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降
服
考

桐

本

東

太

『
左
伝
』
僖
公
二
十
三
年
の
記
載
に
よ
る
と
、
重
耳
が
長
年
に

わ
た
る
亡
命
生
活
の
最
後
の
地
に
選
ん
だ
秦
に
お
い
て
、
穆
公
は

自
分
の
娘
を
重
耳
に
嫁
が
せ
た
。
あ
る
日
の
こ
と
。
重
耳
が
タ
ラ

イ
を
用
い
て
手
を
洗
っ
て
い
た
時
、
飛
び
跳
ね
た
水
滴
が
妻
の
体

に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
激
怒
し
、
重
耳
は
妻
の
怒
り
を

鎮
め
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

公
子
は
懼
れ
、
降
服
し
て
囚
と
な
る
。

こ
の
文
章
に
対
し
て
、
杜
預
は

上
服
を
去
り
、
自
ら
拘
囚
と
な
り
て
、
以
て
之
を
謝
す
る
な

り
。

と
い
う
注
釈
を
施
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
ろ
う
。

①「
降
服
」
と
は
上
衣
を
脱
ぐ
行
為
を
示
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
。

②「
降
服
」
す
る
と
、
謝
罪
し
た
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
。

ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
記
載
は
『
左
伝
』
昭
公
十
年
に
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
君
主
の
命
令
に
背
い
た
臣
下
が
君
主

の
譴
責
を
受
け
て
「
降
服
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
杜
預
は
「
命

に
違
う
を
謝
す
る
な
り
」
と
し
て
、
や
は
り
謝
罪
の
意
味
に
と
っ

て
い
る
。

そ
れ
で
は
上
衣
を
脱
ぐ
と
、
な
ぜ
謝
罪
し
た
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
高
木
智
見
氏

の
見
解
で
あ
る
（
1
）
。
氏
は
膨
大
な
例
証
を
挙
げ
、
中
国
古
代
に
お
い

て
、
衣
服
が
そ
れ
を
着
用
し
て
い
る
人
物
の
魂
の
憑
り
代
で
あ
る

こ
と
を
実
証
さ
れ
た
。
今
、
高
木
氏
の
挙
げ
た
史
料
か
ら
二
点
ほ

ど
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
を
し
て
お

研
究
ノ
ー
ト
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こ
う
。『
戦
国
策
』
趙
策
一
や
『
史
記
』
刺
客
列
伝
の
伝
え
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
智
伯
の
恩
顧
を
受
け
た
豫
譲
は
、
自
分
の
あ
る

じ
を
ほ
ふ
り
去
っ
た
趙
襄
子
に
対
し
て
復
讐
を
誓
い
、
趙
襄
子
を

亡
き
者
に
せ
ん
と
す
る
。
し
か
し
暗
殺
の
試
み
が
二
度
ま
で
失
敗

す
る
と
、
趙
襄
子
に
向
か
っ
て
、
せ
め
て
彼
の
衣
服
に
一
撃
を
加

え
て
か
ら
死
な
せ
て
く
れ
と
懇
願
し
た
。
趙
襄
子
は
智
伯
の
願
い

を
聞
き
い
れ
、
智
伯
は
衣
服
を
「
撃
」
ち
、「
遂
に
剣
に
伏
し
て

自
殺
し
た
」。
と
こ
ろ
が
『
史
記
』
索
隠
の
伝
え
る
異
伝
に
よ
る

と
、
智
伯
が
衣
服
に
斬
り
つ
け
る
や
い
な
や
、

衣
は
盡
く
出
血
す
。
襄
子
は
車
を
迴
ら
し
、
車
輪
い
ま
だ
周

ら
ざ
る
に
亡
ぐ
。

と
い
う
事
態
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
衣
服
に
趙
襄
子
の

魂
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
怪
異

譚
で
あ
ろ
う
。
次
に
時
代
は
下
る
が
漢
代
の
「
遊
冠
衣
」
が
あ
げ

ら
れ
る
。「
遊
冠
衣
」
と
は
、『
漢
書
』
韋
賢
伝
附
韋
玄
成
伝
に
、

ま
た
月
に
一
た
び
衣
冠
を
遊
ば
し
む
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
。
楊
寛
氏
に
よ
る
と
、
陵
墓
の

傍
に
設
置
さ
れ
た
寝
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
亡
き
皇
帝
の
衣
服
を
、

首
都
の
原
廟
ま
で
月
に
一
回
運
び
込
む
行
事
が
「
遊
冠
衣
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
皇
帝
の
魂
の
附
着
し
た
衣
服
が
ひ
と

月
ご
と
に
長
安
を
め
ぐ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
（
2
）
。

「
魂
の
憑
り
代
と
し
て
の
衣
服
」
と
い
う
高
木
氏
の
見
解
は
、

以
上
に
あ
げ
た
例
か
ら
だ
け
で
も
、
お
お
む
ね
首
肯
し
う
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
そ
の
衣
服
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
一

部
だ
け
を
取
り
去
る
行
為
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。『
楚
辞
』
九

歌
・
湘
夫
人
に
は
次
の
よ
う
な
詩
句
が
残
さ
れ
て
い
る
。

す

余
が
袂
を
江
中
に
捐
て
、

チ
ョ
ウ

す

余
が
�
を
�
浦
に
遺
つ
。

こ
れ
に
関
す
る
小
南
一
郎
氏
の
見
解
は
、
極
め
て
示
唆
に
富
ん

で
い
る
。

「
去
っ
て
い
っ
た
神
へ
の
思
い
を
託
し
て
、
衣
服
の
一
部
を
水

中
に
投
じ
る
と
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
衣
服
は
、

魂
を
く
る
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
全
部
、
あ
る
い
は
一
部
を
相
手

に
捧
げ
る
こ
と
は
、
自
分
の
魂
を
相
手
に
寄
託
す
る
こ
と
を
意
味

し
た
の
で
あ
ろ
う
（
3
）
」。

氏
の
見
解
に
あ
え
て
蛇
足
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な

ら
ば
、
衣
服
の
贈
与
は
魂
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
身
体
そ
の
も
の

の
「
寄
託
」
を
も
招
来
し
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

神
と
人
の
は
ざ
ま
で
起
こ
り
う
る
こ
と
は
、
男
女
の
間
で
も
起

こ
り
う
る
。
そ
れ
は
『
詩
経
』
鄭
風
・
女
曰
鶏
鳴
の
一
節
を
一
瞥

す
る
だ
け
で
も
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
納
得
さ
れ
よ
う
。

知
子
之
来
之

ぬ
し
の
来
ま
す
と
知
る
な
ら
ば

史
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雑
佩
以
贈
之

腰
の
佩
び
も
の
進
ぜ
ま
し
ょ

知
子
之
順
之

ぬ
し
が
や
さ
し
う
な
さ
る
な
ら

雑
佩
以
問
之

腰
の
佩
び
も
の
お
く
り
ま
し
ょ

知
子
之
好
之

ぬ
し
が
い
と
し
う
な
さ
る
な
ら

雑
佩
以
報
之

腰
の
佩
び
も
の
報
い
ま
し
ょ
（
4
）

う
ら
若
き
乙
女
の
身
に
つ
け
て
い
る
「
雑
佩
」
に
は
彼
女
の
魂
が

附
着
し
て
お
り
、
こ
れ
を
相
手
の
男
性
に
手
渡
す
こ
と
は
、
端
的

に
言
っ
て
、
自
分
の
身
を
相
手
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
承
諾
し
た
証

し
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
事
例
を
『
左
伝
』
昭
公
十
年
の
記
述
の

中
に
求
め
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
会
盟
の
席
に
あ
っ
て
楚

に
命
を
狙
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
魯
の
叔
孫
に
対
し
、
晋
の
楽
桓

子
は
助
命
を
嘆
願
し
て
や
る
代
償
と
し
て
叔
孫
に
「
貨
」
を
要
求

す
る
が
、
そ
の
時
の
「
貨
」
と
は
叔
孫
の
身
に
つ
け
て
い
る

「
帯
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
杜
注
は
、

貨
を
求
め
る
を
指
し
難
し
。
故
に
帯
を
以
て
辞
と
為
す
な
り
。

と
し
、「
帯
」
を
欲
し
た
の
は
、
楽
桓
子
の
単
な
る
口
実
に
す
ぎ

な
い
と
し
て
い
る
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
自
己
の
着
用
す

る
衣
服
の
一
部
を
他
者
に
よ
っ
て
一
方
的
に
奪
わ
れ
る
こ
と
は
や

は
り
、
自
分
の
身
柄
そ
の
も
の
を
拘
束
さ
れ
る
に
等
し
い
重
大
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
楽
桓
子
の
要
求
を
拒

絶
し
た
叔
孫
が
、
故
意
に
切
り
裂
い
た
「
裳
帛
」
を
楽
桓
子
に
与

え
て
い
る
こ
と
は
、
二
人
の
や
り
取
り
の
本
質
を
見
極
め
る
う
え

で
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
無
傷
の
衣
服
な

ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
最
初
か
ら
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
布
帛
は
も
は
や

魂
の
入
れ
物
と
し
て
は
無
様
な
廃
品
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
う
し

た
布
を
楽
桓
子
に
与
え
て
も
、
叔
孫
の
身
に
何
ら
危
害
の
及
ぶ
恐

れ
は
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、「
降
服
」、
す
な
わ
ち
上
衣

を
脱
ぐ
こ
と
は
、
相
手
に
対
し
て
、
自
分
の
魂
を
与
え
る
こ
と
を

承
諾
し
た
、
い
わ
ば
魂
と
衣
服
を
め
ぐ
る
行
動
の
第
一
段
階
で
あ

り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
謝
罪
の
意
味
を
も
ち
え
た
と
推
測
で
き

よ
う
。

こ
う
し
た
仮
説
を
前
提
に
し
て
、『
呂
氏
春
秋
』
行
論
篇
に
見

え
る
、
楚
の
荘
王
に
対
す
る
宋
公
の
降
服
儀
礼
を
一
読
す
る
と
、

そ
の
本
質
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
氷
解
す
る
。

宋
公
は
肉
袒
し
て
犠
を
執
り
、
委
服
し
て
病
を
告
ぐ
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
委
服
」
の
解
釈
で
あ
る
（
5
）
。
た
と
え

ば
王
利
器
氏
は
『
呂
氏
春
秋
注
疏
』
で
「
委
服
」
と
は
「
屈
伏
」

の
意
味
で
あ
る
と
し
（
6
）
、
陳
奇
猷
『
呂
氏
春
秋
校
釈
』
は

然
則
投
降
屈
服
者
、
必
委
棄
其
固
有
之
服
色
而
服
稿
素
布
総
、

故
曰
委
服
。
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と
の
解
説
を
加
え
て
い
る
（
7
）
。
し
か
し
私
は
、
両
氏
の
説
は
共
に
妥

ゆ
だ

当
で
は
な
い
と
思
う
。「
委
服
」
は
最
も
素
直
に
「
服
を
委
ね

る
」
と
読
め
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
自
己
の
衣
服

を
敵
方
に
渡
す
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
宋
公
の
魂
を
荘
王
に
与
え
る

こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
勝
者
の
支
配
下
に
敗
戦
国
の
君
主
が
完

全
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
事
態
を
招
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

「
降
服
」
と
い
う
言
葉
は
現
在
の
日
中
両
国
で
、
と
も
に
「
降

参
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
単
語
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

淵
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
人
の
魂
と
衣
服
を
め
ぐ
る

中
国
古
代
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
が
、
あ
ざ
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
最
後
に
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
、
結
び
に

か
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

楚
漢
戦
争
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
劉
邦
か
ら
の
離
反
を
項
羽
に

そ
そ
の
か
さ
れ
た
韓
信
は
、
劉
邦
に
今
ま
で
受
け
て
き
た
数
々
の

恩
顧
を
列
挙
し
て
、
項
羽
の
誘
惑
を
拒
絶
す
る
。
そ
の
時
、
韓
信

が
挙
げ
た
一
条
が
、
は
し
な
く
も

き

（
劉
邦
は
自
分
の
）
衣
を
解
き
て
我
に
衣
す
。

で
あ
っ
た
（『
史
記
』
淮
陰
侯
列
伝
）。

こ
の
言
葉
が
現
在
私
た
ち
の
感
じ
る
の
と
は
は
る
か
に
隔
絶
し

た
、
確
か
な
重
み
を
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

中
国
古
代
社
会
に
お
い
て
、
衣
服
の
有
し
て
い
た
機
能
を
再
認

識
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

註（
１
）
高
木
智
見
「
古
代
中
国
に
お
け
る
肩
脱
ぎ
の
習
俗
に
つ
い
て
」

（『
東
方
学
』
七
七
輯
、
一
九
八
九
年
）

（
２
）
『
中
国
皇
帝
陵
の
起
源
と
変
遷
』（
学
生
社
、
一
九
八
一
年
）
三

一
、
三
六
頁

（
３
）
「
書
評
、
桐
本
東
太
著
『
中
国
古
代
の
民
俗
と
文
化
』」（『
東
洋

史
研
究
』
六
四
巻
二
号
、
一
四
二
頁
）。

な
お
藤
野
岩
友
『
楚
辞
』（
集
英
社
、
一
九
六
七
年
）
は
、
衣
の

一
部
を
川
に
投
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
別
離
（
分
袂
）
ま
た
決
意

（
奮
袂
）
の
意
を
寓
す
る
」
と
し
て
い
る
（
八
七
頁
）。
一
見
す
る

と
藤
野
氏
の
解
釈
は
小
南
氏
の
考
え
と
全
く
相
い
れ
な
い
よ
う
で

あ
る
が
、
儀
礼
・
祭
儀
は
意
味
論
的
に
重
層
性
を
持
ち
う
る
も
の

で
あ
る
。
拙
稿
「
分
袂
考
」
で
明
ら
か
に
し
た
ご
と
く
、
衣
服
の

投
棄
は
「
わ
か
れ
」
を
意
味
す
る
機
能
を
持
っ
て
お
り
（『
中
国
古

代
の
民
俗
と
文
化
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
藤
野
説
と
小
南

説
は
両
立
し
う
る
も
の
と
考
え
て
、
何
ら
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ

う
。

（
４
）
訳
文
は
、
目
加
田
誠
『
詩
経
―
訳
注
篇
』（
丁
子
屋
書
店
、
一

九
四
九
年
）

史
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号

一
四
六
（
三
七
四
）



（
５
）
「
肉
袒
」
が
降
伏
の
意
思
を
示
す
動
作
で
あ
る
こ
と
は
、
高
木

「
前
掲
論
文
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
執
犠
」
に
つ
い
て
は

複
数
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
理
解
に
つ
い
て
は

拙
稿
「
中
国
古
代
の
服
属
儀
礼
」（『
前
掲
拙
著
』）
に
示
し
て
お
い

た
。
あ
る
い
は
「
執
犠
」
は
同
じ
く
服
属
の
儀
礼
で
あ
る
「
委

質
」
と
の
関
連
で
理
解
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）
第
四
冊
（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
二
年
）
二
五
六
七
頁

（
７
）
第
三
冊
（
学
林
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
一
四
〇
一
〜
二
頁

降
服
考

一
四
七
（
三
七
五
）


