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春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

一
（
一
）　

一　

問
題
の
所
在

中
国
の
春
秋
時
代
に
、
自
ら
の
要
求
や
要
望
を
聞
き
入
れ
て
も

ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
相
手
に
物
品
を
贈
る
「
賂
」
と
い
う
行

為）
1
（

が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
賂
に

つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
氏
に
『
左
伝
』
を
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ

た
「『
左
伝
』
に
お
け
る
賂
に
つ
い
て
」「
中
国
古
代
の
質
―
そ
の

機
能
の
変
化
を
中
心
と
し
て
―
」
の
二
編
の
論
文
が
あ
る
。

小
倉
氏
の
問
題
意
識
は
、「『
左
伝
』
に
お
け
る
賂
に
つ
い
て）

2
（

」

で
は
、『
左
伝
』
中
に
「
賂
」
し
た
こ
と
を
記
す
記
事
と
そ
れ
に

対
す
る
批
判
的
評
価
が
併
存
し
て
い
る
状
況
か
ら
『
左
伝
』
の
形

成
過
程
に
、「
中
国
古
代
の
質
―
そ
の
機
能
の
変
化
を
中
心
と
し

て
―
」）

3
（

で
は
、「
賂
」「
盟
」
と
と
も
に
三
者
が
一
群
と
な
っ
て
春

秋
時
代
の
国
際
政
治
の
面
で
機
能
し
た
「
質
」
に
つ
い
て
、
同
じ

「
質
」
字
で
表
現
さ
れ
た
そ
の
内
容
が
春
秋
か
ら
戦
国
・
漢
へ
と

大
き
く
距
た
っ
て
い
く
背
景
が
政
治
的
状
況
の
差
に
よ
る
の
か
、

あ
る
い
は
よ
り
根
本
的
な
社
会
史
的
差
異
が
存
在
す
る
の
か
、
の

解
明
に
そ
れ
ぞ
れ
向
け
ら
れ
て
い
る）

4
（

。
し
た
が
っ
て
特
に
賂
と
い

う
行
為
そ
の
も
の
の
解
明
が
氏
の
問
題
意
識
の
中
心
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
は
言
え
、
春
秋
時
代
の
賂
を
考
え
る
際
の
導

き
と
す
べ
き
研
究
で
あ
る
。

私
は
以
前
拙
稿
「
祖
先
と
時
間
―
宗
廟
・
祭
器
に
込
め
ら
れ
た

春
秋
時
代
の
時
間
観
念
―）

5
（

」
に
お
い
て
、
宗
廟
祭
器
の
賂
に
つ
い

て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
賂
と
い
う
社
会
シ

ス
テ
ム
を
全
体
と
し
て
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本

稿
は
、
先
の
拙
稿
の
考
察
を
も
踏
ま
え
、
さ
ら
に
小
倉
氏
の
研
究

に
導
か
れ
つ
つ
、
春
秋
時
代
の
外
交
、
さ
ら
に
は
個
人
間
に
お
い

て
も
不
断
に
行
わ
れ
、
多
く
の
場
合
そ
れ
に
よ
っ
て
「
贈
る
側
の

春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

齋　

藤　

道　

子
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二
）　

意
図
の
実
現
」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
の
「
賂
」
と
い

う
行
為
が
、
な
ぜ
こ
の
時
代
に
有
効
に
機
能
で
き
た
の
か
と
い
う

問
題
を
、
贈
る
側
と
受
け
取
る
側
の
心
理
、
さ
ら
に
そ
こ
で
贈
ら

れ
て
い
る
「
も
の
」
を
含
め
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
改
め
て
考
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　
「
賂
」
の
考
察
の
前
提
と
し
て

賂
と
は
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
相
手
に
物
を
与
え
る
行
為
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
贈
与
」
行
為
で
あ
る
。

贈
与
、
す
な
わ
ち
目
に
見
え
る
「
も
の
」
の
や
り
取
り
が
、
目

に
見
え
な
い
絆
と
重
な
る
形
で
人
と
人
と
の
関
係
の
媒
介
と
し
て

機
能
し
て
き
た
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
舞
台
に
指
摘
さ
れ
た
の

は
阿
部
謹
也
氏
で
あ
っ
た）

6
（

。
氏
は
特
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
一
世

紀
以
前
の
社
会
で
は
も
の
の
や
り
取
り
が
行
な
わ
れ
る
時
、
そ
こ

に
は
人
と
人
と
の
密
接
な
関
係
が
発
生
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

さ
れ
る）

7
（

。
社
会
の
結
合
原
理
と
し
て
の
贈
与
の
こ
う
し
た
機
能
は
、

加
藤
哲
実
氏
も
「
い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
互
酬
性
を

伴
う
贈
与
慣
行
が
、
人
間
関
係
、
す
な
わ
ち
個
人
的
な
ら
び
に
共

同
体
的
諸
関
係
の
確
立
に
貢
献
す
る
重
要
な
行
為
と
し
て
存
在
し
、

社
会
関
係
を
律
す
る
ひ
と
つ
の
重
要
な
原
理
と
し
て
生
き
て
き

た）
8
（

」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
、
特
定
の
地
域
に
限
ら
ず
人
類

の
歴
史
上
普
遍
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
単
に
人
と
人
、
集
団
と
集
団
と
を
結
び

つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
贈
与
と
い
う
行
為
が
持
つ
性
格
と
し
て
、

任
意
の
行
為
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
実
は
贈
与
は
義
務
で
あ
り
、

同
時
に
そ
れ
に
対
し
て
返
礼
が
伴
う
、
つ
ま
り
強
制
性
を
伴
う
こ

と
を
指
摘
し
た
の
は
モ
ー
ス
で
あ
っ
た）

9
（

。
ま
た
佐
原
康
夫
氏
は
、

中
国
史
の
立
場
か
ら
、
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
の
形
式
の
「
施

与
」
を
受
け
た
者
は
心
理
的
負
債
と
し
て
の
恩
義
の
感
情
を
持
ち
、

し
た
が
っ
て
気
前
の
良
い
贈
与
に
よ
っ
て
最
も
多
く
の
心
理
的
負

債
者
を
獲
得
し
た
も
の
が
最
も
有
力
な
人
間
で
あ
り
、『
史
記
』

貨
殖
列
伝
に
見
ら
れ
る
施
与
の
徳
と
は
こ
う
し
た
互
酬
性
の
世
界

に
お
け
る
社
会
的
威
信
の
論
理
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る）

10
（

。

贈
与
慣
行
に
お
い
て
、
特
に
受
け
取
っ
た
方
に
「
お
返
し
」
と
い

う
心
理
的
強
制
が
働
く
こ
と
は
、
現
代
の
我
々
を
顧
み
て
も
う
な

ず
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
も
賂
を
含
め
た
贈
与
慣
行
を

考
え
る
際
に
は
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
賂
を
含
め
た
贈
与
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
指
摘
は
、
賄

賂
と
の
関
連
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
加
藤
氏
は
「
贈
与
は
、
贈

与
と
し
て
そ
の
社
会
の
中
で
機
能
し
て
い
る
限
り
は
、
承
認
さ
れ
、

称
賛
さ
れ
る
慣
行
で
あ
っ
た
。
…
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
本
性
上
、

賄
賂
に
容
易
に
転
化
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
お
ら



春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

三
（
三
）　

れ
る）
11
（

。
贈
与
行
為
が
、
贈
ら
れ
た
側
に
「
お
返
し
」
と
い
う
心
理

的
強
制
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
贈
与
と
現
代
の

我
々
の
社
会
で
否
定
的
価
値
を
持
つ
「
賄
賂
」
と
の
境
界
が
極
め

て
曖
昧
・
微
妙
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
今
改
め
て
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い

る
春
秋
時
代
の
「
賂
」
と
は
、『
左
伝
』
に
見
る
限
り
何
か
要

求
・
希
望
が
あ
っ
て
の
贈
与
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て）

12
（

、
ま
さ
に
今

日
の
我
々
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
「
賄
賂
」
そ
の
も
の
と
さ
え
見
え

る
。こ

う
し
た
諸
点
に
及
ぶ
前
提
を
確
認
し
た
う
え
で
、
春
秋
時
代

の
「
賂
」
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
贈
る
側
の
意
図
を
成
就
た
ら
し

め
た
そ
の
シ
ス
テ
ム
と
、
そ
れ
を
支
え
た
当
時
の
人
々
の
観
念
の

考
察
へ
と
進
み
た
い
。
な
お
本
稿
で
の
「
賂
」
の
検
討
は
、
史
料

と
し
て
は
『
左
伝
』
を
中
心
に
行
な
い
た
い）

13
（

。
従
っ
て
以
下
「
○

公
○
年
」
と
出
典
を
表
記
す
る
場
合
は
、『
左
伝
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
さ
ら
に
『
左
伝
』
中
に
は
「
賂
」
と
類
似
し
た
行
為
と

も
思
わ
れ
る
「
賄
」
あ
る
い
は
「
貨
」
を
贈
る
行
為
も
散
見
す
る

が
、
本
稿
で
は
「
賂
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
行
為
の
み
を
考
察
の

対
象
と
す
る
。

三　
「
賂
」
の
考
察
（
1
）
―
具
体
的
事
例
の
考
察
―

『
左
伝
』
中
に
は
「
賂
」
が
動
詞
も
し
く
は
目
的
語
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
事
例
は
五
九
例
見
ら
れ
る
が）

14
（

、
こ
の
う
ち
贈
与
さ
れ

た
「
も
の
」
が
分
か
る
例
は
二
二
例
で
あ
る）

15
（

。
こ
の
贈
ら
れ
た

「
も
の
」
を
含
め
、
贈
り
手
、
受
け
手
、
賂
が
行
な
わ
れ
る
目
的

（
要
望
の
内
容
）、
そ
の
結
果
、
の
五
つ
の
要
素
に
つ
い
て
一
覧
表

に
整
理
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
表
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
ま
ず

各
事
例
を
、
贈
ら
れ
る
「
も
の
」
を
基
準
に
し
な
が
ら
概
観
し
よ

う
。「

賂
」
と
し
て
贈
ら
れ
る
「
も
の
」
に
つ
い
て
、
小
倉
芳
彦
氏

は
、
最
も
重
い
も
の
が
宗
廟
の
祭
器
、
次
が
玉
璧
・
幣
錦
・
馬
、

さ
ら
に
後
期
に
は
田
土
も
見
ら
れ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
楽
師
・
女

楽
・
工
人
も
賂
と
し
て
贈
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
間
は
公
室

の
隷
属
的
身
分
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
確
か
に
表
を

見
る
限
り
、
贈
与
さ
れ
た
「
も
の
」
は
小
倉
氏
が
指
摘
さ
れ
た
と

お
り
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
わ
ず
か
に
「
卿
の
身
分
」
と
「
当

事
者
の
娘
」
の
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る）

17
（

。

ま
ず
「
宗
廟
の
祭
器
」
が
贈
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の

事
例
は
、
１）

18
（

（
桓
公
二
年
・
前
七
一
〇
年
）
の
「
郜
の
大
鼎
」、

6
（
成
公
二
年
・
前
五
八
九
年
）
の
「
紀
の
甗
と
玉
磬
」、
8
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（
四
）　

表：『左伝』に見える賂（贈られた物品が分かるもの）

事
例
番
号

『左伝』の
記事 贈り手 受け手 物品 理由・意図 結果

1 桓公 2年（前 710） 
督（宋の
華父督）

公（魯の
桓公） 郜の大鼎

自らが即位させた
荘公と自らが相と
なることの承認

実現

2 僖公 9年（前 651） 夷吾（晋） 秦（穆公）
黄河西岸（河外）の 5城
と河内の城（賂としての
城に関して一部僖公 15
年によって補足）

晋への帰国の援助 実現

3 僖公 28 年（前 632） 宋 斉・秦 土地 包囲を解くよう楚
に仲介

両国の仲介
を楚が断る
よう晋が画
策し、計画
通り実現せ
ず

4 僖公 30 年（前 630）
衛侯（成
公）

周歂・冶
廑（衛の
2大夫）

卿の身分 自分の衛への帰国
への援助 実現

5 宣公元年（前 608）
季文子
（魯の大
夫）

斉 濟西の田 宣公の即位の承認 実現

6 成公 2年（前 589）
斉侯（頃
公）

晋人（大
夫の郤克） 紀の甗と玉磬、土地

降伏一歩手前での
攻撃の中止 実現

7 成公 2年（前 589）
孟孫（魯
の孟献子） 楚

執斲・執鍼・織紝各 100
人と質として公衡 攻撃の中止 実現

8 成公 10 年（前 581） 鄭子罕 晋侯 襄鐘 攻撃の中止と晋に
抑留中の公の帰国 実現

9 襄公 2年（前 571） 莱人
夙沙衛
（斉の霊公
の幸臣）

馬牛各 100 頭 攻撃中止を霊公に
進言 実現

10 襄公 11 年（前 562） 鄭人 晋侯（悼
公）

楽師 3人、広車と軘車各
30 台、武装完備の兵車
100 乗、歌鐘 2 列、鎛と
磬、女楽 16 人

攻撃の中止と和議 実現

11 襄公 15 年（前 558） 鄭人 宋 馬 160 頭と楽師 2名 反乱者の残党 4名
の引き渡し 3名引渡し

12 襄公 23 年（前 550）
宣子（晋
の范宣子）

魏舒（晋
の魏献子） 曲沃（欒氏の邑）

欒氏の乱への加担
をやめさせ、味方
への取り込み

実現

13 襄公 25 年（前 548） 斉人 晋侯（平
公）

荘公を殺し、男女の俘虜
を差し出し、晋の平公に
は賂として宗器と楽器。
六正以下の長にまで賂。

攻撃の中止と和議 実現

14 襄公 25 年（前 548）
陳侯（哀
公）

子展と子
産（鄭）

二人に宗器を賂。陳侯自
身免し、社を擁し、男女
の衆を朝に待機させる。

降伏を認める 実現

15 襄公 30 年（前 543） 子産（鄭） 伯石（鄭） 邑 自らの政への協力 実現

16 昭 公 7 年（前 535） 燕人 斉侯 3種の玉器を賂とし、燕
姫を斉侯に嫁がせる

攻撃の中止と公の
承認 実現



春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

五

8
・
13
・
14
の
三
例
は
自
国
の
祭
器
で
あ
る
が
、
1
・
6
・
19
は

以
下
の
と
お
り
贈
っ
た
国
の
も
の
で
は
な
く
他
国
の
宗
器
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
郜
は
春
秋
時
代
よ
り
前
に
宋
に
滅
ぼ
さ
れ
た
姫
姓
の

国）
20
（

、
紀
は
荘
公
四
年
に
斉
に
滅
ぼ
さ
れ
た
姜
姓
の
国）
21
（

、
さ
ら
に
甲

父
は
今
の
山
東
省
に
あ
っ
た
国
で
あ
る
が
、
姓
や
そ
の
滅
亡
に
関

し
て
は
不
明
で
あ
る）

22
（

。

こ
の
よ
う
に
自
国
・
他
国
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
宗
廟
の
祭
器

（
宗
器
）
が
賂
と
な
る
場
合
の
目
的
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

自
国
の
祭
器
を
贈
っ
た
場
合
を
ま
ず
見
よ
う
。
8
は
晋
に
成
公

が
拘
留
さ
れ
た
鄭
が
、
公
の
帰
国
を
図
る
た
め
、
策
を
講
じ
て
晋

を
出
兵
に
導
き
、
そ
こ
で
出
兵
し
て
き
た
晋
に
賂
を
贈
っ
て
和
議

を
結
び
、
さ
ら
に
拘
留
し
て
い
た
成
公
を
帰
国
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
賂
は
襄
公
廟
の
鐘
で
あ
っ
た
（
成
公
十
年
）。
す
な
わ

ち
こ
の
賂
は
、
晋
と
和
議
を
結
び
、
さ
ら
に
成
公
の
帰
国
を
実
現

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
13
は
朝
歌

の
戦
い
の
報
復
と
し
て
諸
侯
の
軍
と
と
も
に
斉
に
進
攻
し
た
晋
に

対
し
、
斉
が
荘
公
を
殺
し
、
加
え
て
「
男
女
以
て
班
ち
、
晋
侯
に

賂
す
る
に
宗
器
・
楽
器
を
以
て
し
、
六
正
・
五
吏
・
三
十
帥
・
三

軍
の
大
夫
・
百
官
の
正
長
・
師
旅
よ
り
処
守
の
者
に
及
ぶ
ま
で
皆

賂
有
り
。」（
襄
公
二
五
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
晋
侯
に
宗
器
と
楽

器
と
を
賂
と
し
た
。
こ
の
斉
の
行
動
を
、
楊
伯
峻
は
、
同
年
の
陳

（
成
公
十
年
・

前
五
八
一
年
）

の
「
襄
鐘
」、

13
（
襄
公
二
五

年
・
前
五
四
八

年
）
の
「
斉
の

宗
器）

19
（

」、
14

（
襄
公
二
五

年
・
前
五
四
八

年
）
の
「
陳
の

宗
器
」、
19

（
昭
公
一
六

年
・
前
五
二
六

年
）
の
「
甲
父

の
大
鼎
」
と
六

例
見
ら
れ
、
二

十
二
事
例
の
贈

ら
れ
た
「
も

の
」
の
中
で
は

最
も
数
が
多
い
。

こ
の
う
ち
、

（
五
）　

17 昭公 14 年（前 528）
公子鐸
（莒）

斉隰党、
公子鉏 田

斉に亡命していた
公子を戻し公とす
ることの承認

実現

18 昭公 14 年（前 528） 雍子（晋） 叔魚（晋） 雍子の娘 有利な判定 実現

19 昭公 16 年（前 526） 徐子 斉侯（景
公） 古国である甲父の大鼎 攻撃の中止 実現

20 昭公 28 年（前 514） 梗陽人 魏子（晋
の魏献子） 女楽 有利な判定

魏子がこれ
を受けよう
とするも諌
められてや
める

21 哀 公 2 年（前 493） 邾人 魯 漷と沂の土 攻撃の中止 実現

22 哀公 27 年（前 468） 鄭人 酅魁塁
（晋の士） 卿の身分 投降 断られ、失

敗
＊贈り手と受け手は、『左伝』の表記のままを原則としている。カッコ内は補足説明。
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（
事
例
14
）
や
哀
公
元
年
の
蔡
の
降
伏
の
場
面
と
同
じ
く
男
女
を

俘
虜
と
し
て
分
け
て
差
し
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
同
じ

く
降
伏
儀
礼
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）

23
（

。
ま
た
同
年
条
の
14
は
、

鄭
に
攻
め
ら
れ
た
陳
が
降
伏
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
「
陳
侯
司

馬
桓
子
を
し
て
賂
す
る
に
宗
器
を
以
て
せ
し
む
。
陳
侯
免
し
て
社

を
擁
し
、
其
の
衆
の
男
女
を
し
て
別
ち
て
累
ぎ
、
以
て
朝
に
待
た

し
む
。」（
襄
公
二
五
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
器
を
賂
と
し
、
さ

ら
に
陳
侯
自
身
が
喪
服
を
着
て
社
を
抱
き
、
男
女
の
衆
を
捕
虜
と

し
て
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。

他
国
の
宗
器
を
賂
と
し
た
事
例
で
は
、
1
は
、
時
の
殤
公
に
対

す
る
民
の
恨
み
に
乗
じ
て
、
華
父
督
が
殤
公
と
司
馬
孔
父
嘉
を
殺

し
、
鄭
か
ら
荘
公
を
戻
し
て
即
位
さ
せ
、
さ
ら
に
「
郜
の
大
鼎
を

以
て
公
に
賂
し
、
斉
、
陳
、
鄭
皆
賂
を
有
し
、
故
に
遂
に
宋
公
に

相
た
り
。」（
桓
公
二
年
）
と
、
荘
公
が
公
位
に
つ
く
こ
と
と
自
分

が
相
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
の
賂
で
あ
る
。
さ
ら
に

6
は
案
の
戦
い
で
晋
率
い
る
諸
侯
軍
に
敗
れ
た
斉
が
「
斉
侯
、
賓

媚
人
を
し
て
賂
す
る
に
紀
の
甗
、
玉
磬
と
地
と
を
以
て
せ
し

む
。」（
成
公
二
年
）
と
侵
攻
の
中
止
を
求
め
た
場
合
で
あ
る
。
こ

の
時
の
斉
が
降
伏
の
一
歩
手
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
斉
侯
の
「
不

可
な
ら
ば
、
則
ち
客
の
為
す
所
に
聴
か
ん
。（
賂
を
受
け
取
っ
て

も
ら
え
な
け
れ
ば
、
晋
の
言
う
が
ま
ま
に
す
る
し
か
な
い
）」
と

い
う
言
葉
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
19
は
斉
に
侵
攻
さ
れ

た
徐
が
「
徐
子
及
び
郯
人
、
莒
人
、
斉
侯
に
会
し
、
蒲
隧
に
盟
し
、

賂
す
る
に
甲
父
の
鼎
を
以
て
す
。」（
昭
公
一
六
年
）
と
あ
る
よ
う

に
賂
に
よ
っ
て
攻
撃
の
中
止
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
六
つ
の
宗
廟
の
祭
器
を
賂
と
し
た
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も

国
が
侵
攻
を
受
け
て
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通

で
あ
る
。
た
だ
先
の
三
例
、
す
な
わ
ち
自
国
の
宗
器
を
賂
と
し
て

い
る
場
合
は
、
14
の
陳
、
さ
ら
に
楊
伯
峻
の
注
に
従
え
ば
13
の
斉

は
ま
さ
に
降
伏
し
て
い
る
場
面
で
あ
り
、
ま
た
8
の
鄭
の
場
合
は

成
公
を
晋
か
ら
帰
国
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
鄭
に
君
が
い
な
い
と
い

う
国
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
異
常
な
状
態
の
場
合
で
あ
る）

24
（

。
す
な
わ

ち
同
じ
侵
攻
を
受
け
て
い
て
も
、
他
国
の
宗
器
を
賂
と
し
て
い
る

他
の
三
例
に
く
ら
べ
て
、
国
の
存
亡
と
い
う
点
で
よ
り
緊
急
度
・

緊
迫
度
が
高
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
果
は
六
例
す

べ
て
贈
り
手
側
の
ね
ら
い
が
実
現
し
て
い
る）

25
（

。

さ
ら
に
宗
廟
の
祭
器
に
近
い
も
の
が
贈
ら
れ
て
い
る
の
が
事
例

16
の
昭
公
七
年
（
前
五
三
五
年
）
の
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
斉

が
自
国
に
出
奔
し
て
き
て
い
る
簡
公
を
戻
そ
う
と
し
て
燕
に
出
兵

し
、
そ
れ
に
対
し
て
燕
が
「
先
君
の
敝
器
も
て
以
て
謝
罪
せ
ん
こ

と
を
請
ふ
」
と
斉
に
申
し
出
、
盟
が
な
っ
た
後
、「
燕
人
燕
姫
を

帰と
つ

が
せ
、
賂
す
る
に
瑶
甕
、
玉
櫝
、
斝
耳
を
以
て
す
」（
昭
公
七

（
六
）　



春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

七

年
）
と
、
燕
姫
を
斉
侯
に
嫁
が
せ
、
瑶
甕
、
玉
櫝
、
斝
耳
の
先
君

の
敝
器
を
賂
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
先
君
の
敝
器
」

は
宗
廟
の
祭
器
で
は
な
い
も
の
の
、
先
君
と
い
う
祖
先
由
来
の
も

の
と
い
う
点
で
は
宗
廟
の
祭
器
に
近
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
燕
が
こ
れ
を
贈
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
斉
は
簡
公
を
戻
す

こ
と
を
や
め
た
が
、
燕
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
「
燕
に
君
有
り
。

民
は
貮
せ
ず
」（
昭
公
六
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
簡
公
が

戻
る
と
国
が
混
乱
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
れ
は
賂
を
贈

る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
即
位
し
て
い
る
公
を
斉
に
認
め
さ
せ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

表
に
お
い
て
宗
器
に
次
い
で
数
が
多
い
の
は
「
田
土
」
の
五
例

で
あ
る
。
ま
ず
3
（
僖
公
二
八
年
・
前
六
三
二
年
）
で
は
、
楚
に

包
囲
さ
れ
た
宋
に
救
援
を
求
め
ら
れ
た
晋
で
は
、
楚
に
対
抗
す
る

た
め
秦
と
斉
を
味
方
に
引
き
込
む
べ
く
策
を
練
っ
た
。
ま
ず
宋
に

こ
の
秦
・
斉
二
国
に
土
地
を
賂
と
し
て
贈
り
、
こ
の
二
国
か
ら
楚

に
宋
の
包
囲
を
解
く
よ
う
言
っ
て
も
ら
う
。
そ
の
一
方
、
晋
は
こ

の
二
国
の
と
り
な
し
を
楚
が
拒
否
す
る
よ
う
策
を
め
ぐ
ら
し
、
結

果
と
し
て
楚
対
晋
・
宋
・
秦
・
斉
の
城
濮
の
戦
い
が
始
ま
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
一
連
の
晋
に
よ
る
筋
書
き
「
宋
を
し
て
我
を
舎

て
斉
、
秦
に
賂
し
て
之
に
籍
り
て
楚
に
告
げ
し
め
よ
」（
僖
公
二

八
年
）
に
従
い
、
宋
が
斉
・
秦
に
賂
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
贈
っ

た
賂
の
内
容
は
上
記
の
文
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
こ
の

後
で
晋
が
曹
と
衛
か
ら
奪
っ
た
土
地
を
宋
に
与
え
て
い
る
こ
と
に

対
し
、
楊
伯
峻
が
「
曹
、
衛
の
田
を
以
て
宋
人
に
賜
ふ
は
、
一
は

則
ち
楚
を
怒
ら
し
む
所
以
に
し
て
、
一
は
則
ち
宋
の
斉
、
秦
に
与

ふ
る
と
こ
ろ
の
賄
賂
を
補
償
す
る
所
以
な
り
」
と
、
こ
の
処
置
は

斉
・
秦
へ
の
賂
の
補
償
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

土
地
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

の
賂
の
目
的
は
、
直
接
的
に
は
宋
の
包
囲
解
除
を
斉
・
秦
か
ら
楚

に
言
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
国
の
滅
亡
に
つ
な
が
る

道
を
断
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
5
（
宣
公
元
年
・
前
六
〇
八

年
）
は
魯
の
宣
公
の
即
位
を
認
め
て
も
ら
う
べ
く
、
大
夫
の
季
文

子
が
斉
の
恵
公
に
賂
を
贈
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
土
地
で
あ
っ

た
こ
と
は
「
六
月
、
斉
人
濟
西
の
田
を
取
る
は
、
公
を
立
つ
る
為

の
故
に
、
以
て
斉
に
賂
す
る
な
り
。」（
宣
公
元
年
）
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
の
賂
は
、
新
た
に
即
位
す
る
公
を

外
交
的
に
認
め
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
17
（
昭
公
一
四
年
・
前

五
二
八
年
）
は
公
が
斉
に
出
奔
し
た
莒
が
、「
公
子
鐸
、
庚
輿
を

斉
よ
り
逆
へ
、
斉
の
隰
党
、
公
子
鉏
之
を
送
り
、
賂
田
有
り
。」

（
昭
公
一
四
年
）
と
、
公
子
庚
輿
を
斉
か
ら
迎
え
、
そ
れ
に
対
し

て
斉
に
賂
と
し
て
田
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
亡
命
中
の
公

子
を
自
国
に
戻
し
て
も
ら
い
、
公
と
す
る
こ
と
を
斉
に
認
め
て
も

（
七
）　
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ら
う
た
め
の
賂
で
あ
ろ
う
。
21
（
哀
公
二
年
・
前
四
九
三
年
）
は

「
二
年
春
、
邾
を
伐
ち
将
に
絞
を
伐
た
ん
と
す
。
邾
人
其
の
土
を

愛
し
、
故
に
賂
す
る
に
漷
、
沂
の
田
を
以
て
し
、
盟
を
受
く
。」

（
哀
公
二
年
）
と
、
魯
が
侵
攻
し
て
自
国
の
絞
邑
が
攻
め
ら
れ
よ

う
と
し
た
た
め
、
邾
は
漷
、
沂
の
田
を
賂
と
し
て
差
し
出
し
盟
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
例
の
賂
は
、
そ
の
目
的
と
し
て
他
国

の
包
囲
・
侵
攻
を
と
め
て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
自
国
の
君
を
対
外

的
に
認
め
て
も
ら
う
た
め
の
賂
で
あ
る
。
そ
し
て
結
果
は
四
例
と

も
成
功
し
て
い
る）

26
（

。
ま
た
田
土
が
単
独
に
賂
と
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
が
、
6
で
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
斉
が
晋
に
玉
器
と
併
せ

て
田
土
を
贈
っ
て
い
た
。
た
だ
こ
の
場
合
は
、
こ
の
土
地
は
楊
伯

峻
が
「
土
地
は
是
れ
魯
、
衛
両
国
に
帰
還
す
る
者
な
り
」
と
解
す

る
よ
う
に
こ
の
両
国
か
ら
奪
っ
た
土
地
で
、
両
国
に
返
還
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
賂
と
し
て
の
比
重
は
軽
い
も
の
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

田
土
に
近
い
「
も
の
」
と
し
て
、「
邑
」
が
贈
ら
れ
た
場
合
が

三
例
あ
る）

27
（

。
ま
ず
一
例
目
の
2
（
僖
公
九
年
・
前
六
五
一
年
）
は
、

晋
の
公
子
夷
吾
が
晋
へ
の
帰
国
の
援
助
を
求
め
て
、
自
分
が
現
在

滞
在
し
て
い
る
秦
の
穆
公
へ
賂
を
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

「
も
の
」
が
邑
（
城
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
秦
伯
に
賂
す
る
に
、

河
外
は
列
城
五
の
、
東
は
虢
略
に
盡
き
、
南
は
華
山
に
及
ぶ
ま
で
、

内
は
解
梁
城
に
及
ぶ
を
以
て
す
る
も
、
既
に
し
て
与
へ
ず
。」（
僖

公
一
五
年
）
か
ら
明
ら
か
で
あ
る）

28
（

。
し
か
し
こ
こ
に
見
え
る
よ
う

に
、
結
局
夷
吾
は
秦
の
援
助
を
受
け
て
晋
に
帰
国
し
て
即
位
す
る

（
賂
の
目
的
は
達
し
て
い
る
）
も
、
こ
の
賂
の
約
束
は
履
行
し
て

い
な
い
。
二
例
目
は
12
（
襄
公
二
三
年
・
前
五
五
〇
年
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
晋
の
大
夫
間
の
賂
の
授
受
で
あ
る
。
晋
の
世
族
欒
氏
の
乱

の
と
き
、
欒
氏
側
に
つ
い
て
い
た
魏
献
子
（
舒
）
に
対
し
て
、
范

宣
子
が
「
諸
を
階
に
逆む

か

へ
、
其
の
手
を
執
り
、
之
に
賂
す
る
に
曲

沃
を
以
て
す
」（
襄
公
二
三
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
欒
氏
の
邑
で

あ
っ
た
曲
沃
を
賂
と
し
て
与
え
る
こ
と
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
。

こ
の
賂
が
効
を
奏
し
て
か
、
魏
献
子
（
舒
）
は
欒
氏
か
ら
離
れ
、

欒
氏
の
乱
は
鎮
圧
さ
れ
た
。
さ
ら
に
三
件
目
の
15
（
襄
公
三
十

年
・
前
五
四
三
年
）
は
同
じ
く
同
国
内
の
大
夫
間
で
の
賂
の
や
り

取
り
で
あ
る
。
鄭
の
子
産
は
執
政
と
な
り
、「
事
伯
石
に
有
り
て
、

賂
し
て
之
に
邑
を
与
ふ
。」（
襄
公
三
十
年
）
と
、
伯
石
（
公
孫

段
）
に
邑
を
与
え
た
。
子
大
叔
（
游
吉
）
が
こ
れ
を
と
が
め
た
の

に
対
し
、
子
産
は
「
欲
無
き
は
実
に
難
し
。
皆
其
の
欲
を
得
ん
と

以
て
其
の
事
に
従
ひ
、
其
の
成
る
を
要
む
。」（
同
年
）
と
答
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
賂
は
、
大
族
で
あ
る
伯
石
に
邑
を
与
え
て

欲
を
満
た
し
、
政
務
を
さ
せ
る
た
め
の
賂
で
あ
っ
た
。『
左
伝
』

同
年
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
こ
の
後
伯
石
は
一
旦
こ
の
邑
を
返
却
し

（
八
）　
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よ
う
と
し
た
が
、
結
局
は
受
け
た
。
子
産
は
伯
石
に
邑
を
賂
と
し

て
与
え
た
こ
と
で
、
自
ら
の
政
務
へ
の
協
力
を
取
り
付
け
た
の
で

あ
る
。

以
上
、
邑
を
賂
と
し
た
場
合
の
目
的
は
、
自
分
が
他
の
公
子
よ

り
も
早
く
帰
国
す
る
こ
と
で
晋
侯
の
位
に
就
こ
う
と
帰
国
の
援
助

を
願
う
（
2
の
場
合
）、
大
夫
間
の
争
い
で
自
ら
の
側
に
引
き
込

も
う
と
す
る
（
12
の
場
合
）、
さ
ら
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
で
自

ら
の
政
に
協
力
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
（
15
の
場
合
）
で
あ
る
。

さ
ら
に
楽
師
が
贈
ら
れ
た
場
合
が
10
と
11
の
二
例
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
場
合
は
両
者
と
も
、
楽
師
は
他
の
物
品
と
と
も
に
贈

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
10
（
襄
公
十
一
年
・
前
五
六
二
年
）
で
は
楚

に
従
っ
た
鄭
が
晋
に
率
い
ら
れ
た
諸
侯
軍
の
攻
撃
を
受
け
、
鄭
は

あ
わ
て
て
楚
と
手
を
切
り
、
晋
に
和
議
を
求
め
、
盟
を
請
う
た
。

和
議
が
成
っ
て
か
ら
、
鄭
は
晋
の
悼
公
に
「
鄭
人
、
晋
侯
に
賂
す

る
に
師
悝
、
師
觸
、
師
蠲
、
広
車
、
軘
車
淳
十
五
乗
、
甲
兵
備
は

る
、
凡
そ
兵
車
百
乗
、
歌
鐘
二
肆
、
及
び
其
の
鎛
、
磬
、
女
楽
二

八
を
以
て
す
」（
襄
公
十
一
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
三
人
の
楽
師

と
広
車
（
鄭
玄
に
よ
れ
ば
攻
敵
車
）
と
軘
車
（
服
虔
に
よ
れ
ば
屯

守
車
）
十
五
対
（
三
十
乗
）、
武
装
完
備
の
兵
車
計
百
乗
、
さ
ら

に
楽
器
の
歌
鐘
二
列
と
そ
れ
に
つ
り
あ
う
鎛
と
磬
、
そ
し
て
女
楽

一
六
人
を
賂
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
贈
る
の
は
事
後
と
な
っ

た
が
、
攻
撃
を
中
止
し
て
も
ら
う
こ
と
へ
の
賂
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
楽
師
が
贈
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
例
は
11
（
襄
公
十
五
年
・

前
五
五
八
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
じ
く
鄭
の
例
で
あ
る
が
、
鄭

で
乱
を
起
こ
し
て
宋
に
逃
げ
て
い
る
も
の
の
引
き
渡
し
を
求
め
て
、

「
賂
を
宋
に
納
む
る
に
、
馬
四
十
乗
と
師
茷
、
師
慧
と
を
以
て

す
」（
襄
公
十
五
年
）
と
馬
四
十
乗
（
杜
預
に
よ
れ
ば
百
六
十

匹
）
と
と
も
に
二
人
の
楽
師
を
賂
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
後

に
は
公
孫
黒
が
質
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
は
こ
れ
に
よ
っ
て
逃

げ
て
来
て
い
た
四
人
の
う
ち
三
人
を
戻
し
た）

29
（

。

10
（
襄
公
十
一
年
）
で
は
他
の
も
の
と
と
も
に
「
女
楽
」
が
贈

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
女
楽
を
含
む
「
技
能
者
」
が
賂
と
な
る
場

合
も
あ
っ
た
。
20
（
昭
公
二
八
年
・
前
五
一
四
年
）
の
事
例
で
は
、

梗
陽
の
邑
人
が
訴
訟
に
あ
た
り
有
利
な
判
決
を
得
よ
う
と
「
其
の

大
宗
、
賂
す
る
に
女
楽
を
以
て
し
、
魏
子
将
に
之
を
受
け
ん
と

す
。」（
昭
公
二
八
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
訴
訟
者
の
本
家
が
魏
献

子
に
女
楽
を
賂
と
し
て
贈
り
、
魏
献
子
が
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
し

て
い
る
。
結
果
的
に
は
同
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
魏
献
子
は
諫
め
ら

れ
て
受
け
取
り
を
や
め
る
が
、
こ
の
賂
の
目
的
は
有
利
な
判
決
を

得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
事
例
7
（
成
公
二
年
・

前
五
八
九
年
）
で
は
、
楚
に
攻
撃
さ
れ
た
魯
が
「
孟
孫
往
か
ん
こ

と
を
請
ひ
、
之
に
賂
せ
し
む
る
に
執
斲
、
執
鍼
、
織
紝
皆
百
人
を

（
九
）　
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以
て
し
、
公
衡
質
と
為
り
、
以
て
盟
を
請
ふ
」（
成
公
二
年
）
と
、

賂
と
し
て
執
斲
（
木
工
）、
執
鍼
（
縫
工
）、
織
紝
（
織
工
）
そ
れ

ぞ
れ
百
人
を
贈
り
、
公
衡
が
質
と
な
り
、
盟
を
請
う
た
。
こ
の
賂

は
楚
の
攻
撃
を
中
止
し
て
も
ら
い
、
盟
を
結
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
現
し
た
。

ま
た
18
（
昭
公
一
四
年
・
前
五
二
八
年
）
の
よ
う
に
技
能
者
で

は
な
い
人
物
が
賂
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
晋
の
大

夫
邢
公
と
雍
子
が
土
地
の
境
界
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
非
は
雍
子
に

あ
っ
た
も
の
の
雍
子
は
娘
を
審
判
役
の
叔
魚
に
差
出
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
叔
魚
は
邢
公
に
罪
あ
り
と
し
た
。
こ
の
雍
子
の
行
い
を
叔

向
は
「
雍
子
自
ら
其
の
罪
を
知
る
も
、
賂
し
て
以
て
直
を
買
ふ
」

（
昭
公
一
四
年
）
と
「
賂
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま

で
も
無
く
、
自
ら
に
有
利
な
判
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
事
例
9
（
襄
公
二
年
・
前
五
七
一
年
）
で
は
、
萊
が
侵
攻

し
て
き
た
斉
の
霊
公
に
従
っ
て
い
た
少
傅
の
夙
沙
衛
に
「
萊
人
、

正
輿
子
を
し
て
夙
沙
衛
に
賂
す
る
に
索
せ
し
馬
牛
皆
百
匹
を
以
て

し
、
斉
師
乃
ち
還
る
。」（
襄
公
二
年
）
と
、
選
り
す
ぐ
り
の
馬
牛

各
百
頭
を
賂
と
し
、
賂
を
受
け
た
夙
沙
衛
の
撤
兵
の
進
言
に
従
っ

て
斉
侯
は
引
き
上
げ
た
。
こ
の
賂
は
萊
か
ら
す
れ
ば
侵
攻
を
中
止

さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
卿
の
身
分
を
約
束
す
る
と
い
う
賂
も
二
例
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
4
（
僖
公
三
十
年
・
前
六
三
〇
年
）
と
22
（
哀
公
二
七

年
・
前
四
六
八
年
）
で
あ
る
。
4
は
、
自
ら
の
衛
へ
の
帰
国
を
実

現
し
よ
う
と
衛
国
内
で
の
協
力
者
を
求
め
た
成
公
が
「
衛
侯
周
歂
、

冶
廑
に
賂
せ
し
め
て
曰
く
、
苟
し
く
も
能
く
我
を
納
る
れ
ば
、
吾

爾
を
し
て
卿
と
為
さ
ん
、
と
」（
僖
公
三
十
年
）
と
二
人
の
大
夫

に
卿
の
身
分
を
賂
と
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
成
公
は
衛
に
帰
国

し
て
い
る
。

ま
た
22
で
は
晋
の
攻
撃
を
受
け
た
鄭
が
捕
虜
と
し
た
晋
の
酅
魁

塁
に
「
之
に
賂
す
る
に
知
政
を
以
て
す
」（
哀
公
二
七
年
）
と
知

政
（
楊
伯
峻
に
よ
れ
ば
卿
の
身
分
）
を
賂
と
し
て
投
降
を
勧
め
た
。

し
か
し
結
果
と
し
て
こ
の
誘
い
は
拒
否
さ
れ
、
酅
魁
塁
は
鄭
に

よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。

以
上
、
賂
の
内
容
が
明
ら
か
な
二
十
二
例
に
つ
い
て
、
検
討
し

て
き
た
。
そ
の
結
果
に
も
と
づ
き
、
節
を
改
め
て
、『
左
伝
』
に

見
え
る
賂
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
検
討
を
続
け
よ
う
。

四　

賂
の
考
察
（
2
）
―
目
的
と
贈
与
品
と
の
関
係
―

前
節
で
の
考
察
か
ら
、
同
じ
「
賂
」
と
い
う
言
葉
で
も
、
細
か

に
見
れ
ば
実
は
か
な
り
広
い
範
囲
の
事
例
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
二
十
二
の
事
例
を
見
る
と
、
他
国
へ
行
な
わ
れ
た
賂

（
一
〇
）　
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一

（
外
交
的
意
味
を
持
つ
も
の
が
多
い
）
と
、
自
国
内
で
贈
ら
れ
た

賂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
記
の
二
十
二
例
を
こ
の
枠
組
み

で
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
よ
う
。

他
国
へ
の
賂
： 

事
例
1
・
2
・
3
・
5
・
6
・
7
・
8
・
9
・

10
・
11
・
13
・
14
・
16
・
17
・
19
・
21
・
22

自
国
内
で
の
賂
：
事
例
4
・
12
・
15
・
18
・
20

賂
す
な
わ
ち
贈
与
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
始
め
に
も
記
し

た
よ
う
に
、
人
と
人
、
集
団
と
集
団
と
を
結
び
つ
け
る
機
能
を
有

し
て
い
た
が
、
春
秋
時
代
の
賂
が
特
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の

は
『
左
伝
』
を
見
る
限
り
外
交
の
手
段
と
し
て
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
右
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
他
国
へ
の
賂
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
ま
ず
「
他
国
へ
の
賂
」
の
考
察
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

前
節
で
の
概
観
を
あ
ら
た
め
て
整
理
す
る
形
で
、
贈
る
側
の
意

図
（
要
求
）
と
贈
ら
れ
た
「
も
の
」
を
見
て
み
よ
う
。

・
新
君
即
位
と
自
ら
が
相
と
な
る
こ
と
の
承
認
：
他
国
の
宗
器

（
事
例
1
）

・
自
ら
が
君
に
な
る
た
め
帰
国
す
る
こ
と
の
援
助
：
城
（
邑
）

（
事
例
2
）

・
包
囲
を
解
く
よ
う
に
と
い
う
仲
介
：
自
国
の
土
地
（
事
例

3
）

・
新
君
の
承
認
：
自
国
の
土
地
（
事
例
5
）

・
降
伏
一
歩
手
前
に
追
い
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
の
攻
撃
の
中

止
：
他
国
の
宗
器
と
土
地
（
事
例
6
）

・
攻
撃
の
中
止  

：
技
能
者
、
こ
の
ほ
か
に
質
と
し
て
公
子

（
事
例
7
）、
馬
牛
（
事
例
9
）、
楽
師
・
各
種

兵
車
・
楽
器
、
女
性
の
楽
人
（
事
例
10
）、
玉

器
、
こ
の
ほ
か
に
燕
姫
（
事
例
16
）、
他
国
の

宗
器
（
事
例
19
）、
土
地
（
事
例
21
）

・
攻
撃
の
中
止
と
拘
留
中
の
君
の
帰
国
：
宗
器
（
事
例
8
）

・
犯
罪
者
の
引
渡
し
：
馬
と
楽
師
（
事
例
11
）

・
降
伏
：

相
手
の
侯
に
宗
器
と
楽
器
、
こ
の
ほ
か
に
自
国
の
君

の
殺
害
・
男
女
の
俘
虜
（
事
例
13
）、
宗
器
、
さ
ら

に
侯
自
身
が
喪
服
を
着
て
社
を
持
ち
、
加
え
て
男
女

の
衆
（
俘
虜
）（
事
例
14
）

・
亡
命
中
の
公
子
を
帰
国
さ
せ
、
新
君
と
し
て
承
認
：
土
地

（
事
例
17
）

・
捕
ら
え
た
敵
の
士
に
投
降
を
勧
め
る
：
卿
の
身
分
（
事
例

22
）

こ
こ
で
全
体
を
見
た
と
き
に
、
ま
ず
事
例
22
が
他
の
事
例
と
は

や
や
異
質
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
一
一
）　
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な
ぜ
な
ら
22
で
は
、
賂
の
受
け
手
は
捕
虜
と
な
っ
た
相
手
国
の
士

（
杜
注
に
よ
る
）
で
あ
り
、
そ
の
人
間
を
通
し
て
相
手
国
の
権
力

者
に
贈
る
側
の
意
図
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
地
位
の
人
間
で
は
な

い
。
し
か
も
賂
の
目
的
が
そ
の
捕
虜
に
降
伏
を
勧
め
る
と
い
う
、

捕
虜
個
人
を
相
手
と
し
て
の
交
渉
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

上
で
、
22
を
除
い
て
他
の
事
例
を
見
た
と
き
に
、
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
賂
を
贈
り
合
っ
て
い
る
春
秋
諸
国
の
い
わ
ば
「
共
同
体
」

と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。
そ
う
い
え
る
鍵
は
、
賂
の
目
的
と
し
て

各
記
事
が
記
す
内
容
が
「
承
認
」「
援
助
」「
仲
介
」「
攻
撃
の
中

止
」「
君
（
公
子
）
の
帰
国
要
請
」「
犯
罪
者
の
引
渡
し
」
と
い
っ

た
語
で
表
現
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
賂
と
い
う
贈
与
行
為
は
人
と

人
、
集
団
ど
お
し
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
普
遍
的
な
性
質
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
賂
の
目
的
は
、
斉
の
桓
公
が

召
集
し
た
葵
丘
の
盟
の
取
り
決
め
事
項
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

『
孟
子
』
告
子
下
に
見
え
る
葵
丘
の
会
の
盟
辞
は
、「
初
命
に
曰

く
、
不
孝
を
誅
し
、
樹
子
を
易か

ふ
る
無
か
ら
ん
。
妾
を
以
て
妻
と

為
す
こ
と
無
か
ら
ん
。
再
命
に
曰
く
、
賢
を
尊
び
、
才
を
育や

し
なひ
、

以
て
有
徳
を
彰あ

ら

は
さ
ん
。
三
命
に
曰
く
、
老
を
敬
ひ
、
幼
を
慈
み
、

賓
旅
を
忘
る
る
無
か
ら
ん
。
四
命
に
曰
く
、
士
に
世
官
無
く
、
官

事
に
摂か

ぬ
る
無
か
ら
ん
。
士
を
取
る
に
は
必
ず
得
、
専ほ
し

ひ
ま
ま
に

大
夫
を
殺
す
こ
と
無
か
ら
ん
。
五
命
に
曰
く
、
防
を
曲
げ
る
無
く
、

糴か
い
よ
ねを
遏と
ど

め
る
無
く
、
封
有
り
て
告
げ
ざ
る
こ
と
無
か
ら
ん
。」
と
、

「
不
孝
を
罰
し
、
太
子
や
夫
人
を
み
だ
り
に
代
え
な
い
」
か
ら
始

ま
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
共
通
に
守
る
べ
き
五
つ
の
方
針
が
決
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
方
針
は
単
に
各
国
内
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
賓
旅
」「
防
（
堤
防
）」「
糴
」
な
ど
か
ら

他
国
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。「
凡
そ

我
が
同
盟
の
人
、
既
に
盟
す
る
の
後
、
言こ

こ

に
帰つ
い

に
好な
か
よ
く
せ
ん
。」

と
結
ば
れ
る
こ
の
葵
丘
の
盟
に
見
え
る
の
は
、
共
通
の
方
針
を
有

し
、
相
互
に
配
慮
し
合
い
、
相
互
の
便
を
図
る
共
同
体
の
姿
で
あ

る
。
賂
の
目
的
の
多
く
が
こ
こ
で
の
相
互
承
認
・
援
助
の
方
針
に

沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の

『
左
伝
』
の
賂
の
記
事
は
、
春
秋
時
代
の
国
々
が
一
つ
の
共
同
体

と
し
て
相
互
保
全
の
意
識
を
保
ち
、
そ
の
前
提
の
上
に
賂
が
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
他
国
へ
の
賂
の
前
提
に
は
、
春
秋
当
時
の
諸
侯
国
が

互
い
の
国
を
同
質
の
も
の
と
し
て
認
め
合
う
共
同
体
意
識
を
あ
ら

た
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

30
（

。
こ
う
し
た
当
時
の
国
ど
お

し
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
高
木
智
見
氏）

31
（

や
江
村
知
朗
氏）
32
（

の
研
究
で

す
で
に
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
以
前

拙
稿
で
も
「
諸
侯
共
同
体
」
と
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る）

33
（

。
こ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
は
、
互
い
に
自
国
の
保
全
を
他
国
に
対
し
て
求

（
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め
る
共
同
体
意
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
賂
の
目
的
と
贈
ら
れ
た
「
も
の
」
と
に

は
何
か
原
則
が
あ
る
の
か
の
検
討
に
移
ろ
う
。

ま
ず
最
も
国
の
存
続
が
脅
か
さ
れ
、
完
全
降
伏
を
願
わ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
事
例
13
・
14
で
あ
り
、
こ
こ

で
差
し
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
両
者
に
共
通
な
の
は
、
賂
と
し
て

の
宗
器
と
、
男
女
の
俘
虜
で
あ
る
。
さ
ら
に
事
例
13
で
は
賂
と
し

て
楽
器
が
加
わ
り
、
14
で
は
侯
自
身
が
喪
服
を
着
、
社
を
持
ち
勝

者
の
前
に
臨
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
に
と
っ
て
最
も
危
機
的

な
場
面
の
賂
が
宗
器
で
あ
る）

34
（

。

降
伏
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
相
手
の
意
思
に
よ
っ
て
国
の
存

続
が
、
許
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
断
た
れ
る
か
、
そ
の
決
定
を
相
手

に
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
何
故
賂
と
し
て
宗
器
が
贈

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
、
先
の
賂
に
つ
い
て
考

察
し
た
拙
稿
で
は
、
宗
廟
祭
器
の
賂
の
原
則
を
考
え
る
べ
く
、
ど

の
祖
先
の
宗
廟
の
祭
器
か
が
唯
一
明
ら
か
な
、
本
稿
で
の
事
例
8

の
鄭
の
襄
鍾
（
襄
公
廟
の
鐘
）
を
手
掛
り
に
考
察
を
行
な
っ
た
。

そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
の
は
、
賂
と
し
て
贈
ら
れ
る
宗
器
は
そ
の
時

の
君
（
現
君
）
と
類
似
が
確
認
さ
れ
、
現
君
の
役
割
・
立
場
を
意

味
あ
ら
し
め
て
い
る
特
定
の
祖
先
の
廟
の
祭
器
で
あ
る
と
い
う
原

則
の
見
通
し
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
原
則
の
背
後
に
は
、
春

秋
時
代
に
は
祖
先
の
個
性
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
お
り）

35
（

、
そ
れ
を

前
提
に
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ラ
ア
や
Ｃ
・
ギ
ア
ー
ツ
の
理
論
を
参
考
に
す

れ
ば
、
春
秋
時
代
で
は
諸
侯
の
治
世
の
節
目
節
目
に
そ
の
と
き
の

諸
侯
の
立
場
や
役
割
り
の
「
型
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
祖
先
が
現

前
し
て
そ
の
祖
先
と
共
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
侯
は
そ
の
と
き
に

ふ
さ
わ
し
い
立
場
・
役
割
を
獲
得
し
（
た
と
え
ば
、
始
祖
と
共
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
新
君
」
と
な
る
）、
あ
る
い
は
賂
の
場
合

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
先
を
象
徴
す
る
も
の
が
そ
の
祖
先
と
し
て
、

あ
る
い
は
そ
の
祖
先
を
型
と
す
る
現
君
と
し
て
賂
と
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
た）

（（
（

。
従
っ
て
、
本
稿
で
の
事
例
8
の
、
鄭
が

晋
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
成
公
を
戻
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
成
公
の

父
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
兄
か
ら
の
侯
位
継
承
と
い
う
共
通
点

を
持
つ
襄
公
の
宗
器
の
鐘
（
こ
の
鐘
は
単
な
る
物
体
で
は
な
く
、

襄
公
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
成
公
で
も
あ
る
）
が
賂
と
し
て

晋
へ
贈
ら
れ
、
一
方
本
稿
で
の
事
例
13
・
14
の
よ
う
な
降
伏
儀
礼

で
贈
ら
れ
る
宗
器
は
、
斉
や
陳
の
歴
代
諸
侯
を
「
公
」
た
ら
し
め

る
「
型
板
」
で
あ
る
始
祖
の
祭
器
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ

を
差
し
出
す
こ
と
は
支
配
権
そ
の
も
の
の
委
譲
の
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
と
考
察
し
た）

37
（

。
し
か
し
こ
の
拙
稿
で
は
、
宗
器
の
賂

の
実
質
的
内
容
の
考
察
に
留
ま
り
、
そ
こ
で
賂
と
し
て
贈
ら
れ
て

い
る
祖
先
あ
る
い
は
そ
れ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
現
君
が
、
贈
ら
れ

（
一
三
）　
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た
国
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た

の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

今
本
稿
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、『
左

伝
』
に
見
え
る
他
の
降
伏
の
場
面
の
記
事
が
参
考
に
な
る
。『
左

伝
』
に
は
先
に
記
し
た
襄
公
二
五
年
の
斉
と
陳
の
二
例
以
外
に
、

四
件
の
降
伏
の
場
面
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
僖
公
六
年
の
許
の
楚
へ

の
降
伏
で
は
、「
許
男
面
縛
し
、
璧
を
銜
へ
、
大
夫
衰
絰
し
、
士

櫬
を
輿
す
。」）

38
（

、
宣
公
十
二
年
の
鄭
の
楚
へ
の
降
伏
で
は
「
鄭
伯
肉

袒
し
て
羊
を
牽
き
、
以
て
逆
ふ
。」、
昭
公
四
年
の
頼
の
楚
へ
の
降

伏
で
は
「
頼
子
面
縛
し
て
璧
を
銜
へ
、
士
袒
し
、
櫬
を
輿
し
て
之

に
従
ふ
。」、
昭
公
三
十
年
の
徐
の
呉
へ
の
降
伏
で
は
「
徐
子
章
禹

其
の
髪
を
断
ち
、
其
の
夫
人
を
攜
へ
以
て
呉
子
を
逆
ふ
。」
と
、

い
ず
れ
も
事
例
14
の
陳
侯
同
様
、
君
が
特
異
な
姿
で
勝
者
と
対
面

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
君
の
特
異
な
姿
で
の
降
伏
に
つ
い
て
、
以
前
拙
稿

で
「
死
を
受
け
入
れ
る
意
志
の
表
示
」
と
解
し
た
が）

39
（

、
晁
福
林
氏

は
、
面
縛
（
胸
の
前
で
両
手
を
縛
る）
40
（

）
し
て
璧
を
口
に
く
わ
え
た

姿
で
楚
に
降
伏
し
た
僖
公
六
年
の
許
男
と
昭
公
四
年
の
頼
子
を
、

特
殊
な
「
委
質
」
の
姿
と
捉
え
ら
れ
た）

41
（

。
こ
の
国
君
の
特
異
な
降

伏
の
姿
の
意
味
を
考
察
す
る
た
め
に
中
国
史
の
範
疇
か
ら
離
れ
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
Ｍ
・
モ
ー
ス
と
Ｈ
・
ユ
ベ
ー
ル
の
説

く
「
供
犠sacrifice

」
の
概
念
が
極
め
て
大
き
な
示
唆
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

42
（

。

モ
ー
ス
と
ユ
ベ
ー
ル
は
、
供
犠
と
い
う
儀
礼
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
典
型
と
し
、
そ
れ
を
ヘ
ブ
ラ
イ
・
ギ
リ
シ
ャ
・

ロ
ー
マ
・
ア
ッ
シ
リ
ア
な
ど
の
資
料
で
補
い
な
が
ら
検
討
し
て
お

り
、
古
代
中
国
を
直
接
の
検
討
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
の

理
論
は
「
賂
」
さ
ら
に
小
倉
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
と
と
も
に
為
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
た
「
質
」「
盟
」
と
い
う
用
語
の
奥

に
広
が
る
、
隠
れ
て
見
え
に
く
い
意
味
に
つ
い
て
、
極
め
て
大
き

な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
主
張
を
ま
と
め

る
な
ら
、
ま
ず
す
べ
て
の
供
犠
に
は
自
己
犠
牲
が
含
ま
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
一
部
お
返
し
を
も
ら
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
、
と

す
る
。
す
な
わ
ち
供
犠
に
は
功
利
的
行
為
と
義
務
遂
行
と
い
う
二

面
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
両
氏
に
拠
れ
ば
、
何
ほ
ど
か

の
契
約
的
な
も
の
を
持
た
な
い
供
犠
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
あ

ら
ゆ
る
供
犠
に
含
ま
れ
る
自
己
放
棄
の
行
為
は
、
個
人
の
意
識
に

対
し
て
集
合
的
力
の
存
在
を
想
起
さ
せ
、
同
時
に
失
わ
れ
た
均
衡

回
復
の
手
段
を
見
出
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
償
い
に
よ
っ
て
、
罪
の

結
果
で
あ
る
社
会
的
不
名
誉
か
ら
自
己
を
回
復
し
共
同
体
に
復
帰

す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る）

43
（

。

こ
の
モ
ー
ス
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
眼
前
に
広
げ
ら
れ
た
供
犠
と

（
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四
）　
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五

い
う
概
念
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
上
述
の
特
異
な
姿
で
降
伏
儀

礼
に
臨
ん
で
い
る
国
君
は
、
ま
さ
に
「
供
犠
」
で
あ
り
、
面
縛
、

衰
絰
（
喪
服
）
や
櫬
（
棺
）
で
連
想
さ
れ
る
「
死
」（
モ
ー
ス
ら

に
よ
る
「
自
己
犠
牲
」）、
さ
ら
に
璧
と
い
う
贄
を
加
え
た
り
羊
を

牽
い
た
り
と
い
う
か
た
ち
で
の
「
質
」（
晁
福
林
氏
は
、
こ
れ
は

勝
利
者
に
対
し
て
質
を
受
け
て
臣
と
す
る
寛
大
な
処
置
を
願
っ
て

い
る
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
モ
ー
ス
に
よ
る
「
功
利
的
行
為
」
の

側
面
）、
そ
し
て
小
倉
氏
が
、
賂
と
質
と
と
も
に
な
さ
れ
る
の
が

本
質
を
さ
れ
る
「
盟
」（
モ
ー
ス
ら
に
よ
る
「
契
約
」）
と
、
す
べ

て
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
宗
廟
の
祭
器
が
賂
と
さ
れ
て
い
る
降
伏
の
場
と
は
、

「
供
犠
」
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
国
君
が
宗
廟
祭
器
に
依よ

り
憑つ

く

始
祖
た
る
賂
を
と
も
な
っ
て
勝
者
に
対
し
て
い
る
場
で
あ
っ
た
。

こ
の
賂
を
と
も
な
う
降
伏
は
敗
者
側
に
と
っ
て
は
完
全
な
自
己
犠

牲）
44
（

で
あ
り
、
先
の
モ
ー
ス
ら
の
主
張
か
ら
も
、
ま
た
二
節
で
見
た

贈
与
行
為
が
持
つ
受
け
手
へ
の
心
理
的
強
制
か
ら
し
て
も
、
勝
者

に
よ
る
「
お
返
し
」
す
な
わ
ち
赦
し
が
背
後
に
は
予
測
（
期
待
）

さ
れ
て
お
り
、
一
方
勝
者
（
賂
の
受
け
手
）
に
と
っ
て
は
モ
ー
ス

ら
が
説
く
と
こ
ろ
に
従
え
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
降
伏
し
た
国
を
赦
す

と
い
う
「
お
返
し
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て）

45
（

、
当
時
の
諸
侯
共

同
体
の
維
持
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
春
秋
時
代
の

宗
器
の
賂
を
伴
う
降
伏
儀
礼
は
、
ま
さ
に
当
時
の
諸
侯
共
同
体
維

持
の
回
路
と
し
て
贈
り
手
・
受
け
手
双
方
に
不
可
欠
な
シ
ス
テ
ム

と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

降
伏
時
の
賂
に
こ
の
よ
う
な
見
通
し
が
得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

他
国
へ
贈
ら
れ
る
そ
れ
以
外
の
賂
も
、
当
然
同
じ
「
国
の
相
互
維

持
」
と
い
う
土
俵
の
上
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
節
の
始
め
に
「
他
国
へ
の
賂
」
と
し
て
分
類
し
た
十
六
件

（
事
例
22
は
先
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
除
く
）
を
み
る
と
、
既
に

考
察
し
た
事
例
13
・
14
を
除
く
十
四
件
も
、
大
き
く
見
れ
ば
、
新

君
の
承
認
や
攻
撃
の
中
止
な
ど
、「
共
同
体
の
一
員
た
る
こ
と
の

維
持
」
や
「
自
国
の
存
続
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事

例
で
賂
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
れ
ば
、
宗
器
（
事
例

8
）、
他
国
の
宗
器
（
事
例
6
・
19
）、
土
地
（
事
例
3
・
5
・

6
・
17
・
21
）、
技
能
者
（
事
例
7
・
10
）、
楽
師
（
事
例
10
・

11
）、
楽
器
（
事
例
10
）、
馬
や
牛
（
事
例
9
・
11
）、
兵
器
や
兵

車
（
事
例
10
）、
玉
器
（
事
例
16
）
と
な
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
、

当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
・
価
値
を
も
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
が
、
次
の
考
察
課
題
と
な
る
。

先
秦
時
代
、
と
り
わ
け
春
秋
時
代
の
財
貨
・
財
産
の
内
容
を
、

「
室
」
と
い
う
語
を
手
掛
り
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
小
野
澤

精
一
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
詳
細
な
検
討
の
結
論
と
し
て
、「
室
」

（
一
五
）　
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と
い
う
春
秋
時
代
の
財
産
の
中
身
は
、
官
位
と
土
地
と
い
う
「
封

建
」
的
財
産
が
根
幹
で
あ
っ
て
、
二
次
的
な
も
の
と
し
て
財
貨

（
主
要
な
も
の
は
玉
・
帛
・
器
用
と
呼
ば
れ
る
礼
器
や
武
器
・
車

馬
）
が
あ
り
、
そ
の
財
貨
さ
え
祀
戎
の
大
事
に
連
な
る
祭
器
礼
器

と
武
器
が
主
力
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
「
封

建
」
に
も
と
づ
く
価
値
が
社
会
に
お
い
て
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
る）

46
（

。
氏
の
言
わ
れ
る
、
財
貨
に
お
け
る
「
封
建
」
的

色
彩
の
強
力
さ
は
、
見
方
を
換
え
る
な
ら
、
先
に
指
摘
し
た
こ
の

時
代
の
「
諸
侯
共
同
体
」
意
識
の
強
固
な
存
在
を
裏
付
け
る
も
の

で
あ
る
。

小
野
澤
氏
は
出
奔
・
朝
覲
・
聘
礼
な
ど
当
時
の
社
会
の
さ
ま
ざ

ま
な
場
合
か
ら
財
貨
を
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
氏
も
挙
げ
て

お
ら
れ
る
封
建
時
の
賜
与
品
に
注
目
し
た
い）

47
（

。『
左
伝
』
定
公
四

年
の
条
に
は
、
魯
・
衛
・
晋
に
初
封
の
際
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
魯
の
伯
禽
を
少
皥
の
虚
（
杜

預
に
よ
れ
ば
曲
阜
）
に
封
ず
る
に
あ
た
り
、
大
路
（
車
）・
大
旂

（
旗
）・
夏
后
氏
の
璜
（
玉
）・
封
父
の
繁
弱
（
弓
）・
殷
民
六
族
、

さ
ら
に
土
田
附
庸
と
祝
・
宗
・
卜
・
史
の
祭
祀
関
係
の
職
人
、
備

品
・
典
籍
・
役
人
・
彝
器
が
分
賜
さ
れ
た
。
ま
た
そ
こ
に
は
既
に

先
住
の
商
奄
の
民
も
お
り
、
魯
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。

衛
の
康
叔
を
殷
虚
（
杜
預
に
よ
れ
ば
朝
歌
）
に
封
ず
る
に
は
、
大

路
（
車
）・
少
帛
と
綪
茷
と
旃
旌
（
い
ず
れ
も
旗
）・
大
呂
（
鐘
）・

殷
民
七
族
、
さ
ら
に
武
父
以
南
か
ら
圃
田
の
北
界
ま
で
の
土
地
を

分
賜
さ
れ
た
。
さ
ら
に
晋
の
唐
叔
を
夏
虚
（
杜
預
に
よ
れ
ば
太

原
）
に
封
ず
る
に
、
大
路
（
車
）・
密
須
の
鼓
・
闕
鞏
（
の
甲）

48
（

）・

沽
洗
（
杜
預
は
鐘
）・
懐
姓
の
九
族
・
職
官
五
正
（
杜
預
は
五
官

の
長
）
が
分
賜
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
事
に
関
し
て
小
野
澤
氏
は
、
諸
侯
封
建
の
実
質
的
重
点

は
人
間
と
土
地
を
与
え
る
「
授
民
」
と
「
授
土
」
で
あ
り
、
そ
の

他
の
武
器
礼
器
は
象
徴
的
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ

る）
49
（

が
、
こ
こ
に
見
え
る
封
建
の
際
の
周
王
か
ら
の
分
賜
品
は
す
な

わ
ち
国
を
構
成
す
る
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
中
身
は
土
地
・
民
、
さ
ら
に
車
や
旗
を
含
む
武
器
、
楽

器
を
含
む
礼
器
、
さ
ら
に
祭
祀
の
担
当
者
を
含
む
諸
官
の
人
間
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
物
品
と
、
こ
の
節
の
始
め
に
他
国
へ

の
賂
の
目
的
と
対
応
さ
せ
て
記
し
た
「
も
の
」
が
ま
さ
に
重
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
春
秋
時
代

の
対
外
的
賂
と
は
、
本
来
は
、
贈
る
側
は
国
の
基
本
を
な
す
土

地
・
民
・
武
器
や
祭
器
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
降
伏
の
時
に
は

す
べ
て
を
差
し
出
し
て）

50
（

、
自
国
の
諸
侯
共
同
体
の
中
で
の
存
続
を

願
い
、
そ
の
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
な

う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
一
六
）　
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も
ち
ろ
ん
実
際
の
『
左
伝
』
の
記
事
を
見
れ
ば
、
贈
る
側
・
贈

ら
れ
る
側
の
共
同
体
と
し
て
の
無
私
の
一
体
感
は
磐
石
な
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
事
例
2
で
は
晋
の
夷
吾
が
自
ら
の
帰
国
を
援
助
す
る
よ
う
秦
の

穆
公
に
出
す
こ
と
を
約
束
し
た
賂
は
遂
に
贈
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ

ら
に
事
例
6
で
は
、
晋
の
攻
撃
の
前
に
窮
地
に
陥
っ
た
斉
侯
が
賂

を
贈
り
、「
不
可
な
ら
ば
、
則
ち
客
の
為
す
所
に
聴
か
ん
（
賂
を

受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
、
晋
の
言
う
が
ま
ま
に
す
る
し
か

な
い
）」（
成
公
二
年
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
賂
と
い
う
シ
ス

テ
ム
に
よ
る
謝
罪
・
要
求
が
自
国
の
保
全
を
保
証
す
る
も
の
と
し

て
双
方
の
相
互
信
頼
の
上
で
完
全
に
機
能
し
て
い
た
状
態
が
揺
ら

ぎ
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
大
き
な
時
代
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
ま
で
諸
侯
共
同
体
を
大
前
提
と
し
て
外
交
の
場
で
機
能
し

て
き
た
対
外
的
な
賂
を
見
て
き
た
が
、
で
は
一
国
内
で
君
と
大
夫

間
、
さ
ら
に
は
大
夫
間
で
行
な
わ
れ
た
賂
は
、
そ
の
性
格
を
ど
の

よ
う
に
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
節
の
始
め
に
記
し
た
「
自
国
内
で
の
賂
」
五
例
に
目
を
転

じ
て
、
贈
る
目
的
と
そ
こ
で
贈
ら
れ
た
（
提
示
さ
れ
た
）
も
の
を

見
て
み
よ
う
。

・
公
の
帰
国
へ
の
内
部
で
の
援
助
：
卿
の
身
分
（
事
例
4
）

・
内
乱
に
参
加
さ
せ
ず
、
味
方
へ
の
取
り
込
み
：
邑
（
事
例

12
）

・
政
務
へ
の
協
力
要
請
（
大
夫
間
で
の
自
己
側
へ
の
取
り
込

み
）
：
邑
（
事
例
15
）

・
自
己
に
有
利
な
判
定
の
獲
得
：
自
己
の
娘
（
事
例
18
）、
女

の
楽
人
（
事
例
20
）

こ
れ
ら
の
事
例
を
先
の
外
交
的
意
味
を
持
つ
対
他
国
の
賂
の
事

例
と
比
較
し
て
ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、
事
例
4
・
18
・
20
で
は
、

賂
を
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
目
的
、
さ
ら
に
贈
ら

れ
た
賂
自
体
が
と
も
に
「
国
」
で
は
な
く
「
個
人
」
に
帰
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
贈
る
側
は
自
己
の
利
益
を
求
め
、
贈

ら
れ
る
側
も
賂
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
個
人
的
利
益
を
得

て
い
る
の
で
あ
る
。
事
例
12
・
15
も
他
の
三
例
に
比
べ
れ
ば
個
人

的
問
題
で
は
な
く
一
国
内
の
政
治
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
賂

と
し
て
の
邑
は
贈
ら
れ
た
大
夫
個
人
に
帰
し
て
い
る
点
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

51
（

。
す
な
わ
ち
、
外
交
の
場
で
展
開
さ
れ
る
賂

に
比
べ
、
目
的
も
贈
ら
れ
た
財
の
帰
着
先
も
、
と
も
に
個
人
的
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
今
日
の
我
々
の
考
え
る
賄
賂
に
近

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一
七
）　
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贈
与
が
賄
賂
に
陥
ら
ず
、
古
き
良
き
慣
習
と
し
て
ど
の
よ
う
な

場
合
に
許
さ
れ
る
か
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
も
大
き
な

問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
加
藤
氏
の
研
究
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
と

く
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
四
世
紀
の
イ
ス

ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
、
権
力
を
も
っ
た
人
々
に
対
す
る
贈
物
は

国
庫
に
引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
で
、
受
領
者
た
ち
の
私
的
財
産
と
な

る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
大
多
数
の
法
学
者
や
裁
判
官
に

見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
氏
は
こ
う
し
た
意
見
の
背
景
を
、

贈
与
が
た
と
え
賄
賂
と
し
て
現
象
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

贈
ら
れ
た
財
が
個
人
の
私
的
財
産
に
な
る
の
で
は
な
く
、
国
庫
、

つ
ま
り
ム
ス
リ
ム
共
同
体
の
使
用
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
賄
賂
で
あ
っ
て
も
賄
賂
の
本
来
の
意
味
を
な
し
得
な
か
っ

た
は
ず
だ
か
ら
、
と
考
察
さ
れ
て
い
る）

52
（

。
こ
れ
を
参
考
に
す
る
な

ら
ば
、『
左
伝
』
に
同
じ
く
「
賂
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
行
為
に

も
、
外
交
の
場
と
国
内
の
個
人
間
の
場
と
で
は
、
贈
ら
れ
て
い
る

「
も
の
」
は
共
通
で
あ
り
な
が
ら
、
贈
ら
れ
た
「
も
の
」
に
よ
る

利
益
を
享
受
す
る
者
が
、
国
か
個
人
か
と
い
う
相
違
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
国
内
の
賂
と
分
類

し
た
こ
の
五
例
の
時
代
は
僖
公
三
十
年
（
前
六
三
〇
年
）・
襄
公

二
三
年
（
前
五
五
〇
年
）・
襄
公
三
十
年
（
前
五
四
三
年
）・
昭
公

十
四
年
（
前
五
二
八
年
）・
昭
公
二
八
年
（
前
五
一
四
年
）
と
比

較
的
春
秋
後
半
が
多
い
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
個

人
が
主
体
の
賂
は
春
秋
後
半
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
は

一
概
に
言
え
な
い
。
本
稿
で
は
贈
ら
れ
た
も
の
が
明
ら
か
な
場
合

の
み
に
考
察
を
絞
っ
た
た
め
に
『
左
伝
』
中
の
「
賂
」
の
す
べ
て

の
記
事
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
晋
の
驪
姫
が
自
分

の
息
子
を
太
子
に
し
よ
う
と
二
人
の
大
夫
に
賂
し
て
、
大
子
申
生

を
は
じ
め
と
す
る
他
の
公
子
を
都
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
時
の
献
公

に
進
言
さ
せ
た
と
い
う
有
名
な
例
（
荘
公
二
八
年
・
前
六
六
六

年
）
を
は
じ
め
、
一
国
内
の
個
人
間
で
行
な
わ
れ
た
賂
の
例
も
ま

た
、
春
秋
時
代
の
早
い
時
期
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五　

結
び
に
代
え
て

本
稿
は
、
始
め
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
春
秋
時
代
の
外
交
、
さ

ら
に
は
個
人
間
に
お
い
て
も
不
断
に
行
わ
れ
、
多
く
の
場
合
そ
れ

に
よ
っ
て
「
贈
る
側
の
意
図
の
実
現
」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て

い
た
こ
の
「
賂
」
と
い
う
行
為
が
、
な
ぜ
こ
の
時
代
に
有
効
に
機

能
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
贈
る
側
と
受
け
取
る
側
の
心
理
、

さ
ら
に
そ
こ
で
贈
ら
れ
て
い
る
「
も
の
」
を
含
め
た
シ
ス
テ
ム
と

し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、

こ
の
設
定
し
た
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
通
し
が
得
ら
れ
た

の
か
、
ま
と
め
て
み
た
い
。

（
一
八
）　
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い
ま
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
賂
も
含
め
た
贈
与
と
い
う
行
為

が
人
と
人
、
集
団
と
集
団
を
つ
な
ぐ
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
は

時
代
や
地
域
を
問
わ
ず
普
遍
的
で
あ
る
が
、
春
秋
時
代
の
中
国
に

お
い
て
も
「
賂
」
は
存
在
し
て
い
た
。
た
だ
、
春
秋
時
代
の
賂
に

は
、
同
じ
く
「
賂
」
と
表
現
さ
れ
な
が
ら
、
後
世
の
賄
賂
と
み
な

さ
れ
る
「
賂
」
の
ほ
か
に
、「
諸
侯
共
同
体
」
を
構
成
し
て
い
た

国
々
間
に
国
の
存
続
を
脅
か
す
危
険
や
ト
ラ
ブ
ル
が
出
来
し
た
時

に
、
国
を
存
続
さ
せ
、
ひ
い
て
は
「
諸
侯
共
同
体
」
自
体
を
維
持

す
る
た
め
に
贈
る
側
・
受
け
る
側
双
方
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
「
賂
」
と
い
う
、
い
わ
ば
二
種
類
の
「
賂
」
が
存
在
し
機
能

し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

春
秋
時
代
ま
で
の
諸
国
に
と
っ
て
、
賂
と
い
う
国
家
間
の
シ
ス
テ

ム
は
、
自
国
と
諸
侯
共
同
体
と
い
う
世
界
の
維
持
の
た
め
に
、
道

徳
的
批
評
と
は
次
元
を
異
に
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
小
倉
氏
が
、『
左
伝
』
が
対
象
と
し
て
い
る
春
秋
時

代
の
「
賂
」
自
体
は
、
道
徳
批
評
以
前
の
慣
行
、
と
書
い
て
お
ら

れ
る
の
は）
53
（

、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
を
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。賂

が
贈
与
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
個
人
間
に
お
い
て
行
な
わ

れ
る
こ
と
も
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
個
人
間
の
何
か
を
期
待

し
て
の
贈
与
で
は
、
賂
を
贈
っ
た
こ
と
に
よ
る
利
益
、
受
け
た

「
も
の
」
の
利
益
が
個
人
に
帰
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
こ
う

し
た
場
合
に
は
同
じ
「
賂
」
と
表
現
さ
れ
て
い
て
も
社
会
維
持
シ

ス
テ
ム
と
し
て
の
賂
と
は
別
の
も
の
、
す
な
わ
ち
今
日
の
概
念
で

い
う
賄
賂
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
社
会
維
持
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
賂

も
、
今
日
言
う
と
こ
ろ
の
賄
賂
も
、
と
も
に
贈
与
の
意
味
で
区
別

な
く
「
賂
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
の
古
代
的
状
況
こ
そ
が
、

「
社
会
の
維
持
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
賂
」
と
い
う
春
秋
的
行
為
を

「
贈
与
」
と
い
う
原
点
に
戻
っ
て
考
え
る
際
の
鍵
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

二
節
で
見
た
よ
う
に
、
贈
与
と
い
う
行
為
は
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
贈
ら
れ
た
側
に
心
理
的
強
制
、
つ
ま
り
「
お
返
し
」
と
い
う
心

理
が
強
制
的
に
働
く
も
の
で
あ
る
。
個
人
間
で
の
贈
与
が
賄
賂
と

な
り
う
る
の
も
、
こ
の
「
お
返
し
」
の
心
理
的
強
制
が
受
け
手
に

あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
国
を
存
続
さ
せ
、「
諸
侯
共
同
体
」
を
維

持
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
賂
の
場
合
、
こ
の
「
お
返
し
」
こ
そ

が
、「
降
伏
の
受
け
入
れ
」
で
あ
っ
た
り
、「
攻
撃
の
中
止
」
で

あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
「
新
君
の
承
認
」
と
い
っ
た
形
と
な
っ
た
。

個
人
間
で
の
賂
も
外
交
の
場
で
の
賂
で
も
、「
お
返
し
」
の
強
制

が
と
も
に
そ
の
根
底
に
共
通
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

後
者
の
場
合
、
そ
の
「
お
返
し
」
を
促
し
た
も
の
こ
そ
が
、
実
は

（
一
九
）　
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祖
先
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
個
人
間
で
の
贈
与
と
異

な
る
、
こ
の
時
代
こ
そ
の
特
性
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
降
伏
儀

礼
の
記
事
で
顕
著
で
あ
る
。

昭
公
四
年
に
頼
が
楚
に
降
伏
し
た
と
き
、
頼
子
が
両
手
を
前
で

縛
り
、
口
に
壁
を
く
わ
え
、
士
が
肩
脱
ぎ
を
し
て
棺
を
担
い
で
従

う
と
い
う
姿
で
楚
の
霊
王
に
対
面
し
た
際
、「
成
王
許
に
克
ち
し

に
、
許
の
僖
公
是
の
如
し
。
王
親
し
く
其
の
縛
を
釈
き
、
其
の
璧

を
受
け
、
其
の
櫬
を
焚
く
、
と
。
王
之
に
従
ふ
。」
と
あ
る
よ
う

に
、
霊
王
は
大
夫
椒
挙
の
言
に
従
い
、
祖
先
の
成
王
に
な
ら
っ
て

こ
れ
を
許
し
て
い
る
。
当
時
祖
先
に
倣
う
こ
と
が
行
為
に
意
味
を

持
た
せ
、
行
為
を
有
効
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
前
に
拙

稿
で
も
指
摘
し
た
が）

54
（

、
さ
ら
に
鄭
の
楚
に
対
す
る
降
伏
の
場
で
は
、

鄭
伯
は
「
若
し
前
の
好
を
恵
顧
し
、
福
を
厲
・
宣
・
桓
・
武
に
徼も

と

む
れ
ば
、
其
の
社
稷
を
泯ほ
ろ
ぼさ
ず
、
改
め
て
君
に
事
へ
し
め
、
九
県

に
夷
し
か
ら
し
む
る
は
君
の
恵
な
り
、
孤
の
願
い
な
れ
ど
、
敢
て

望
む
所
に
非
ざ
る
り
。」（
宣
公
十
二
年
）
と
、
鄭
の
祖
で
あ
る
周

の
厲
王
・
宣
王
・
鄭
の
桓
公
・
武
公
の
た
め
に
福
を
求
め
る
な
ら

ば
国
を
存
続
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
さ
に

当
時
の
国
が
現
世
の
人
間
だ
け
で
は
な
く
祖
先
神
と
と
も
に
構
成

さ
れ
て
い
た
と
い
う
高
木
智
見
氏
の
論
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ

る）
55
（

。
当
時
の
国
が
こ
の
よ
う
に
祖
先
と
現
世
の
人
間
か
ら
構
成
さ

れ
、
祖
先
に
倣
う
こ
と
で
君
の
行
為
が
有
効
化
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、
賂
を
贈
っ
て
き
た
他
国
の
要
求
を
聞
き
入
れ
る
こ
と

（
す
な
わ
ち
賂
に
対
す
る
「
お
返
し
」）
の
裏
に
は
、
こ
れ
ま
で
国

の
存
続
を
つ
な
ぎ
、
高
木
氏
の
「
神
・
人
共
同
体
」
の
考
え
に
従

え
ば
現
在
も
国
の
一
員
で
あ
る
祖
先
の
存
在
を
意
識
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
祖
先
は
国
の
存
続
・
諸
侯
共

同
体
の
維
持
に
資
す
る
「
赦
し
」・「
要
求
の
聞
き
入
れ
」
と
い
う

「
お
返
し
」
を
、
時
の
諸
侯
に
促
す
強
制
力
と
し
て
機
能
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
社
会
の
維
持
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
賂
」
の
大
き
な

構
成
要
素
で
あ
り
、
お
返
し
の
強
制
を
促
し
た
祖
先
が
、
盟
や
聘

礼
な
ど
現
実
の
政
治
・
外
交
的
場
か
ら
消
え
て
行
く
に
つ
れ
、
春

秋
と
い
う
時
代
を
特
色
付
け
た
「
諸
侯
共
同
体
」
も
消
滅
し
て
い

く
。
さ
ら
に
そ
れ
は
そ
の
共
同
体
を
前
提
と
し
て
機
能
し
て
い
た

「
社
会
の
維
持
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
賂
」
の
消
滅
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
反
面
、
賂
と
記
録
さ
れ
る
贈
与
行
為
は
賄

賂
的
色
彩
を
強
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ム
社
会

で
は
十
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
、
贈
ら
れ
た
財
が
国
家
（
ム
ス
リ
ム
共

同
体
）
に
帰
す
る
の
か
、
個
人
に
帰
す
る
の
か
が
そ
の
贈
与
が
許

さ
れ
る
の
か
否
か
の
新
し
い
道
徳
基
準
と
し
て
出
て
来
た
こ
と
は

先
に
見
た
が
、
も
の
を
贈
ら
れ
た
側
は
「
お
返
し
」
を
す
る
こ
と

（
二
〇
）　



春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

二
一

に
よ
っ
て
心
理
的
負
債
か
ら
解
放
さ
れ
て
対
等
の
立
場
を
獲
得
す

る
。
そ
の
お
返
し
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
の
享
受
者
が

「
国
」「
共
同
体
」「
祖
先
」
か
ら
「
個
人
」
に
変
わ
る
時
、
そ
れ

ま
で
道
徳
規
範
と
無
縁
で
社
会
の
連
結
・
維
持
シ
ス
テ
ム
と
し
て

機
能
し
て
き
た
賂
と
い
う
贈
与
行
為
は
、
新
た
な
道
徳
と
い
う
批

判
的
視
線
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（1
）　

賂
と
は
『
説
文
』
に
「
賂
と
は
遺
な
り
」
と
あ
る
。
さ
ら
に

『
左
伝
』
荘
公
二
八
年
の
条
に
「
之
を
責せ

む
る
に
王
命
を
以
て
し
、

賂
を
取
り
て
還
る
」
と
あ
る
ご
と
く
、
贈
ら
れ
る
物
品
自
体
が

「
賂
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
2
）　

小
倉
芳
彦
「『
左
伝
』
に
お
け
る
賂
に
つ
い
て
」（『
中
国
古
代

政
治
思
想
研
究
―
『
左
伝
』
研
究
ノ
ー
ト
』
青
木
書
店
、
一
九
七

〇
年
。
の
ち
『
小
倉
芳
彦
著
作
選
Ⅲ　

春
秋
左
氏
伝
研
究
』
論
創

社
、
二
〇
〇
三
年
、
に
再
録
。）

（
3
）　

小
倉
芳
彦
「
中
国
古
代
の
質
―
そ
の
機
能
の
変
化
を
中
心
と
し

て
―
」（『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
―
『
左
伝
』
研
究
ノ
ー
ト
』

青
木
書
店
、
一
九
七
〇
年
。
の
ち
『
小
倉
芳
彦
著
作
選
Ⅲ　

春
秋

左
氏
伝
研
究
』
論
創
社
、
二
〇
〇
三
年
、
に
再
録
。）

（
4
）　

注
（
2
）
論
文
で
小
倉
氏
は
、
賂
の
使
用
目
的
や
、
文
献
上

「
賂
」
と
ほ
ぼ
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
貨
」
に
つ
い
て
明
ら
か

に
さ
れ
、
さ
ら
に
「
賂
」
に
対
す
る
批
判
記
事
は
『
左
伝
』
の
重

層
的
成
立
事
情
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
小

倉
氏
は
、
注
（
3
）
論
文
で
質
が
、
春
秋
中
期
ま
で
と
戦
国
の

「
質
」
と
で
は
、
儀
礼
的
意
味
か
ら
戦
略
的
色
彩
へ
、
さ
ら
に
戦
国

で
は
臣
下
の
服
従
を
強
制
し
確
保
す
る
た
め
の
手
段
を
も
含
む
と
、

そ
の
果
た
す
機
能
に
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
小
倉
「
中
国
古
代
の
質
―
そ
の
機
能
の
変
化
を
中
心
と
し
て
―
」

一
一
七
〜
一
一
八
頁
。）

（
5
）　

齋
藤
道
子
「
祖
先
と
時
間
―
宗
廟
・
祭
器
に
込
め
ら
れ
た
春
秋

時
代
の
時
間
観
念
―
」（『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
七
七
輯
、
二

〇
〇
二
年
）

（
6
）　

阿
部
謹
也
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
近
世
に
お
け
る
身
分
差
別
―
宗
教

と
世
俗
の
間
」（
同
氏
著
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
宇
宙
観
』
講
談
社

学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
）
一
五
三
頁
。

（
7
）　

阿
部
謹
也　

注
（
6
）
論
文
、
一
五
四
頁
。

（
8
）　

加
藤
哲
実
「
贈
与
と
賄
賂
―
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
習
俗

と
法
―
」（『
明
治
大
学　

法
律
論
叢
』
六
七
巻
二･

三
号
、
一
九

九
五
年
）
三
六
〇
頁
。

（
9
）　

Ｍ
・
モ
ー
ス
著
、
吉
田
禎
吾
・
江
川
純
一
訳
『
贈
与
論
』（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
一
二
頁
。

（
10
）　

佐
原
康
夫
『
漢
代
都
市
機
構
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇

二
年
）
五
四
六
頁
。
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
関
し
て
加
藤
哲

実
氏
も
、
贈
り
物
を
受
け
た
人
は
そ
れ
へ
の
お
返
し
を
す
る
べ
く

心
理
的
強
制
を
受
け
る
、
と
指
摘
さ
れ
、
贈
与
と
は
互
酬
性
を
伴

う
有
償
の
行
為
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
加
藤
、
注

（
8
）
論
文
、
三
六
〇
頁
）。

（
11
）　

加
藤
哲
実　

注
（
8
）
論
文
、
三
六
〇
頁
。

（
12
）　

例
え
ば
「
楚
の
公
子
申
右
司
馬
と
為
り
、
多
く
小
国
の
賂
を
受

（
二
一
）　
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け
、
以
て
子
重
、
子
辛
に
偪
る
。
楚
人
之
を
殺
す
。」（『
左
伝
』
襄

公
二
年
）
の
よ
う
に
「
賂
」
字
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
贈

る
側
が
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ
て
贈
っ
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も

文
章
上
か
ら
は
明
確
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
例
外
的
と
い
っ
て

よ
い
。

（
13
）　
『
左
伝
』
は
そ
の
成
立
に
関
し
て
多
く
の
問
題
を
有
す
る
書
物

で
は
あ
る
が
、
小
倉
氏
が
『
左
伝
』
の
記
事
を
そ
の
成
立
時
期
・

内
容
に
よ
っ
て
三
分
類
さ
れ
て
、「
Ⅰ
」
に
区
分
さ
れ
た
部
分
は
何

ら
か
の
根
拠
あ
る
史
伝
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
春
秋
時
代
の
歴
史
事
実
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
利
用
可
能
と

考
え
る
。（
小
倉
芳
彦
「『
左
伝
』
に
お
け
る
覇
と
徳
―
「
徳
」
概

念
の
形
成
と
展
開
―
」『
中
国
古
代
政
治
思
想
研
究
―
『
左
伝
』
研

究
ノ
ー
ト
』
青
木
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
七
五
頁
。
本
稿
は
、
の

ち
『
小
倉
芳
彦
著
作
選
Ⅲ　

春
秋
左
氏
伝
研
究
』
論
創
社
、
二
〇

〇
三
年
、
に
再
録
。）

（
14
）　

五
九
例
の
中
に
は
、
宋
の
華
父
督
に
よ
る
複
数
国
へ
の
賂
（
桓

公
二
年
）
や
、
晋
の
夷
吾
に
よ
る
秦
へ
の
賂
（
僖
公
九
・
十
年
）

な
ど
、
同
一
案
件
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
15
）　

賂
と
し
て
の
「
も
の
」
が
記
さ
れ
て
い
る
記
事
は
二
四
例
あ
る

が
、
こ
の
う
ち
荘
公
十
四
年
の
「
官
職
」
と
昭
公
二
六
年
の
「
天

下
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仮
定
も
し
く
は
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

実
際
に
起
こ
っ
た
事
例
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
例
は

考
察
の
対
象
と
し
て
は
数
え
て
い
な
い
。

（
16
）　

小
倉
芳
彦　

注
（
3
）
論
文
、
九
六
頁
。

（
17
）　
「
卿
の
身
分
」
は
表
の
事
例
4
（
僖
公
三
十
年
）・
事
例
22
（
哀

公
二
七
年
）。「
当
事
者
の
娘
」
は
事
例
18
（
昭
公
一
四
年
）。

（
18
）　

以
下
本
稿
で
事
例
に
関
し
て
数
字
の
み
を
挙
げ
る
場
合
に
は
、

表
の
事
例
の
番
号
を
示
す
。

（
19
）　

こ
の
13
の
場
合
、
原
文
は
「
晋
侯
に
賂
す
る
に
宗
器
、
楽
器
を

以
て
す
。」
で
あ
り
、
こ
の
文
に
杜
預
は
「
宗
器
、
祭
祀
の
器
な
り
。

楽
器
、
鐘
磬
の
属
な
り
。」
と
注
し
て
お
り
、
こ
こ
に
見
え
る
楽
器

が
宗
廟
の
祭
器
か
否
か
は
判
定
し
に
く
い
。
本
稿
で
は
8
の
「
襄

鐘
」（「
鄭
の
襄
公
廟
の
鐘
」
と
解
す
る
楊
伯
峻
の
注
に
従
う
）
の

よ
う
に
明
ら
か
に
宗
廟
の
祭
器
と
特
定
さ
れ
な
い
場
合
の
楽
器
は

「
宗
廟
の
祭
器
」
に
は
入
れ
な
い
。

（
20
）　

陳
槃
『
春
秋
大
事
表
列
国
爵
姓
及
存
滅
表
譔
異
』
冊
二
、

「
郜
」
の
条
。

（
21
）　

陳
槃　

注
（
20
）
書
、
冊
二
、「
紀
」
の
条
。

（
22
）　

陳
槃　

注
（
20
）
書
、
冊
七
、「
甲
父
」
の
条
。

（
23
）　

楊
伯
峻
『
春
秋
左
伝
注
（
修
訂
本
）』
全
四
冊
（
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
）。
本
稿
で
の
楊
伯
峻
注
は
こ
の
書
に
拠
る
。

（
24
）　

成
公
九
年
・
十
年
の
『
左
伝
』
に
よ
れ
ば
、
鄭
で
は
成
公
の
晋

へ
の
拘
留
中
に
公
子
繻
と
公
子
髡
頑
が
即
位
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
い
ず
れ
も
晋
を
刺
激
し
て
成
公
を
帰
国
さ
せ
る
策
の
一
環
で

あ
っ
た
。

（
25
）　

他
国
の
宗
器
を
賂
と
す
る
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
拙

稿
で
、
自
国
が
捕
ら
え
た
捕
虜
を
強
国
に
贈
る
と
同
様
に
、
自
国

の
宗
器
の
ほ
う
が
重
い
と
は
い
え
他
国
の
も
の
で
あ
っ
て
も
宗
器

を
贈
る
こ
と
で
自
国
を
相
手
国
の
下
位
に
お
い
て
縦
の
序
列
を
作

る
機
能
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。（「
春

秋
時
代
に
お
け
る
統
治
権
と
宗
廟
」
伊
藤
清
司
先
生
退
官
記
念
論

文
集
編
集
委
員
会
編
『
中
国
の
歴
史
と
民
俗
』
第
一
書
房
、
一
九

（
二
二
）　



春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

二
三

九
一
年
。
二
四
九
〜
二
五
〇
頁
）
し
か
し
後
述
す
る
『
左
伝
』
定

公
四
年
に
見
え
る
周
に
よ
る
封
建
の
際
に
、
他
国
の
楽
器
や
旧
国

の
弓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
概
に
そ
の
意
味

を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
26
）　

僖
公
二
八
年
の
宋
の
場
合
、
宋
か
ら
賂
を
受
け
た
斉
・
秦
の
楚

へ
の
働
き
か
け
自
体
は
楚
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
賂
自
体

が
斉
・
秦
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
楚
を
軍
事
的
に
破
る
晋
の
も
く

ろ
み
に
た
っ
て
楚
が
そ
れ
を
拒
否
す
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
た

も
の
で
、
最
終
結
果
は
宋
の
意
に
叶
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
27
）　

田
土
と
邑
の
関
係
に
つ
い
て
小
野
澤
精
一
氏
は
、
土
地
は
農
業

生
産
手
段
の
田
（
土
田
）
と
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
を
ま
か
な
わ
れ

る
支
配
者
の
居
住
区
域
の
邑
か
ら
成
り
立
ち
、
田
は
経
済
力
、
邑

は
武
力
を
担
当
し
た
。
さ
ら
に
「
室
」
経
済
の
主
要
構
成
部
分
は

邑
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
。（「
左
伝
に
見
え
る
「
室
」
の
意
味
と
春

秋
時
代
の
財
産
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
十
集
、
一
九
五
八
年
、
五

一
頁
）

（
28
）　
『
国
語
』
晋
語
二
に
も
こ
の
話
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
秦
の
穆

公
に
河
外
の
列
城
五
が
贈
ら
れ
た
ほ
か
に
、
穆
公
の
使
い
の
公
子

に
も
黄
金
四
十
鎰
と
白
玉
の
珩
六
雙
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

（
29
）　

襄
公
二
九
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
宋
の
司
城
子
罕
は
鄭
か
ら
の

亡
命
者
四
人
の
う
ち
、
司
臣
は
勝
れ
た
人
物
と
し
て
魯
の
季
武
子

に
託
し
て
鄭
に
返
さ
な
か
っ
た
と
あ
る
。

（
30
）　

春
秋
期
の
国
々
の
同
質
性
と
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
小
倉
氏
も
、

当
時
の
国
際
関
係
と
は
各
「
国
」
を
代
表
す
る
「
族
」
と
「
族
」

と
の
関
係
で
あ
り
、
弱
国
の
宗
祀
存
続
を
重
視
す
る
原
則
が
あ
っ

た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
倉
、
注
（
3
）
論
文
、
一
一
八
頁
）。

（
31
）　

高
木
智
見
氏
は
「
春
秋
時
代
の
聘
礼
に
つ
い
て
」（『
東
洋
史
研

究
』
四
七
巻
四
号
、
一
九
八
九
年
）
や
「
春
秋
時
代
の
神
・
人
共

同
体
に
つ
い
て
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
五
号
、
一
九
九
〇

年
）
な
ど
一
連
の
研
究
に
お
い
て
、
春
秋
時
代
の
社
会
各
層
共
通

の
性
質
を
「
神
・
人
共
同
体
」
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
32
）　

江
村
知
朗
氏
は
「
春
秋
時
代
の
「
国
際
」
秩
序
に
つ
い
て
―
そ

の
原
理
と
始
祖
伝
説
―
」（『
集
刊
東
洋
学
』
八
七
号
、
二
〇
〇
二

年
）
で
春
秋
時
代
の
諸
国
を
規
定
し
て
い
た
原
理
は
、
互
い
の

「
始
祖
相
互
承
認
の
原
則
」
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　

齋
藤
道
子
「
中
国
先
秦
時
代
の
門
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
春
秋
時

代
を
中
心
に
―
」（『
東
海
史
学
』
四
八
号
、
二
〇
一
四
年
）
一
四

六
頁
。

（
34
）　

小
倉
氏
は
、
賂
と
し
て
贈
ら
れ
る
も
の
で
は
宗
廟
の
宝
器
が
最

も
重
い
と
、
賂
と
し
て
の
「
も
の
」
に
序
列
が
と
も
な
っ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
倉
、
注
（
3
）
論
文
、
九
六
頁
）

が
、
こ
こ
で
の
考
察
か
ら
も
ま
さ
に
宗
器
（
宗
廟
の
祭
器
）
が
最

も
危
機
的
な
場
面
に
お
い
て
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

（
35
）　

原
中
国
に
お
い
て
祖
先
の
個
性
が
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
高
木
智
見
氏
が
『
先
秦
の
社
会
と
思
想
』（
創
文
社
、
二
〇

〇
一
年
）
の
一
二
八
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
書
で
は
、

「
原
中
国
」
と
は
、
夏
・
殷
・
西
周
・
春
秋
時
代
を
指
し
て
い
る
。

（
36
）　

齋
藤
道
子　

注
（
5
）
論
文
、
三
一
頁
。
さ
ら
に
別
の
拙
稿
で

も
、
賂
と
な
る
宗
廟
祭
器
を
祖
先
の
霊
の
拠
り
代
、
或
い
は
祖
先

の
象
徴
と
述
べ
た
（
齋
藤
道
子　

注
（
25
）
論
文
、
二
四
九
頁
）。

（
37
）　

齋
藤
道
子　

注
（
5
）
論
文
、
三
三
頁
。

（
38
）　
『
左
伝
』
僖
公
六
年
で
は
、
許
男
の
こ
の
降
伏
に
対
し
、
楚
の

（
二
三
）　



二
四

史　
　
　

学　

第
八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
二
分
冊
）

大
夫
逢
伯
が
殷
の
微
子
啓
が
こ
の
許
男
と
同
じ
姿
で
周
の
武
王
に

降
伏
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
微
子
啓
が
こ
う
し
た
か
否

か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
も
こ
う
し
た
姿
で
降
伏
す
る
の

は
か
な
り
昔
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
39
）　

齋
藤
道
子
「
春
秋
時
代
の
支
配
権
と
時
間
」（『
東
海
大
学
紀
要

文
学
部
』
六
六
輯
、
一
九
九
六
年
）
八
一
頁
。

（
40
）　
「
面
縛
」
を
僖
公
六
年
の
杜
注
、
さ
ら
に
小
倉
芳
彦
氏
（『
春
秋

左
氏
伝　

上
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
二
〇
〇
頁
）
も
「
後

ろ
手
に
縛
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、「
前
で
縛
る
」
と
解
す
る
。

同
年
の
楊
伯
峻
の
注
も
、
殷
墟
出
土
の
女
人
俑
で
、
両
手
を
前
で

縛
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
41
）　

晁
福
林
『
先
秦
社
会
形
態
研
究
』（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
）
五
九
八
〜
五
九
九
頁
。
氏
は
こ
こ
に
見
え
る
「
銜

璧
」
に
対
す
る
、
死
者
の
口
に
含
ま
せ
る
「
含
玉
」
と
す
る
楊
伯

峻
注
と
、
こ
の
壁
を
杜
注
と
同
じ
く
「
贄
」
と
す
る
楊
寛
氏
の
説

を
挙
げ
、
楊
寛
氏
の
説
を
是
と
し
、
こ
れ
は
勝
利
者
に
対
し
て
質

を
受
け
て
臣
と
す
る
寛
大
な
処
置
を
願
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る

（
同
書
、
五
九
八
頁
の
注
①
）。
さ
ら
に
氏
は
、
宣
公
十
二
年
の
鄭

伯
が
牽
い
た
羊
も
贄
と
解
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
五
九
九
頁
）。

（
42
）　

Ｍ
・
モ
ー
ス
・
Ｈ
・
ユ
ベ
ー
ル
、
小
関
藤
一
郎
訳
『
供
犠
』

（
叢
書
・
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
一
一
九
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八

三
年
）

（
43
）　

モ
ー
ス
・
ユ
ベ
ー
ル　

注
（
42
）
書
、
一
〇
七
〜
一
一
〇
頁
。

（
44
）　

新
君
を
誕
生
さ
せ
る
型
板
た
る
始
祖
を
賂
と
し
て
差
し
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
支
配
権
そ
の
も
の
の
委
譲
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
完
全
な
自
己
犠
牲
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

（
45
）　

襄
公
二
五
年
の
陳
を
含
む
特
異
な
姿
の
国
君
の
五
例
が
す
べ
て

赦
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
以
前
の
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
と

お
り
で
あ
る
。（
注
（
39
）
論
文
、
八
一
頁
）。

（
46
）　

小
野
澤
精
一　

注
（
27
）
論
文
、
四
一
・
五
二
頁
。

（
47
）　

小
野
澤
精
一　

注
（
27
）
論
文
、
三
九
頁
。

（
48
）　

定
公
四
年
の
本
文
に
は
た
だ
「
闕
鞏
」
と
だ
け
あ
る
が
、
楊
伯

峻
は
こ
の
闕
鞏
は
国
名
で
昭
公
十
五
年
に
見
え
る
「
闕
鞏
の
甲
」

を
さ
す
と
解
し
て
い
る
。

（
49
）　

小
野
澤
精
一　

注
（
27
）
論
文
、
五
〇
頁
。

（
50
）　

降
伏
儀
礼
の
場
面
の
事
例
14
で
、
喪
服
を
つ
け
て
社
を
懐
い
た

陳
侯
に
対
し
、
鄭
は
「
司
徒
民
を
致
し
、
司
馬
節
を
致
し
、
司
空

地
を
致
し
、
乃
ち
還
る
。」（
襄
公
二
五
年
）
と
あ
り
、
陳
が
民
・

軍
を
動
か
す
節
・
土
地
と
、
国
の
基
本
要
素
す
べ
て
を
鄭
に
差
し

出
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
51
）　

外
交
の
場
で
行
な
わ
れ
る
賂
の
場
合
、
贈
ら
れ
る
側
が

「（
魯
）
公
」（
桓
公
二
年
）
の
よ
う
に
国
君
の
場
合
、
あ
る
い
は

「
晋
人
（
こ
の
場
合
は
郤
克
）」（
成
公
二
年
）
の
よ
う
に
将
な
ど
特

定
の
個
人
が
推
測
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
し
か
し
い
ず
れ
の
場

合
も
こ
れ
ら
賂
が
彼
ら
個
人
に
私
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
た

だ
事
例
9
の
、
莱
か
ら
馬
牛
各
百
頭
の
賂
を
受
け
て
霊
公
に
撤
兵

を
勧
め
た
斉
の
夙
沙
衛
の
場
合
は
文
意
か
ら
し
て
賂
を
夙
沙
衛
が

私
し
た
可
能
性
は
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
他
国
へ
の
賂
の
事
例
22
の

場
合
は
、
卿
の
身
分
と
い
う
賂
を
申
し
出
ら
れ
た
そ
の
受
け
手
が

捕
虜
に
な
っ
た
個
人
と
い
う
点
で
、
他
国
へ
の
賂
の
事
例
に
含
ま

れ
る
も
の
の
、
外
交
的
な
意
味
を
持
つ
他
の
事
例
と
は
異
な
る
こ

（
二
四
）　



春
秋
時
代
の
賂
に
つ
い
て

二
五

と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
国
内
で
の
賂
の
事
例
に
近

い
と
い
え
る
。

（
52
）　

加
藤
哲
実　

注
（
8
）
論
文
、
三
七
八
頁
。

（
53
）　

小
倉
芳
彦　

注
（
2
）
論
文
、
九
一
頁
。

（
54
）　

齋
藤
道
子　

注
（
5
）
論
文
。

（
55
）　

高
木
智
見　

注
（
31
）「
春
秋
時
代
の
神
・
人
共
同
体
に
つ
い

て
」。

（
二
五
）　


