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揚
雄
の
文
学
観

荻
野
　
友
範

一

　

周
知
の
よ
う
に
︑
揚
雄
は
︑
文
學
史
上
︑
思
想
史
上
︑
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
︒
文
學
史
上
で
い
え
ば
︑﹁
蜀
都
賦
﹂﹁
甘
泉
賦
﹂
な
ど

の
賦
作
品
の
み
な
ら
ず
︑﹁
趙
充
國
頌
﹂﹁
劇
秦
美
新
﹂
な
ど
︑
計
六
十
に
も
お
よ
ぶ
著
述
が
今
日
に
傳
え
ら
れ
︑
六
朝
期
の
中
國
初
の
文
學
理
論

書
で
あ
る
劉
勰
﹃
文
心
雕
龍
﹄
で
は
﹁
卿
︵
司
馬
相
如
︶・
淵
︵
王
襃
︶
よ
り
已
前
は
︑
多
く
才
を
役
し
て
學
を
課
せ
ず
︒
雄
︵
揚
雄
︶・
向
︵
劉

向
︶
以
後
は
︑
頗
る
書
を
引
き
て
以
て
文
を
助
く
︒
此
れ
取
と
與
と
の
大
際
に
て
︑
其
の
分
は
亂
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
︵
自
卿
・
淵
已
前
︑
多

役
才
而
不
課
學
︒
雄
・
向
以
後
︑
頗
引
書
以
助
文
︑
此
取
與
之
大
際
︑
其
分
不
可
亂
者
也
︶﹂︵
才
略
篇
︶
と
評
さ
れ
る
文
學
者
で
あ
る
︒
思
想
史

上
で
い
え
ば
︑﹃
周
易
﹄
を
模
し
た
﹃
太
玄
﹄︑﹃
論
語
﹄
に
倣
っ
た
﹃
法
言
﹄
を
著
す
な
ど
︑
孔
子
に
み
ず
か
ら
を
重
ね
合
わ
せ
た
思
想
家
で
あ

る
︒
前
漢
末
︑
文
學
史
上
︑
思
想
史
上
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
一
つ
の
畫
期
を
な
し
た
人
物
と
し
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
文
學
者
と
思
想
家
の
兩
面
を
合
わ
せ
持
つ
が
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
か
︑
揚
雄
に
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
︑
ま
た
は
究

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
も
殘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
一
つ
が
︑
文
學
觀
で
あ
る
と
考
え
る
︒
こ
れ
ま
で
に
も
揚
雄
の
文
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學
觀
に
關
わ
る
考
察
は
な
さ
れ
て
き
て
い
る⎠

1
⎝

︒
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
硏
究
で
示
さ
れ
た
文
學
觀
を
支
え
る
揚
雄
自
身
の
思
考
構
造
は
必
ず
し
も
明
ら

か
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑
主
に
賦
に
對
す
る
揚
雄
の
言
及
か
ら
︑
揚
雄
の
思
考
を
讀
み
解
き
︑
そ
の
文
學
觀
を
形
作
る
思
考
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い⎠

2
⎝

︒

二

　

こ
れ
ま
で
揚
雄
の
文
學
觀
は
以
下
の
よ
う
に
總
括
さ
れ
︑
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
︒

　

ま
ず
︑
林
田
愼
之
助
﹃
中
國
中
世
文
學
批
評
史
﹄
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る⎠

3
⎝

︒

兩
漢
魏
晉
の
時
代
に
は
二
つ
の
大
き
な
辭
賦
論
の
系
譜
が
あ
っ
て
︑
一
つ
は
前
漢
の
司
馬
相
如
︑
魏
晉
の
曹
丕
・
曹
植
・
陸
機
・
陸
雲
の
現

實
的
な
效
用
を
意
識
せ
ず
に
︑
純
粹
文
學
の
立
場
か
ら
虛
構
の
表
現
美
を
娯
し
む
辭
賦
論
で
あ
り
︑
二
つ
は
前
漢
末
の
宣
帝
・
揚
雄
︑
後
漢

の
班
固
・
蔡
邕
︑
そ
れ
に
西
晉
の
左
思
・
皇
甫
謐
・
摯
虞
の
禮
教
の
道
義
論
的
立
場
か
ら
︑
諷
諫
の
意
義
づ
け
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
社
會
的

效
用
性
を
強
調
す
る
辭
賦
論
で
あ
り
︑
兩
者
が
政
治
と
文
學
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
相
い
拮
抗
す
る
狀
態
に
あ
る
︒

辭
賦
論
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
︑
漢
代
に
は
﹁
現
實
的
な
效
用
を
意
識
せ
ず
に
︑
純
粹
文
學
の
立
場
か
ら
虛
構
の
表
現
美
を
娯
し
む
辭
賦
論
﹂

と
﹁
禮
教
の
道
義
論
的
立
場
か
ら
︑
諷
諫
の
意
義
づ
け
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
社
會
的
效
用
性
を
強
調
す
る
辭
賦
論
﹂
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
系
譜

が
あ
り
︑
揚
雄
の
辭
賦
に
對
す
る
見
方
を
後
者
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒

　

つ
ぎ
に
︑
古
川
末
喜
﹁
賦
を
め
ぐ
る
漢
代
の
文
學
論
﹂
の
要
點
を
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る⎠

4
⎝

︒

①
政
治
教
化
有
效
説
︙
︙
司
馬
遷
・
宣
帝
・
班
固

②
政
治
教
化
無
效
説
︙
︙
宣
帝
を
取
り
卷
く
宮
廷
人
・
明
帝
・
王
充
・
張
衡

③
政
治
教
化
有
效
説
と
無
效
説
の
中
間
に
位
置
す
る
説
︙
︙
揚
雄
・﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
﹁
詩
賦
略
﹂・
蔡
邕

　
﹁
政
治
教
化
﹂
と
は
い
わ
ゆ
る
﹁
諷
諭
説
﹂
の
こ
と
を
意
味
す
る
︒
①
が
﹁
賦
に
諷
諫
︑
教
化
の
效
用
が
あ
る
﹂
と
す
る
立
場
︑
②
が
﹁
賦
に
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は
諷
諫
︑
教
化
の
作
用
は
な
い
﹂
と
す
る
立
場
︑
③
が
﹁
辭
賦
作
家
の
諷
諫
の
主
觀
的
意
思
を
認
め
つ
つ
も
︑
現
實
的
效
果
が
な
い
﹂
と
す
る
立

場
で
あ
り
︑
こ
の
諷
諭
説
を
め
ぐ
る
議
論
を
漢
代
の
賦
論
の
第
一
の
特
徵
と
す
る
︒
ま
た
︑
こ
の
諷
諭
説
以
外
に
﹁
賦
の
職
人
藝
﹂
に
起
因
す
る

議
論
と
し
て
︑﹁
賦
は
美
麗
か
つ
宏
大
で
あ
る
と
い
う
賦
の
風
格
に
關
す
る
意
見
﹂﹁
類
語
辭
書
的
な
賦
の
敍
述
法
に
言
及
し
た
も
の
﹂﹁
作
家
側

か
ら
の
吐
露
﹂﹁
漢
賦
俳
優
説
﹂
な
ど
を
あ
げ
︑
こ
れ
を
漢
代
の
賦
論
の
第
二
の
特
徵
と
す
る
︒

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
揚
雄
は
︑
③
の
﹁
辭
賦
作
家
の
諷
諫
の
主
觀
的
意
思
を
認
め
つ
つ
も
︑
現
實
的
效
果
が
な
い
﹂
と
し
て
︑﹁
政
治
教
化
有
效

説
と
無
效
説
の
中
間
に
位
置
す
る
説
﹂
を
も
っ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
︒

　

漢
代
の
文
學
觀
を
見
通
し
た
兩
者
の
見
方
に
は
︑
細
部
に
お
い
て
は
や
や
出
入
り
が
あ
る
も
の
の
︑
前
者
で
は
﹁
禮
教
の
道
義
論
的
立
場
か

ら
︑
諷
諫
の
意
義
づ
け
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
社
會
的
效
用
性
を
強
調
す
る
﹂
と
し
︑
後
者
で
は
﹁
政
治
教
化
﹂
と
し
て
︑
表
現
こ
そ
異
な
る
が
︑

こ
の
時
期
の
文
學
觀
を
形
成
す
る
一
つ
の
軸
に
﹁
諷
諭
説
﹂
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
︒
諷
諭
説
と
い
え
ば
︑
儒
家
思
想
の
中

核
を
擔
う
考
え
方
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
揚
雄
に
對
す
る
見
方
に
限
っ
て
み
て
も
︑
諷
諭
説
を
持
つ
と
す
る
こ
と
で
は

兩
者
と
も
一
致
し
︑
と
く
に
︑
後
者
で
は
﹁
辭
賦
作
家
の
諷
諫
の
主
觀
的
意
思
を
認
め
つ
つ
も
︑
現
實
的
效
果
が
な
い
﹂
と
し
て
い
る
點
は
注
目

し
て
お
い
て
よ
い
︒

　

兩
硏
究
で
導
き
出
さ
れ
た
結
論
に
と
く
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
漢
一
代
の
文
學
全
體
を
見
通
し
た
的
確
な
見
方
と
い
え

る
︒
し
か
し
︑
揚
雄
の
い
か
な
る
思
考
が
﹁
禮
教
の
道
義
論
的
立
場
か
ら
︑
諷
諫
の
意
義
づ
け
を
お
こ
な
い
︑
そ
の
社
會
的
效
用
性
を
強
調
﹂

し
︑﹁
政
治
教
化
有
效
説
と
無
效
説
の
中
間
に
位
置
す
る
﹂
文
學
觀
と
し
て
結
實
し
た
の
か
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
も
う
一
步
踏
み
込
ん
で
檢
討
し

て
み
る
こ
と
と
す
る
︒

三

　

揚
雄
の
諷
諫
説
に
基
づ
く
賦
へ
の
見
方
は
︑
主
に
以
下
に
揭
げ
る
も
の
に
求
め
ら
れ
る⎠

5
⎝

︒

　

ま
ず
︑﹃
法
言
﹄
吾
子
篇
に
見
え
る
つ
ぎ
の
一
節
で
あ
る⎠

6
⎝

︒
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或
ひ
と
問
う
︑﹁
吾
子
は
少
く
し
て
賦
を
好
め
り
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
然
り
︒
童
子
は
彫
蟲
篆
刻
す
﹂
と
︒
俄
而
に
し
て
曰
く
︑﹁
壯
夫
は
爲
さ

ざ
る
な
り
﹂
と
︒
或
ひ
と
曰
く
︑﹁
賦
は
以
て
諷
す
べ
き
か
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
諷
か
︒
諷
す
れ
ば
則
ち
已
め
ん
︑
已
め
ざ
れ
ば
︑
吾
れ
恐
ら
く

は
勸
む
る
を
免
れ
ざ
ら
ん
﹂
と
︒
或
ひ
と
曰
く
︑﹁
霧
縠
の
組
は
麗
し
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
女
工
の
蠹
な
り
﹂
と
︒
︙
︙

或
問
﹁
吾
子
少
而
好
賦
﹂︒
曰
︑﹁
然
︒
童
子
彫
蟲
篆
刻
﹂︒
俄
而
︑
曰
︑﹁
壯
夫
不
爲
也
﹂︒
或
曰
︑﹁
賦
可
以
諷
乎
﹂︒
曰
︑﹁
諷
乎
︒
諷
則

已
︑
不
已
︑
吾
恐
不
免
於
勸
也
﹂︒
或
曰
︑﹁
霧
縠
之
組
麗
﹂︒
曰
︑﹁
女
工
之
蠹
矣
﹂︒
︙
︙

賦
と
は
︑
子
ど
も
が
﹁
彫
蟲
篆
刻
︵
難
し
い
書
體
を
學
ぶ
こ
と
︶﹂
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
立
派
な
大
人
は
﹁
爲
さ
ざ
る
﹂
も
の
と
し
︑
そ

の
理
由
を
﹁
諷
﹂
の
效
果
を
期
待
し
た
と
し
て
も
︑
そ
の
期
待
と
は
裏
腹
に
︑
結
果
的
に
﹁
勸
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
と
い

う
︒
續
け
て
︑
比
喩
的
に
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
︑
霧
の
よ
う
に
薄
く
て
輕
い
絹
織
り
は
﹁
麗
︵
美
し
い
︶﹂
で
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
の

手
間
暇
は
機
織
り
作
業
を
す
る
女
性
を
甚
だ
し
く
煩
わ
せ
る
の
で
害
と
な
る
と
す
る
︒
外
形
美
で
あ
る
﹁
麗
﹂
を
作
り
上
げ
る
過
程
の
弊
害
を
指

摘
す
る
︒

　

こ
う
し
た
揚
雄
の
立
場
は
︑
つ
ぎ
の
一
節
で
よ
り
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
る
︒

雄
以
爲
え
ら
く
賦
な
る
者
は
︑
將
に
以
て
風
せ
ん
と
す
る
な
り
︑
必
ず
類
を
推
し
て
言
い
︑
麗
美
の
辭
を
極
め
︑
閎
侈
鉅
衍
︑
人
を
し
て
加

う
る
能
わ
ざ
ら
し
む
る
を
競
う
な
り
︒
既
に
乃
ち
之
を
正
に
歸
さ
ん
と
す
る
も
︑
然
れ
ど
も
覽
る
者
已
に
過
て
り
︒
往
時
武
帝
神
仙
を
好

み
︑
相
如
大
人
の
賦
を
上
り
︑
以
て
風
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑
帝
反
っ
て
縹
縹
と
し
て
雲
を
陵
ぐ
の
志
有
り
︒
是
に
繇
り
て
之
を
言
え
ば
︑
賦

の
勸
め
て
止
め
ざ
る
こ
と
︑
明
ら
か
な
り
︒
又
た
頗
る
俳
優
淳
于
髡
︑
優
孟
の
徒
に
似
︑
法
度
の
存
す
る
所
︑
賢
人
君
子
の
詩
賦
の
正
に
非

ざ
る
な
り
︑
是
に
於
い
て
輟
め
て
復
た
復
さ
ず
︒︵﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
下
︶

雄
以
爲
賦
者
︑
將
以
風
也
︑
必
推
類
而
言
︑
極
麗
靡
之
辭
︑
閎
侈
鉅
衍
︑
競
於
使
人
不
能
加
也
︒
既
乃
歸
之
於
正
︑
然
覽
者
已
過
矣
︒
往

時
武
帝
好
神
仙
︑
相
如
上
大
人
賦
︑
欲
以
風
︑
帝
反
縹
縹
有
陵
雲
之
志
︒
繇
是
言
之
︑
賦
勸
而
不
止
︑
明
矣
︒
又
頗
似
俳
優
淳
于
髡
︑
優

孟
之
徒
︑
非
法
度
所
存
︑
賢
人
君
子
詩
賦
之
正
也
︑
於
是
輟
不
復
爲
︒

揚
雄
の
自
作
と
い
わ
れ
る
﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
の
一
節
で
あ
る⎠

7
⎝

︒
賦
は
本
來
︑﹁
風
︵
諷
︶﹂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
司
馬
相
如
が
武
帝
を
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﹁
風
︵
諷
︶﹂
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
逆
效
果
を
生
む
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
︑
さ
き
の
吾
子
篇
で
説
か
れ
た
内
容

の
實
例
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
一
節
に
は
︑﹁
風
︵
諷
︶﹂
以
外
に
も
賦
の
特
徵
が
述
べ
ら
れ
︑
と
く
に
︑﹁
麗
美
の
辭
﹂
と
は
︑
さ
き
の
﹁
霧

縠
の
組
は
麗
し
﹂
と
同
じ
く
︑
賦
の
も
つ
言
語
表
現
上
の
美
し
さ
を
い
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　

そ
し
て
︑﹃
法
言
﹄
吾
子
篇
に
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載
も
見
え
る
︒

或
ひ
と
問
う
︑﹁
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
の
賦
や
︑
益
あ
り
や
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
必
ず
や
淫
な
ら
ん
﹂
と
︒﹁
淫
な
れ
ば
則
ち
奈
何
﹂

と
︒
曰
く
︑﹁
詩
人
の
賦
は
麗
し
く
以
て
則
あ
り
︑
辭
人
の
賦
は
麗
し
く
以
て
淫
す
︒
如
し
孔
氏
の
門
賦
を
用
う
れ
ば
︑
則
ち
賈
誼
は
堂
に

升
り
︑
相
如
は
室
に
入
ら
ん
︒
其
の
用
い
ざ
る
を
如
何
せ
ん
﹂
と
︒

或
問
︑﹁
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
之
賦
也
︑
益
乎
﹂︒
曰
︑﹁
必
也
︑
淫
﹂︒﹁
淫
︑
則
奈
何
﹂︒
曰
︑﹁
詩
人
之
賦
麗
以
則
︑
辭
人
之
賦

麗
以
淫
︒
如
孔
氏
之
門
用
賦
也
︑
則
賈
誼
升
堂
︑
相
如
入
室
矣
︒
如
其
不
用
何
﹂︒︵﹃
法
言
﹄
吾
子
篇
︶

本
稿
の
關
心
に
引
き
寄
せ
て
︑
推
測
さ
れ
る
當
時
の
狀
況
や
修
辭
の
面
か
ら
詳
し
く
檢
討
し
て
い
く
と
︑
こ
の
一
節
は
相
當
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

第
一
に
︑﹁
詩
人
﹂
と
﹁
辭
人
﹂
の
對
比
で
あ
る
︒﹁
詩
人
﹂
と
い
う
語
は
︑﹁
九
辯
﹂
に
﹁
竊
に
詩
人

0

0

の
遺
風
を
慕
い
︑
願
わ
く
は
志
を
素
餐

に
託
せ
ん
︵
竊
慕
詩
人

0

0

之
遺
風
兮
︑
願
託
志
乎
素
餐
︶﹂︵
引
用
者
注
─
傍
點
は
引
用
者
に
よ
る
︒
以
下
同
じ
︶
と
あ
る
の
が
は
じ
め
て
見
え
る

例
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
九
辯
﹂
の
例
を
は
じ
め
と
し
て
︑
漢
代
に
お
け
る
﹁
詩
人
﹂
の
用
例
を
調
査
す
る
と
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
が
﹃
詩
經
﹄
と

の
何
ら
か
の
關
連
性
を
も
っ
て
﹁
詩
人
﹂
の
語
が
使
用
さ
れ
︑
ほ
ぼ
例
外
な
く
﹁﹃
詩
經
﹄
の
詩
篇
の
作
者
﹂
を
意
味
し
て
い
る
︒﹁
九
辯
﹂
で

は
︑﹁
ひ
そ
か
に
﹃
詩
經
﹄
の
詩
人
が
﹁
彼
の
君
子
は
︑
素
餐
せ
ず
︵
彼
君
子
兮
︑
不
素
餐
兮
︶﹂︵﹃
詩
經
﹄
魏
風
・
伐
檀
︶
と
い
っ
た
の
を
思
い

慕
い
︑
ど
う
か
功
な
く
し
て
祿
を
食
ま
な
い
よ
う
に
し
た
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
に
あ
た
る
し
︑
ほ
か
に
も
た
と
え
ば
︑
宣
帝

︵
前
七
三
～
前
四
九
︶
期
の
桓
寬
﹃
鹽
鐵
論
﹄
散
不
足
篇
に
は
︑
賢
人
や
君
子
が
眞
心
を
も
っ
て
困
難
に
立
ち
向
か
う
姿
を
︑﹁
此
れ
詩
人

0

0

の
傷
み

て
而
し
て
作
り
︑
比
干
・
子
胥
の
身
を
遺
れ
禍
を
忘
る
る
所
以
な
り
︵
此
詩
人

0

0

所
以
傷
而
作
︑
比
干
・
子
胥
遺
身
忘
禍
也
︶﹂
と
し
て
︑
こ
の
あ

と
に
﹃
詩
經
﹄
小
雅
・
節
南
山
を
引
く
︒
ま
た
︑
班
固
﹃
漢
書
﹄
匈
奴
傳
上
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
︒
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穆
王
の
孫
懿
王
の
時
に
至
り
︑
王
室
遂
に
衰
え
︑
戎
狄
交
も
侵
し
︑
中
國
を
暴
虐
す
︒
中
國
其
の
苦
し
み
を
被
む
り
︑
詩
人

0

0

始
め
て
作
り

て
︑
疾
み
て
之
を
歌
い
て
︑
曰
く
︑﹁
室
も
靡
く
家
も
靡
き
こ
と
︑
獫
允
の
故
な
り
﹂﹁
豈
に
日
に
戒
め
ん
や
︑
獫
允
孔
だ
棘
な
り
﹂
と
︒
懿

王
曾
孫
宣
王
に
至
り
︑
師
を
興
し
將
に
命
じ
以
て
之
を
征
伐
す
︑
詩
人

0

0

其
の
功
を
美
大
し
て
︑
曰
く
︑﹁
薄
に
獫
狁
を
伐
ち
︑
太
原
に
至
れ

り
﹂﹁
車
を
出
し
て
彭
彭
た
り
﹂﹁
彼
の
朔
方
に
城
く
﹂
と
︒
是
の
時
に
四
夷
賓
服
し
て
︑
稱
し
て
中
興
と
爲
す
︒

至
穆
王
之
孫
懿
王
時
︑
王
室
遂
衰
︑
戎
狄
交
侵
︑
暴
虐
中
國
︒
中
國
被
其
苦
︑
詩
人

0

0

始
作
︑
疾
而
歌
之
︑
曰
︑﹁
靡
室
靡
家
︑
獫
允
之
故
﹂

﹁
豈
不
日
戒
︑
獫
允
孔
棘
﹂︒
至
懿
王
曾
孫
宣
王
︑
興
師
命
將
以
征
伐
之
︑
詩
人

0

0

美
大
其
功
︑
曰
︑﹁
薄
伐
獫
狁
︑
至
於
太
原
﹂﹁
出
車
彭

彭
﹂﹁
城
彼
朔
方
﹂︒
是
時
四
夷
賓
服
︑
稱
爲
中
興
︒

﹁
詩
人
﹂
の
語
が
二
箇
所
に
見
え
︑
前
者
で
は
︑
戎
狄
の
侵
入
に
苦
し
め
ら
れ
る
さ
ま
を
痛
ん
で
詩
人
が
詩
を
作
っ
た
と
し
て
﹃
詩
經
﹄
小
雅
・

采
薇
を
引
く
︒
後
者
で
は
︑
戎
狄
を
征
伐
し
た
功
績
を
稱
え
て
詩
人
が
詩
を
作
っ
た
と
し
て
﹃
詩
經
﹄
小
雅
・
六
月
な
ら
び
に
小
雅
・
出
車
を
引

く
︒

　

當
時
の
﹁
詩
人
﹂
の
語
が
﹁﹃
詩
經
﹄
の
詩
篇
の
作
者
﹂
を
指
す
こ
と
は
︑
諸
注
釋
書
に
お
い
て
自
明
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
︑
當

時
の
﹁
詩
人
﹂
が
單
な
る
一
般
名
詞
と
し
て
の
詩
人
と
は
異
な
る
こ
と
が
こ
れ
ら
の
例
か
ら
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　

一
方
︑﹁
辭
人
﹂
の
語
は
︑﹃
法
言
﹄
以
前
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑﹃
文
心
雕
龍
﹄
で
は
頻
繁
に
使
用
さ
れ
︑﹁
賦
作
家
﹂
と
い

う
意
味
で
定
着
し
て
い
る⎠

8
⎝

︒﹃
文
心
雕
龍
﹄
以
前
で
は
﹃
文
章
流
別
論
﹄
が
本
箇
所
を
引
く
以
外
に
︑

此
れ
膏
粱
の
常
疾
に
因
り
て
以
て
勸
を
匡
く
る
と
爲
し
︑
甚
泰
の
辭
有
り
と
雖
も
其
の
諷
諭
の
義
沒
せ
ざ
る
な
り
︒
其
の
流
れ
遂
に
廣
く
︑

其
の
義
遂
に
變
わ
り
︑
率
ね
辭
人
淫
麗
の
尤
有
り⎠

9
⎝

︒

此
因
膏
粱
之
常
疾
以
爲
匡
勸
︑
雖
有
甚
泰
之
辭
而
不
沒
其
諷
諭
之
義
也
︒
其
流
遂
廣
︑
其
義
遂
變
︑
率
有
辭
人
淫
麗
之
尤
矣
︒

と
記
し
て
お
り
︑
こ
れ
も
賦
作
家
を
意
味
し
て
い
る
︒

　

こ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
法
言
﹄
以
降
の
例
で
あ
り
︑
語
義
を
確
定
す
る
う
え
で
必
ず
し
も
最
良
な
證
據
と
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
本
箇
所
の

前
後
の
文
意
か
ら
推
し
て
も
︑﹁
賦
作
家
﹂
以
外
を
指
す
こ
と
は
な
か
な
か
想
定
し
に
く
い
こ
と
か
ら
︑﹁
賦
作
家
﹂
を
指
す
も
の
と
判
斷
し
て
よ
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い
で
あ
ろ
う
︒

　

以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹁
詩
人
﹂
は
﹁﹃
詩
經
﹄
の
詩
篇
の
作
者
﹂
を
︑﹁
辭
人
﹂
は
﹁
賦
作
家
﹂
を
指
し
示
し
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
︒

　

第
二
に
︑
本
箇
所
で
四
度
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
賦
﹂
の
語
の
理
解
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
①
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
の
賦0

﹂﹁
②
詩
人
の

賦0

﹂﹁
③
辭
人
の
賦0

﹂﹁
④
孔
氏
の
門
に
賦0

を
用
う
﹂
で
あ
る
︒
諸
先
行
硏
究
に
よ
れ
ば
︑
こ
こ
に
い
う
﹁
賦
﹂
は
い
ず
れ
も
文
體
と
し
て
の
賦
と

理
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る⎠

10
⎝

︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
︑
今
日
か
ら
考
え
ら
れ
る
當
時
の
實
態
に
そ
ぐ
わ
ず
︑
全
體
の

文
意
が
必
ず
し
も
滿
足
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
氣
づ
く
︒
①
の
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
ら
の
﹁
賦
﹂
と
︑
④
の
孔
子
の
學
派
で
用
い
る
こ

と
を
假
定
し
た
と
き
の
﹁
賦
﹂
は
文
體
と
し
て
の
賦
と
理
解
で
き
る
と
し
て
も
︑﹁
②
詩
人
の
賦
﹂
と
﹁
③
辭
人
の
賦
﹂
を
完
全
に
文
體
と
し
て

の
﹁
賦
﹂
と
理
解
す
る
と
︑
②
は
﹃
詩
經
﹄
の
詩
篇
の
作
者
が
﹁
賦
﹂
と
い
う
文
體
の
作
品
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
言
を
費
や
す
ま
で

も
な
く
︑﹃
詩
經
﹄
の
詩
篇
の
作
者
が
賦
作
品
を
作
っ
た
事
實
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
確
認
で
き
な
い
︒﹁
詩
人
﹂
が
﹃
詩
經
﹄
の
詩
篇

の
作
者
を
指
し
て
い
る
以
上
︑
そ
の
﹁
詩
人
﹂
と
は
︑
實
在
す
る
に
せ
よ
︑
架
空
で
あ
る
に
せ
よ
︑﹃
詩
經
﹄
に
收
錄
さ
れ
る
詩
篇
を
著
し
た
人

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
と
は
別
に
賦
作
品
を
著
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

　

そ
こ
で
︑﹁
賦
﹂
の
含
意
に
焦
點
を
あ
て
る
と
︑﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
・
詩
賦
略
に
は
﹁
不
歌
而
誦
謂
之
賦0

︑
登
高
能
賦0

可
以
爲
大
夫
﹂
と
い
う
一

句
が
見
え
る⎠

11
⎝

︒
こ
こ
に
見
え
る
二
つ
の
﹁
賦
﹂
の
語
に
つ
い
て
︑
程
千
帆
﹁
先
唐
文
學
源
流
論
略
︵
二
︶﹂
は
︑﹁
抑
揚
を
つ
け
て
朗
誦
す
る
︵﹁
諷

誦
﹂︶﹂
こ
と
と
す
る⎠

12
⎝

︒
す
る
と
︑
こ
の
句
は
﹁
歌
わ
ず
し
て
而
し
て
誦
す
る
之
を
賦
す

0

0

と
謂
い
︑
高
き
に
登
り
て
能
く
賦
す

0

0

は
以
て
大
夫
爲
る
べ

し
﹂
と
訓
讀
で
き
る
一
句
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
賦
と
い
う
文
體
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑﹁
賦
す
﹂
と
い
う
表
現
行
爲
自
體
と
解
釋
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
に
基
づ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
︑
②
③
の
﹁
賦
﹂
の
語
を
文
體
と
し
て
の
賦
と
理
解
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
く
︑
む
し
ろ
︑﹁
賦
す
﹂
と

い
う
表
現
方
法
自
體
と
理
解
す
る
ほ
う
が
理
に
か
な
っ
て
お
り
︑
文
意
も
實
態
と
齟
齬
な
く
理
解
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
箇
所
に
見
え
る
四

つ
の
﹁
賦
﹂
と
は
︑﹁
賦
﹂
の
語
が
示
す
﹁
賦
す
﹂
と
い
う
表
現
方
法
自
體
の
意
味
と
︑
そ
の
表
現
方
法
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
形
作
ら
れ
た
﹁
賦
﹂
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と
い
う
文
體
の
意
味
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
︑
賦
の
本
質
な
ら
び
に
效
果
︑
そ
し
て
賦
作
家
へ
の
評
價
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

第
三
に
︑
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
・
賈
誼
・
司
馬
相
如
と
い
う
六
人
の
賦
作
家
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
に
關
わ
っ
て
︑﹁
益
﹂

﹁
麗
﹂﹁
則
﹂﹁
淫
﹂
や
比
喩
的
に
﹁
升
堂
﹂﹁
入
室
﹂
な
ど
と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
文
體
と
し
て
の
賦
を
め
ぐ
っ
て
︑
そ
の
出
來
に
對
す
る

總
合
的
評
價
と
し
て
︑
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
の
賦
が
諷
諭
説
に
基
づ
い
て
﹁
益
﹂
か
否
か
の
問
い
に
は
じ
ま
り
︑
四
者
︵
景
差
・
唐
勒
・

宋
玉
・
枚
乘
︶
の
賦
の
出
來
へ
の
總
合
的
評
價
は
﹁
淫
︵﹁
益
﹂
と
の
對
應
で
い
う
な
ら
ば
﹁
不
益
﹂
あ
る
い
は
﹁
非
益
﹂︶﹂
と
な
る
︒
賈
誼
・

司
馬
相
如
の
賦
は
︑﹃
論
語
﹄
先
進
篇
の
﹁
子
曰
く
︑﹁
由
の
瑟
︑
奚
爲
れ
ぞ
丘
の
門
に
於
い
て
せ
ん
﹂
と
︒
門
人
子
路
を
敬
せ
ず
︒
子
曰
く
︑

﹁
由
や
堂
に
升
れ
り
︒
未
だ
室
に
入
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
︒︵
子
曰
︑
由
之
瑟
︑
奚
爲
於
丘
之
門
︒
門
人
不
敬
子
路
︒
子
曰
︑
由
也
升
堂
矣
︑
未
入
於

室
也
︶﹂
を
踏
ま
え
て
︑﹁
如
し
孔
氏
の
門
賦
を
用
う
れ
ば
︑
則
ち
賈
誼
は
堂
に
升
り
︑
相
如
は
室
に
入
ら
ん
﹂
と
し
て
︑
比
喩
的
か
つ
相
對
的
な

表
現
で
︑
賦
の
出
來
で
は
︑
司
馬
相
如
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
︵﹁
入
室
﹂︶︑
賈
誼
が
そ
れ
に
次
ぐ
︵﹁
升
堂
﹂︶
も
の
と
評
價
し
て
い
る⎠

13
⎝

︒
ま
た
︑

﹁
賦
す
﹂
と
い
う
表
現
方
法
を
め
ぐ
っ
て
は
︑﹁
詩
人
﹂
の
そ
れ
は
言
語
修
辭
表
現
の
面
で
は
﹁
麗
︵
美
し
く
︶﹂
で
あ
り
な
お
か
つ
内
容
の
面
で

は
﹁
則
︵
過
不
足
な
い
︶﹂︑﹁
辭
人
﹂
の
そ
れ
は
﹁
麗
﹂
で
あ
り
か
つ
内
容
の
面
で
﹁
淫
︵
行
き
過
ぎ
︶﹂
と
す
る⎠

14
⎝

︒

　

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
本
箇
所
の
揚
雄
の
發
言
を
ま
と
め
る
と
︑﹁
景
差
・
唐
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
の
賦
の
出
來
は
﹁
淫
﹂
で
あ
り
︑﹃
詩
經
﹄
の
詩

篇
の
作
者
の
賦
し
方
は
表
現
が
美
し
く
︑
内
容
も
過
不
足
な
い
が
︑
賦
作
家
の
賦
し
方
は
表
現
は
美
し
い
が
︑
内
容
が
行
き
過
ぎ
た
も
の
と
な

る
︒
か
り
に
︑
孔
子
の
學
派
で
賦
を
教
化
の
手
段
と
す
る
な
ら
ば
︑
司
馬
相
如
は
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
お
り
︑
賈
誼
は
そ
れ
に
つ
ぐ
で
あ
ろ
う

が
︑
賦
を
教
化
の
手
段
と
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
い
た
し
か
た
な
い
﹂
と
な
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
揚
雄
は
諷
諭
説
に
基
づ
い
て
賦
に
は
諷
諭
が
發
揮
さ
れ
て
も
た
ら
さ
れ
る
效
果
︵﹁
益
﹂︶︑
い
わ
ば
儒
家
的
思
考
に
基
づ
く
社

會
的
有
用
性
が
期
待
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
︑
賈
誼
や
司
馬
相
如
の
賦
を
高
く
評
價
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
評
價
に
あ
た
っ
て
は
﹁
益
﹂﹁
麗
﹂﹁
則
﹂

﹁
淫
﹂
な
ど
基
準
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
諷
諭
説
に
基
づ
い
て
賦
の
否
定
的
な
側
面
を
指
摘
す
る
一
方
︑
賦
が
本
來
的
に
も
つ
言
語
表
現
上

の
美
し
さ
︵﹁
麗
﹂︶
は
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
も
見
え
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
態
度
の
根
底
に
は
い
か
な
る
思
考
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
詩
人
﹂
に
匹
敵
す
る
最
高
の
評
價
が
與
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え
ら
れ
て
い
る
司
馬
相
如
へ
の
言
及
を
も
う
少
し
た
ど
っ
て
み
よ
う
︒

長
卿
の
賦
人
間
從
り
來
た
る
に
似
ず
︑
其
の
神
化
至
る
所
か
︒
大
諦
能
く
千
賦
を
讀
め
ば
︑
則
ち
能
く
之
を
爲
す
︒
諺
に
云
う
︑﹁
伏
し
て

象
神
を
習
う
︑
巧
み
な
る
者
は
習
う
者
の
門
に
過
ぎ
ず
﹂
と
︒︵
揚
雄
﹁
與
桓
譚
書⎠

15
⎝

﹂︶

長
卿
賦
不
似
從
人
間
來
︑
其
神
化
所
至
邪
︒
大
諦
能
讀
千
賦
︑
則
能
爲
之
︒
諺
云
︑﹁
伏
習
象
神
︑
巧
者
不
過
習
者
之
門
︒﹂

司
馬
相
如
の
賦
が
人
間
技
で
は
な
く
︑
神
が
か
り
的
な
領
域
に
達
し
て
い
る
と
し
て
︑
さ
き
の
例
と
同
樣
に
︑
司
馬
相
如
の
賦
に
對
し
て
最
上
と

も
い
え
る
評
價
を
示
し
て
い
る
︒

　

揚
雄
が
司
馬
相
如
を
慕
っ
て
い
た
こ
と
は
諸
書
に
記
載
が
見
え
︑
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
揚
雄
は
司
馬
相
如
を
慕
い
︑
評
價
し
た
だ
け
で

は
な
く
︑
み
ず
か
ら
が
司
馬
相
如
に
比
肩
し
う
る
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
も
見
え
る
︒

成
帝
之
︵
引
用
者
注
─
揚
雄
作
の
﹁
縣
邸
銘
﹂﹁
玉
佴
頌
﹂﹁
階
闥
銘
﹂﹁
成
都
城
四
隅
銘
﹂︶
を
好
み
︑
以
て
相
如
に
似
た
り
と
爲
し
︑
雄

遂
に
此
を
以
て
外
に
見
ゆ
る
を
得
︒
此
の
數
者
は
︑
皆
な
都
水
君
︵
引
用
者
注
─
劉
向
を
指
す
︶
常
て
見
る
な
り
︒︵
揚
雄
﹁
答
劉
歆
書⎠

16
⎝

﹂︶

成
帝
好
之
︑
以
爲
似
相
如
︑
雄
遂
以
此
得
外
見
︒
此
數
者
︑
皆
都
水
君
常
見
也
︒

孝
成
帝
の
時
︑
客
に
雄
の
文
相
如
に
似
た
り
と
薦
む
る
者
有
り
︒︵﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
上
所
載
の
﹁
甘
泉
賦
序
﹂︶

孝
成
帝
時
︑
客
有
薦
雄
文
似
相
如
者
︒

い
ず
れ
も
揚
雄
自
身
が
成
帝
に
召
さ
れ
︑
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
に
自
身
の
著
作
が
司
馬
相
如
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
︒
兩

例
と
も
揚
雄
自
身
の
こ
と
ば
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
單
に
揚
雄
に
よ
る
司
馬
相
如
へ
の
敬
慕
の
念
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
司
馬
相
如
を
引
き
合

い
に
出
し
て
︑
間
接
的
に
み
ず
か
ら
の
著
作
の
出
來
に
最
上
の
評
價
を
下
し
て
い
る
と
も
解
釋
で
き
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
敬
慕
の
對
象
と
し
て
重
ね
合
わ
さ
れ
︑
そ
の
評
價
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
暗
に
高
く
評
價
す
る
か
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
る
司
馬

相
如
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
評
さ
れ
て
い
る
︒

淮
南
の
説
の
用
︑
太
史
公
の
用
に
如
か
ざ
る
な
り
︒
太
史
公
は
︑
聖
人
も
將
に
取
る
こ
と
有
ら
ん
と
す
︒
淮
南
は
︑
取
る
こ
と
鮮
か
ら
ん
の

み
︒
必
ず
や
︑
儒
か
︒
乍た

ち
まち
出
で
乍
ち
入
る
は
︑
淮
南
な
り
︒
文
麗
に
し
て
用
寡
き
は
︑
長
卿
な
り
︒
多
く
愛
し
て
忍
び
ざ
る
は
︑
子
長
な
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り
︒
仲
尼
の
多
く
愛
す
る
は
︑
義
を
愛
す
る
な
り
︒
子
長
の
多
く
愛
す
る
は
︑
奇
を
愛
す
る
な
り
︒︵﹃
法
言
﹄
君
子
篇
︶

淮
南
説
之
用
︑
不
如
太
史
公
之
用
也
︒
太
史
公
︑
聖
人
將
有
取
焉
︒
淮
南
︑
鮮
取
焉
爾
︒
必
也
︑
儒
乎
︒
乍
出
乍
入
︑
淮
南
也
︒
文
麗
用

寡
︑
長
卿
也
︒
多
愛
不
忍
︑
子
長
也
︒
仲
尼
多
愛
︑
愛
義
也
︒
子
長
多
愛
︑
愛
奇
也
︒

﹁
淮
南
﹂︵﹃
淮
南
子
﹄︶︑﹁
太
史
公
﹂︵﹃
史
記
﹄︶︑
仲
尼
︑
司
馬
相
如
を
取
り
上
げ
︑﹁
用
﹂
か
否
か
︑﹁
取
﹂
る
べ
き
で
あ
る
か
否
か
の
點
か
ら
對

比
し
︑
簡
潔
に
論
評
す
る
︒﹁
用
﹂
と
い
う
觀
點
か
ら
︑
相
對
的
に
﹃
淮
南
子
﹄
は
﹃
史
記
﹄
に
劣
る
︒
司
馬
相
如
に
は
︑﹁
麗
﹂
と
﹁
用
﹂
の
觀

點
か
ら
︑﹁
麗
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
用
﹂
の
面
に
は
缺
け
る
と
い
う
︒﹁
麗
﹂︑
つ
ま
り
︑
言
語
修
辭
表
現
に
お
け
る
美
し
さ
に
つ
い
て
は
︑
積
極
的
に

認
め
よ
う
と
す
る
半
面
︑﹁
用
︵
有
用
性
︶﹂
の
缺
如
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
︒

　

揚
雄
は
︑
賦
を
主
と
す
る
文
學
に
對
し
て
︑
そ
れ
ら
が
目
指
す
べ
き
最
終
目
標
を
﹁
益
﹂
と
い
う
語
に
示
さ
れ
る
も
の
に
お
い
た
︒

　

そ
し
て
︑﹁
益
﹂
な
る
も
の
を
實
現
す
る
に
は
︑
内
容
面
に
お
け
る
﹁
則
﹂
や
﹁
用
﹂
と
同
時
に
︑
表
現
面
に
お
け
る
﹁
麗
﹂
を
必
要
不
可
缺

な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
後
者
の
言
語
修
辭
表
現
上
に
お
け
る
﹁
麗
﹂
へ
の
強
い
認
識
と
追
求
が
あ
っ
た
と

い
え
る
︒

　

ま
た
︑
揚
雄
の
司
馬
相
如
へ
の
自
己
投
影
か
ら
は
︑
揚
雄
自
身
が
﹁
麗
﹂
的
な
要
素
は
十
分
に
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
も
の
の
︑﹁
則
﹂
や
﹁
用
﹂

的
な
要
素
に
い
ま
だ
不
足
し
て
い
る
と
い
う
︑
一
種
の
批
判
的
自
己
認
識
も
う
か
が
え
る
︒

四

　

揚
雄
は
︑﹁
益
﹂
を
文
學
を
評
價
す
る
に
あ
た
っ
て
の
判
斷
基
準
と
し
て
い
た
︒
同
時
に
︑
賦
を
主
と
す
る
文
學
に
は
言
語
修
辭
表
現
に
お
け

る
美
し
さ
で
あ
る
﹁
麗
﹂
を
も
求
め
︑
そ
れ
を
強
く
志
向
す
る
態
度
が
顯
著
で
あ
っ
た
︒
揚
雄
自
身
︑
儒
家
的
思
考
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
は
︑

彼
の
主
張
や
著
述
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
現
れ
て
お
り
︑
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
︑
儒
家
の
經
典
に
對
し
て
は
い
か
な
る
態
度
を
示
し
て

い
る
の
か
︒
揚
雄
の
﹁
五
經
﹂
觀
を
檢
討
し
て
む
す
び
に
か
え
る
こ
と
と
す
る
︒

　

中
國
史
上
︑﹁
五
經
﹂
と
い
う
語
が
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
る
の
は
揚
雄
﹃
法
言
﹄
に
お
い
て
と
さ
れ
る⎠

17
⎝

︒
こ
の
こ
と
は
︑
揚
雄
の
生
き
た
時
期
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に
︑
儒
家
の
經
典
觀
な
い
し
は
儒
家
の
經
典
を
取
り
卷
く
環
境
に
な
ん
ら
か
の
大
き
な
變
化
が
起
こ
り
︑
そ
れ
を
揚
雄
が
敏
感
に
感
じ
取
り
︑
記

述
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
觸
れ
ず
︑
揚
雄
の
經
典
觀
を
見
て
い
こ
う
︒

或
ひ
と
問
う
︑﹁
君
子
は
辭
を
尚
ぶ
か
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
君
子
事
を
之
れ
尚
し
と
爲
す
︒
事
辭
に
勝
れ
ば
則
ち
伉
︑
辭
事
に
勝
れ
ば
則
ち
賦
︑

事
・
辭
稱
わ
ば
則
ち
經
︒
言
う
に
足
り
容
う
る
に
足
る
は
︑
德
の
藻
な
り
﹂
と
︒

或
問
︑﹁
君
子
尚
辭
乎
﹂︒
曰
︑﹁
君
子
事
之
爲
尚
︒
事
勝
辭
則
伉
︑
辭
勝
事
則
賦
︑
事
・
辭
稱
則
經
︒
足
言
足
容
︑
德
之
藻
矣
﹂︒︵﹃
法

言
﹄
吾
子
篇
︶

内
容
で
あ
る
﹁
事
﹂
と
表
現
で
あ
る
﹁
辭
﹂
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
︑
内
容
が
表
現
に
勝
れ
ば
﹁
伉
﹂︑
表
現
が
内
容
に
勝
れ
ば
﹁
賦
﹂︑
内
容
と

表
現
の
バ
ラ
ン
ス
が
ほ
ど
よ
く
調
和
し
て
い
れ
ば
﹁
經
﹂︑
す
な
わ
ち
經
典
で
あ
る
と
い
う
︒﹁
賦
﹂
と
﹁
經
﹂
と
が
對
比
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
︑

經
典
と
い
え
ど
も
︑
た
だ
單
に
内
容
の
み
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
︑
表
現
の
面
を
も
重
視
す
る
態
度
が
見
て
取
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
經
﹂
に
も

﹁
賦
﹂
に
共
通
す
る
要
素
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒

　

類
似
し
た
考
え
方
は
︑
ほ
か
に
も
散
見
さ
れ
る
︒

或
ひ
と
曰
く
︑﹁
良
玉
は
彫
ら
ず
︑
美
言
は
文
ら
ず
と
は
︑
何
の
謂
ぞ
や
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
玉
彫
ら
ず
ん
ば
︑
璵
璠
器
と
作
ら
ず
︒
言
文
ら
ず

ん
ば
︑
典
謨
經
と
作
ら
ず
﹂
と
︒

或
曰
︑﹁
良
玉
不
彫
︑
美
言
不
文
︑
何
謂
也
﹂︒
曰
︑﹁
玉
不
彫
︑
璵
璠
不
作
器
︒
言
不
文
︑
典
謨
不
作
經
﹂︒︵﹃
法
言
﹄
寡
見
篇
︶

堯
・
舜
の
政
治
を
記
し
た
﹁
典
謨
﹂︵﹃
尚
書
﹄﹁
堯
典
﹂﹁
舜
典
﹂﹁
大
禹
謨
﹂﹁
皐
陶
謨
﹂︶
で
も
︑
言
語
表
現
が
﹁
文
﹂
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
經

典
と
し
て
存
立
し
え
な
い
と
い
う
︒

聖
人
は
︑
質
を
文
る
者
な
り
︒
車
服
以
て
之
を
彰
ら
か
に
し
︑
藻
色
以
て
之
を
明
ら
か
に
し
︑
聲
音
以
て
之
を
揚
げ
︑﹃
詩
﹄﹃
書
﹄
以
て
之

を
光
す
︒
︙
︙

聖
人
︑
文
質
者
也
︒
車
服
以
彰
之
︑
藻
色
以
明
之
︑
聲
音
以
揚
之
︑﹃
詩
﹄﹃
書
﹄
以
光
之
︒
︙
︙
︵﹃
法
言
﹄
先
知
篇
︶

﹁
質
﹂
と
さ
れ
た
﹁
本
質
﹂
を
﹁
文
﹂
っ
て
こ
そ
︑
聖
人
で
あ
る
と
す
る
︒
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或
ひ
と
問
う
︑﹁
君
子
は
言
え
ば
則
ち
文
を
成
し
︑
動
け
ば
則
ち
德
を
成
す
︒
何
を
以
て
ぞ
や
﹂
と
︒
曰
う
︑﹁
其
の
中
に
弸
ち
て
外
に
彪
あ

る
を
以
て
な
り
︒
般
の
斤
を
揮
い
︑
羿
の
矢
を
激
す
︒
君
子
言
わ
ず
︑
言
え
ば
必
ず
中
る
有
る
な
り
︒
行
わ
ず
︑
行
え
ば
必
ず
稱
う
有
る
な

り
﹂
と
︒︵﹃
法
言
﹄
君
子
篇
︶

或
問
︑﹁
君
子
言
則
成
文
︑
動
則
成
德
︑
何
以
也
﹂︒
曰
︑﹁
以
其
弸
中
而
彪
外
也
︒
般
之
揮
斤
︑
羿
之
激
矢
︒
君
子
不
言
︑
言
必
有
中

也
︒
不
行
︑
行
必
有
稱
也
﹂︒

君
子
は
︑
口
か
ら
發
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
そ
れ
自
體
が
す
で
に
﹁
文
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
い
ず
れ
も
﹁
文
︵
か
ざ
る
︑
あ
や
︶﹂
の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
の
︑﹁
麗
﹂
と
志
向
す
る
方
向
性
は
同
じ
く
︑
言
語
修
辭
表
現
上
の
美
し
さ
を
指
し
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
儒
家
の
經
典
で
あ
っ
て
も
︑
ま
た
︑
聖
人
・
君
子
で
あ
っ
て
も
そ
の
こ
と
ば
が
表
現
の
う
え
で
は
美
し
く
飾
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
は
︑
さ
き
の
賦
が
本
來
的
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
通
じ
る
︒
賦
に
對
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
志
向
が
︑
經
典
に
も

向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
揚
雄
の
目
に
﹁
五
經
﹂
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
映
っ
た
の
だ
っ
た
︒

或
ひ
と
問
う
︑﹁
五
經
は
辯
有
り
や
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
惟
だ
五
經
の
み
辯
な
り
と
爲
す
︒
天
を
説
く
者
は
﹃
易
﹄
よ
り
辯
な
る
は
莫
く
︑
事
を

説
く
者
は
﹃
書
﹄
よ
り
辯
な
る
は
莫
く
︑
體
を
説
く
者
は
﹃
禮
﹄
よ
り
辯
な
る
は
莫
く
︑
志
を
説
く
者
は
﹃
詩
﹄
よ
り
辯
な
る
は
莫
く
︑
理

を
説
く
者
は
﹃
春
秋
﹄
よ
り
辯
な
る
は
莫
し
︒
斯
を
捨
て
て
は
︑
辯
も
亦
た
小
な
り
﹂
と
︒

或
問
︑﹁
五
經
有
辯
乎
﹂︒
曰
︑﹁
惟
五
經
爲
辯
︒
説
天
者
莫
辯
乎
﹃
易
﹄︑
説
事
者
莫
辯
乎
﹃
書
﹄︑
説
體
者
莫
辯
乎
﹃
禮
﹄︑
説
志
者
莫
辯

乎
﹃
詩
﹄︑
説
理
者
莫
辯
乎
﹃
春
秋
﹄︒
捨
斯
︑
辯
亦
小
矣
﹂︒︵﹃
法
言
﹄
寡
見
篇
︶

﹁
五
經
﹂
こ
そ
が
︑﹁
淫
﹂
で
は
な
く
︑﹁
益
﹂
で
あ
り
︑
森
羅
萬
象
を
雄
辯
に
語
り
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

本
稿
で
考
察
し
た
揚
雄
の
文
學
觀
は
︑
社
會
的
有
用
性
を
意
味
す
る
﹁
益
﹂
と
い
う
語
に
集
約
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
儒
家
的
文

學
觀
の
範
疇
に
屬
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
中
心
を
擔
う
考
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
揚
雄
は
そ
れ
に
の
み
盲
從
し
た
か
と
い
え
ば
︑
そ
う
で
は
な

い
︒
言
語
修
辭
表
現
上
の
美
し
さ
を
社
會
的
有
用
性
を
擔
保
す
る
必
要
不
可
缺
な
要
素
と
し
て
と
ら
え
︑
そ
し
て
そ
れ
を
強
く
求
め
る
の
で
あ
る
︒

　

有
用
性
と
言
語
修
辭
表
現
上
の
美
し
さ
と
い
う
二
つ
の
志
向
は
︑
ひ
と
り
賦
の
み
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑﹁
五
經
﹂
に
も
同
樣
に
求
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め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
こ
の
二
つ
の
志
向
の
兩
立
は
︑
賦
に
お
い
て
は
實
現
さ
れ
え
な
い
理
想
と
し
て
潰
え
︑﹁
五
經
﹂
で
の
み
實

現
可
能
な
も
の
と
認
識
さ
れ
た
︒
そ
こ
に
見
え
る
揚
雄
の
﹁
麗
﹂
や
﹁
文
﹂
へ
の
志
向
は
︑﹁
五
經
﹂
で
の
み
で
は
な
く
︑﹁
賦
﹂
に
お
い
て
も

﹁
五
經
﹂
と
同
質
の
美
し
さ
が
志
向
さ
れ
︑
體
現
で
き
そ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

注︵
1
︶ 

岡
村
繁
﹁
揚
雄
の
文
學
・
儒
學
と
そ
の
立
場
﹂︵﹃
中
國
文
學
論
集
﹄
四
︑
一
九
七
四
年
︶
は
︑
揚
雄
の
生
涯
か
ら
そ
の
文
學
・
儒
學
と
そ
れ
に
基
づ
く

立
場
を
考
察
し
て
い
る
︒

︵
2
︶ 

こ
の
時
期
の
主
要
な
文
學
形
式
の
賦
や
辭
を
總
稱
し
て
﹁
辭
賦
﹂
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
の
語
を
使
用
し
な
い
︒
な
ぜ
な

ら
︑
一
つ
に
﹁
辭
賦
﹂
の
定
義
を
確
定
し
に
く
い
こ
と
︑
二
つ
に
本
稿
で
は
賦
や
辭
に
限
定
さ
れ
な
い
︑
揚
雄
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
︑
表
明
さ
れ
た
も

の
全
體
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑﹁
辭
賦
﹂
よ
り
も
廣
い
意
味
の
語
と
し
て
︑
便
宜
的
に
﹁
文
學
﹂
を
用
い
る
︒
タ
イ
ト
ル
を
﹁
文
學

觀
﹂
と
す
る
の
も
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
︒

︵
3
︶ 

林
田
愼
之
助
﹃
中
國
中
世
文
學
批
評
史
﹄﹁
第
二
章　

魏
晉
時
代
の
文
學
思
想
﹂﹁
第
一
節　

兩
漢
魏
晉
の
辭
賦
論
に
流
れ
る
文
學
思
想
─
左
思
︑
摯

虞
の
場
合
─
﹂
創
文
社
︑
一
九
七
九
年
︒

︵
4
︶ 

古
川
末
喜
﹁
賦
を
め
ぐ
る
漢
代
の
文
學
論
﹂﹃
中
國
中
世
文
學
硏
究
﹄
三
七
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

︵
5
︶ 

前
揭
︑
岡
村
繁
﹁
揚
雄
の
文
學
・
儒
學
と
そ
の
立
場
﹂
で
は
︑﹁
前
漢
末
に
至
り
︑
辭
賦
を
評
價
す
る
際
の
基
準
と
し
て
︑
揚
雄
が
必
要
以
上
に
﹁
諷

諫
﹂
を
強
調
し
は
じ
め
る
の
は
︑
恐
ら
く
當
時
の
宮
廷
で
特
に
劉
歆
ら
に
よ
り
高
い
評
價
を
受
け
は
じ
め
た
古
文
學
の
﹃
毛
詩
﹄
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
︒﹁
諷
諫
﹂
主
義
は
︑
當
時
の
詩
經
四
家
の
中
で
も
特
に
﹃
毛
詩
﹄
が
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
す
る
︒

︵
6
︶ 

汪
榮
寶
撰
﹃
法
言
義
疏
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
八
七
年
︶
に
よ
る
︒
以
下
︑
同
じ
︒

︵
7
︶ 

﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
所
收
﹁
揚
雄
自
序
﹂
に
つ
い
て
は
︑
嘉
瀨
達
男
﹁﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
所
收
﹁
揚
雄
自
序
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
學
林
﹄
二
八
・
二
九
︑
一

九
九
八
年
︶
に
詳
し
い
︒
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︵
8
︶ 

﹁
是
を
以
て
後
來
の
辭
人

0

0

は
︑
英
華
を
采
摭
す
︵
是
以
後
來
辭
人

0

0

︑
采
摭
英
華
︶﹂︵
正
緯
篇
︶︑﹁
而
れ
ど
も
辭
人

0

0

の
遺
翰
に
︑
五
言
を
見
る
莫
し
︵
而

辭
人

0

0

遺
翰
︑
莫
見
五
言
︶﹂︵
明
詩
篇
︶︑﹁
近
代
よ
り
辭
人

0

0

は
︑
率
ね
詭
巧
を
好
む
︵
自
近
代
辭
人

0

0

︑
率
好
詭
巧
︶﹂︵
定
勢
篇
︶︑﹁
昔
詩
人
の
什
篇
は
︑

情
の
爲
に
し
て
文
を
造
る
︒
辭
人

0

0

の
賦
頌
は
︑
文
の
爲
に
し
て
情
を
造
る
︵
昔
詩
人
什
篇
︑
爲
情
而
造
文
︒
辭
人

0

0

賦
頌
︑
爲
文
而
造
情
︶﹂︵
情
采
篇
︶︑

﹁
炎
漢
盛
ん
な
り
と
雖
も
︑
辭
人

0

0

夸
毗
し
て
︑
詩
刺
の
道
喪
ぶ
︵
炎
漢
雖
盛
︑
而
辭
人

0

0

夸
毗
︑
詩
刺
道
喪
︶﹂︵
比
興
篇
︶︑﹁
近
代
の
辭
人

0

0

は
︑
率
ね
猜

忌
多
し
︵
近
代
辭
人

0

0

︑
率
多
猜
忌
︶﹂︵
指
瑕
篇
︶︑﹁
施
い
て
孝
惠
に
及
び
︑
文
景
に
迄
り
︑
經
術
頗
る
興
れ
ど
も
︑
辭
人

0

0

は
用
い
ら
る
る
こ
と
勿
し
︑

賈
誼
抑
え
ら
れ
鄒
枚
沉
む
こ
と
︑
亦
た
知
る
べ
き
の
み
︒
︙
︙
爰
に
漢
室
よ
り
︑
成
哀
に
至
る
に
迄
び
︑
世
の
漸
む
こ
と
百
齡
に
し
て
︑
辭
人

0

0

は
九

變
す
と
雖
も
︑
大
抵
歸
す
る
所
は
︑﹃
楚
辭
﹄
を
祖
述
す
︵
施
及
孝
惠
︑
迄
于
文
景
︑
經
術
頗
興
︑
而
辭
人

0

0

勿
用
︑
賈
誼
抑
而
鄒
枚
沉
︑
亦
可
知
已
︒

︙
︙
爰
自
漢
室
︑
迄
至
成
哀
︑
雖
世
漸
百
齡
︑
辭
人

0

0

九
變
︑
而
大
抵
所
歸
︑
祖
述
﹃
楚
辭
﹄︶﹂︵
時
序
篇
︶︑﹁
古
來
の
辭
人

0

0

︑
代
を
異
に
し
武
を
接
ぎ
︑

莫
不
參
伍
し
て
以
て
相
い
變
じ
︑
因
革
し
て
以
て
功
を
爲
さ
ざ
る
は
莫
し
︵
古
來
辭
人

0

0

︑
異
代
接
武
︑
莫
不
參
伍
以
相
變
︑
因
革
以
爲
功
︶﹂︵
物
色

篇
︶︑﹁
而
れ
ど
も
聖
を
去
る
こ
と
久
遠
に
し
て
︑
文
體
解
散
す
︒
辭
人

0

0

奇
を
愛
し
て
︑
言
は
浮
詭
を
貴
び
︑
羽
を
飾
り
て
尚
お
畫
き
︑
鞶
帨
に
文
繡
す

︵
而
去
聖
久
遠
︑
文
體
解
散
︑
辭
人

0

0

愛
奇
︑
言
貴
浮
詭
︑
飾
羽
尚
畫
︑
文
繡
鞶
帨
︶﹂︵
序
志
篇
︶
と
︑
計
十
一
例
見
え
る
︒

︵
9
︶ 

﹃
藝
文
類
聚
﹄
五
十
七
な
ら
び
に
﹃
太
平
御
覽
﹄
五
百
九
十
に
見
え
る
︒

︵
10
︶ 

鈴
木
喜
一
﹃
法
言
﹄︵﹁
中
國
古
典
新
書
﹂︑
明
德
出
版
社
︑
一
九
七
二
年
︶
で
は
﹁
古
詩
の
作
者
た
ち
の
も
の
し
た
賦
は
︑
︙
︙
﹂︑
田
中
麻
紗
巳
﹃
法

言　

も
う
一
つ
の
﹁
論
語
﹂﹄︵﹁
中
國
の
古
典
﹂︑
講
談
社
︑
一
九
八
八
年
︶
で
は
﹁
古
代
の
詩
人
の
賦
は
︑
︙
︙
﹂
と
す
る
︒
な
お
︑﹃
法
言
﹄
の
理

解
に
あ
た
っ
て
は
兩
書
を
參
考
に
し
た
︒

︵
11
︶ 

班
固
﹃
漢
書
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
六
二
年
︶
に
よ
る
︒

︵
12
︶ 

程
千
帆
﹁
先
唐
文
學
源
流
論
略
︵
二
︶﹂︑﹃
武
漢
師
範
學
院
學
報
﹄
一
九
八
一
年
第
二
期
︒

︵
13
︶ 

嘉
瀨
達
男
﹁﹃
法
言
﹄
の
表
現
─
經
書
の
援
用
と
模
倣
─
﹂︵﹃
學
林
﹄
三
六
・
三
七
︑
二
〇
〇
三
年
︶
に
よ
れ
ば
︑﹃
法
言
﹄
が
﹃
論
語
﹄
を
そ
の

う
ち
に
含
む
經
書
の
經
文
を
用
い
る
際
に
は
二
つ
に
用
法
に
大
別
で
き
︑﹁
一
つ
は
經
書
の
語
や
文
を
そ
の
ま
ま
拔
き
出
し
て
文
中
に
用
い
る
方
法
で

あ
り
︑
も
う
一
つ
は
經
書
の
句
法
だ
け
を
用
い
る
方
法
﹂
が
あ
る
と
い
う
︒
本
節
は
も
ち
ろ
ん
後
者
に
あ
た
る
が
︑
こ
の
場
合
は
單
な
る
句
法
の
み
を

用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
構
造
が
も
た
ら
す
意
味
的
效
果
を
も
援
用
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

︵
14
︶ 

 ﹁︿
麗
﹀
と
は
︑
文
學
の
形
式
面
で
の
美
し
さ
を
意
味
し
﹂︑
主
に
﹁
文
學
作
品
に
お
け
る
言
葉
の
美
し
さ
を
意
味
し
て
い
る
﹂︵﹃
中
國
美
學
範
疇
辭
典
﹄

第
二
册
︑
大
東
文
化
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑﹁︿
淫
﹀
と
は
儒
家
が
禮
義
の
規
範
と
︿
中
和
﹀
の
原
則
に
合
致
し
な
い
文
學
や
藝
術

作
品
を
排
斥
し
た
こ
と
ば
﹂︵﹃
中
國
美
學
範
疇
辭
典
﹄
第
四
册
︑
大
東
文
化
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
︑
二
〇
〇
七
年
︶
と
あ
り
︑
參
考
に
な
る
︒
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ま
た
︑﹁
淫
﹂
に
關
す
る
類
似
の
例
と
し
て
︑﹃
法
言
﹄
吾
子
篇
に
︑﹁
或
ひ
と
曰
く
︑﹁
女
に
色
有
り
︑
書
に
も
亦
た
色
有
り
や
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
有

り
︒
女
は
華
丹
の
窈
窕
を
亂
る
を
惡
む
な
り
︑
書
は
淫
辭
の
法
度
を
淈
る
を
惡
む
な
り
﹂
と
︵
或
曰
︑﹁
女
有
色
︑
書
亦
有
色
乎
﹂︒
曰
︑﹁
有
︒
女
惡

華
丹
之
亂
窈
窕
也
︑
書
惡
淫
辭
之
淈
法
度
也
﹂︶﹂
と
見
え
る
︒

︵
15
︶ 

張
震
澤
校
注
﹃
揚
雄
集
校
注
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
三
年
︶
に
よ
る
︒

︵
16
︶ 

前
揭
︑﹃
揚
雄
集
校
注
﹄
に
よ
る
︒

︵
17
︶ 

福
井
重
雅
﹃
漢
代
儒
教
の
史
的
硏
究
─
儒
教
の
官
學
化
を
め
ぐ
る
定
説
の
再
檢
討
─
﹄︑﹁
汲
古
叢
書
﹂
六
〇
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
︒


