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魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

�

田

章

人

は
じ
め
に

春
秋
時
代
の
魯
に
と
っ
て
斉
は
隣
の
大
国
で
あ
り
、
春
秋
時
代

を
通
じ
て
会
盟
・
朝
聘
・
婚
姻
・
戦
争
と
魯
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
た
国
で
あ
る
（
1
）
。
な
か
で
も
魯
・
斉
の
関
係
を
見
て
い
く

と
き
、
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
両
国
の
間
で
繰
り
返
し
結
ば
れ
た
通

婚
関
係
で
あ
る
。

中
国
古
代
の
婚
姻
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
存
在

す
る
が
、
近
年
の
春
秋
史
研
究
を
見
る
と
、
婚
姻
に
お
け
る
諸
侯

国
間
の
現
実
の
政
治
上
の
力
関
係
や
利
害
関
係
を
意
識
し
た
研
究

が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
2
）
。

『
左
伝
』
を
見
る
限
り
、
魯
は
桓
公
か
ら
成
公
ま
で
六
人
の
夫

人
を
斉
か
ら
迎
え
て
い
る
。
魯
侯
が
ほ
ぼ
連
続
し
て
斉
か
ら
夫
人

を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
魯
・
斉
の
婚
姻
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。『
左
伝
』
哀
公
二
四
年
に
「
周
公
と
武
公
と
は
薛
に

娶
り
、
孝
恵
は
商
に
娶
り
、
桓
よ
り
以
下
は
斉
に
娶
れ
り
。
此
の

礼
や
則
ち
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
魯
で
は
桓
公
以
来
、
斉
か
ら

夫
人
を
迎
え
る
こ
と
が
「
礼
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

婚
姻
形
態
は
表
面
的
に
は
母
方
ク
ロ
ス
カ
ズ
ン
婚
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
齋
藤
道
子
氏
は
、
こ
う
し
た
連
続
婚
が
母
方
ク
ロ

ス
カ
ズ
ン
婚
の
原
理
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、

実
際
に
は
複
数
の
姓
の
女
性
と
の
間
に
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
て
お

り
、
正
確
に
は
ク
ロ
ス
カ
ズ
ン
婚
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
（
3
）
。
ま
た
、
小
林
伸
二
氏
は
他
国
の
通
婚
関
係
に
お
い

て
、
特
定
国
と
の
恒
常
的
な
婚
姻
は
一
般
的
な
も
の
と
は
言
え
ず
、

魯
の
恒
常
的
な
斉
と
の
通
婚
関
係
は
『
春
秋
』『
左
伝
』
を
見
る

限
り
突
出
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
（
4
）
。
さ
ら
に
、
吉
本
道
雅
氏
は
、

魯
は
春
秋
中
期
頃
ま
で
諸
侯
が
通
婚
相
手
を
特
定
の
諸
侯
国
に
限

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

三
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定
す
る
婚
姻
規
制
を
遵
守
し
て
お
り
、
そ
の
要
因
を
斉
と
の
政
治

的
関
係
の
安
定
的
維
持
へ
の
顧
慮
が
作
用
し
て
い
た
た
め
と
述
べ

て
い
る
（
5
）
。

こ
の
よ
う
に
魯
・
斉
間
の
婚
姻
は
一
見
慣
習
的
で
は
あ
る
が
、

実
際
に
は
異
姓
の
婦
人
が
介
在
す
る
た
め
、
必
ず
し
も
特
定
の
姓

か
ら
迎
え
た
夫
人
の
子
が
即
位
す
る
と
は
限
ら
ず
、
し
か
も
こ
の

よ
う
な
恒
常
的
な
連
続
婚
は
春
秋
時
代
に
お
い
て
比
較
的
特
殊
な

事
例
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
魯
・
斉
間
の
婚
姻
の
背
景
に
は
当
然
、
両
国
の
政
治

的
思
惑
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら

ず
、
魯
侯
夫
人
が
し
ば
し
ば
斉
侯
と
会
合
を
し
た
り
、
魯
侯
の
殺

害
に
関
与
す
る
な
ど
極
め
て
政
治
的
な
行
動
を
見
せ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
特
に
、
桓
公
夫
人
文
姜
は
夫
桓
公
の
殺
害
に
関
与
し
、

さ
ら
に
兄
で
あ
る
斉
襄
公
と
密
通
し
て
い
た
と
さ
れ
、
一
際
目
を

引
く
女
性
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
女
に
関
す
る
研
究
は
少
な
か
ら

ず
あ
り
（
6
）
、
文
姜
の
行
動
は
極
め
て
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
姜
の
活
発
な
活
動
は
他
の

魯
侯
夫
人
に
比
し
て
突
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
女
が
何
故
こ
の

よ
う
な
活
発
な
外
交
活
動
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
、
中
国
古
代
の

女
性
は
低
い
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近

年
で
は
出
土
史
料
な
ど
の
検
討
か
ら
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り

も
比
較
的
高
か
っ
た
と
す
る
説
が
出
さ
れ
て
い
る
（
7
）
。
夫
人
の
政
治

的
地
位
・
役
割
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
に
も
考
察
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

筆
者
は
拙
稿
「
魯
の
三
桓
氏
の
世
族
化
と
権
力
掌
握
に
つ
い

て
」（
以
下
、
前
稿
（
8
）
）
に
お
い
て
、
春
秋
時
代
の
代
表
的
世
族
で

あ
る
魯
の
三
桓
氏
（
季
孫
氏
・
叔
孫
氏
・
仲
孫
氏
）
が
権
力
を
掌

握
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
中
で
、
魯
に
お
け

る
公
室
政
治
（
9
）
か
ら
世
族
政
治
へ
の
移
行
と
対
外
政
策
に
お
け
る
斉

か
ら
晋
へ
の
比
重
の
移
行
と
が
、
と
も
に
成
公
期
に
な
っ
て
顕
著

に
な
っ
て
い
く
現
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
二
つ

の
動
き
は
相
互
に
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
斉
と
の
通

婚
が
成
公
夫
人
斉
姜
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
こ
う
し
た

状
況
を
示
唆
的
に
表
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
前
稿
で
は
、
魯
の

外
交
担
当
者
の
出
自
に
注
目
し
て
、
春
秋
時
代
を
以
下
の
三
つ
の

時
期
に
分
け
た
。

・
僖
公
期
ま
で
は
公
や
公
の
夫
人
や
公
子
・
公
孫
を
中
心
と
す
る

公
室
に
よ
っ
て
外
交
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
公
室
外
の
勢
力

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
―
第
一
期
―

史

学

第
七
八
巻

第
三
号
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・
文
公
・
宣
公
期
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
公
子
・
公
孫
が
外

交
活
動
の
中
心
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
三
桓
氏
を
は
じ
め

と
す
る
公
室
外
の
勢
力
も
目
立
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
―
第

二
期
―

・
成
公
期
以
降
の
外
交
活
動
で
は
、
公
子
・
公
孫
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
り
、
三
桓
氏
を
中
心
と
す
る
世
族
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
―
第
三
期
―

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
魯
侯
夫
人
を
そ
の
婚
姻
時
期
に
よ
っ
て
分

け
る
と
桓
公
夫
人
文
姜
・
荘
公
夫
人
哀
姜
・
僖
公
夫
人
声
姜
は
第

一
期
に
、
文
公
夫
人
出
姜
・
宣
公
夫
人
穆
姜
は
第
二
期
、
成
公
夫

人
斉
姜
は
第
三
期
に
当
て
は
ま
る
。
但
し
、
穆
姜
に
つ
い
て
は
実

際
に
活
動
が
見
え
る
の
は
第
三
期
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
の
三
つ

の
時
期
区
分
に
基
づ
い
て
、
魯
・
斉
間
の
婚
姻
と
夫
人
の
動
向
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
魯
・
斉
の
婚
姻
を
通
時
的
に
見

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
婚
姻
の
政
治
的
機
能
と
そ
の
変
化
を
明

ら
か
に
し
、
ま
た
魯
侯
夫
人
の
動
向
を
確
認
し
つ
つ
、
魯
国
政
治

史
に
お
け
る
そ
の
役
割
と
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

尚
、
本
稿
に
お
い
て
用
い
る
史
料
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
左

伝
』
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
魯
の
君
主
に
つ
い
て
は
「
○

公
」
と
表
記
し
、
そ
れ
以
外
の
国
の
君
主
に
つ
い
て
は
「
国
名
＋

○
公
」
を
原
則
と
す
る
。
但
し
、
同
一
文
中
な
ど
ど
こ
の
国
の
君

主
か
自
明
と
思
わ
れ
る
場
合
は
国
名
を
省
略
す
る
。

１
�
魯
・
斉
の
力
関
係
に
つ
い
て

本
章
で
は
ま
ず
春
秋
時
代
に
お
け
る
魯
と
斉
の
力
関
係
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
春
秋
時
代
に
お
け
る
諸
侯
国
間
の
主
な

外
交
手
段
は
、
平
時
に
は
会
盟
と
朝
聘
（
遣
使
）
と
が
あ
り
、
戦

時
に
は
当
然
戦
争
で
あ
る
。
但
し
、
会
盟
に
つ
い
て
は
多
国
間
の

も
の
も
多
く
、
必
ず
し
も
魯
・
斉
が
主
体
的
な
立
場
に
あ
る
と
は

限
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
魯
・
斉
間
の
遣
使
と
交
戦
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
注
目
し
て
み
た
い
。

〔
表
１
〕
は
『
春
秋
』
及
び
『
左
伝
』
を
も
と
に
、
魯
・
斉
両

国
間
の
遣
使
と
交
戦
の
事
例
を
確
認
し
、
そ
の
総
数
を
そ
れ
ぞ
れ

表
し
た
も
の
で
あ
る
。〔
表
１
〕
か
ら
春
秋
時
代
に
お
け
る
魯
・

斉
の
両
国
の
関
係
の
推
移
を
見
る
と
、
ま
ず
魯
・
斉
間
の
遣
使
の

う
ち
、
約
七
割
が
魯
か
ら
斉
へ
の
遣
使
で
あ
り
、
ま
た
魯
侯
が
直

接
斉
に
赴
い
た
事
例
に
比
べ
て
、
斉
侯
が
魯
に
赴
い
た
事
例
が
圧

倒
的
に
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
魯
・
斉
間
の
交
戦
を
見

る
と
、
遣
使
の
場
合
と
は
異
な
り
、
八
割
以
上
が
斉
か
ら
魯
に
出

兵
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
斉
が
主
体
的
に
動
い
て
い
る
。

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人
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さ
ら
に
、
斉
の
対
魯
外
交
も
考
慮
に
入
れ
て
お
き
た
い
。〔
表

２
〕
は
斉
侯
を
基
準
と
し
て
〔
表
１
〕
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
注
目
す
べ
き
は
、
孝
公
（
前
六
四
二
〜
前
六
三
三
）・
懿
公

（
前
六
一
二
〜
前
六
〇
九
）
の
時
代
が
在
位
期
間
に
比
し
て
交
戦

の
回
数
が
多
い
の
に
対
し
て
、
そ
の
前
後
の
昭
公
（
前
六
三
二

〜
前
六
一
三
）・
恵
公
（
前
六
〇
八
〜
前
五
九
九
）
の
時
代
に
は

魯
と
の
交
戦
は
見
ら
れ
ず
、
遣
使
が
比
較
的
頻
繁
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
孝
公
・
懿
公
の
時
代
は
魯
と
の
関
係
が
緊
張
状
態
に
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
昭
公
・
恵
公
の
時
代
は
友
好
関
係
を
維
持
し

て
お
り
、
国
君
ご
と
に
斉
の
対
魯
政
策
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
桓
公
の
死
後
、
桓
公
の
六
公
子
が
公
位
を

め
ぐ
っ
て
争
い
を
起
こ
し
て
い
る
が
（
僖
公
一
七
年
・
一
八
年
）、

こ
の
四
人
の
斉
侯
は
い
ず
れ
も
桓
公
の
子
で
あ
り
（〔
図
１
〕
参

照
）、
公
位
を
め
ぐ
る
対
立
が
三
〇
年
以
上
も
く
す
ぶ
り
続
け
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。〔
表
２
〕
で
見
ら
れ
る
孝
公
・
昭
公
・
懿

公
・
恵
公
の
対
魯
政
策
の
変
化
は
、
当
然
当
時
の
国
際
状
況
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
桓
公
公
子
間
の
対
立
と
い
う

状
況
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、『
左

伝
』
に
見
ら
れ
る
斉
侯
一
八
人
中
九
人
が
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
斉
で
の
君
主
殺
害
は
春
秋
後
期
に
至
る
ま
で
見
ら
れ
、
桓

公
や
景
公
を
除
け
ば
、
春
秋
時
代
を
通
じ
て
斉
侯
の
地
位
は
比
較

〔表１〕 魯・斉外交対照表

交戦

計

０

１

２

０

３

３

０

１

９

２

４

２

２７
※（ ）内は君主が赴いた回数

斉

０

１

１

０

２

３

０

１

８

２

２

２

２２

魯

０

０

１

０

１

０

０

０

１

０

２

０

５

魯侯（在位年数）

隠公７２２�７１２（１１年）
桓公７１１�６９４（１８年）
荘公６９３�６６２（３２年）
閔公６６１�６６０（２年）
僖公６５９�６２７（３３年）
文公６２６�６０９（１８年）
宣公６０８�５９１（１８年）
成公５９０�５７３（１８年）
襄公５７２�５４２（３１年）
昭公５４１�５１０（３２年）
定公５０９�４９５（１５年）
哀公４９４�４６８（２７年）

計

遣使

計

２

３

９

２

９

８

１５

２

３

２

２

５

６２

斉

２

１

３（２）

２

２（１）

２

３

０

１

０

１

２

１９（３）

魯

０

２（１）

６（３）

０

７（３）

６

１２（５）

２

２

２

１

３

４３（１２）

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

三
八
（
二
六
六
）



〔
図
１
〕
斉
侯
系
図

荘

公

僖

公

襄

公

公
孫
無
虧

荘

公

荼

2

5

1

13

15

公
子
糾

恵

公

頃

公

霊

公

景

公

悼

公

10

11

12

14

16

桓

公

孝

公

太
子
牙

4

6

昭

公

舎

7

8

懿

公

公
子
堅

9

公
子
雍

公
子
旗

※網掛けのある人物は殺害された君主。
※番号は『左伝』における即位順。

夷
仲
年

公
孫
無
知3

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

三
九
（
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）



的
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
10
）
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
魯
・
斉
間
の
力

関
係
は
春
秋
時
代
を
通
じ
て
斉
が
ほ
ぼ
一
貫
し

て
優
位
な
立
場
に
あ
り
、
魯
が
斉
の
動
向
に
影

響
を
受
け
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

で
き
よ
う
。
し
か
も
、
斉
で
は
君
主
殺
害
や
公

位
を
め
ぐ
る
争
い
に
よ
る
政
権
交
代
も
多
く
、

こ
の
よ
う
な
斉
の
不
安
定
さ
は
魯
に
お
い
て
も

決
し
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
齋
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
春
秋
時
代
に
お
け

る
諸
侯
国
間
の
婚
姻
は
、
強
国
は
自
国
の
娘
を

他
国
へ
連
続
的
に
送
る
こ
と
で
、
自
国
の
影
響

力
を
相
手
国
に
及
ぼ
す
こ
と
を
、
一
方
、
さ
ほ

ど
強
力
で
な
い
国
は
強
国
の
女
性
を
夫
人
と
し

て
迎
え
、
強
国
を
自
ら
の
「
婚
」
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
際
的
に
自
国
の
立
場
の
強
化
を

そ
れ
ぞ
れ
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
婚
姻
に
お
い
て
は
当
事
者
間
の
力
関
係
が

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ

は
強
国
・
弱
小
国
が
相
互
に
自
国
に
有
利
な
状

況
を
得
よ
う
と
す
る
意
図
が
背
景
に
あ
っ
た
と

〔表２〕 魯・斉外交対照表（斉侯基準）

交戦

計

０

１

２

３

０

３

０

１

６

２

７

０

１

１

０

２７
※（ ）内は君主が赴いた回数
※斉侯の在位年数は『史記』十二諸侯表による
※僖公・平公に関しては『左伝』記事の範囲内に限る

斉

０

１

１

２

０

３

０

１

６

１

５

０

１

１

０

２２

魯

０

０

１

１

０

０

０

０

０

１

２

０

０

０

０

５

斉侯（在位年数）

僖公７２２�６９８（２５年）
襄公６９７�６８６（１２年）
桓公６８５�６４３（４３年）
孝公６４２�６３３（１０年）
昭公６３２�６１３（２０年）
懿公６１２�６０９（４年）
恵公６０８�５９９（１０年）
頃公５９８�５８２（１７年）
霊公５８１�５５４（２８年）
荘公５５３�５４８（６年）
景公５４７�４９０（５８年）
晏孺子荼４８９（１年）

悼公４８８�４８５（４年）
簡公４８４�４８１（４年）
平公４８０�４６８（１３年）

計

遣使

計

４

３

１５

０

７

４

１５

０

３

１

６

０

２

０

２

６２

斉

３

１（１）

５（２）

０

２

１

３

０

０

０

２

０

１

０

１

１９（３）

魯

１

２（１）

１０（５）

０

５（１）

３

１２（５）

０

３

１

４

０

１

０

１

４３（１２）
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考
え
ら
れ
て
い
る
（
11
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
齋
藤
氏
自
身
も
指
摘
し
て

お
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
婚
姻
の
持
つ
政
治
的
機
能
は
春
秋

時
代
以
前
の
原
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
機
能

は
春
秋
時
代
と
い
う
大
き
な
変
革
期
に
お
い
て
は
希
薄
化
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
当
事
国
間
の
こ
の
よ
う
な
政

治
的
思
惑
に
対
し
て
、
婚
姻
は
実
際
に
ど
の
程
度
機
能
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
両
国
の
関
係
や
春
秋
時
代
の
社
会
状
況
を
ふ
ま
え

て
、
個
々
の
婚
姻
の
成
立
状
況
や
魯
侯
夫
人
の
動
向
を
確
認
し
つ

つ
、
両
国
の
関
係
性
の
変
化
や
魯
に
お
け
る
政
治
体
制
の
変
化
が

婚
姻
や
魯
侯
夫
人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

２
�
魯
・
斉
婚
姻
の
始
ま
り
と
文
姜
の
外
交
活
動

―
第
一
期
①
―

〔
表
３
〕
は
魯
侯
夫
人
の
入
嫁
年
・
没
年
、
夫
人
を
迎
え
る
際

の
担
当
者
、
さ
ら
に
婚
姻
時
及
び
婚
姻
後
の
斉
侯
の
変
遷
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
本
章
以
降
、
魯
・
斉
の
婚
姻
が
結
ば
れ
た
そ
れ

ぞ
れ
の
事
情
や
婚
姻
後
の
両
国
の
関
係
を
確
認
し
、
特
に
魯
侯
夫

人
の
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
、
婚
姻
が
両
国
に
及
ぼ
し
た
影
響
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
本
章
で
は
、
魯
が
斉
か
ら
夫
人
を
迎
え

る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
桓
公
夫
人
文
姜
の
動
向
に
つ
い
て
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

１
）
魯
・
斉
婚
姻
の
始
ま
り

桓
公
夫
人
文
姜
が
魯
に
嫁
い
だ
の
は
桓
公
三
年
で
あ
る
。
魯
は

こ
の
婚
姻
以
降
、
ほ
ぼ
連
続
的
に
斉
か
ら
夫
人
を
迎
え
る
よ
う
に

な
る
が
、
こ
れ
以
前
に
魯
が
斉
か
ら
夫
人
を
迎
え
た
例
は
見
ら
れ

な
い
。『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
孝
公
・
恵
公
は
宋
か
ら
夫
人
を
迎

え
て
お
り
、
隠
公
・
桓
公
の
母
も
と
も
に
宋
出
身
の
女
性
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
魯
は
こ
の
婚
姻
を
機
に
夫
人
を
迎
え
る
相
手
を
宋

か
ら
斉
に
転
換
し
た
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
魯
・
宋
関
係
は
、『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
恵
公
（
隠

公
・
桓
公
の
父
）
の
末
年
、
宋
の
侵
攻
が
あ
っ
た
が
、
隠
公
元
年

に
両
国
は
宿
の
盟
で
講
和
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
隠
公
三
年
に
宋

穆
公
が
死
去
す
る
と
、
翌
隠
公
四
年
、
隠
公
は
宋
殤
公
と
宿
の
盟

を
温
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
隠
公
は
恵
公
の
太
子

で
あ
っ
た
異
母
弟
桓
公
が
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
に
即
位
し
た
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
政
権
は
不
安
定
な
部
分
が
あ
っ
た
（
12
）
。
こ
う
し
た

事
情
か
ら
隠
公
は
母
方
の
実
家
で
あ
る
宋
の
後
ろ
盾
を
求
め
た
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、『
左
伝
』
隠
公
五
年
に

は
鄭
か
ら
攻
め
ら
れ
た
宋
が
魯
に
救
援
を
求
め
た
際
に
、
隠
公
が

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

四
一
（
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宋
の
対
応
に
立
腹
し
て
救
援
し
な
か
っ
た
と
す
る
記
事
が
あ
り
、

「
宋
、
郛
に
入
る
の
役
を
以
て
〔
隠
〕
公
を
怨
み
、
命
を
告
げ
ず
。

〔
隠
〕
公
怒
り
、
宋
の
使
ひ
を
絶
つ
」（
隠
公
九
年
）
と
、
こ
れ
以

降
両
国
の
関
係
が
悪
化
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
13
）
。
ま
た
、
魯

は
隠
公
六
年
に
鄭
・
斉
と
講
和
し
て
い
る
が
、
宋
は
隠
公
五
年
に

鄭
に
侵
攻
し
、
翌
年
鄭
の
長
葛
を
占
領
し
て
お
り
、
両
国
の
外
交

政
策
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
斉
は
中
原
で
勢

力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
り
（
14
）
、
魯
も
隠
公
六
年
に
艾
の
盟
を
結
ん
で
以

降
、
斉
と
の
友
好
関
係
を
築
い
て
き
た
。
こ
う
し
た
流
れ
は
隠
公

が
殺
害
さ
れ
桓
公
が
即
位
し
て
か
ら
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
（
15
）
、
魯
・

斉
間
の
婚
姻
は
魯
の
対
外
政
策
の
転
換
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
文
姜
と
の
通
婚
を
担
当
し
た
公
子
�
は
隠
公
を
殺
害
し
て

桓
公
を
擁
立
し
た
人
物
で
あ
り
、
当
時
の
対
斉
協
調
路
線
を
進
め

た
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
16
）
。
一
方
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

斉
僖
公
自
ら
魯
の
讙
ま
で
文
姜
を
送
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、『
左
伝
』
は
「
非
礼
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
17
）
。

こ
の
『
左
伝
』
の
批
判
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

〔
表
３
〕
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
魯
・
斉
の
婚
姻
に
お
い
て
斉
侯

自
身
が
公
女
を
送
っ
て
く
る
こ
と
は
こ
の
記
事
以
外
に
は
な
く
、

『
左
伝
』
を
見
る
限
り
斉
侯
が
魯
に
赴
く
こ
と
自
体
も
少
な
い
こ

〔表３〕 魯・斉婚姻表

没年

荘公２１年

閔公２年

文公１６年

文公１８年

襄公９年

襄公２年

出姜の没年は死亡ではなく、斉に帰国。
※は『左伝』が「非礼」とするもの。但し、哀姜の「納幣」（荘 22）については杜注による。

入嫁年

桓公３年

荘公２４年

？

文公４年

宣公元年

成公１４年

斉侯

僖公→襄公→桓公

桓公

桓公→孝公→昭公
→懿公

昭公→懿公→恵公

恵公→頃公→霊公

霊公

婚姻担当者（斉）

僖公「送讙」※
夷仲年「来聘」

？

？

？

？

？

婚姻担当者（魯）

公子�「逆女」

荘公「納幣」（荘２２）※
荘公「逆女」（荘２４）

？

公子遂「納幣」（文２）
？「逆女」（文４）※

公子遂「逆女」

叔孫僑如「逆女」

魯侯

桓公

荘公

僖公

文公

宣公

成公

夫人

文姜

哀姜

声姜

出姜

穆姜

斉姜

史
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と
を
考
え
る
と
、
こ
の
婚
姻
が
斉
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
当
時
、
斉
は
鄭
の
公
子
忽
（
後
の
昭
公
）
に
も
公
女
を
嫁

が
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。『
左
伝
』
は
斉
と
の
婚
姻
を
断
っ
た
公

子
忽
に
対
し
て
、
鄭
の
祭
仲
が
「
必
ず
之
を
取
れ
。
君
内
寵
多
く
、

子
大
援
無
し
。
将
に
立
つ
こ
と
を
得
ざ
ら
ん
と
す
。
三
公
子
は
皆

君
な
り
」（
桓
公
一
一
年
）
と
、
斉
と
の
婚
姻
が
、
公
子
忽
が
公

位
に
つ
く
た
め
の
大
き
な
後
ろ
盾
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う

し
た
他
国
か
ら
の
援
助
を
『
左
伝
』
は
ま
た
「
外
援
」
と
い
う
言

葉
で
表
し
て
い
る
が
（
18
）
、
こ
れ
を
斉
の
側
か
ら
理
解
す
る
と
、
公
女

を
君
主
や
公
子
に
嫁
が
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
後
ろ
盾

と
し
て
相
手
国
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言

い
換
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
婚
姻
は
実
際
に
は
成
立
し
て
い
な
い
も

の
の
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
斉
と
公
子
忽
に
関
す
る
記
事
は
齋
藤
氏

が
指
摘
し
た
婚
姻
の
政
治
的
機
能
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ

の
時
期
の
諸
侯
国
同
士
の
関
係
は
諸
侯
間
の
人
格
的
な
関
係
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
19
）
、
婚
姻
に
よ
っ
て
当
事
者

間
に
強
い
結
び
つ
き
を
作
り
出
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
斉
侯
自
ら
公
女
を
送
っ
て
き
た
こ
と

は
、
こ
の
婚
姻
が
当
時
の
斉
の
勢
力
拡
大
に
お
い
て
非
常
に
重
要

な
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
婚
姻
後
、
魯
・
斉
関
係
は
む
し
ろ
悪
化
す
る
。
そ
の
大
き
な

要
因
と
な
っ
た
の
は
紀
国
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
の
魯

の
外
交
の
重
要
な
柱
の
一
つ
は
紀
と
の
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
（
20
）、
紀
は
魯
か
ら
夫
人
を
迎
え
て
お
り
、
魯
・
紀
も
ま
た
姻
戚
関

係
に
あ
っ
た
。
紀
が
斉
に
併
合
さ
れ
た
後
、
魯
に
対
す
る
斉
の
優

位
が
確
定
的
に
な
っ
て
い
く
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
魯
に
と
っ
て

斉
の
勢
力
拡
大
に
対
抗
し
て
い
く
上
で
、
紀
と
の
関
係
は
極
め
て

重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
魯
は
婚
姻
に
よ
っ
て
斉
と
の
友
好

を
図
る
一
方
で
、
紀
と
の
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
斉
の
勢
力
拡
大
を

牽
制
し
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
紀
を
併
合
し
よ
う

と
す
る
斉
に
対
し
て
、
紀
か
ら
保
護
を
求
め
ら
れ
た
桓
公
は
斉
に

対
抗
す
る
立
場
を
と
る
（
21
）
。
つ
ま
り
、
短
期
的
に
見
れ
ば
こ
の
婚
姻

は
魯
・
斉
関
係
に
と
っ
て
有
効
に
作
用
し
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
桓
公
の
対
外
政
策
は
こ
と
ご
と
く
不
調
に
終

わ
り
、
斉
と
の
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
文
姜
と
と
も
に
斉
に
赴

い
た
桓
公
は
斉
で
殺
害
さ
れ
る
。
こ
の
桓
公
殺
害
に
つ
い
て
は
次

節
で
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

２
）
文
姜
の
外
交
活
動

で
は
、
文
姜
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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〔
表
４
〕
は
『
春
秋
』『
左
伝
』
に
見
え
る
魯
侯
夫
人
の

外
交
活
動
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
魯
侯
夫
人
が
国

外
に
出
た
事
例
は
一
五
例
あ
る
が
、
内
一
二
例
が
夫
人

の
外
交
活
動
と
言
え
る
。
そ
の
中
で
文
姜
の
外
交
活
動

は
九
例
と
実
に
七
五
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
文

姜
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
多
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
（
22
）
、
本
稿
で
は
極
力
重
複
を
避
け
る
こ
と
に

し
た
い
。
文
姜
が
嫁
い
だ
桓
公
三
年
か
ら
死
去
す
る
荘

公
二
一
年
ま
で
を
魯
・
斉
関
係
に
基
づ
い
て
見
て
い
く

と
大
き
く
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
①
桓
公
三
年
〜
一
八
年
②
荘
公
元
年

〜
九
年
③
荘
公
一
〇
年
〜
二
一
年
（
文
姜
死
去
）
で
あ

る
。第

一
時
期
は
、
魯
・
斉
の
婚
姻
が
成
立
し
、
文
姜
が

魯
に
嫁
い
で
か
ら
斉
に
よ
っ
て
夫
桓
公
が
殺
害
さ
れ
る

ま
で
で
あ
る
。
第
二
時
期
で
は
、
斉
で
桓
公
が
殺
害
さ

れ
、
文
姜
の
子
荘
公
が
即
位
す
る
。
文
姜
は
斉
襄
公
と

の
会
合
を
繰
り
返
し
、
そ
の
動
向
は
『
左
伝
』
に
お
い

て
批
判
さ
れ
て
い
る
（
23
）
。
第
三
時
期
で
は
、
斉
襄
公
が
殺

害
さ
れ
る
と
、
魯
は
公
子
糾
を
擁
し
て
斉
に
出
兵
し
た

が
、
先
に
�
か
ら
桓
公
（
公
子
小
白
）
が
斉
に
入
り
魯

〔表４〕 魯侯夫人外交活動表

備考

『左伝』「斉侯通焉。公謫之。以告。」

『左伝』「書姦也。」

『会箋』「書姦也。」

杜注「書姦。」

『左伝』「斉志也。」

杜注「非父母国而往、書姦。」

『杜注』「非礼也。」
『会箋』「斉桓公女。其娶不見経。
蓋公為公子時聘之也。」

杜注「帰寧也。」

『左伝』「大帰也。」
『会箋』「大帰者謂帰而不復来也。」

（ ）内は同行者。
＊は出奔もしくは帰国であり、外交活動ではない。

経文

公与夫人姜氏遂如斉。

夫人孫于斉。

夫人姜氏会斉侯于�。

夫人姜氏享斉侯于祝丘。

夏、夫人姜氏如斉師。

夫人姜氏会斉侯于防。

夫人姜氏会斉侯于穀。

夏、夫人姜氏如斉。

夫人姜氏如�。

夫人姜氏如�。

夫人姜氏遜于�。

公及夫人姜氏会斉侯於陽穀。

夫人姜氏会斉侯于卞。

夫人姜氏如斉。

夫人姜氏帰于斉。

斉侯

襄公

襄公

襄公

襄公

襄公

襄公

襄公

桓公

桓公

桓公

桓公

桓公

桓公

昭公

恵公

対象国

斉

斉

斉

斉

斉

斉

斉

斉

�

�

�

斉

斉

斉

斉

表記

如

孫＊

会

享

如

会

会

如

如

如

遜＊

会

会

如

帰＊

夫人

文姜
（桓公）

文姜

文姜

文姜

文姜

文姜

文姜

文姜

文姜

文姜

哀姜

声姜
（僖公）

声姜

出姜

出姜

桓公１８年

荘公元年

荘公２年

荘公４年

荘公５年

荘公７年

荘公７年

荘公１５年

荘公１９年

荘公２０年

閔公２年

僖公１１年

僖公１７年

文公９年

文公１８年

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５
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の
目
論
見
は
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
の
後
、
斉
は
桓
公
の
も
と
で
勢

力
を
拡
大
し
、
中
原
に
お
け
る
覇
権
を
確
立
す
る
。

文
姜
は
魯
・
斉
間
の
外
交
活
動
で
活
躍
す
る
女
性
で
あ
る
が
、

第
一
時
期
に
は
政
治
的
な
動
き
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。〔
表

４
〕
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
姜
が
外
交
の
場
に
初
め
て
登
場
す

る
の
は
桓
公
一
八
年
で
あ
り
、
そ
の
主
な
活
躍
は
桓
公
期
で
は
な

く
、
荘
公
期
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
婚
姻
後
の

魯
・
斉
関
係
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
桓
公

期
の
魯
は
紀
国
を
め
ぐ
る
対
応
な
ど
の
諸
問
題
か
ら
斉
と
対
立
し

て
お
り
、
魯
・
斉
の
交
流
自
体
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
、
文
姜
の

活
躍
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
桓

公
の
対
外
政
策
が
不
調
に
終
わ
る
と
、
魯
は
斉
と
の
妥
協
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
文
姜
は
桓
公
と
と
も
に
斉
に
赴
く
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
文
姜
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
桓
公
に
と

っ
て
は
文
姜
に
斉
と
の
橋
渡
し
役
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
桓
公
は
斉
に
お
い
て
殺
害
さ
れ
る
。『
左
伝
』
は
斉
に
よ
る

桓
公
殺
害
の
理
由
を
文
姜
と
兄
で
あ
る
斉
襄
公
と
の
密
通
が
桓
公

に
知
ら
れ
た
た
め
と
す
る
が
、
実
際
は
紀
の
問
題
な
ど
に
よ
る

魯
・
斉
の
対
立
が
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
24
）
。

こ
の
桓
公
殺
害
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
文
姜
は
一
時
斉
に
逃
れ

て
い
る
が
、
第
二
時
期
に
な
る
と
、
文
姜
は
魯
に
帰
国
し
た
ら
し

く
、
文
姜
と
斉
襄
公
と
の
会
合
が
『
春
秋
』『
左
伝
』
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
姜
の
活
動
に
つ
い
て
『
左
伝
』

は
「
書
姦
（
姦
を
書
す
）」（
荘
公
二
年
）
と
解
し
批
判
的
に
捉
え

て
い
る
が
、
当
時
の
情
勢
か
ら
魯
・
斉
間
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
一

貫
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
先
行
研
究
の
す
で
に
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
25
）
。
こ
の
桓
公
殺
害
に
文
姜
が
関
与
し
て
い
た
と
す
れ

ば
、
文
姜
が
桓
公
と
と
も
に
斉
に
赴
い
た
こ
と
は
斉
の
意
向
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
26
）
。
す
な
わ
ち
、
文
姜
は
斉
の
意

向
に
沿
っ
て
、
桓
公
と
と
も
に
斉
に
赴
き
、
桓
公
殺
害
へ
と
導
い

た
と
思
わ
れ
る
。
鈴
木
裕
子
氏
は
、
文
姜
が
桓
公
の
殺
害
に
関
与

し
つ
つ
も
そ
の
地
位
を
保
ち
続
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
文
姜
の
行

動
が
実
家
で
あ
る
斉
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
指

摘
し
て
い
る
（
27
）
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
一
旦
は
斉
に
逃
れ
た
と
さ
れ
る

文
姜
が
魯
に
帰
国
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
後
、
文
姜
が
魯
・
斉
外

交
で
活
躍
し
て
い
る
こ
と
は
、
荘
公
の
即
位
に
際
し
て
も
、
斉
の

意
向
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
後
述
す
る
が
、

荘
公
の
死
去
し
た
際
、
公
位
を
め
ぐ
っ
て
荘
公
の
公
子
と
荘
公
の

異
母
兄
弟
公
子
慶
父
が
争
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
限
り
、
荘
公
の

即
位
は
必
ず
し
も
規
定
路
線
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
（
28
）
、
斉
の
後

ろ
盾
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
斉
は
文
姜
を

介
し
て
斉
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
桓
公
を
殺
害
し
、
文
姜
の
子

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
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と
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人
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を
即
位
さ
せ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
婚
姻
関
係
に
基
づ
く
斉
の
魯

に
対
す
る
政
治
的
介
入
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
文
姜

の
一
連
の
行
動
は
斉
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
斉
は
文
姜

を
通
し
て
、
魯
に
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。荘

公
即
位
後
の
魯
は
斉
と
の
友
好
関
係
を
回
復
し
つ
つ
あ
っ
た

が
、
荘
公
八
年
に
斉
襄
公
が
殺
害
さ
れ
、
斉
で
公
位
を
め
ぐ
る
争

い
が
起
こ
る
と
、
翌
荘
公
九
年
、
魯
は
公
子
糾
を
擁
立
し
よ
う
と

斉
に
出
兵
す
る
。
し
か
し
、
一
歩
早
く
�
か
ら
桓
公
（
公
子
小

白
）
が
斉
に
入
り
、
魯
の
計
画
は
失
敗
に
終
わ
る
。
こ
れ
以
降
、

斉
は
桓
公
に
よ
っ
て
中
原
に
お
け
る
覇
権
を
確
立
す
る
（
２９
）
。『
史

記
』
斉
太
公
世
家
に
よ
れ
ば
、
公
子
糾
の
母
は
魯
女
と
さ
れ
て
お

り
、
魯
は
公
子
糾
を
斉
侯
に
立
て
る
こ
と
に
よ
り
、
斉
へ
の
影
響

力
を
行
使
し
よ
う
と
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
�
は

斉
襄
公
の
時
代
に
斉
桓
公
が
逃
れ
て
い
た
国
で
あ
り
、
桓
公
の
即

位
を
援
助
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
斉
桓
公
の
母
は
衛
姫
で

あ
り
、
�
と
の
直
接
的
な
血
縁
関
係
は
史
料
上
確
認
で
き
な
い
（
30
）
。

こ
の
斉
桓
公
が
�
に
援
助
を
求
め
た
こ
と
は
�
の
勢
力
と
地
の
利

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
（
31
）
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

事
例
は
通
婚
が
当
事
国
の
対
外
政
策
に
い
か
に
機
能
し
て
き
た
か

を
見
て
き
た
が
、
こ
の
斉
桓
公
の
ケ
ー
ス
は
、
血
縁
関
係
や
婚
姻

に
よ
ら
な
い
政
治
的
関
係
が
機
能
し
て
い
く
状
況
を
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
（
32
）
。

第
三
時
期
に
も
第
二
時
期
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
文
姜
は
斉
に
荘
公
一
五
年
、
�
に
荘
公
一
九
年
・
二
〇
年
と

赴
い
て
お
り
、
依
然
と
し
て
政
治
的
影
響
力
を
維
持
し
続
け
た
と

見
ら
れ
る
。
文
姜
が
斉
に
赴
い
た
件
に
つ
い
て
は
、『
左
伝
』
が

斉
桓
公
を
覇
者
と
認
定
す
る
�
の
会
の
直
後
で
あ
り
、
会
箋
は

「
始
め
て
覇
た
る
を
賀
す
な
り
」
と
解
し
て
い
る
が
、
魯
が
そ
の

会
合
に
参
加
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
釈
明
の
意
味
合
い
も
含

ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
注
目

さ
れ
る
の
は
、
文
姜
が
�
に
二
度
も
赴
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
表
４
〕
で
わ
か
る
よ
う
に
、
魯
侯
夫
人
が
魯
か
ら
国
外
に
出
る

場
合
、
こ
の
二
例
と
出
奔
の
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、
そ
の
行
き
先
は

斉
に
限
定
さ
れ
る
（
33
）
。
こ
の
こ
と
は
外
交
に
お
け
る
夫
人
の
役
割
が

魯
・
斉
関
係
の
パ
イ
プ
役
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
魯
侯
夫
人

が
実
家
以
外
の
国
に
赴
く
こ
と
は
極
め
て
特
異
な
ケ
ー
ス
と
言
え

る
。
杜
注
は
、
文
姜
が
�
に
赴
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
「
書
姦
」

と
解
す
る
が
、
こ
う
し
た
解
釈
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
首
肯
し
が
た
い
。
文
姜
の
「
如
�
（
�
に
如
く
）」
に
つ
い
て

も
や
は
り
魯
・
斉
外
交
と
の
関
連
を
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
時
期
に
お
け
る
文
姜
の
外
交
活
動
に
つ
い
て
、
鈴
木
氏
は

史
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文
姜
が
斉
桓
公
と
の
関
係
を
保
つ
一
方
で
、
斉
襄
公
の
後
継
者
を

め
ぐ
っ
て
対
立
関
係
と
な
っ
た
�
と
友
好
関
係
を
結
ぶ
役
割
を
果

た
し
た
の
で
は
な
い
か
（
34
）
、
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
小
林
氏
は
斉

桓
公
に
対
し
て
潜
在
的
に
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
�
を
通
し
て
、

間
接
的
に
桓
公
に
圧
力
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

文
姜
の
対
�
外
交
は
荘
公
の
意
図
す
る
魯
・
斉
講
和
の
流
れ
に
反

す
る
行
動
で
あ
っ
た
と
す
る
（
35
）
。
両
氏
の
見
解
は
と
も
に
文
姜
の

「
如
�
」
が
魯
・
斉
外
交
の
一
環
で
あ
っ
た
点
で
は
共
通
し
て
い

る
が
、
文
姜
の
行
動
が
魯
・
斉
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
意
見
を
異
に
し
て
い
る
。

で
は
、
第
三
時
期
に
お
け
る
文
姜
の
動
向
は
ど
の
よ
う
な
意
図

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
荘

公
の
動
向
と
比
較
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

荘
公
期
の
魯
・
斉
関
係
を
見
て
い
く
と
、
公
子
糾
擁
立
に
失
敗

し
て
か
ら
文
姜
の
死
ま
で
の
間
、
荘
公
自
身
は
柯
の
盟
を
除
い
て
、

斉
と
の
交
渉
を
持
っ
て
い
な
い
。
第
三
時
期
に
お
け
る
魯
の
外
交

活
動
は
全
体
的
に
停
滞
し
た
感
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
文
姜
の

三
例
が
最
も
多
く
、
魯
の
対
外
政
策
の
主
導
権
は
文
姜
が
握
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
荘
公
の
動
き
が
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
こ
と
は
文
姜
の
行
動
を
容
認
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
荘
公
二
一
年
に
文
姜
が
死
去
す
る
と
、
翌
荘
公
二
二
年
、

荘
公
は
斉
に
赴
い
て
「
納
幣
（
幣
を
納
る
）」
を
行
い
婚
約
を
成

立
さ
せ
、
荘
公
二
三
年
に
は
三
度
に
わ
た
っ
て
斉
侯
と
会
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
姜
の
死
後
、
荘
公
の
外
交
活
動
は
活
発
化

し
て
い
る
。
文
姜
の
生
存
中
に
は
文
姜
の
外
交
活
動
に
比
し
て
、

荘
公
は
積
極
的
な
活
動
を
見
せ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
文
姜
の

死
後
に
は
荘
公
自
身
が
斉
の
召
集
す
る
会
盟
・
出
兵
に
参
加
す
る

よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
文
姜
の
死
が
荘
公
の
外
交
姿
勢
を
大
き

く
転
換
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
第
三
時
期
の
魯
の
動
き
に
対
し
て
、
斉
の
対
応
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
斉
は
こ
の
時
期
、
同

盟
諸
侯
国
を
動
員
し
て
頻
繁
に
出
兵
を
行
っ
て
お
り
、
魯
に
対
し

て
も
荘
公
一
九
年
に
出
兵
し
て
い
る
。
但
し
、
同
盟
か
ら
離
反
し

た
宋
・
鄭
に
対
し
て
は
す
ぐ
に
出
兵
し
、
同
盟
に
復
帰
さ
せ
て
い

る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
徹
底
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
が
た
い
（
36
）
。

こ
の
時
期
、
斉
は
文
姜
を
通
じ
て
魯
の
動
向
を
あ
る
程
度
把
握
で

き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
姜
は
斉
桓
公
の
時
代
に

お
い
て
も
、
一
貫
し
て
斉
の
意
向
に
沿
っ
て
行
動
し
た
と
考
え
ら

れ
、
荘
公
も
そ
の
動
き
を
容
認
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
文
姜
の
動
き
に
つ
い
て
、
鈴
木
氏
と
小
林
氏
の
二
つ

の
見
方
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
筆
者
は
鈴

木
氏
の
指
摘
が
よ
り
実
態
に
近
い
と
考
え
る
。

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人
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さ
ら
に
、
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
荘
公
夫
人
哀
姜
の
婚
姻

時
期
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
荘
公

二
二
年
に
「
納
幣
」
が
行
わ
れ
、
哀
姜
は
荘
公
二
四
年
に
魯
に
嫁

い
で
い
る
。
荘
公
は
こ
の
と
き
す
で
に
三
〇
代
後
半
を
迎
え
て
お

り
、
夫
人
を
迎
え
る
時
期
と
し
て
は
か
な
り
遅
い
と
言
え
る
。

『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
荘
公
に
は
孟
任
（
魯
の
党
氏
の
娘
）
と
い

う
夫
人
が
い
た
と
さ
れ
（
37
）
、
そ
の
子
公
子
般
が
荘
公
の
後
継
者
と
目

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
会
箋
の
指
摘
す
る
よ
う
に
孟
任
に

対
す
る
配
慮
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
（
38
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時

に
お
い
て
複
数
の
夫
人
を
迎
え
る
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な

く
、
さ
ら
に
生
家
の
力
関
係
を
考
え
れ
ば
苦
し
い
解
釈
と
言
え
る
。

哀
姜
と
の
婚
姻
が
成
立
し
た
の
は
文
姜
の
死
去
し
た
翌
年
で
あ
り
、

こ
の
婚
姻
の
背
景
に
文
姜
の
死
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
婚
姻
で
は
荘
公
が
斉
に
赴
い
て
成
立
さ
せ
、
且
つ
哀
姜
を

迎
え
る
際
に
も
荘
公
自
ら
斉
に
赴
い
て
い
る
。
婚
姻
に
際
し
て
、

魯
侯
自
ら
夫
人
を
迎
え
る
事
例
は
こ
れ
の
み
で
あ
り
、
や
は
り
異

例
の
事
態
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
斉
か
ら
は

誰
も
来
た
事
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
姜
の
婚
姻
の
時
と
は
大
き

な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
魯
は
こ
の
婚
姻
に
当
た
り
、

礼
を
超
え
た
過
剰
な
対
応
を
し
て
お
り
（
39
）
、
そ
う
し
た
行
為
は
『
左

伝
』
の
中
で
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
魯
の
対
応
は
、
こ

の
婚
姻
が
魯
に
と
っ
て
差
し
迫
っ
た
必
要
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

文
姜
の
死
が
魯
に
と
っ
て
斉
と
の
結
び
つ
き
が
薄
く
な
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
魯
・
斉
外
交
に
お
け
る
婚
姻
の

重
要
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
文
姜
を
通
し
て
の

斉
と
の
関
係
構
築
、
さ
ら
に
言
え
ば
そ
う
し
た
文
姜
の
政
治
的
影

響
力
の
強
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
姜
の
外
交
活
動
を
見
て
い
く
と
、
夫
桓
公

の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
息
子
で
あ
る
荘
公
の
時
代
に

な
る
と
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
桓
公
期
と
荘
公
期
と
で
文

姜
の
活
動
頻
度
に
こ
の
よ
う
な
波
が
生
じ
る
の
は
い
か
な
る
要
因

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
桓
公
期
と
荘
公
期
に
お
け

る
魯
・
斉
関
係
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
桓
公
期
の

魯
は
斉
と
対
立
し
て
お
り
、
魯
・
斉
間
の
交
流
が
少
な
か
っ
た
の

に
対
し
、
桓
公
の
対
外
政
策
が
失
敗
に
終
り
、
斉
に
よ
っ
て
桓
公

が
殺
害
さ
れ
た
後
の
荘
公
期
に
は
斉
と
の
協
調
を
図
る
必
要
が
あ

っ
た
。

ま
た
、
荘
公
期
に
は
文
姜
が
一
貫
し
て
魯
に
お
け
る
対
斉
外
交

の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
三
時
期
、
つ
ま

り
斉
桓
公
の
時
代
に
な
る
と
文
姜
の
外
交
活
動
が
第
二
時
期
に
比

史
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べ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
同
じ
荘
公
期
で
も
斉
襄
公
の
時
代
に

は
活
発
で
あ
っ
た
文
姜
の
外
交
活
動
が
、
斉
桓
公
の
時
期
に
な
る

と
あ
ま
り
活
発
で
は
な
く
な
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

文
姜
と
斉
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
文
姜
は
斉
僖
公

の
娘
で
あ
り
、
襄
公
・
桓
公
に
と
っ
て
は
妹
に
当
た
る
人
物
と
さ

れ
る
。
斉
襄
公
に
つ
い
て
は
、『
左
伝
』
の
記
述
す
る
文
姜
と
斉

襄
公
と
の
た
だ
な
ら
ぬ
関
係
は
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か

は
と
も
か
く
、
両
者
の
関
係
が
極
め
て
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
（
40
）
。
一
方
、
斉
桓
公
と
の
直
接
的
な
関
係
は
史
料
上
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
斉
桓
公
は
襄
公
同
様
に

文
姜
の
兄
で
あ
り
な
が
ら
も
、
襄
公
と
は
対
立
し
て
国
外
に
い
た

人
物
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
文
姜
は
斉
に
お
い
て
は
襄
公
側
の

人
間
で
あ
り
、
襄
公
と
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
桓
公
と
は
兄
妹
で

あ
っ
て
も
政
治
的
な
結
び
つ
き
は
決
し
て
強
く
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
荘
公
期
に
お
け
る
文
姜
の
外
交
活
動
の
頻
度
の

違
い
は
、
文
姜
と
斉
襄
公
・
桓
公
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
の
違
い

に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
魯
・
斉
関
係

の
変
遷
と
文
姜
の
動
向
を
通
し
て
、
魯
・
斉
間
に
お
け
る
婚
姻
の

重
要
性
を
見
て
き
た
。
荘
公
期
の
文
姜
は
一
貫
し
て
魯
の
対
斉
外

交
の
主
導
権
を
握
っ
て
お
り
、
そ
の
動
向
は
斉
の
意
向
に
沿
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
、
文
姜
の
斉
に
対
す
る
影
響
力
は

襄
公
・
桓
公
と
い
う
斉
侯
と
の
極
め
て
個
人
的
な
関
係
性
に
影
響

さ
れ
る
部
分
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
但
し
、
そ
れ
で
も
尚
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
文
姜
の
外
交
活
動
の
頻
繁
さ
は
他
の
夫
人
の

そ
れ
に
比
し
て
極
め
て
特
異
な
も
の
と
言
え
る
。
文
姜
が
何
故
こ

の
よ
う
な
活
発
な
外
交
活
動
が
行
え
た
の
か
。
そ
の
原
因
を
考
え

る
た
め
に
、
次
に
魯
国
内
に
お
け
る
文
姜
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

見
て
み
た
い
。

ま
ず
、
荘
公
は
文
姜
の
子
で
あ
る
。
中
国
古
代
に
お
い
て
は
、

女
性
は
嫁
い
だ
後
も
生
族
と
の
縁
が
切
れ
ず
、
そ
の
子
供
も
ま
た

母
の
生
族
の
一
員
と
み
ら
れ
て
、
母
の
生
族
と
極
め
て
密
接
な
関

係
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
41
）
。
斉
襄
公
の
時
代
に
は
、
文
姜
は
ま
さ

に
斉
襄
公
と
の
兄
妹
関
係
と
荘
公
と
の
母
子
関
係
に
よ
っ
て
魯
・

斉
関
係
に
お
い
て
そ
の
影
響
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
た
と
言
え
よ

う
。
さ
ら
に
、
そ
の
影
響
力
は
自
身
と
は
血
縁
的
に
は
と
も
か
く
、

斉
公
族
と
し
て
の
政
治
的
立
場
で
は
結
び
つ
き
の
弱
い
斉
桓
公
の

時
代
に
お
い
て
も
、
荘
公
に
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
姜
が
夫
で
あ
る
桓
公
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど

活
動
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
な
頻
繁
な
外
交
活
動
を

見
せ
る
女
性
が
魯
侯
夫
人
の
中
で
も
文
姜
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は

上
述
の
理
由
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
文
姜
の
生
き

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人
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た
時
代
、
す
な
わ
ち
桓
公
期
・
荘
公
期
に
お
け
る
魯
の
政
治
状
況

を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
桓
公
期
に
は
魯
の
外
交
活
動
の
ほ
と

ん
ど
を
桓
公
が
進
め
て
お
り
、
公
子
・
大
夫
の
動
向
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
桓
公
の
政
治
力
は
他
の
魯

侯
に
比
べ
て
非
常
に
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
文
姜
も
ま
た
活
躍
の

余
地
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
42
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
荘
公
期
に
は

単
発
的
で
は
あ
る
が
、
公
子
た
ち
の
活
動
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
（
43
）
。
そ
の
中
で
も
文
姜
の
外
交
活
動
は
他
の
公
子
に
比

し
て
極
め
て
活
発
で
あ
り
、
荘
公
期
に
お
け
る
魯
の
対
外
政
策
に

お
い
て
文
姜
が
重
要
な
位
置
づ
け
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
文
姜
の
活
動
頻
度
に
桓
公
期
と
荘
公
期
と
で
違
い

が
見
ら
れ
る
背
景
に
は
、
桓
公
と
荘
公
の
政
治
力
の
違
い
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
桓
公
が
ほ
ぼ
独
断
で
対
外
政
策
を
進
め

て
い
た
の
に
対
し
、
荘
公
の
政
治
力
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
君
主
の
政
治
力
に
違
い
が
生
じ
る
要

因
を
は
っ
き
り
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
左
伝
』
を
見
る

限
り
、
桓
公
が
当
初
か
ら
太
子
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
兄

で
あ
る
隠
公
を
殺
害
し
て
即
位
す
る
ほ
ど
積
極
的
な
人
物
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
荘
公
は
父
の
桓
公
が
斉
に
殺
害
さ
れ
、
斉
の
圧

迫
を
受
け
る
状
況
で
即
位
し
、
ま
た
そ
の
死
後
に
は
兄
弟
で
あ
る

公
子
慶
父
が
公
位
を
狙
っ
て
お
り
、
桓
公
に
比
べ
て
そ
の
政
治
的

地
位
が
や
や
安
定
感
に
欠
け
て
い
た
感
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
文

姜
の
外
交
活
動
に
見
ら
れ
る
、
桓
公
期
と
荘
公
期
に
お
け
る
頻
度

の
違
い
は
こ
う
し
た
魯
国
内
の
政
治
状
況
と
も
対
応
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

３
）
小
結

以
上
の
よ
う
に
、
文
姜
の
活
動
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
見
て

み
た
が
、
そ
の
外
交
活
動
に
は
活
発
な
時
期
と
そ
う
で
な
い
時
期

が
存
在
し
、
文
姜
は
桓
公
期
に
は
あ
ま
り
目
立
っ
て
い
な
い
一
方

で
、
荘
公
期
に
は
一
貫
し
て
魯
・
斉
外
交
の
主
導
的
立
場
に
あ
っ

た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
文
姜
の
動
き
は
斉
の
意
向
に
沿
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
文
姜
の
影
響
力
が
最

も
強
く
働
い
た
の
は
第
二
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
斉
で
は

文
姜
と
は
政
治
的
結
び
つ
き
の
強
い
兄
襄
公
の
時
代
で
あ
り
、
ま

た
魯
で
は
自
身
の
子
荘
公
の
時
代
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
荘
公

期
は
桓
公
期
と
比
べ
て
君
主
の
政
治
力
が
低
下
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
文
姜
に
と
っ
て
非
常
に
活
動
し
や

す
い
状
況
を
作
り
出
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

第
一
時
期
に
は
ほ
と
ん
ど
活
動
が
見
ら
れ
ず
、
第
三
時
期
に
な
る

と
そ
の
外
交
活
動
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

史
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の
要
因
と
し
て
、
第
一
時
期
は
魯
・
斉
が
対
立
関
係
に
あ
っ
た
上

に
、
魯
に
お
い
て
夫
桓
公
の
政
治
力
が
強
く
、
他
の
公
子
・
大
夫

同
様
活
躍
の
余
地
が
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
第
三
時
期
に
は
斉
襄
公
と
対
立
し
て
い
た
桓
公
の
時
代
と

な
り
、
斉
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
が
比
較
的
弱
か
っ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
第
三
時
期
は
第
一
時
期
と
比
べ
て
魯

の
君
主
の
政
治
力
が
弱
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
文
姜
が
魯
・
斉
間

で
一
貫
し
て
影
響
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
姜
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
の

よ
う
な
夫
人
の
活
発
な
外
交
活
動
は
魯
国
史
の
中
で
は
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
に
お
い
て
、
哀

姜
・
声
姜
を
見
た
上
で
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

２
�
魯
侯
夫
人
と
桓
公
の
公
子
た
ち
―
第
一
期
②
―

本
章
で
も
引
き
続
き
、
荘
公
夫
人
哀
姜
と
僖
公
夫
人
声
姜
の
婚

姻
と
そ
の
動
向
を
中
心
に
魯
・
斉
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。
当
時
の
斉
は
桓
公
の
も
と
で
中
原
で
の
覇
権
を
確
立

し
て
お
り
、
魯
は
斉
と
の
協
調
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

の
中
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
桓
公
の
公
子
た
ち
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
二
人
の
夫
人
と
桓
公
の
公
子
た
ち
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
注
目
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

１
）
哀
姜
と
公
位
継
承
問
題

荘
公
夫
人
哀
姜
が
文
姜
の
よ
う
に
魯
・
斉
関
係
に
直
接
的
な
役

割
を
果
た
し
た
様
子
は
資
料
か
ら
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
姜

の
死
後
、
斉
と
の
交
渉
は
ほ
と
ん
ど
荘
公
が
担
っ
て
お
り
（
44
）
、
魯
・

斉
関
係
も
以
前
と
比
べ
て
安
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
哀
姜
に
活

躍
の
場
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

荘
公
と
の
間
に
子
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
荘
公
の
死
後
、

魯
で
公
位
を
め
ぐ
る
内
紛
が
起
こ
っ
た
際
に
は
、
斉
は
哀
姜
の
�

叔
姜
が
生
ん
だ
閔
公
の
擁
立
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

自
ら
が
国
君
に
な
ろ
う
と
し
た
公
子
慶
父
（
荘
公
の
異
母
兄
弟
）

は
哀
姜
と
「
通
」
じ
て
閔
公
を
殺
害
す
る
。
公
子
慶
父
と
共
謀
し

た
哀
姜
の
動
向
は
実
家
斉
の
意
向
に
反
し
た
も
の
で
あ
り
、
哀
姜

は
斉
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。

鈴
木
氏
は
文
姜
と
哀
姜
が
と
も
に
魯
侯
殺
害
に
関
与
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
魯
に
帰
国
し
、
魯
・
斉
関
係
に
お
い
て
活

動
す
る
文
姜
に
対
し
て
、
哀
姜
は
実
家
で
あ
る
斉
に
よ
っ
て
殺
害

さ
れ
る
と
い
う
、
二
人
の
女
性
の
末
路
の
違
い
に
つ
い
て
、
文
姜

は
実
家
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
の
っ
と
っ
て
行
動
し
た
も
の
で
あ
り
、

哀
姜
は
斉
の
意
向
に
反
し
た
行
動
を
と
っ
た
た
め
に
よ
る
と
指
摘

す
る
（
45
）
。
ま
た
、『
左
伝
』
は
斉
が
哀
姜
を
殺
害
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、「
君
子
、
斉
人
の
哀
姜
を
殺
す
を
以
て
、
已
甚
だ
し
と
為
す
。

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

五
一
（
二
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女
子
は
人
に
従
ふ
者
な
り
」（
僖
公
元
年
）
と
批
判
し
て
い
る
が
、

鈴
木
氏
は
哀
姜
が
斉
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

実
家
の
女
性
に
対
す
る
支
配
力
の
強
さ
を
表
す
も
の
と
指
摘
し
て

い
る
（
46
）
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

哀
姜
が
斉
の
意
向
に
反
し
た
行
動
を
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
章

で
見
た
よ
う
に
、
文
姜
の
行
動
は
あ
く
ま
で
魯
・
斉
関
係
の
中
で

行
わ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
斉
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
哀
姜
の
行
動
は
文
姜
の
そ
れ
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
行
動
が
必
ず
し
も
斉
の
意
向
に
制

約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
（
47
）
。

こ
の
公
位
争
い
は
一
面
で
は
公
子
友
・
公
子
慶
父
・
公
子
牙
と

い
う
桓
公
公
子
間
の
権
力
争
い
で
も
あ
っ
た
。
荘
公
の
後
継
者
を

め
ぐ
っ
て
、
荘
公
と
孟
任
の
子
公
子
般
を
推
す
公
子
友
に
対
し
て
、

公
子
牙
は
公
子
慶
父
を
推
し
て
い
た
。
ま
ず
、
公
子
友
が
公
子
牙

を
自
殺
さ
せ
、
公
子
般
を
擁
立
す
る
が
、
そ
の
公
子
般
は
公
子
慶

父
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
。
次
に
公
子
慶
父
は
閔
公
を
擁
立
す
る

が
、
こ
こ
に
斉
の
意
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
時
点
で
権
力
争
い
に
敗
れ
た
公
子
友
は
国
外
に
出
て

い
た
が
、
閔
公
元
年
秋
に
は
閔
公
と
斉
桓
公
と
が
落
姑
で
盟
を
交

わ
し
、
公
子
友
を
帰
国
さ
せ
て
い
る
。
公
子
友
の
帰
国
は
自
ら
が

国
君
に
な
ろ
う
と
す
る
公
子
慶
父
と
閔
公
と
の
間
に
亀
裂
が
生
じ

て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
48
）
、
閔
公
を
支
持
す
る
斉
は
公
子

慶
父
を
牽
制
す
る
た
め
、
公
子
友
の
帰
国
を
承
認
し
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
翌
閔
公
二
年
、
公
子
慶
父
は
哀
姜
と

「
通
」
じ
て
閔
公
を
殺
害
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
子
友
は
僖

公
（
荘
公
の
子
）
を
擁
立
し
て
、
公
子
慶
父
を
殺
害
し
、
哀
姜
は

斉
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
。『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
僖
公
の
母
は

成
風
と
い
い
斉
出
身
の
女
性
で
は
な
く
、
僖
公
を
国
君
と
す
べ
く

公
子
友
に
「
事
」
え
た
と
さ
れ
て
い
る
（
49
）
。

こ
の
よ
う
に
、
荘
公
の
後
継
者
を
め
ぐ
る
争
い
は
桓
公
公
子
た

ち
に
よ
る
権
力
争
い
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
哀
姜
・
成
風
と
い
う
二

人
の
女
性
が
介
在
し
て
い
る
が
、『
左
伝
』
の
記
述
は
両
者
の
関

わ
り
方
に
差
を
つ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
哀
姜
は
公
子
慶
父
の

後
ろ
盾
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
成
風
は
公
子
友
に
自

分
の
子
の
後
ろ
盾
を
求
め
て
い
る
。
公
子
慶
父
と
し
て
は
哀
姜
を

通
し
て
、
斉
の
援
助
を
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
公
位
争

い
に
お
け
る
哀
姜
の
行
動
は
斉
の
意
向
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

斉
は
公
子
慶
父
の
閔
公
殺
害
に
対
し
て
、
僖
公
と
公
子
友
を
支
持

し
た
と
思
わ
れ
る
。
文
姜
が
一
貫
し
て
斉
の
意
向
に
沿
っ
て
行
動

し
た
と
見
ら
れ
る
の
と
比
べ
る
と
、
夫
人
に
対
す
る
実
家
の
拘
束

力
が
低
下
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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２
）
声
姜
と
公
子
の
台
頭

僖
公
夫
人
も
斉
か
ら
迎
え
た
声
姜
と
い
う
女
性
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
声
姜
を
魯
に
迎
え
た
時
期
に
つ
い
て
、『
春
秋
』『
左

伝
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
会
箋
は
声
姜
を
桓
公
の
娘
で
、

僖
公
の
公
子
時
代
に
迎
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
会
箋
に
従
え
ば
、

斉
が
外
援
と
し
て
娘
婿
た
る
僖
公
を
援
助
し
た
可
能
性
は
考
え
ら

れ
る
が
、
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
荘

公
死
後
の
公
位
争
い
に
斉
の
介
入
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と

や
僖
公
の
即
位
後
の
緊
密
に
な
っ
て
い
く
魯
・
斉
関
係
を
見
る
限

り
、
僖
公
の
擁
立
に
お
い
て
も
斉
の
意
向
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
僖
公
に
と
っ
て
も
、
即
位
前
後
に
斉
女
を

夫
人
に
迎
え
て
、
斉
と
の
関
係
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

僖
公
の
母
が
斉
出
身
の
女
性
で
な
い
以
上
、
僖
公
夫
人
声
姜
の

存
在
は
魯
・
斉
関
係
に
お
い
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
声
姜
の
活
動
は
外
交
に
お
け
る
二
例
の
み
で
あ
る
。
ま
ず

僖
公
一
一
年
経
文
に
「
夏
、〔
僖
〕
公
、
夫
人
姜
氏
と
斉
侯
（
桓

公
）
に
陽
穀
に
会
す
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
『
左

伝
』
に
記
述
が
な
く
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
夫
人
が

夫
を
連
れ
て
実
家
に
赴
く
例
は
文
姜
の
場
合
で
も
見
ら
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
桓
公
が
殺
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る

と
、
こ
の
行
動
も
政
治
的
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
僖
公
一
七
年
に
斉
桓
公
と
卞
で
会
し
て
い

る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
同
年
に
魯
軍
が
項
を
滅
ぼ
し
た
こ
と

を
咎
め
ら
れ
て
斉
に
捕
ら
わ
れ
た
僖
公
の
釈
放
を
求
め
た
と
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
り
僖
公
は
帰
国
し
て
い
る
。

僖
公
の
時
代
を
見
て
み
る
と
、
前
半
は
斉
桓
公
が
中
原
の
覇
権

を
握
り
、
魯
も
斉
の
主
宰
す
る
会
盟
に
ほ
ぼ
参
加
し
て
お
り
、
以

前
に
比
べ
て
魯
・
斉
の
関
係
が
安
定
し
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、

魯
か
ら
斉
へ
の
一
方
的
な
遣
使
が
恒
常
化
し
て
お
り
、
斉
の
魯
に

対
す
る
優
位
が
明
確
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
対
斉

外
交
を
僖
公
と
と
も
に
担
っ
た
の
は
公
子
友
を
中
心
と
し
て
、
公

孫
敖
（
公
子
慶
父
の
子
）・
公
孫
茲
（
公
子
牙
の
子
）
と
い
う
桓

公
の
公
子
・
公
孫
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
宇
都
木
氏
は

「
桓
公
の
公
子
・
公
孫
達
に
よ
る
僖
公
政
治
の
補
佐
時
代
（
50
）
」
と
評

し
て
い
る
。

一
方
、
後
半
は
僖
公
一
六
年
に
魯
の
対
斉
政
策
を
牽
引
し
て
い

た
公
子
友
が
死
去
す
る
。
ま
た
、
斉
で
は
翌
僖
公
一
七
年
に
斉
桓

公
が
死
去
し
、
桓
公
の
公
子
た
ち
に
よ
っ
て
公
位
を
め
ぐ
る
争
い

が
起
こ
る
。
当
初
、
斉
で
は
公
子
無
虧
が
国
君
と
し
て
立
っ
た
が
、

孝
公
を
推
す
宋
襄
公
に
攻
め
ら
れ
る
と
、
斉
は
公
子
無
虧
を
殺
害

し
て
孝
公
を
擁
立
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
斉
に
代
わ
っ
て
宋
が
台
頭

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

五
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し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
魯
は
公
子
無
虧
を
支

持
し
て
い
た
ら
し
く
（
51
）
、
斉
孝
公
の
時
代
に
な
る
と
魯
・
斉
関
係
は

疎
遠
に
な
り
、
さ
ら
に
、
僖
公
二
六
年
に
二
度
に
わ
た
り
斉
の
侵

攻
を
受
け
る
と
、
魯
は
公
子
遂
（
荘
公
の
子
）
が
楚
に
出
兵
を
要

請
し
、
僖
公
が
楚
軍
を
率
い
て
斉
を
伐
つ
な
ど
、
魯
・
斉
間
は
敵

対
関
係
へ
と
転
じ
て
い
る
。

ま
た
、
僖
公
期
の
魯
の
特
徴
と
し
て
、
前
半
は
公
子
友
、
後
半

は
公
子
遂
と
特
定
の
公
子
た
ち
の
活
躍
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て

き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
荘
公
期
ま
で
は
、
公
子
が
単
発
で
行

動
す
る
ケ
ー
ス
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
特
定
の
公
子
・
公
孫
が
政

治
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
僖
公
期
に
は
特
定
の

公
子
が
君
主
の
補
佐
役
と
し
て
政
治
の
中
枢
を
担
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
（
52
）
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
声
姜
の
活
躍
の
場
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
僖
公
が
斉
に
拘

束
さ
れ
た
際
に
は
声
姜
が
斉
桓
公
と
会
し
、
僖
公
の
釈
放
を
は
た

し
て
い
る
。
魯
侯
夫
人
が
依
然
と
し
て
魯
・
斉
間
の
パ
イ
プ
役
と

し
て
直
接
的
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
声
姜
が

赴
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
考
察
を
進
め
る
と
、

当
時
の
魯
は
対
斉
外
交
を
進
め
て
い
た
公
子
友
が
死
去
し
た
直
後

で
あ
っ
た
。
公
子
友
の
死
後
、
魯
は
僖
公
が
積
極
的
な
軍
事
行
動

を
進
め
て
お
り
、
公
子
遂
の
出
現
（
僖
公
二
六
年
）
ま
で
僖
公
が

政
治
の
主
導
権
を
握
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
53
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

筆
者
は
前
稿
で
公
子
友
死
去
の
翌
年
、
魯
が
項
を
滅
ぼ
し
た
の
は

僖
公
が
魯
に
不
在
で
あ
っ
た
と
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
軍
事
行
動

の
背
景
に
は
公
子
友
の
対
斉
協
調
路
線
に
対
す
る
国
内
の
不
満
が

考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
僖
公
の
意
思
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
し
た
（
54
）
。
当
時
の
魯
の
政
治
体
制
は
公
を
公
子
・
公
孫
と

い
う
公
の
家
族
が
補
佐
す
る
公
室
政
治
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
公
子
友
の
死
か
ら
公
子
遂
が
登
場
す
る
ま
で
魯
で
は
僖
公

を
補
佐
し
う
る
人
物
が
現
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
と
き
の
声
姜
の
動

き
は
、
公
子
友
の
死
去
か
ら
斉
桓
公
が
死
去
す
る
ま
で
の
間
、
魯

の
対
斉
政
策
に
生
じ
た
外
交
担
当
者
不
在
と
い
う
政
治
的
空
白
を

埋
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

声
姜
は
文
公
一
六
年
ま
で
生
き
、
そ
の
間
に
魯
で
は
声
姜
の
子

文
公
が
即
位
し
、
文
公
に
は
斉
か
ら
出
姜
が
夫
人
と
し
て
迎
え
ら

れ
て
い
る
。
一
方
、
斉
で
は
桓
公
か
ら
孝
公
・
昭
公
・
懿
公
と
君

主
が
変
わ
っ
て
い
く
が
、
僖
公
一
七
年
以
降
の
記
事
に
彼
女
の
政

治
的
な
動
き
は
見
出
せ
な
い
。

３
）
小
結

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
期
の
後
半
、
哀
姜
・
声
姜
の
婚
姻
と
そ
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の
動
向
を
確
認
し
た
。
個
々
の
婚
姻
の
成
立
事
情
や
夫
人
の
動
向

に
つ
い
て
は
本
章
で
触
れ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
夫
人

の
活
動
が
魯
の
政
治
体
制
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

哀
姜
と
声
姜
の
二
人
は
斉
桓
公
が
中
原
に
お
け
る
覇
権
を
確
立

し
た
時
期
に
魯
に
嫁
い
で
お
り
、
婚
姻
後
の
魯
・
斉
関
係
は
比
較

的
安
定
し
て
い
る
。
哀
姜
の
外
交
活
動
は
史
料
上
見
ら
れ
な
い
が
、

荘
公
の
死
後
に
公
子
慶
父
の
閔
公
殺
害
に
関
与
し
て
い
る
。
哀
姜

の
行
動
は
実
家
の
斉
の
意
向
に
反
し
た
も
の
で
あ
り
、
哀
姜
は
斉

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
哀
姜
が
斉
の
意
向
に
反
し
た
行
動

を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
前
章
で
見
た
文
姜
の
活
動
と
比
較
す
る
と
、

実
家
の
女
性
に
対
す
る
影
響
力
が
相
対
的
に
低
下
し
た
と
言
え
る
。

声
姜
も
目
立
っ
た
政
治
的
な
活
動
を
見
せ
る
こ
と
は
少
な
い
。

声
姜
の
嫁
い
だ
僖
公
期
は
、
公
子
友
や
公
子
遂
と
い
う
特
定
の
公

子
た
ち
が
君
主
を
補
佐
す
る
体
制
が
出
現
し
た
時
代
で
あ
り
、
声

姜
が
活
躍
す
る
場
は
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
夫
僖
公

が
斉
に
拘
束
さ
れ
た
際
に
は
、
声
姜
が
斉
桓
公
と
会
談
し
、
僖
公

の
釈
放
を
果
た
し
て
い
る
。
夫
人
が
依
然
と
し
て
魯
・
斉
間
の
パ

イ
プ
役
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
魯
国
内
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ま
で
対
斉
外
交
を
牽
引
し
た
公
子
友
が
死
去
し
た
直
後
で
あ
り
、

魯
・
斉
間
に
生
じ
た
政
治
的
空
白
を
、
公
室
の
一
員
と
し
て
補
う

働
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
子
友
の
死
後
、
僖
公
が
中
心

と
な
っ
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
文
姜
の

死
後
、
荘
公
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
く
状
況
に
類
似
す
る
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
文
姜
の
活
動
が
こ

の
時
期
の
公
子
た
ち
に
比
し
て
極
め
て
活
発
で
あ
る
こ
と
は
、
公

子
友
や
公
子
遂
と
い
っ
た
特
定
の
公
子
が
台
頭
し
て
く
る
以
前
、

夫
人
が
君
主
の
外
交
活
動
を
補
佐
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
公
室

政
治
の
初
期
段
階
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

本
章
で
見
て
き
た
哀
姜
・
声
姜
に
見
ら
れ
る
実
家
の
影
響
力
の

低
下
や
夫
人
の
外
交
活
動
の
減
少
は
、
魯
・
斉
間
に
お
け
る
婚
姻

の
機
能
の
低
下
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
原
因
は
頻
繁

に
起
こ
る
公
位
継
承
争
い
や
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
国
際
情
勢
に

よ
っ
て
、
血
縁
的
な
結
び
つ
き
よ
り
も
よ
り
現
実
的
・
政
治
的
な

結
び
つ
き
が
機
能
す
る
社
会
へ
と
移
っ
て
い
く
状
況
が
考
え
ら
れ

る
。４

�
魯
・
斉
婚
姻
と
晋
の
台
頭
―
第
二
期
―

僖
公
二
八
年
、
城
濮
の
戦
い
で
晋
が
楚
に
勝
利
す
る
と
、
晋
は

践
土
の
盟
に
よ
り
中
原
に
お
け
る
覇
権
を
確
立
す
る
。
こ
の
晋
の

台
頭
は
魯
・
斉
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
。
ま

た
、
僖
公
期
の
晩
年
以
降
、
晋
・
斉
・
楚
と
い
う
三
つ
の
大
国
と

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

五
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い
か
に
向
き
合
う
か
と
い
う
課
題
が
生
じ
、
外
交
に
お
け
る
役
割

が
多
岐
に
わ
た
る
よ
う
に
な
り
、
公
子
遂
や
新
た
に
台
頭
し
て
き

た
世
族
の
外
交
活
動
が
目
立
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

本
章
で
は
、
魯
・
晋
関
係
や
世
族
の
動
向
に
も
注
意
し
な
が
ら
、

引
き
続
き
斉
と
の
婚
姻
及
び
魯
侯
夫
人
の
動
向
に
つ
い
て
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

１
）
出
姜
の
婚
姻

文
公
は
声
姜
の
子
と
さ
れ
る
。
文
公
の
即
位
に
関
し
て
、『
左

伝
』
に
は
特
に
記
述
が
な
い
。
当
時
の
国
際
情
勢
を
見
る
と
、
僖

公
二
八
年
に
晋
文
公
が
中
原
に
お
け
る
覇
権
を
確
立
す
る
と
、
魯

は
晋
に
接
近
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
斉
で
は
僖
公
二
七
年
に

魯
と
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
孝
公
が
死
去
し
、
ま
た
斉
も
晋
の
主
宰

す
る
会
盟
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
斉
桓
公
の
死
後
、
疎
遠

に
な
っ
て
い
た
斉
と
の
関
係
も
改
善
し
た
。
国
内
に
お
い
て
も
、

僖
公
の
公
子
は
史
料
上
文
公
以
外
に
は
見
ら
れ
ず
、
文
公
は
国
内

外
の
情
勢
が
比
較
的
安
定
し
た
状
況
で
順
当
に
即
位
し
た
よ
う
で

あ
る
。

文
公
夫
人
出
姜
は
文
公
四
年
に
魯
に
嫁
い
で
い
る
。
こ
の
斉
と

の
通
婚
は
ま
ず
、
公
子
遂
が
文
公
二
年
に
斉
に
赴
い
て
「
納
幣
」

を
し
て
お
り
、
公
子
遂
が
こ
の
婚
姻
を
主
導
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
公
子
遂
は
、
僖
公
期
の
晩
年
に
晋
・
斉
・
楚
と
の
間
で
外

交
交
渉
に
当
た
り
、
楚
の
中
原
進
出
と
斉
か
ら
の
侵
攻
と
い
う
二

つ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
状
況
を
打
開
し
た
人
物
で
あ
り
（
55
）
、
当
時

の
魯
の
政
権
担
当
者
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
文
公
期
の
魯
は
公
子

遂
を
中
心
と
し
て
、
季
孫
行
父
や
叔
孫
得
臣
と
い
っ
た
三
桓
氏
と

呼
ば
れ
る
世
族
も
出
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
婚
姻
で
は
、
実
際
に

出
姜
を
迎
え
る
際
に
は
魯
か
ら
卿
が
赴
か
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
左
伝
』
は
「
非
礼
」
と
非
難
し
て
い

る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
当
時
の
政
治
的
状
況
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

践
土
の
盟
以
降
、
魯
は
晋
に
接
近
し
て
い
る
が
、
僖
公
三
二
年

に
晋
文
公
が
死
去
す
る
と
、
魯
の
対
外
政
策
に
は
変
化
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
僖
公
三
三
年
、
斉
昭
公
が
国
帰
父
を
使

者
と
し
て
魯
に
派
遣
し
た
の
を
受
け
て
、
僖
公
自
ら
が
斉
に
赴
い

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
晋
か
ら
は
文
公
二
年
、
文
公
が
朝
見

し
な
い
こ
と
を
咎
め
ら
れ
て
お
り
、
晋
文
公
の
死
後
、
魯
は
晋
と

距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
晋
は
朝
見

に
訪
れ
た
文
公
を
晋
侯
と
で
は
な
く
、
大
夫
の
陽
処
父
と
盟
を
交

わ
さ
せ
て
い
る
。
公
子
遂
が
斉
に
赴
い
て
こ
の
婚
姻
を
成
立
さ
せ

た
の
は
、
こ
う
し
た
魯
・
晋
関
係
が
悪
化
し
て
い
く
状
況
に
お
い

て
で
あ
り
、
こ
の
婚
姻
は
魯
の
斉
へ
の
再
接
近
を
示
す
も
の
と
言
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え
よ
う
。
し
か
し
、
翌
文
公
三
年
に
は
晋
の
要
請
を
受
け
て
魯
は

晋
と
再
び
盟
を
交
わ
し
直
し
て
お
り
、
魯
・
晋
関
係
は
一
応
修
復

し
て
い
る
。
出
姜
を
魯
に
迎
え
た
の
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
と
き
魯
か
ら
卿
が
赴
か
な
か
っ
た
の
は
晋
に
対
す
る
一
定
の

配
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
納
幣
」
と
夫
人

を
迎
え
る
際
の
対
応
の
違
い
は
、
魯
の
晋
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の

変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
出
姜
と
の
婚
姻
は
魯
・
斉
関
係
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
た

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
僖
公
の
晩
年
以
降
、
魯
は
斉
だ
け
で
な
く

楚
の
脅
威
に
も
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
晋
と
の
関
係
強
化
の

必
要
性
に
も
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
反
面
、
魯
・
斉
関

係
が
悪
化
し
た
場
合
に
は
、
晋
あ
る
い
は
楚
に
救
援
を
求
め
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
も
大
き
な
変
化
と
言
え
よ
う
。
こ
の
時

期
、
斉
は
確
か
に
対
外
的
な
行
動
を
ほ
と
ん
ど
見
せ
て
い
な
い
が
、

晋
文
公
の
死
後
、
晋
の
主
宰
す
る
会
盟
・
軍
事
行
動
に
も
ほ
と
ん

ど
参
加
し
て
お
ら
ず
（
56
）
、
晋
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
警
戒
す
べ
き

大
国
と
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
魯
・
斉

の
婚
姻
は
晋
と
い
う
大
国
の
警
戒
心
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
を
含

む
も
の
で
あ
り
、
晋
の
台
頭
は
こ
れ
ま
で
の
魯
・
斉
の
二
国
間
関

係
に
新
た
な
局
面
を
迎
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
）
出
姜
の
外
交
活
動

出
姜
に
関
す
る
記
事
を
見
て
い
こ
う
。
出
姜
に
つ
い
て
も
一
例

の
み
だ
が
外
交
活
動
が
見
ら
れ
、
文
公
九
年
に
斉
に
赴
い
て
い
る
。

『
左
伝
』
に
は
こ
れ
に
関
す
る
説
明
は
な
く
、
杜
注
は
こ
れ
を

「
帰
寧
」、
即
ち
単
な
る
里
帰
り
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
時
の
魯
は
文
公
六
年
に
晋
襄
公
が
死
去
す
る
と
、
翌
文
公
七
年

に
晋
の
内
紛
の
隙
を
つ
い
て
�
に
侵
攻
し
、
つ
い
で
須
句
を
占
領

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
の
扈
の
盟
で
は
文
公
が
遅
刻
し
た
た

め
、
翌
文
公
八
年
に
公
子
遂
が
そ
の
謝
罪
の
た
め
に
晋
の
趙
盾
と

衡
雍
で
盟
を
交
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
晋
襄
公
の
死
を
契

機
と
し
て
魯
は
再
び
晋
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
お
り
、
魯
・

晋
関
係
が
不
安
定
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ

る
。一

方
、
斉
と
の
関
係
は
『
春
秋
』
や
『
左
伝
』
を
見
る
限
り
、

出
姜
と
の
婚
姻
以
降
途
絶
え
て
い
る
。
但
し
、
当
時
の
斉
昭
公
の

時
代
は
、
そ
の
約
二
〇
年
間
の
在
位
期
間
、
対
外
的
に
ほ
と
ん
ど

目
立
っ
た
動
き
を
見
せ
て
お
ら
ず
、
魯
・
斉
の
間
で
も
目
立
っ
た

出
来
事
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
斉
昭
公
は
魯
女
の
子
叔
姫

を
夫
人
と
し
て
お
り
、
魯
・
斉
関
係
は
概
ね
良
好
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
斉
は
晋
の
主
宰
す

る
会
盟
に
も
参
加
し
て
お
ら
ず
、
晋
と
は
対
立
す
る
存
在
で
あ
り
、

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

五
七
（
二
八
五
）



出
姜
の
動
向
は
魯
・
斉
が
再
び
接
近
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
な
意

味
を
含
ん
で
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
魯
の
対

外
政
策
は
晋
と
の
関
係
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
貫
し
て

晋
と
は
距
離
を
置
く
斉
に
対
し
て
、
魯
は
晋
・
斉
双
方
の
顔
色
を

窺
う
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
晋
襄
公
の
死
後
、
楚
が
中
原
進

出
を
活
発
化
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
再
び
晋
と
の
関
係
強
化
が

図
ら
れ
て
い
る
（
57
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
公
子
遂
た
ち
は
晋
へ
の

対
応
に
追
わ
れ
て
お
り
（
58
）
、
出
姜
が
魯
・
斉
外
交
の
担
当
者
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
姜
の
動
き
も

声
姜
の
場
合
と
同
様
、
魯
・
斉
外
交
の
政
治
的
空
白
を
補
う
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
出
姜
の
行
動
は
、

『
左
伝
』
を
見
る
限
り
、
そ
の
後
の
魯
・
斉
関
係
に
何
の
影
響
も

与
え
て
い
な
い
。
楚
の
中
原
進
出
に
対
し
て
、
魯
は
自
国
の
安
全

を
斉
で
は
な
く
、
晋
と
の
関
係
強
化
に
求
め
た
た
め
で
あ
る
。
婚

姻
関
係
よ
り
も
現
実
的
な
力
関
係
が
優
先
さ
れ
た
対
外
政
策
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

魯
・
斉
関
係
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
斉
昭
公
の
死
後
で
あ
る
。

斉
昭
公
と
子
叔
姫
と
の
間
に
生
ま
れ
た
舎
は
そ
の
跡
を
継
い
だ
直

後
に
、
昭
公
の
弟
に
当
た
る
公
子
商
人
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
公

子
商
人
が
懿
公
と
し
て
即
位
す
る
（
文
公
一
四
年
）。
斉
懿
公
は

極
め
て
好
戦
的
な
国
君
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
在
位
期
間
に
は

頻
繁
に
魯
に
出
兵
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
魯
は

公
子
遂
を
中
心
と
し
て
斉
に
繰
り
返
し
和
議
を
求
め
て
い
る
が
（
59
）
、

そ
こ
で
の
出
姜
の
動
向
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
斉
懿
公

が
即
位
し
た
時
点
で
、
僖
公
夫
人
声
姜
も
ま
だ
存
命
で
あ
っ
た
が
、

一
切
表
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
斉
の
侵
攻
の
た
め
、

葬
儀
の
時
期
を
遅
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
60
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
公
期
の
魯
・
斉
及
び
魯
・
晋
関
係
か
ら
出

姜
の
外
交
活
動
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
史
料
上
、
出
姜
の

外
交
活
動
が
そ
の
後
の
魯
・
斉
関
係
に
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
は
も
は
や
「
外
援
」
と
し
て
の
斉
の
影
響
力

を
、
夫
人
を
通
じ
て
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
夫
人

の
政
治
力
も
失
わ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
魯
侯
夫
人
の
外
交
活
動
が

見
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
出
姜
ま
で
で
あ
り
、
宣
公
夫
人
穆
姜
と
成

公
夫
人
斉
姜
が
斉
に
赴
い
た
と
い
う
記
事
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、

魯
・
斉
関
係
に
お
い
て
夫
人
の
役
割
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

３
）
出
姜
の
帰
国
に
つ
い
て

斉
の
侵
攻
は
文
公
一
八
年
に
斉
懿
公
が
殺
害
さ
れ
、
代
わ
っ
て

恵
公
が
即
位
し
た
こ
と
で
よ
う
や
く
収
ま
る
が
、
懿
公
が
殺
害
さ

史
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れ
る
直
前
、
魯
で
も
文
公
が
死
去
し
て
い
る
。
出
姜
と
文
公
と
の

間
に
は
公
子
悪
・
公
子
視
と
い
う
二
人
の
公
子
が
お
り
、
彼
ら
は

当
然
公
位
継
承
の
有
力
候
補
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
公
子
遂
は
こ

の
二
人
の
公
子
を
殺
害
し
、
敬
	
の
生
ん
だ
宣
公
を
擁
立
す
る
。

宣
公
の
母
で
あ
る
敬
	
は
、
斉
の
女
性
で
は
な
か
っ
た
が
、
斉
で

は
即
位
し
た
ば
か
り
の
恵
公
が
魯
と
の
友
好
を
図
る
た
め
に
当
時

の
政
権
担
当
者
で
あ
っ
た
公
子
遂
の
宣
公
擁
立
を
支
持
し
た
と
さ

れ
る
。
出
姜
は
い
わ
ば
嫁
ぎ
先
と
実
家
双
方
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た

形
と
な
り
、
怨
み
を
残
し
て
斉
に
帰
国
す
る
。『
左
伝
』
に
よ
れ

ば
、
出
姜
は
「
哀
姜
」
と
も
呼
ば
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
61
）
。
宣
公
の

母
敬
	
は
自
身
の
子
を
国
君
と
す
る
べ
く
公
子
遂
に
「
事
」
え
た

と
さ
れ
、
こ
う
し
た
状
況
は
確
か
に
荘
公
の
死
後
に
お
け
る
哀
姜

と
僖
公
の
母
成
風
に
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
出
姜
が
我
が
子
の

殺
害
に
加
担
し
た
斉
に
帰
国
し
た
こ
と
は
哀
姜
の
場
合
と
同
様
、

女
性
に
対
す
る
実
家
斉
の
強
い
影
響
力
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
実
家
の
意
向
に
背
い
て
国
君
殺
害
に
関
与
し
斉
に
殺
害
さ
れ

た
哀
姜
と
異
な
り
、
出
姜
は
な
す
す
べ
な
く
自
身
の
子
を
殺
害
さ

れ
、
さ
ら
に
自
身
を
裏
切
っ
た
実
家
に
帰
国
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
公
位
継
承
を
め
ぐ
る
哀
姜
と
出
姜
の
立
場
の
違

い
は
魯
侯
夫
人
の
政
治
的
地
位
が
さ
ら
に
低
下
し
た
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
魯
侯
夫
人
の
政
治
的
地
位
の
低
下
は
、
文
姜
に
見
ら
れ

た
よ
う
な
斉
が
夫
人
を
通
し
て
魯
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
、

婚
姻
の
政
治
的
機
能
の
低
下
を
も
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

出
姜
を
母
と
す
る
公
子
を
殺
害
し
た
公
子
遂
は
宣
公
元
年
に
す

ぐ
さ
ま
斉
に
赴
き
、
新
君
宣
公
の
夫
人
と
し
て
穆
姜
を
迎
え
て
い

る
。
公
子
遂
は
言
う
ま
で
も
な
く
当
時
の
最
高
権
力
者
で
あ
り
、

宣
公
の
即
位
後
ま
も
な
く
婚
姻
を
結
ぶ
と
い
う
行
動
は
哀
姜
の
時

同
様
、
魯
に
と
っ
て
非
常
に
差
し
迫
っ
た
状
況
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
婚
姻
成
立
の
直
後
、「
平
州
に
会
し
て
、
以
て
公
の
位

を
定
む
。
東
門
襄
仲
（
公
子
遂
）、
斉
に
如
き
て
成
ぎ
を
拝
す
。

六
月
、
斉
人
、
済
西
の
田
を
取
る
は
、〔
宣
〕
公
を
立
つ
る
が
為

の
故
に
、
以
て
斉
に
賂
ふ
な
り
」（
宣
公
元
年
）
と
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
頻
繁
な
対
斉
外
交
は
宣
公
擁
立
に
際
し
て
「
外
援
」
た
る

斉
の
後
ろ
盾
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
も
は
や
夫
人

が
魯
・
斉
外
交
に
お
い
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、

婚
姻
が
魯
・
斉
関
係
を
強
化
す
る
も
の
と
し
て
尚
重
視
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
宣
公
擁
立
に
至
る
ま
で
の
斉
恵
公
の
態
度
は
、『
左

伝
』
を
見
る
限
り
、
先
君
殺
害
に
よ
る
即
位
直
後
と
い
う
斉
国
内

の
不
安
定
さ
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
公
子
遂
の
行
動
に
対

し
て
受
動
的
な
印
象
を
受
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
宣
公
期
の
魯
・
斉

関
係
を
見
て
い
く
と
、〔
表
１
〕
で
見
た
よ
う
に
魯
の
斉
へ
の
使

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

五
九
（
二
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者
派
遣
が
一
二
例
に
対
し
て
、
斉
か
ら
魯
へ
は
わ
ず
か
三
例
と
明

ら
か
に
魯
が
斉
に
対
し
て
追
従
路
線
を
と
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
魯

か
ら
は
毎
年
の
よ
う
に
宣
公
や
公
子
遂
た
ち
が
斉
に
赴
い
て
い
る

の
に
対
し
て
、
斉
は
魯
に
対
し
て
し
ば
し
ば
非
礼
と
も
言
え
る
対

応
を
と
っ
て
い
る
（
62
）
。
一
方
、
晋
は
斉
か
ら
侵
攻
を
受
け
た
魯
が
救

援
を
求
め
た
際
に
、
斉
か
ら
「
賂
」
を
受
け
取
り
引
き
揚
げ
て
し

ま
い
（
文
公
一
五
年
）、
こ
れ
以
降
、
晋
と
の
関
係
は
「
晋
侯

（
成
公
）
の
立
つ
や
、〔
文
〕
公
、
朝
せ
ず
。
又
大
夫
を
し
て
聘
せ

し
め
ず
」（
宣
公
七
年
）
と
ほ
と
ん
ど
断
絶
状
態
に
あ
っ
た
。
斉

か
ら
の
侵
攻
に
対
し
て
、
晋
の
救
援
が
得
ら
れ
ず
、
ま
た
当
時
は

楚
荘
王
が
中
原
進
出
を
活
発
化
さ
せ
て
お
り
（
63
）
、
こ
う
し
た
状
況
に

お
い
て
、
魯
は
安
全
保
障
の
点
か
ら
斉
と
の
関
係
を
深
め
る
必
要

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
左
伝
』
を
見
る
限
り
、
こ
の
時
期

の
魯
・
斉
の
関
係
は
協
調
と
い
う
よ
り
も
、
魯
が
斉
に
一
方
的
に

依
存
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
宣
公
擁
立
の
背
景
に
は
や

は
り
斉
恵
公
の
意
向
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
何
故
、
斉
は
出
姜
を
見
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
斉
と
出

姜
の
関
係
を
見
て
い
く
と
、
出
姜
の
婚
姻
が
行
わ
れ
た
の
は
斉
昭

公
の
時
代
で
あ
る
。
昭
公
は
桓
公
の
子
で
あ
り
、
即
位
直
後
に
城

濮
の
戦
い
で
晋
が
楚
を
破
り
、
践
土
の
盟
で
中
原
で
の
覇
権
を
確

立
し
た
た
め
か
、
昭
公
の
時
代
、
斉
は
対
外
的
に
ほ
と
ん
ど
目
立

っ
た
動
き
を
見
せ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
後
、
斉
懿
公
が
昭
公
の

子
舎
を
殺
害
し
て
即
位
す
る
が
、
懿
公
も
ま
た
殺
害
さ
れ
、
恵
公

が
即
位
す
る
。
斉
恵
公
は
懿
公
に
批
判
的
な
人
物
で
あ
り
、
懿
公

が
殺
害
さ
れ
た
時
に
は
衛
に
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昭

公
・
懿
公
・
恵
公
は
互
い
に
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
斉
で
は
桓
公

の
死
後
、
六
人
の
公
子
が
公
位
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
一
旦
は
宋
襄

公
の
支
持
し
た
孝
公
が
即
位
し
て
終
結
し
た
も
の
の
、〔
図
１
〕

の
よ
う
に
孝
公
以
降
も
桓
公
の
公
子
が
相
次
い
で
国
君
の
地
位
に

つ
い
て
お
り
、
桓
公
公
子
間
の
対
立
が
長
く
く
す
ぶ
り
続
け
て
い

た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
斉
昭
公
の
時
代
に
魯
に
嫁
い
だ
出
姜
は
、

昭
公
に
近
い
人
物
と
考
え
ら
れ
、
公
位
を
め
ぐ
っ
て
昭
公
と
対
立

し
た
懿
公
や
恵
公
と
は
政
治
的
結
び
つ
き
が
弱
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
孔
穎
達
の
疏
は
斉
恵
公
が
公
子
悪
殺
害
を
容
認
し
た
理

由
を
「
悪
は
是
れ
外
甥
、
斉
侯
悪
を
廃
す
る
を
許
す
は
、
悪
は
世

適
嗣
を
以
て
立
ち
、
斉
の
恩
を
受
け
ず
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

出
姜
の
子
で
あ
る
公
子
悪
も
ま
た
斉
に
と
っ
て
結
び
つ
き
の
薄
い

人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
前
章
に
お
い
て
、
文
姜
の
外
交
活
動

に
は
斉
襄
公
・
桓
公
そ
れ
ぞ
れ
と
の
個
人
的
な
関
係
性
が
影
響
し

て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
関
係
性
は
出
姜
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
但
し
、
文
姜
が
自
身
と
の
結
び
つ
き
の

薄
い
斉
桓
公
の
時
代
に
お
い
て
も
魯
・
斉
関
係
の
パ
イ
プ
役
と
し

史
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て
機
能
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
出
姜
に
お
い
て
は
実
家
と
の

結
び
つ
き
が
相
対
的
に
希
薄
と
な
っ
て
い
く
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

宣
公
の
即
位
後
、
先
君
文
公
の
喪
中
に
も
関
わ
ら
ず
穆
姜
を
迎

え
た
背
景
に
は
、
政
治
的
に
は
す
で
に
お
荷
物
と
な
っ
た
出
姜
を

廃
し
、
穆
姜
を
迎
え
る
こ
と
で
魯
・
斉
関
係
を
新
た
に
強
化
し
て

い
く
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
斉
が
斉
女
出

姜
を
母
に
持
つ
公
子
悪
で
は
な
く
、
敬
	
の
子
宣
公
を
支
持
し
た

こ
と
は
血
縁
的
な
結
び
つ
き
よ
り
政
治
的
結
び
つ
き
が
重
視
さ
れ

た
結
果
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
の
政
治
的
機
能
に
対
す

る
期
待
を
依
然
と
し
て
強
固
に
残
し
つ
つ
も
、
血
縁
を
通
し
て
政

治
的
影
響
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
婚
姻
が
本
来
持
っ
て
い
た
機
能
は

基
本
的
に
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

４
）
小
結

晋
が
中
原
の
覇
権
を
確
立
し
た
第
二
期
は
、
魯
に
と
っ
て
も
対

晋
外
交
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
斉
で
は
桓
公
公
子

に
よ
る
公
位
継
承
が
依
然
と
し
て
続
き
、
昭
公
・
懿
公
・
恵
公
と

そ
れ
ぞ
れ
対
立
関
係
に
あ
る
国
君
が
相
次
い
で
即
位
す
る
。
そ
の

た
め
、〔
表
２
〕
で
見
た
よ
う
に
、
斉
の
対
魯
政
策
は
国
君
に
よ

っ
て
大
き
な
波
が
あ
り
、
魯
の
対
外
政
策
も
こ
う
し
た
斉
の
政
権

交
代
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
楚
の
中
原
進
出
も
あ

り
、
魯
の
対
外
政
策
は
非
常
に
不
安
定
に
な
り
や
す
い
状
況
に
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
君
主
交
代
が
魯
・
斉
関
係
に
影
響
す
る
状
況
は
、

吉
本
氏
が
指
摘
す
る
諸
侯
国
間
の
関
係
が
諸
侯
の
人
格
的
な
関
係

に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
示
す
も
の
と
言
え
る
（
64
）
。

ま
た
こ
の
時
期
、
魯
の
政
治
体
制
は
依
然
と
し
て
公
室
を
中
心

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
新
た
に
三
桓
氏
な
ど
の
世
族
も
台
頭

し
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
魯
の
対
外
政
策
は
公
子
遂
や
三
桓
氏
に

よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
魯
は
斉
か

ら
文
公
夫
人
出
姜
、
宣
公
夫
人
穆
姜
を
迎
え
て
お
り
、
ま
た
僖
公

夫
人
声
姜
も
存
命
で
あ
っ
た
が
、
魯
侯
夫
人
の
外
交
活
動
は
出
姜

が
一
度
斉
に
赴
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。
出
姜
の
行
動
も
ま
た
魯
の

対
斉
政
策
の
空
白
を
補
う
意
義
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
時
期

の
魯
侯
夫
人
も
君
主
や
公
子
同
様
、
当
時
の
公
室
政
治
の
担
い
手

と
し
て
機
能
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
成
果
を
史
料
か
ら
読
み

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
夫
人
の
魯
・
斉
の
パ
イ

プ
役
と
し
て
の
役
割
は
ほ
ぼ
終
焉
を
迎
え
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら

に
、
公
位
継
承
を
め
ぐ
る
出
姜
の
立
場
が
荘
公
夫
人
哀
姜
と
比
べ

て
非
常
に
弱
く
、
夫
人
の
政
治
的
地
位
の
低
下
も
見
て
取
れ
る
。

こ
う
し
た
変
化
は
同
時
に
、
婚
姻
の
意
義
を
以
前
と
比
べ
て
希
薄

な
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

六
一
（
二
八
九
）



５
�
魯
・
斉
婚
姻
の
終
焉
と
三
桓
氏
―
第
三
期
―

宣
公
一
八
年
、
宣
公
が
死
去
す
る
と
、
公
子
遂
の
子
公
孫
帰
父

は
失
脚
し
、
成
公
期
の
魯
の
政
治
の
中
心
は
従
来
の
公
子
・
公
孫

か
ら
三
桓
氏
を
は
じ
め
と
す
る
世
族
へ
と
移
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

成
公
期
は
魯
の
対
外
政
策
の
比
重
が
斉
中
心
か
ら
晋
中
心
へ
と
移

行
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
本
章
で
は
、
成
公
期
に
見
ら
れ
る
魯
の

政
治
体
制
及
び
対
外
政
策
の
移
行
が
魯
・
斉
の
婚
姻
や
夫
人
の
立

場
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

１
）
最
後
の
婚
姻

成
公
夫
人
斉
姜
は
成
公
一
四
年
に
魯
に
嫁
い
で
い
る
。
即
位
後

一
四
年
も
経
っ
て
の
こ
の
婚
姻
は
荘
公
と
哀
姜
の
婚
姻
に
次
い
で

遅
い
結
婚
で
あ
る
。

宣
公
期
の
魯
・
斉
関
係
は
前
述
し
た
よ
う
に
非
常
に
緊
密
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
晩
年
に
な
る
と
、
両
国
の
関
係
に
変
化
が
生
じ
始

め
る
。
宣
公
一
〇
年
に
斉
恵
公
が
死
去
し
、
頃
公
が
即
位
す
る
と
、

魯
は
宣
公
・
公
孫
帰
父
・
季
孫
行
父
が
相
次
い
で
斉
に
赴
き
、
斉

か
ら
も
国
佐
が
使
者
と
し
て
来
聘
す
る
な
ど
、
魯
・
斉
関
係
が
改

め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
両
国
の
、
特
に
魯
か
ら
の
頻

繁
な
遣
使
は
君
主
の
交
代
が
両
国
の
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
楚
が
中
原

進
出
を
活
発
に
進
め
る
よ
う
に
な
る
と
魯
は
再
び
晋
の
同
盟
下
に

入
り
、
斉
と
の
関
係
は
次
第
に
悪
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ

の
時
期
、
公
子
遂
は
す
で
に
死
去
し
て
お
り
（
宣
公
八
年
）、
そ

の
子
公
孫
帰
父
が
魯
の
政
権
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、

魯
の
対
外
政
策
は
晋
・
斉
・
楚
の
間
で
一
貫
性
を
欠
く
よ
う
に
な

る
（
65
）。
そ
の
結
果
、
宣
公
の
死
後
、
公
孫
帰
父
と
そ
の
一
族
は
追
放

さ
れ
、
新
た
に
三
桓
氏
が
政
権
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
一
方
、

魯
・
斉
関
係
は
、
成
公
期
に
入
り
、
ま
す
ま
す
緊
張
状
態
を
高
め

て
い
き
、
成
公
二
年
に


の
戦
い
を
引
き
起
こ
す
。
結
果
は
斉
の

侵
攻
を
受
け
た
魯
・
衛
が
相
次
い
で
晋
に
救
援
を
求
め
、
晋
の
出

兵
に
よ
っ
て
斉
が
大
敗
を
喫
し
て
終
わ
る
。
こ
れ
以
降
、
斉
は
晋

に
屈
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
魯
の
対
外
政
策
の
比
重
も
斉
か
ら
晋

へ
と
大
き
く
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、


の
戦
い
以
後
、

魯
・
斉
の
二
国
間
交
流
は
『
左
伝
』
を
見
る
限
り
成
公
一
〇
年
ま

で
断
絶
し
て
お
り
、
魯
・
斉
関
係
は
す
ぐ
に
は
改
善
さ
れ
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
よ
う
や
く
魯
か
ら
斉
に
使
者
が
派
遣
さ
れ
る
の

は
成
公
一
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
と
き
斉
に
赴
い
た
叔
孫
僑

如
は
成
公
一
四
年
に
も
斉
に
赴
き
、
成
公
夫
人
斉
姜
を
迎
え
て
い

る
。魯

の
対
外
政
策
の
比
重
が
斉
か
ら
晋
へ
と
移
っ
て
い
く
中
で
、

史
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何
故
再
び
斉
と
の
婚
姻
が
結
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、

成
公
の
晋
に
対
す
る
不
信
感
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
左

伝
』
に
見
え
る
成
公
の
言
動
は
、
魯
の
対
外
政
策
が
晋
と
の
協
調

政
策
へ
と
完
全
に
移
行
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
国
間
に
緊
張
関

係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
66
）
。
ま
た
、
斉
で
も
魯
と

争
っ
た
頃
公
が
死
去
し
、
子
の
霊
公
が
即
位
し
て
い
る
。
斉
霊
公

は
魯
か
ら
顔
懿
姫
を
夫
人
と
し
て
迎
え
て
お
り
（
67
）
、
こ
の
君
主
交
代

は
両
国
の
軋
轢
を
解
消
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
成
公
の
晋
に
対
す
る
不
信
感
と
斉
に
お
け
る
君
主
交
代
に
よ

っ
て
、
魯
は
再
び
斉
と
の
関
係
正
常
化
を
図
り
、
斉
姜
を
迎
え
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
魯
・
斉
関
係
に
お
い
て
、
婚
姻
が
ま
だ
有
効
な
手

段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
が
、
斉

姜
が
嫁
い
だ
成
公
一
四
年
以
降
、
斉
と
の
二
国
間
交
流
は
襄
公
二

〇
年
ま
で
途
絶
え
て
お
り
、
実
際
に
こ
の
婚
姻
が
政
治
的
に
機
能

し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
当
時
の
斉
は
晋
の
主
宰
す
る
会
盟

に
一
貫
し
て
参
加
し
て
お
り
、
�
陵
の
戦
い
で
楚
を
破
り
（
成
公

一
六
年
）、
勢
い
を
増
し
て
い
た
晋
に
対
抗
す
る
だ
け
の
力
が
な

か
っ
た
こ
と
も
要
因
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
こ
の
斉
と
の
融
和
策

が
魯
の
主
流
た
る
意
見
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
魯
の
政
治

の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
三
桓
氏
は
台
頭
し
始
め
た
文
公
期
以
来
、

基
本
的
に
対
晋
外
交
を
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
晋
と
の
交
流

が
途
絶
え
、
斉
に
依
存
す
る
状
態
で
あ
っ
た
宣
公
期
に
は
三
桓
氏

の
活
動
は
目
立
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
（
68
）
。
こ
の
時
期
の
魯
・

斉
外
交
を
担
当
し
た
叔
孫
僑
如
は
三
桓
氏
の
一
つ
叔
孫
氏
の
当
主

で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
叔
孫
氏
は
季
孫
氏
・
仲
孫
（
孟
孫
）
氏
に

対
し
て
劣
勢
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
69
）
。
こ
れ
ま
で
斉
と
の
婚
姻

を
担
当
し
た
の
が
、
荘
公
を
含
め
い
ず
れ
も
政
権
の
中
心
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
魯
に
お
け
る
斉
と
の
婚
姻
の
重
要

性
が
か
つ
て
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
（
70
）
。

さ
ら
に
、
成
公
に
つ
い
て
は
そ
の
生
母
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

会
箋
は
穆
姜
と
す
る
が
、『
左
伝
』
に
見
え
る
穆
姜
の
成
公
に
対

す
る
言
動
か
ら
否
定
的
な
見
方
も
存
在
す
る
（
71
）
。
は
っ
き
り
し
て
い

る
こ
と
は
、
成
公
が
即
位
し
た
当
時
、
魯
・
斉
関
係
は
非
常
に
緊

張
し
た
状
態
に
あ
り
、
成
公
の
即
位
に
関
し
て
従
来
の
国
君
の
よ

う
に
斉
の
影
響
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
成
公
期
を
通
じ
て
斉
と
の
交
流
も
非
常
に
少
な
く
、

成
公
と
斉
と
の
関
係
は
血
縁
的
に
は
と
も
か
く
政
治
的
に
は
極
め

て
希
薄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
成
公
期
は
こ
れ
ま
で
と
比
べ
て
魯
の
対
斉
外
交
の

比
重
が
明
ら
か
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
斉
に
晋
と
対

抗
す
る
力
が
な
か
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

六
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な
く
魯
に
お
け
る
公
子
・
公
孫
か
ら
世
族
へ
と
い
う
政
治
体
制
の

移
行
と
君
主
で
あ
る
成
公
が
斉
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
の
薄
い
人

物
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て

は
、
斉
の
影
響
力
が
魯
に
強
く
及
ぶ
と
は
考
え
が
た
く
、
こ
こ
に

お
い
て
、
魯
・
斉
関
係
に
お
い
て
婚
姻
が
有
効
に
機
能
す
る
時
期

は
終
焉
を
迎
え
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
魯
・
斉
間
に
お
け
る

婚
姻
の
機
能
低
下
は
魯
侯
夫
人
の
政
治
的
地
位
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
宣
公
夫
人
穆
姜
の
動
向
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

２
）
穆
姜
と
三
桓
氏

魯
・
斉
関
係
が
疎
遠
に
な
り
、
穆
姜
も
斉
姜
も
外
交
面
で
は
活

躍
の
場
が
な
か
っ
た
が
、
穆
姜
に
関
し
て
は
『
左
伝
』
に
次
の
よ

う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

宣
伯
（
叔
孫
僑
如
）、
穆
姜
に
通
じ
、
季
（
季
孫
）・
孟
（
仲

孫
）
を
去
り
て
其
の
室
を
取
ら
ん
と
欲
す
。
将
に
行
か
ん
と

す
。
穆
姜
、〔
成
〕
公
を
送
り
て
二
子
を
逐
は
し
む
。〔
成
〕

公
、
晋
の
難
を
以
て
告
げ
て
曰
く
、
請
ふ
反
り
て
命
を
聴
か

ん
、
と
。
姜
怒
る
。
公
子
偃
・
公
子
�
趨
り
て
過
ぐ
。
之
を

指
し
て
曰
く
、
女
可
か
ず
ん
ば
、
是
れ
皆
君
な
り
、
と
。

（
成
公
一
六
年
）

成
公
一
六
年
、
叔
孫
僑
如
が
穆
姜
と
「
通
」
じ
、
穆
姜
は
叔
孫
僑

如
の
た
め
に
成
公
に
季
孫
氏
・
仲
孫
氏
の
排
除
を
求
め
、
成
公
に

拒
否
さ
れ
る
と
成
公
の
弟
で
あ
る
公
子
偃
・
公
子
�
も
国
君
の
候

補
で
あ
る
と
脅
迫
し
て
い
る
。

こ
の
計
画
は
結
局
失
敗
し
、
季
孫
行
父
は
叔
孫
僑
如
を
追
放
し
、

公
子
偃
を
殺
害
す
る
と
、
穆
姜
も
幽
閉
さ
れ
る
が
（
72
）
、
で
は
こ
の
内

紛
に
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
斉
の
介
入
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
叔
孫
僑
如
は
成
公
期
の
対
斉
外
交
を
担
当
し

て
お
り
、
斉
か
ら
嫁
い
だ
穆
姜
と
叔
孫
僑
如
の
背
景
に
斉
の
存
在

を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
当
時
は
魯
・
斉
間
で
新
た
な
婚
姻
を
結
び
、
斉
姜
を
迎
え
た

ば
か
り
で
あ
り
、
ま
た
斉
も
穆
姜
を
嫁
が
せ
た
恵
公
の
時
代
か
ら

頃
公
を
経
て
、
霊
公
の
時
代
へ
と
移
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
斉
の
君
主
交
代
は
魯
・
斉
関
係
の
重
要
な
転
機
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
穆
姜
が
斉
の
協
力

を
得
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
こ
の
内
紛
の
後
、
穆
姜

は
季
孫
氏
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
魯

の
内
紛
に
巻
き
込
ま
れ
た
夫
人
た
ち
の
末
路
を
見
て
み
る
と
、
哀

姜
は
斉
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
出
姜
は
斉
に
帰
国
す
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
穆
姜
の
末
路
に

は
斉
の
介
入
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
哀
姜
・
出
姜
の
場
合
と
は
大
き

史
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く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
穆
姜
に
は
実
家
の
影
響
が
ほ
と
ん
ど
及
ん
で
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
婚
姻
に
よ
っ
て
「
外
援
」
を

得
る
と
い
う
婚
姻
の
政
治
的
機
能
も
失
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
但
し
、
こ
の
と
き
晋
か
ら
出
兵
を
迫
ら
れ
て
い
た
成
公
が
、

公
宮
の
守
備
を
固
め
て
か
ら
出
発
し
た
た
め
に
期
日
に
遅
れ
、
後

日
叔
孫
僑
如
の
晋
に
対
す
る
讒
言
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

公
子
偃
が
殺
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
と
き
の
穆

姜
の
行
動
は
公
位
継
承
を
含
め
た
権
力
抗
争
と
い
う
極
め
て
政
治

的
な
も
の
で
あ
り
、
魯
に
お
け
る
穆
姜
の
影
響
力
も
無
視
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
成
公

期
は
こ
れ
ま
で
の
公
子
・
公
孫
か
ら
世
族
へ
と
権
力
が
移
行
し
て

い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
君
主
を
取
り
巻
く
政
権
の
構
成
員
が
代
わ

っ
た
だ
け
で
あ
り
、
後
に
見
ら
れ
る
世
族
の
力
が
君
主
を
凌
ぐ
よ

う
な
状
況
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
た
が
（
73
）
、
穆
姜
は
す
で
に

実
家
の
後
ろ
盾
を
持
た
な
か
っ
た
も
の
の
、
公
室
の
一
員
と
し
て

魯
侯
に
対
し
て
尚
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
斉
姜
は
成
公
一
四
年
に
嫁
い
で
か
ら
襄
公
二

年
に
死
ぬ
ま
で
政
治
的
な
活
動
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
成
公

の
後
を
継
い
だ
襄
公
の
母
は
斉
姜
で
は
な
く
定

と
い
う
女
性
で

あ
り
、
こ
れ
以
後
、
斉
か
ら
夫
人
を
迎
え
た
例
は
史
料
か
ら
窺
え

な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
斉
姜
の
婚
姻
を
担
当
し
た
叔
孫
僑
如

は
季
孫
氏
・
仲
孫
氏
に
比
べ
て
劣
勢
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
斉
と

の
婚
姻
の
重
要
性
が
低
下
し
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
斉
姜
の

政
治
的
地
位
を
も
穆
姜
以
前
と
比
べ
て
低
下
さ
せ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
襄
公
期
に
な
り
、
世
族
が
権
力
を
掌
握
し
魯
侯

の
力
を
も
凌
ぐ
よ
う
に
な
る
と
、
公
室
の
一
員
と
し
て
の
夫
人
の

政
治
的
影
響
力
も
失
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
成
公
期
に
お
い
て
、
魯
に
お
け
る
公
室
政
治
か

ら
世
族
政
治
へ
の
移
行
と
対
外
政
策
に
お
け
る
斉
か
ら
晋
へ
の
比

重
の
移
行
と
が
と
も
に
顕
著
に
な
っ
て
い
く
が
、
婚
姻
に
つ
い
て

も
そ
の
政
治
的
意
義
が
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
74
）
。
す
な
わ
ち

魯
・
斉
間
の
婚
姻
の
意
義
は
、
一
つ
に
は
魯
の
対
外
政
策
の
比
重

が
斉
か
ら
晋
へ
と
移
行
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
襄
公
期
以
降
、

三
桓
氏
が
君
主
の
勢
力
を
凌
ぐ
よ
う
に
な
り
、
君
主
が
政
治
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
思
わ

れ
る
（
75
）
。
さ
ら
に
晋
・
楚
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
り
、
魯
・
斉
二
国

間
の
み
の
関
係
強
化
が
魯
の
外
交
政
策
に
何
の
寄
与
も
し
な
い
状

況
も
ま
た
婚
姻
の
意
義
を
薄
れ
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
（
76
）
。

３
）
小
結

以
上
の
よ
う
に
、
第
三
期
に
は
魯
・
斉
関
係
が
そ
れ
以
前
と
は

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人
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大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
魯
の
対
外
政
策
の
比
重
は

斉
重
視
か
ら
晋
重
視
へ
と
変
わ
り
、
魯
・
斉
関
係
は
次
第
に
疎
遠

な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
夫
人
の
外
交
活
動

は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
叔
孫
僑
如
と
通
じ
た
穆
姜
は
、
成
公
に

圧
力
を
か
け
、
季
孫
氏
・
仲
孫
氏
の
排
除
を
画
策
す
る
が
、
そ
の

画
策
に
失
敗
し
た
後
、
季
孫
氏
に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
斉
の
関
与
を
感
知
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
夫
人
に
対
す

る
実
家
の
影
響
力
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
成
公
に

は
斉
か
ら
斉
姜
が
迎
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
婚
姻
が
機
能
し
た

形
跡
は
史
料
上
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
魯
・
斉
関
係
が
変
化
し
た
背
景
に
は
ま
ず
、
斉
が



の
戦
い
で
敗
れ
、
晋
に
屈
服
し
た
と
い
う
国
際
情
勢
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ま
た
成
公
期
に
な
る
と
、
魯
の
政
治
体
制
は
公
子
・
公
孫
を

中
心
と
し
た
公
室
政
治
か
ら
三
桓
氏
を
中
心
と
す
る
世
族
政
治
へ

と
移
行
す
る
が
、
成
公
や
三
桓
氏
は
従
来
の
君
主
や
公
子
と
比
べ

て
斉
と
の
関
係
が
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
が
魯
の
対
斉

外
交
の
比
重
を
大
き
く
低
下
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
で
成
公
夫
人
斉
姜
を
最
後
に
史
料
上
か
ら
斉
と
の
通
婚
が

見
ら
れ
な
く
な
り
、
婚
姻
は
そ
の
政
治
的
意
義
を
失
い
、
夫
人
の

活
躍
の
場
も
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
魯
・
斉
関
係
を
確
認
し
つ
つ
、
両
国
間
の
婚

姻
と
魯
侯
夫
人
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
魯
・
斉
の
婚

姻
は
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
極
め
て
即

時
的
な
政
治
的
意
図
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
斉
は
婚
姻
を
通

じ
て
、
特
に
魯
の
公
位
継
承
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
斉
に
よ
る
桓
公
殺
害
へ
の
文
姜
の
関
与

や
哀
姜
の
殺
害
、
出
姜
の
帰
国
な
ど
か
ら
魯
に
嫁
い
だ
夫
人
に
対

す
る
実
家
の
支
配
力
が
極
め
て
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
齋

藤
氏
の
指
摘
し
た
婚
姻
の
政
治
的
機
能
が
春
秋
時
代
に
お
い
て
現

実
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
婚

姻
の
機
能
は
比
較
的
早
い
段
階
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
哀
姜
が
斉

の
意
向
に
反
す
る
行
動
を
取
っ
た
こ
と
や
、
斉
が
出
姜
の
子
を
支

持
し
な
か
っ
た
こ
と
は
夫
人
や
そ
の
子
に
対
す
る
実
家
の
影
響
力

が
次
第
に
低
下
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

ま
た
、
婚
姻
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
二
国
間
関
係
は
そ
れ
を
と

り
ま
く
国
際
情
勢
に
左
右
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
特
に
晋
が

覇
権
を
握
っ
た
後
は
、
魯
・
斉
の
二
国
間
関
係
の
み
が
自
国
の
安

全
を
保
障
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
斉
の
君
主
交
代
に
よ

っ
て
も
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
婚
姻
は
二
国
間

史
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関
係
の
長
期
的
な
安
定
を
保
証
し
う
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
次
第

に
婚
姻
関
係
よ
り
も
現
実
的
な
力
関
係
の
方
が
両
国
の
対
外
政
策

に
対
し
て
よ
り
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
77
）
。
こ
の

よ
う
な
状
況
に
加
え
、
実
際
に
は
異
姓
の
夫
人
が
生
ん
だ
人
物
が

公
位
に
つ
く
例
が
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
魯
・
斉
の
間
で

連
続
的
な
婚
姻
が
結
ば
れ
る
背
景
に
は
、
婚
姻
に
よ
っ
て
斉
と
い

う
外
援
を
得
る
こ
と
で
国
内
外
の
安
定
を
図
ろ
う
と
す
る
魯
の
意

図
が
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
斉
は
婚
姻
が
続
く
間
、
魯
の
公
位
継

承
や
対
外
政
策
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
魯
侯
夫
人
の
活
動
を
見
て
い
く
と
、
最
も
精
力
的
に
活

動
し
て
い
る
文
姜
は
む
し
ろ
魯
・
斉
外
交
の
中
で
は
斉
の
意
向
に

沿
っ
て
終
始
活
動
し
て
い
る
が
、
魯
に
お
け
る
そ
の
政
治
的
地

位
・
役
割
は
僖
公
期
以
降
に
見
ら
れ
る
公
子
・
世
族
に
近
い
も
の

で
あ
っ
た
（
78
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
哀
姜
や
穆
姜
は
斉
の
意
向
に
反
し

て
、
あ
る
い
は
関
わ
り
な
く
魯
の
勢
力
争
い
に
関
与
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
実
家
や
嫁
ぎ
先
の
意
向
に

沿
っ
て
動
く
だ
け
で
は
な
く
、『
左
伝
』
を
見
る
限
り
自
発
的
な

行
動
を
取
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
夫
人
に
対
す
る

実
家
の
影
響
力
が
弱
ま
っ
て
い
く
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
を
実
家
の

意
向
に
従
う
だ
け
で
も
、『
左
伝
』
が
指
摘
す
る
よ
う
な
夫
に
従

う
だ
け
で
も
な
く
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
行
動
で
き
る
存
在
へ

と
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
、
夫
人
に
対
す
る

実
家
の
影
響
力
の
低
下
は
婚
姻
の
意
義
の
希
薄
化
や
夫
人
の
政
治

力
の
低
下
も
徐
々
に
も
た
ら
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
文
姜
以
外

の
夫
人
に
目
立
っ
た
外
交
活
動
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
こ
う
し
た

要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
哀
姜
・
出
姜
に
関
し
て
は
、
そ
の
末
路
に

尚
も
実
家
の
影
響
力
の
強
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
穆
姜
の

行
動
・
末
路
に
は
斉
の
関
与
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
さ
ら

に
魯
に
お
い
て
公
室
を
中
心
と
し
た
政
治
体
制
か
ら
世
族
を
中
心

と
し
た
政
治
体
制
に
移
行
す
る
に
つ
れ
、
公
室
の
一
員
た
る
夫
人

の
役
割
も
低
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
の
斉
姜
に
至
っ
て
は

婚
姻
と
卒
・
葬
記
事
の
み
で
あ
り
、
彼
女
の
人
物
像
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
魯
・
斉
間
に
お
け
る
婚
姻
の
役
割
は
終
焉

を
迎
え
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
魯
侯
夫
人
の
政
治
的
意
義
に
つ
い
て
、
魯
国
史
の
中

で
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。
松
井
嘉
徳
氏
は
、
鄭
の
七
穆
の
検
討

を
通
し
て
、
世
族
政
治
の
歴
史
的
意
義
を
公
位
継
承
抗
争
に
集
約

さ
れ
る
個
別
的
・
非
連
続
的
権
力
構
造
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
（
79
）
。
す
な
わ
ち
、
世
族
に
よ
る
支
配
体
制
の
出

現
は
、
君
主
交
代
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
政
治
的
な
不
安
定
さ
を
特

定
家
系
の
継
続
的
権
力
掌
握
に
よ
っ
て
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
に
基
づ
け
ば
、
魯
の
公
位

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人
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継
承
に
直
接
影
響
力
を
及
ぼ
し
う
る
斉
と
の
婚
姻
や
夫
人
た
ち
の

政
治
的
活
動
は
、
魯
の
政
権
を
絶
え
ず
不
安
定
に
す
る
危
険
性
を

は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

三
桓
氏
の
権
力
掌
握
は
成
公
期
か
ら
襄
公
期
に
か
け
て
確
立
し
、

襄
公
期
に
お
け
る
魯
の
対
外
政
策
は
従
来
の
不
安
定
な
も
の
と
は

異
な
り
、
一
貫
し
た
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
（
80
）
。
成
公
期
を
最
後

に
、
斉
と
の
婚
姻
や
夫
人
の
政
治
的
動
向
が
史
料
か
ら
見
ら
れ
な

く
な
る
こ
と
は
、
松
井
氏
の
指
摘
と
対
応
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

政
権
の
恒
常
性
が
待
望
さ
れ
る
流
れ
の
中
で
、
活
動
的
な
夫
人
は

む
し
ろ
克
服
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
春
秋
期
の
魯
を
通
史
的
に
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
郭
克
�
等

『
魯
国
史
』（
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
北
京
）、
同
様
に
斉
に

つ
い
て
は
、
王
閣
森
・
唐
致
卿
主
編
『
斉
国
史
』（
山
東
人
民
出
版

社
、
一
九
九
二
年
、
済
南
）
が
あ
る
。
こ
の
他
、
中
国
の
魯
国
史

研
究
に
つ
い
て
は
周
新
芳
「
近
年
来
魯
国
史
研
究
概
観
」（『
山
東

師
大
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
一
九
九
九
年
第
二
期
）、
春
秋
時
代

の
魯
・
斉
関
係
に
つ
い
て
は
田
軍
「
春
秋
時
期
斉
魯
関
係
述
論
」

（『
山
東
教
育
学
院
学
報
』
二
〇
〇
七
年
第
一
期
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
２
）
宇
都
木
章
「『
春
秋
』
に
み
え
る
魯
の
公
女
（
一
）」（『
中
国
古

代
史
研
究
第
六
』
研
文
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
齋
藤
道
子
「
春
秋

時
代
の
婚
姻
―
そ
の
時
代
的
特
質
を
求
め
て
―
」（『
東
海
大
学
文

明
研
究
所
紀
要
』
第
一
二
号
、
一
九
九
二
年
）、
小
林
伸
二
「
春
秋

時
代
の
婚
姻
と
外
交
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
人
間
学
部
・
文

学
部
九
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
こ
の
他
に
、
小
寺
敦
氏
が

『
春
秋
』
三
伝
の
婚
姻
記
事
を
分
析
し
て
、『
左
伝
』
編
者
の
婚
姻

に
対
す
る
評
価
か
ら
成
書
年
代
及
び
そ
の
背
景
を
論
じ
て
い
る

（
小
寺
敦
『
先
秦
家
族
関
係
史
料
の
新
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇

八
年
）。

（
３
）
齋
藤
前
掲
註（
２
）論
文
八
五
頁
。

（
４
）
小
林
前
掲
註（
２
）論
文
一
〇
一
頁
。

（
５
）
吉
本
道
雅
「
先
秦
王
侯
系
譜
考
」『
立
命
館
文
学
』
第
五
五
六

号
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
―
二
四
頁
。

（
６
）
文
姜
を
扱
っ
た
も
の
に
、
鈴
木
裕
子
「「
左
伝
」
に
見
る
斉
魯

の
婚
姻
―
文
姜
と
斉
姜
―
」（『
青
山
語
文
』
第
二
八
号
、
一
九
九

八
年
）、
尾
崎
保
子
「
左
伝
に
お
け
る
婦
女
観
�
―
魯
桓
文
姜
の
輪

郭
―
」（『
学
苑
』
第
七
七
三
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
小
林
前
掲
註

（
２
）論
文
が
あ
る
。

（
７
）
工
藤
元
男
氏
は
睡
虎
地
秦
簡
の
属
邦
律
の
検
討
か
ら
子
の
身
分

は
母
の
出
自
に
帰
す
る
と
す
る
（
工
藤
元
男
『
睡
虎
地
秦
簡
よ
り

み
た
秦
代
の
国
家
と
社
会
』
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）。
こ
の
他
の

研
究
史
に
つ
い
て
は
小
寺
敦
「
先
秦
時
代
婚
姻
史
お
よ
び
隣
接
諸

分
野
研
究
の
展
望
」（『
中
国
史
学
』
第
一
〇
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、

の
ち
小
寺
前
掲（
２
）著
書
に
再
録
）
参
照
。

（
８
）
『
東
海
史
学
』
第
四
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
。

（
９
）
「
公
室
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
前
稿
同
様
、
宇
都
木
氏
の
指

摘
を
踏
襲
し
、
公
・
公
の
夫
人
・
公
子
・
公
孫
ま
で
を
指
す
こ
と

と
す
る
。

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

六
八
（
二
九
六
）



（
１０
）
襄
公
（
荘
八
）・
公
孫
無
知
（
荘
九
）・
公
子
無
虧
（
僖
一

八
）・
舎
（
文
一
四
）・
懿
公
（
文
一
八
）・
荼
（
哀
六
）・
悼
公

（
哀
一
〇
）・
簡
公
（
哀
一
四
）。
一
方
、
魯
で
は
隠
公
（
隠
一

一
）・
桓
公
（
桓
一
八
）・
公
子
般
（
荘
三
二
）・
閔
公
（
閔
二
）
の

四
例
で
あ
る
（
但
し
、
桓
公
は
斉
に
お
い
て
殺
害
さ
れ
て
い
る
）。

春
秋
時
代
の
君
主
殺
害
に
つ
い
て
は
水
野
卓
「
春
秋
時
代
の
君
主

―
君
主
の
殺
害
・
出
奔
・
捕
虜
の
検
討
か
ら
―
」（『
史
学
』
第
七

一
巻
第
二
・
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
１１
）
齋
藤
前
掲
註（
２
）論
文
八
六
―
八
八
頁
。

（
１２
）
�
田
前
稿
二
〇
頁
。

（
１３
）
ま
た
、
隠
公
二
年
に
は
桓
公
の
母
仲
子
が
、
翌
隠
公
三
年
に
は

隠
公
の
母
声
子
が
相
次
い
で
死
去
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
も

魯
・
宋
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
１４
）
こ
の
時
期
の
斉
に
つ
い
て
は
吉
本
道
雅
「
春
秋
斉
覇
考
」（『
史

林
』
第
七
三
巻
第
二
号
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。
後
に
『
中
国
先

秦
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
に
再
録
。

（
１５
）
『
左
伝
』
桓
公
元
年
に
「
春
、
公
位
に
即
き
、
好
み
を
鄭
に
修

む
」
と
あ
り
、
魯
は
桓
公
の
時
代
に
も
引
き
続
き
鄭
と
友
好
関
係

を
結
ん
で
い
る
。

（
１６
）
宇
都
木
章
「
魯
の
三
桓
氏
の
成
立
に
つ
い
て
（
一
）」（『
中
国

古
代
史
研
究
第
四
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
六
年
）
二
三
五
頁
及

び
�
田
前
稿
二
〇
頁
。

（
１７
）
小
寺
氏
は
こ
う
し
た
「
非
礼
」
記
事
か
ら
『
左
伝
』
編
者
の
意

図
を
読
み
取
ろ
う
と
試
み
て
い
る
（
小
寺
敦
「
婚
姻
記
事
の
差
異

よ
り
み
た
春
秋
三
伝
―
『
春
秋
』
経
文
に
見
え
る
事
例
を
中
心
と

し
て
―
」『
史
料
批
判
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
九
八
年
）。

（
１８
）
『
左
伝
』
文
公
元
年
、
昭
公
二
六
年
。

（
１９
）
吉
本
前
掲
註（
１４
）論
文
九
九
頁
。

（
２０
）
宇
都
木
前
掲
註（
２
）論
文
八
一
頁
。

（
２１
）
魯
と
紀
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
宇
都
木
前
掲
註（
２
）論
文
参
照
。

（
２２
）
鈴
木
前
掲
註（
６
）論
文
、
尾
崎
前
掲
註（
６
）論
文
、
小
林
前
掲

註（
２
）論
文
。

（
２３
）
〔
表
４
〕
参
照
。

（
２４
）
宇
都
木
前
掲
註（
１６
）論
文
二
三
五
頁
。

（
２５
）
鈴
木
前
掲
註（
６
）論
文
、
小
林
前
掲
註（
２
）論
文
。

（
２６
）
夫
人
が
実
家
の
意
向
で
外
交
活
動
を
行
っ
た
例
は
「
�
の
季
姫

来
寧
す
。〔
僖
〕
公
怒
り
て
之
を
止
む
。
�
子
の
朝
せ
ざ
る
を
以
て

な
り
。
夏
、
防
に
遇
ひ
て
、
来
朝
せ
し
む
。」（
僖
公
一
四
年
）
が

あ
る
。

（
２７
）
鈴
木
前
掲
註（
６
）論
文
一
一
三
―
一
一
七
頁
。

（
２８
）
荘
公
の
死
後
に
お
い
て
も
、
斉
女
叔
姜
が
生
ん
だ
公
子
（
後
の

閔
公
）
で
は
な
く
、
孟
任
の
生
ん
だ
公
子
般
が
後
継
者
に
目
さ
れ

て
い
る
。

（
２９
）
『
左
伝
』
は
荘
公
一
五
年
の
�
の
会
を
も
っ
て
「
斉
始
め
て
覇

た
る
な
り
」
と
し
て
い
る
。

（
３０
）
『
左
伝
』
は
斉
桓
公
の
後
ろ
盾
と
し
て
母
方
の
実
家
で
あ
る
衛

と
�
を
挙
げ
て
い
る
（
昭
公
一
三
年
）。

（
３１
）
宇
都
木
章
「
斉
の
桓
公
の
即
位
と
�
国
」（『
山
本
博
士
還
暦
記

念

東
洋
史
論
叢
』
山
川
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）。

（
３２
）
花
房
卓
爾
氏
は
春
秋
時
代
の
出
奔
に
つ
い
て
検
討
し
、
血
縁
関

係
の
社
会
的
機
能
は
な
お
根
強
く
働
き
つ
づ
け
て
い
た
反
面
、
そ

れ
は
次
第
に
弛
緩
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、
か
わ
っ
て
政
治
的
な

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

六
九
（
二
九
七
）



関
係
が
人
間
と
人
間
を
結
ん
で
は
な
さ
な
い
絆
と
し
て
機
能
し
は

じ
め
る
、
と
指
摘
す
る
（
花
房
卓
爾
「
春
秋
時
代
の
亡
命
―
亡
命

に
及
ぼ
す
通
婚
・
姻
戚
関
係
の
影
響
―
」『
広
島
大
学
文
学
部
紀

要
』
第
四
一
巻
、
一
九
八
一
年
、
四
〇
頁
）。

（
３３
）
魯
侯
夫
人
の
動
向
に
つ
い
て
は
〔
表
４
〕
参
照
。

（
３４
）
鈴
木
前
掲
註（
６
）論
文
一
一
六
―
一
一
七
頁
。

（
３５
）
小
林
前
掲
註（
２
）論
文
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。

（
３６
）
離
反
し
た
宋
を
伐
つ
際
に
は
、「
春
、
諸
侯
、
宋
を
伐
つ
。
斉

人
、
師
を
周
に
請
ふ
。
夏
、
単
伯
之
に
会
し
、
成
ぎ
を
宋
に
取
り

て
還
る
」（
荘
公
一
四
年
）
と
王
命
を
も
求
め
て
宋
を
従
わ
せ
て
い

る
。

（
３７
）
「
初
め
〔
荘
〕
公
台
を
築
き
て
党
氏
に
臨
む
。
孟
任
を
見
て
之

に
従
は
ん
と
す
。
�
づ
。
而
し
て
夫
人
の
言
を
以
て
す
。
之
に
許

す
。
臂
を
割
き
て
〔
荘
〕
公
に
盟
ふ
。
子
般
を
生
む
」（
荘
公
三
二

年
）

（
３８
）
荘
公
二
二
年
経
文
の
会
箋
は
こ
の
時
点
で
孟
任
は
死
ん
で
い
た

と
推
測
す
る
。

（
３９
）
「
秋
、
桓
宮
の
楹
を
丹
に
す
」（
荘
公
二
三
年
）、「
春
、
其
の
桷

に
刻
む
は
、
皆
礼
に
非
ざ
る
な
り
」「
秋
、
哀
姜
至
る
。〔
荘
〕
公
、

宗
婦
を
し
て
覿
ゆ
る
に
幣
を
用
ひ
し
む
る
は
、
礼
に
非
ざ
る
な

り
」（
と
も
に
荘
公
二
四
年
）

（
４０
）
吉
本
氏
は
斉
襄
公
の
政
策
は
僖
公
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
註（
１４
）論
文
八
七
―
八
八
頁
）。

（
４１
）
齋
藤
前
掲
註（
２
）論
文
八
六
頁
。

（
４２
）
宇
都
木
前
掲
註（
１６
）論
文
二
三
五
―
二
三
六
頁
、
�
田
前
稿
二

〇
―
二
一
頁
。

（
４３
）
�
田
前
稿
二
一
頁
。

（
４４
）
荘
公
以
外
で
は
、「
臧
孫
辰
、
糴
を
斉
に
告
ぐ
」（
荘
公
二
八
年

経
文
）、「
公
子
慶
父
、
斉
に
如
く
」（
荘
公
三
二
年
経
文
）
の
二
例

が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
荘
公
死
後
の
こ
と
で
あ

る
。

（
４５
）
鈴
木
前
掲
註（
６
）論
文
一
一
九
頁
。

（
４６
）
鈴
木
前
掲
註（
６
）論
文
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。

（
４７
）
但
し
、
当
然
公
子
慶
父
は
哀
姜
を
通
し
て
斉
の
後
ろ
盾
を
期
待

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４８
）
宇
都
木
前
掲
註（
１６
）論
文
二
二
六
頁
。
ま
た
、
同
年
冬
に
魯
に

訪
れ
た
斉
の
仲
孫
湫
は
「
慶
父
を
去
ら
ず
ん
ば
、
魯
の
難
未
だ
已

ま
じ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
４９
）
『
左
伝
』
閔
公
二
年
。

（
５０
）
宇
都
木
前
掲
註（
１６
）論
文
二
三
一
頁
。

（
５１
）
僖
公
一
八
年
経
文
に
「
師
、
斉
を
救
う
」
と
あ
る
。
尚
、
宋
襄

公
は
斉
孝
公
を
支
援
し
て
い
る
が
、
孝
公
の
母
は
鄭
姫
と
い
う
鄭

の
女
性
で
あ
る
。
斉
桓
公
の
公
子
に
は
宋
華
子
の
生
ん
だ
公
子
雍

が
い
る
が
、
宋
は
こ
れ
を
支
援
し
た
様
子
は
な
い
。
こ
う
し
た
事

例
も
公
位
継
承
に
お
け
る
介
入
が
血
縁
関
係
の
み
に
よ
ら
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

（
５２
）
こ
う
し
た
公
子
が
君
主
の
補
佐
役
と
し
て
政
治
の
中
心
に
出
て

く
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
荘
公
・
僖
公
期
の
間
に
見
ら
れ
る
父

子
継
承
の
一
般
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
�
田
前
稿
二
四
頁
）。

（
５３
）
宇
都
木
前
掲
註（
１６
）論
文
二
三
一
―
二
三
二
頁
。

（
５４
）
�
田
前
稿
二
二
―
二
三
頁
。

（
５５
）
宇
都
木
前
掲
註（
１６
）論
文
二
三
二
頁
、
�
田
前
稿
二
三
―
二
四

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

七
〇
（
二
九
八
）



頁
。

（
５６
）
文
公
期
に
斉
が
参
加
し
た
晋
の
主
宰
す
る
会
盟
は
文
公
七
年
の

扈
の
盟
の
み
で
あ
る
。

（
５７
）
文
公
一
三
年
に
は
衛
・
鄭
が
魯
に
晋
へ
の
と
り
な
し
を
要
請
し

て
お
り
、
晋
の
同
盟
国
の
中
で
一
定
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

（
５８
）
こ
の
他
、
文
公
九
年
に
楚
の
使
者
が
魯
に
訪
れ
て
お
り
、
楚
の

脅
威
に
も
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
５９
）
「
春
、
季
孫
行
父
、
斉
侯
（
懿
公
）
に
陽
穀
に
会
す
。
斉
侯
、

盟
に
及
ば
ず
」、「
六
月
戊
辰
、
公
子
遂
、
斉
侯
（
懿
公
）
と
�
丘

に
盟
ふ
」（
と
も
に
文
公
一
六
年
経
文
）、「
六
月
癸
未
、〔
文
〕
公
、

斉
侯
（
懿
公
）
と
穀
に
盟
ふ
」（
文
公
一
七
年
経
文
）

（
６０
）
「
夏
、
四
月
癸
亥
、
声
姜
を
葬
る
。
斉
の
難
有
り
。
是
を
以
て

緩
れ
た
り
」（
文
公
一
七
年
）。

（
６１
）
『
左
伝
』
文
公
一
八
年
。

（
６２
）
「
春
、〔
宣
〕
公
、
斉
に
如
く
。
高
固
、
斉
侯
（
恵
公
）
を
し
て

〔
宣
〕
公
を
止
め
し
め
、
叔
姫
を
請
ふ
」（
宣
公
五
年
）、「
夏
、

〔
宣
〕
公
、
斉
侯
（
恵
公
）
に
会
し
て
莱
を
伐
つ
と
は
、
与
に
謀
ら

ざ
る
な
り
」（
宣
公
七
年
）。

（
６３
）
楚
荘
王
の
中
原
進
出
に
つ
い
て
は
安
倍
（
齋
藤
）
道
子
「
荘
王

期
に
お
け
る
楚
の
対
外
発
展
―
こ
の
時
期
の
王
権
強
化
の
動
き
と

の
関
連
に
注
目
し
な
が
ら
―
」（『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第
三

六
輯
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
６４
）
魯
が
晋
文
公
・
襄
公
の
死
を
契
機
と
し
て
、
晋
か
ら
距
離
を
置

こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
は
魯
・
晋
関
係
も
同

様
で
あ
る
。

（
６５
）
宇
都
木
章
「
魯
の
三
桓
氏
の
成
立
に
つ
い
て
（
二
）」（『
中
国

古
代
史
研
究
第
五
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
）
九
〇
―
九
二

頁
。

（
６６
）
『
左
伝
』
成
公
四
年
及
び
成
公
八
年
。

（
６７
）
『
左
伝
』
襄
公
一
九
年
。

（
６８
）
�
田
前
稿
二
七
頁
。

（
６９
）
『
左
伝
』
成
公
一
六
年
。

（
７０
）
三
桓
氏
は
始
祖
で
あ
る
公
子
友
以
来
、
季
孫
氏
が
一
貫
し
て
他

の
二
氏
に
対
し
て
優
位
に
あ
り
、
仲
孫
氏
・
叔
孫
氏
に
対
し
て
外

交
方
針
の
決
定
や
後
継
問
題
な
ど
に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
持
っ

て
い
た
。

（
７１
）
尾
崎
保
子
「
左
伝
に
お
け
る
婦
女
観
�
―
魯
宣
穆
姜
の
錯
誤

―
」（『
学
苑
』
第
七
八
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）
四
〇
―
四
一
頁
。

（
７２
）
尾
崎
氏
は
穆
姜
の
失
敗
に
つ
い
て
、
文
姜
の
場
合
と
比
較
し
て

彼
女
の
後
ろ
盾
の
な
さ
を
強
調
し
て
い
る
（
尾
崎
前
掲
註（
７１
）論

文
四
八
―
四
九
頁
）。

（
７３
）
�
田
前
稿
三
〇
頁
。

（
７４
）
宇
都
木
氏
は
魯
の
公
女
婚
姻
記
事
が
成
公
一
〇
年
で
途
絶
え
る

こ
と
を
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
指
摘
し
て
い
る
（
宇
都
木
前
掲
註

（
２
）論
文
七
六
頁
）。
ま
た
こ
れ
に
対
し
て
、
齋
藤
氏
は
公
女
の
婚

姻
が
従
来
の
記
録
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
性
質
を
失
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
（
齋
藤
前
掲
註（
２
）

論
文
八
九
頁
注
七
）。

（
７５
）
但
し
、『
左
伝
』
哀
公
二
四
年
に
は
、
哀
公
が
公
子
荊
の
母
を

夫
人
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
公
子
荊
は
太
子
と
し
て
立
て
ら
れ
て

お
り
、
公
位
継
承
に
お
い
て
夫
人
の
地
位
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。

魯
・
斉
関
係
に
お
け
る
婚
姻
と
夫
人

七
一
（
二
九
九
）



ま
た
、
昭
公
は
同
姓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
呉
か
ら
夫
人
を
迎

え
た
と
さ
れ
る
例
（
哀
公
一
二
年
）
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
７６
）
但
し
、
小
林
氏
は
�
器
の
検
討
を
通
し
て
、
婚
姻
が
二
国
間
の

み
で
は
な
く
、
�
を
送
る
第
三
国
も
包
括
し
た
関
係
性
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
小
林
伸
二
「
婚
姻
を
め

ぐ
る
絆
―
春
秋
時
代
の
国
際
社
会
―
」『
大
正
大
学
研
究
論
叢
』
第

一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
七
頁
）。

（
７７
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
宇
都
木
氏
が
紀
の
問
題
に
関
し
て
、
魯
が

婚
姻
関
係
に
よ
り
紀
を
援
助
し
た
の
で
は
な
く
、
魯
の
対
外
政
策

に
よ
り
魯
と
紀
の
婚
姻
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目

に
値
す
る
（
宇
都
木
前
掲
註（
２
）論
文
八
五
頁
）。

（
７８
）
そ
の
意
味
で
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
女
性
の
地
位
は
比
較
的

高
か
っ
た
と
す
る
近
年
の
研
究
成
果
に
沿
う
も
の
と
言
え
よ
う
。

但
し
、
こ
の
よ
う
な
夫
人
の
地
位
は
正
夫
人
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
は
出
自
の
良
さ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。『
左
伝
』
の
記

述
に
お
い
て
、
哀
姜
や
穆
姜
に
対
し
て
は
公
子
慶
父
・
叔
孫
僑
如

の
方
か
ら
接
近
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
成
風
や
敬
	
は
自
分
た

ち
か
ら
公
子
友
・
公
子
遂
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ

ろ
う
。

（
７９
）
松
井
嘉
徳
「
鄭
の
七
穆
―
春
秋
世
族
論
の
一
環
と
し
て
―
」

（『
古
代
文
化
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
二
年
）
一
一
―
一
二

頁
。

（
８０
）
�
田
前
稿
三
一
―
三
二
頁
。

史

学

第
七
八
巻

第
三
号

七
二
（
三
〇
〇
）


