
宋
学
の
尊
王
攘
夷
思
想
と
そ
の

H
本
へ
の
影
響

き
役
割
で
あ
っ
た
。

（二

0
一
五
年
七
月
四
日
人
文
学
会
第
一
―
一

回
大
会
）

『詩』

の
小
雅
六
月
篇
と
そ
れ
に
続
く
采
芭
篇
は
、
周
の
宣
王

の
北
伐
と
南
征
と
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
両
詩
以
下
は

小
雅
の
な
か
で
も
変
小
雅
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
理
由
は
六
月
篇
の
序
に
よ
る
と
、

「
小
雅
が
す
ぺ
て
廃
れ
、
四
夷
が
か
わ
る
が
わ
る
侵
略
し
て

き
て
中
国
は
衰
え
た
（
小
雅
尽
廃
、
則
四
夷
交
侵
、
中
国
微
癸
）
」
か
ら
で
あ
る
。
宣
王
は
先
代
の
属
王
が
悪
政
を
布
い
て
追
放
さ
れ
所
謂

「
共
和
」
の
時
期
を
経
て
即
位
し
、
周
の
権
威
復
興
に
務
め
た
。
そ
の
象
徴
的
事
績
と
し
て
、
北
方
の
戎
秋
と
南
方
の
蛮
夷
と
を
征
伐
し
、

王

の
威
信
を
示
し
た
。
こ
れ
を
讃
え
た
の
が

『
詩
』

の
二
篇
な
の
で
あ
る
。
朱
照
も
『
詩
集
伝
』
で
、

「先
王
が
戎
秋
を
治
め
る
や
り
か
た
は
こ

の
よ
う
で
あ
っ
た
（
先
王
治
戎
秋
之
法
如
此
）
」
と
評
す
る
。
夷
秋
を
伐
ち
攘
い
中
国
の
民
を
護
る
こ
と
は
、
天
命
を
受
け
た
王
が
果
た
す
べ

宣
王
の
後
を
継
い
だ
幽
王
は
都
を
申
国
と
犬
戎
の
軍
に
攻
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
た
め
、

子
の
平
王
が
洛
陽
に
東
遷
し
て
所
謂
春
秋
時
代
が
始

小

島

毅
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一に
言
う
。
「
覇
者
と
は
、
諸
侯
を
ま
と
め
、
夷
秋
を
攘
い
、

ま
る

(
B
C
.7
7
0
)

。
た
だ
し
、
孔
子
が
筆
削
し
て
成
書
し
た
と
さ
れ
る

『
春
秋
』
は
、
平
王
治
世
の
終
盤
に
あ
た
る
年
、
魯
国
の
隠
公
元
年
か

春
秋
時
代
は
周
王
の
権
威
が
ま
す
ま
す
衰
え
、
周
囲
の
夷
秋
が
中
華
を
侵
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
。
南
方
の
強
国
と
し
て
、

が
、
や
が
て
呉
や
越
が
力
を
蓄
え
、
中
原
に
進
出
し
て
来
る
。
か
く
し
て
、
王
に
代
わ
っ
て
夷
秋
を
攘
う
役
割
を
担
う
諸
侯
が
現
れ
る
。
そ
れ

『論
語
』
憲
問
篇
第
十
六
章
は
、
孔
子
が
斉
の
桓
公
と
晋
の
文
公
を
比
較
し
、
前
者
の
ほ
う
が
人
格
的
に
優
れ
て
い
た
と
評
し
て
い
る
。
朱

黒
の

『論
語
集
注
』
は

「二
公
は
い
ず
れ
も
諸
侯
の
盟
主
と
し
て
、
夷
秋
を
攘
っ
て
周
の
王
室
を
尊
ん
だ
者
で
あ
る
（
二
公
皆
諸
侯
盟
主
、
攘

夷
秋
以
尊
周
室
者
也
）
」
と
す
る
。
ま
た
、
同
じ
篇
の
第
十
八
章
、
管
仲
を
仁
者
と
評
し
た
章
で
は
、

「周
の
王
室
を
尊
び
、
夷
秋
を
攘
っ
た
の

（
尊
周
室
攘
夷
秋
、
皆
所
以
正
天
下
也
）
」
と
述
べ
、
管
仲
が
桓
公
を
善
祁
し
て
尊
王
と

(
l
)
 

攘
夷
を
実
現
し
た
こ
と
を
讃
え
て
い
る
。
（
厳
密
に
は
、
孔
子
が
そ
の
よ
う
に
讃
え
た
文
言
で
あ
る
と
、
朱
燦
は
解
釈
し
て
い
る
。
）

こ
う
し
た
思
想
・
見
解
は
、
も
ち
ろ
ん
宋
代
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
春
秋
学
は
、
孔
子
が
周
王
の
威
信
が
衰
え
て
中
国
の
礼
秩
序
が

崩
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
嘆
き
、
過
去
の
人
物
た
ち
に
筆
誅
を
加
え
る
た
め
に
、
魯
の
年
代
記
二
百
四
十
二
年
間
の
記
録
を
添
削
し
た
の
が

『
春

秋
』
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
大
前
提
に
成
立
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
楚
や
呉
の
君
主
は
実
際
に
は
王
を
僭
称
し
て
い
た
の
だ
が
、
経
文
で
は

「
子
」
と
い
う
低
い
爵
位
で
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
華
夷
の
間
の
名
分
秩
序
を
守
り
、
周
王
が
与
え
た
封
爵
を
尊
重
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し

た
と
解
釈
す
る
た
ぐ
い
で
あ
る
。
経
文
が
明
確
に
そ
う
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
孔
子
の
意
図
は
華
夷
の
区
別
に
あ
る
と

し
て
、
実
力
あ
る
諸
侯
（
覇
）
が
周
王
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
実
現
す
る
行
為
を
是
認
し
た
。

宋
学
に
お
い
て
も
こ
の
考
え
方
が
継
承
さ
れ
る
。
趙
沈
の

『春
秋
属
辞
』
巻

王
室
を
難
ぷ
こ
と
を
、
そ
の
定
義
と
す
る
（
夫
伯
者
、
以
合
諸
侯
、
撰
夷
秋
、
尊
王
室
、
為
名
義
者
也
）」。

こ
の
定
義
に
よ
る
な
ら
ば
、

は
、
ど
ち
ら
も
天
下
を
正
し
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た

が
覇
（
「伯
」
と
も
）

で
あ
っ
た
。

ら
始
ま
っ
て
い
る

(B
C
.7
2
2
)

。

然、

は
じ
め
は
楚
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夷
秋
は
覇
者
た
り
え
な
い
。
「
『
春
秋
』
で
楚
の
君
主
を
（
王
号
で
は
な
く
）
爵
位
で

（「
子
」
と
だ
け
）
呼
ぶ
の
は
、

で
あ
る
と
記
録
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
世
の
学
者
は
、

な
ん
と
五
覇

（
に
楚
を
数
え
る
）
と
い
う
説
に
よ
っ
て

『春
秋
』
の
主

(
2
)
 

旨
を
乱
し
て
い
る
。
け
し
か
ら
ん
こ
と
で
あ
る
（
春
秋
於
楚
君
書
爵
、
終
始
志
夷
秋
之
彊
而
巳
。
後
世
学
者
、
乃
以
五
伯
之
説
、
乱
春
秋
之
旨
、

(
3
)
 

可
乎
）
」。

楚
は
元
来
夷
秋
で
あ
っ
た
。
し
か
も
勝
手
に
王
を
名
乗
っ
て
い
る
。
そ
の
国
を
覇
者
に
数
え
る
こ
と
は
語
義
矛
盾
で
あ
り
、
孔
子
の

趙
沈
は
元
末
の
人
で
、

一
貫
し
て
夷
秋
の
強
者

そ
の
意
味
で
は

「夷
秋
」
が
中
国
を
支
配
す
る
な
か
で
生
き
て
い
た
。
た
だ
、
元
代
に
お
い
て
は
、

の
ち
に
清
朝
が

お
こ
な
っ
た
よ
う
な
禁
書
や
文
字
の
獄
の
よ
う
な
強
圧
的
な
言
論
統
制
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
代
に
、
攘
夷
を
掲
げ
る
朱
子
学
が
む
し
ろ
体

制
教
学
と
し
て
確
立
し
て
い
く
。
以
下
、

そ
こ
に
至
る
経
緯
を
宋
初
に
立
ち
戻
っ
て
時
間
に
沿
っ
て
概
観
し
て
い
こ
う
。

(4
)
 

宋
学
に
お
け
る
尊
王
攘
夷
思
想
の
さ
き
が
け
と
さ
れ
る
の
が
、
孫
復

『春
秋
難
王
発
微
』
で
あ
る
。
孫
復
は
、
お
そ
ら
く
公
羊
学
の
三
世
説

(5
)
 

を
意
識
し
て
、
中
国
と
夷
秋
と
の
関
係
か
ら
春
秋
時
代
を
三
つ
に
区
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、
儘
公
四
年
の
、
斉
桓
公
が
中
国
の
諸
侯
を
率
い
て

楚
と
戦
い
、
召
陵
で
会
盟
す
る
に
至
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、

「
は
じ
め
て
夷
秋
を
攘
い
中
国
を
救
う
功
業
が
達
成
さ
れ
た

文
の
爵
位
表
記
で
は
斉
侯
）
が
覇
者
と
し
て
尊
王
攘
夷
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
が
、
こ
の
時
だ
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

（
攘
夷
秋
救
中
国
之

功
、
始
著
也
）」

と
評
す
る
。
楚
が
南
方
の
強
大
な
勢
力
と
し
て
登
場
し
、
威
信
を
す
で
に
喪
失
し
て
い
た
周
王
に
代
わ
っ
て
斉
公
（
春
秋
経

そ
れ
か
ら
百
年
余
、
魯
襄
公
は
楚
に
随
従
し
て
伺
候
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
孫
復
は
経
文
の

「如
（
ゆ
く
）
」
を
事
実
上
は

「朝
」
で

(
6
)
 

あ
る
と
解
釈
す
る
。

公
が
楚
に
朝
貢
し
た
の
は
、
斉
桓
公
や
晋
文
公
は
す
で
に
世
を
去
り
、
夷
秋
か

H
々
に
盛
ん
と
な
り
中
国
が
日
々
に
衰
微
し
た
た
め
、
公

は
強
大
な
夷
秋
の
と
こ
ろ
に
遠
路
出
向
い
て
朝
貢
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

意
図
に
反
す
る
と
い
う
の
だ
。
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公
朝
楚
者
、
桓
文
既
死
、
夷
秋
日
熾
、
中
国
日
微
、
故
公
遠
朝
強
夷
也

楚
に
伺
候
し
た
襄
公
は
そ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
楚
に
滞
在
す
る
。
ち
ょ
う
ど
十
二
月
に
楚
康
王
が
没
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
葬
儀
参
列
ま
で
帰

(7
)
 

国
を
見
合
わ
せ
た
も
の
と
推
量
て
き
る
。
そ
の
た
め
、
襄
公
は
楚
で
年
を
越
し
た
。
そ
の
こ
と
を
、
経
文
は

「二
十
有
九
年
春
王
正
月
、
公
在

楚
、
夏
五
月
公
至
自
楚
」
と
記
す
。
こ
の
件
は
す
で
に
公
羊
学
で
襄
公
か
夷
秋
に
長
逗
留
し
た
こ
と
を
特
記
し
た
も
の
と
解
し
て
い
た
。
孫
復

は
十

一
月
か
ら
五
月
ま
で
襄
公
の
楚
滞
在
が
七
ヶ
月
に
及
ん
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
期
間
を
述
べ
た
う
え
で
、
夷
秋
に
あ
る
こ
と
は
他
の
中
国
諸

襄
公
の
時
に
、
楚
の
強
盛
さ
に
圧
せ
ら
れ
て
魯
は
こ
れ
に
屈
服
し
た
。
夷
秋
が
中
国
を
本
格
的
に
侵
掠
す
る
時
期
に
は
い
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
公
四
年
の
申
の
会
に
つ
い
て
、
襄
公
二
十
八
年
の
上
掲
条
と
同
じ
く
覇
者
不
在
の
状
況
を
指
摘
し
て
、

「
こ
れ
以
降
、
天
下

・
中
国
の
政
事

は
す
ぺ
て
夷
秋
が
交
代
で
取
り
仕
切
る
よ
う
に
な
っ
た
（
自
是
天
下
之
政
、
中
国
之
事
、
皆
夷
秋
迭
制
之
）
」
と
述
べ
る
。
「
迭
制
」
と
は
、

そ

の
後
、
楚
に
代
わ
っ
て
哀
公
の
時
に
台
頭
し
て
き
た
呉
や
越
の
こ
と
を
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
孫
復
は
哀
公
十
年
に
魯
が
呉
に
従
っ
て
斉

を
伐
っ
た
こ
と
や
、
哀
公
十
三
年
の
黄
池
の
会
（
呉
か
覇
者
と
し
て
振
る
舞
っ
た
会
盟
）
の
箇
所
で
も
、
同
様
の
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

楚
の
存
在
を
意
識
し
て
、
中
国
と
夷
秋
と
の
関
係
か
ら
春
秋
二
百
四
十
二
年
間
を
回
顧
し
、
尊
王
の
実
践
が
衰
え
ゆ
く
過
程
を
描
こ
う
と
し

た
の
が
、
孔
子
の
筆
削
の
意
図
だ
っ
た
。
そ
う
孫
復
は
解
釈
し
、

侯
の
と
こ
ろ
に
長
期
滞
在
す
る
よ
り
も
悪
い
こ
と
た
と
す
る
。

そ
こ
に
春
秋
の
大
義
を
見
る
。
そ
の
た
め
、
中
国
諸
侯
の
行
為
も
こ
れ
に
反

す
る
場
合
は
夷
秋
と
み
な
さ
れ
る
。
と
い
う
か
、
孔
子
が
そ
の
よ
う
に
扱
っ
た
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
成
公
三
年
の

「鄭
伐
許
」
条
で
は
、

公
羊
伝
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
鄭
を
夷
秋
と
し
て
扱
っ
た
文
言
だ
と
し
、
そ
れ
は
鄭
襄
公
が

「中
華
に
そ
む
い
て
夷
秋
に
つ
き
（
背
華
即
夷）
」
、

楚
に
お
も
ね
っ
て
同
年
中
に
二
度
も
許
を
伐
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。

（
襄
公
二
十
八
年

「十
有

一
月
公
如
楚
」
条）
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孫
復
は
慶
暦

三
先
生
の

一
人
と
し
て
胡
援
•
石
介
と
並
び
称
さ
れ
る
。
『
宋
元
学
案

」
で
は
胡
援
と
そ
の
門
弟
た
ち
を
扱
う

「安
定
学
案
」

に
続
く
、
巻
二
「
泰
山
学
案
」
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
全
祖
望
が
作
成
し
た
子
弟
関
係
の
系
図
に
よ
れ
ば
、
石
介
を
筆
頭
に
文
彦
博
（
司
馬
光

と
並
ぶ
旧
法
党
の
大
物
）
．
劉
牧
（
河
図
洛
書
の
易
学
で
著
名
）

．
苑
純
仁
（
ザ
氾
仲
滝
の
子
）

．
呂
希
哲
（
呂
夷
簡
の
孫
、
呂
公
著
の
子
）
ら
が

孫
復
の
門
弟
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
末
席
に
朱
長
文
と
い
う
人
物
が
い
る
。

『宋
史
』
巻
四
四
四

「文
苑
六
」
に
載
る
伝
に
よ
る
と
、
朱
長
文
は
二
十
歳
未
満
（
未
冠
）

で
進
士
に
な
っ
た
も
の
の
足
を
い
た
め
て
出
仕

で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
故
郷
蘇
州
で
著
述
に
い
そ
し
み
、

「六
経
す
べ
て
に
つ
い
て
自
説
を
述
べ
た
文
章
が
あ
る
（
六
経
皆
有
耕
説
）
」。

巻

二
0
二
「
藤
文

一」

に
は
彼
の
著
作
と
し
て

『春
秋
通
志
』
二
十
巻
が
挙
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、

『宋
史
』
は
孫
復
と
の
師
弟
関
係
に
触
れ
て

『
宋
元
学
案
』

巻
二
の
本
文
で
は
朱
長
文
に
つ
い
て

「孫
復
か
ら
春
秋
学
を
学
び
、

『春
秋
尊
王
発
微
』
の
奥
義
を
窮
め
て
、

『
通
志
』
二
十

巻
を
著
し
た

（
従
泰
山
学
春
秋
、
得
発
微
深
旨
、
作
通
志
二
十
巻
）
」
と
い
う
。
朱
勢
尊
『
経
義
考
』
巻

一
八

一
は
こ
の
書
を
取
り
上
げ
て

「侠
」
と
し
て
お
り
、
と
い
う
こ
と
は
黄
百
家

・
全
祖
望
が
『
宋
元
学
案
』
の
補
綴
を
し
て
い
た
こ
ろ
に
は
本
文
は
失
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

た
だ
、
朱
蛉
尊
は
そ
の
自
序
を
引
用
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の

8
付
は
紹
聖
元
年
正
月
、
す
な
わ
ち

一
0
九
四
年
。
元
祐
年
間
の
旧
法
党
政
権
期

が
終
わ
っ
て
哲
宗
の
親
政
が
始
ま
り
、
新
法
党
が
政
権
復
帰
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
自
序
で
は
、
王
安
石
政
権
下
で
春
秋
が
経
学
か
ら
は
ず
さ

れ
た
こ
と
に
朱
長
文
が
批
判
的
で
、
師
の
孫
復
を
受
け
継
ぎ
蘇
州
で
地
道
に
研
鑽
を
積
ん
で
い
た
こ
と
、
元
祐
年
間
に
開
封
に
呼
び
出
さ
れ
て

久
し
く
絶
学
状
態
に
あ
っ
た
春
秋
の
復
典
に
努
め
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
朱
勢
尊
は
続
け
て
朱
長
文
の
従
子
の
朱
栓
が
こ
の
書
を
朝
廷

に
進
呈
し
た
際
の
表
を
掲
載
し
て
い
る
。（
付
記
さ
れ
た
王
応
麟
『
玉
海
』
か
ら
の
引
用
に
よ
る
と
淳
熙
十
四
年
、

こ
と
。）

す
な
わ
ち

――

八
七
年
の

そ
こ
で
は
春
秋
の
趣
旨
を

「中
国
を
尊
ん
で
夷
秋
を
賎
し
む
だ
け
で
は
な
く
、
天
子
を
尊
ん
で
諸
侯
を
抑
え
よ
う
と
も
し
て
い
た

（非
独
貴
中
国
而
賤
夷
秋
、
又
将
尊
天
子
而
抑
諸
侯
）
」
と
述
べ
る
。
あ
る
い
は

『春
秋
通
志
』
本
文
に
あ
っ
た
表
現
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が

ヽ`
ょ、

。

t
t
t
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そ
し
て
、

『宋
元
学
案
』
巻
二
で
は
朱
長
文
の
門
弟
と
し
て
た
だ
ひ
と
り
胡
安
国
を
挙
げ
て
い
る
。
巻
三
四
の

「武
夷
学
案
」
冒
頭
の
系
譜
表

の
胡
安
国
の
箇
所
に
は
、
広
く
知
ら
れ
た

「二
程
私
淑
」
に
先
立
っ
て
朱
長
文
の
門
人
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
当
然

そ
う
な
る
わ
け
だ
が
「
泰
山
再
伝
」
（泰
山
は
孫
復
の
号
）
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
伝
の
本
文
で
は
朱
長
文
と
の
関
係
に
言
及
し
な
い
が
、
こ
の

関
係
は
子
の
胡
寅
が
書
い
た

「先
公
行
状
」
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
胡
安
国
と
い
え
ば
春
秋
胡
伝
と
俗
称
さ
れ
る
注
解
に
よ
っ

て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
書
が
明
代
に
公
定
解
釈
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
宋
代
に
お
け
る
春
秋
注
解
の
代
表
作
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

胡
伝
は
、

た
と
え
ば
桓
公
五
年

「鄭
伯
逃
帰
不
盟
」
の
条
で
、
「
春
秋
は
名
分
を
い
い
周
王
を
尊
ん
で
、
大
義
を
主
旨
と
す
る

分
尊
天
王
、
而
以
大
義
為
主
）
」
と
言
う
よ
う
に
大
義
名
分
論
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
大
義
名

分
と
い
う
四
字
熟
語
は
和
製
で
あ
る
。
胡
伝
は
関
連
す
る
事
件
が
あ
る
た
び
に

「尊
中
国
攘
夷
秋
」
の
理
想

（倍
公
二
十
三
年
）
と

「外
為
夷

秋
所
制
」
と
い
う
現
実
（
襄
公
二
十
九
年

「
公
在
楚
」
条
）
が
説
か
れ
、
尊
王
攘
夷
が
宣
揚
さ
れ
る
。

呂
大
圭
と
い
う
、
陳
淳
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
人
物
が
い
る
。

つ
ま
り
、
朱
燦
の
三
伝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
宋
元
学
案
』
巻
六
八

「
北
渓

(
8
)
 

学
案
」
に
載
る
伝
に
よ
る
と
、
彼
は
泉
州
の
人
で
、
蒲
寿
庚
が
蒙
古
に
降
っ
た
の
に
逆
ら
っ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の

『
春
秋
或
問
』
は
哀

公
十
三
年
の
黄
池
の
会
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
春
秋
道
名

楚
は
夷
で
あ
る
が
、
呉
は
も
っ
と
夷
で
あ
る
。
夷
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
中
国
に
と
っ
て
害
を
な
す
度
合
い
も
大
き
く
な
っ
た
。
（
中
略
）

聖
人
孔
子
が
魯
に
抱
い
た
希
望
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
絶
え
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
た
め
に

『春
秋
』
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
見
解

は
先
儒
の
言
い
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
き
、
後
世
の
判
断
に
委
ね
る
。

楚
夷
也
、
呉
愈
夷
也
。
愈
夷
而
愈
為
中
国
患
。
（中
略
）
聖
人
望
魯
之
意
、
至
是
絶
突
。
是
故
春
秋
於
是
終
焉
。
斯
義
也
、
先
儒
偶
未
之

孫
復
の
主
張
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

- 28 -



及
、
故
発
明
之
以
侯
知
者
。

従
来
、
春
秋
学
で
は
孔
子
が
欄
筆
し
た
の
は
哀
公
十
四
年
の
獲
麟
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
公
羊
伝
と
穀
梁
伝
の
経
文
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
呂
大
圭
は
、
む
し
ろ
そ
の
前
年
の
黄
池
の
会
こ
そ
が
、
孔
子
が
春
秋
の
記
述
を
終
え
る
理
由
だ
っ
た
と
説
い
て
い
る
。
そ

れ
は
要
す
る
に
、
孔
子
が
春
秋
筆
削
を
思
い
立
っ
た
理
由
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
聖
人
孔
子
は
、
魯
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
諸
侯
に
よ
る
尊

王

・
攘
夷
の
実
現
を
断
念
し
、
史
書
の
な
か
に
微
言
大
義
を
籠
め
る
こ
と
で
後
世
に
期
待
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
獲
麟
と
い
う
瑞
獣
出
現
を
重

視
し
て
き
た
旧
来
の
天
人
相
関
思
想
と
距
離
を
置
き
、

む
し
ろ
夷
秋
の
跛
尾
に
こ
そ
孔
子
の
嘆
き
を
見
よ
う
と
す
る
点
で
、
宋
学
の
精
神
を
象

徴
す
る
解
釈
と
い
え
よ
う
。
こ
の
見
解
は
彼
自
身
の
時
事
的
所
感
に
よ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
楚
夷
也、

呉
愈
夷
也
」

の
楚
を
女
真
（
金
）
、
呉
を
蒙
古
（
元
）
と
置
き
換
え
て
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
の
ち
彼
は
宋
が
元
に
飲
み
込
ま

れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
、
夷
秋
出
身
で
あ
っ
た
蒲
寿
庚
に
殺
さ
れ
る
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
。

呂
大
圭
と
同
じ
く
、
元
に
投
降
す
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
に
死
を
選
ん
だ
人
物
と
し
て
、
文
天
祥
が
い
る
。
彼
は
状
元

（科
挙
主
席
合
格
者
）

と
し
て
官
界
の
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
が
、
権
臣
賀
似
道
に
楯
突
い
て
地
方
に
出
さ
れ
て
い
た
。
臨
安
（
杭
州
）
に
危
機
が
迫
る
と
呼
び
戻
さ
れ
て

宰
相
と
な
り
、
元
と
の
交
渉
に
あ
た
る
。
宋
政
府
は
無
血
開
城

・
無
条
件
降
伏
の
道
を
選
ん
だ
が
、
彼
自
身
は
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に
身
を
投

じ
、
捕
え
ら
れ
て
大
都
（
北
京
）
に
護
送
さ
れ
る
。
元
世
宗
（
ク
ビ
ラ
イ
）
か
ら
臣
従
す
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
た
が
応
ぜ
ず
、
刑
死
し
た
。

彼
の

「
正
気
歌
」
は
朱
子
学
の
世
界
観
に
も
と
づ
い
て
、
天
地
の
正
気
が
煕
難
時
の
英
雄
た
ち
の
行
為
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
、

い
く
つ
も

の
事
例
を
列
記
し
て
述
べ
、

三
綱

・
道
義
の
前
に
は
生
死
は
論
ず
る
に
足
り
な
い
と
し
て
、
自
分
が
宋
へ
の
忠
節
を
貫
い
て
死
ぬ
覚
悟
を
詠
っ

た
詩
で
あ
る
。
尊
王
攘
夷
と
い
う
文
言
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
後
世
、
宋
の
皇
帝
へ
の
忠
節
を
難
王
、
元
に
屈
服
し
な
か
っ
た

(9
)
 

こ
と
を
攘
夷
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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陰
』
で
は
、

「
父
の
教
育
」
と
題
す
る

一
節
で
以
下
の
よ
う
に
述
ぺ
る
。

国
政
策
を
批
判
す
る
の
も
、
う
ぺ
な
る
か
な
で
あ
る
。

日
本
の
江
戸
時
代
、
こ
の

「
正
気
歌
」
は
広
く
読
ま
れ
、
ま
た
同
名
の
模
倣
作
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
た
。
そ
れ
は
西
洋
諸
国
の
脅
威
を
感
じ

た
人
た
ち
が
救
国
を
志
し
、

み
ず
か
ら
を
文
天
祥
の
身
に
重
ね
て
陶
酔
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

「
正
気
歌
」
の
う
ち
、
水
戸
学
者
藤

(10
)
 

田
東
湖
の
も
の
に
は
「
英
霊
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
、
靖
国
神
社
遊
就
館
に
お
い
て
靖
国
祭
神
へ
の
呼
称
の
語
源
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
は
東
湖
を
側
近
と
し
て
重
用
し
、

目
上
は
彼
の
名
に
よ
る

「
弘
道
館
記
」
に
は
、
徳
川
家
康
の
功
績
を
讃
え
る
文
脈
で
撥
乱
反
正
と
並
ん
で
尊
王
攘
夷
を
挙
げ
る
。
水
戸
の
弘
道

館
に
は
今
も
彼
が
揮
嘔
し
た

「尊
攘
」
の
二
文
字
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
弘
道
館
記
」
は
実
際
に
は
東
湖
が
書
い
た
文
章
で
、
さ
ら
に
東
湖

が
君
命
を
奉
じ
て
そ
の
解
説
文
と
し
て
執
筆
し
た
「
弘
道
館
記
述
義
」
で
は
、

「葬
王
攘
夷
」
と
い
う

一
旬
に
付
け
た
注
解
と
し
て
、
織
田
信

長

・
豊
臣
秀
吉
の
尊
王
の
実
践
を
承
け
て
徳
川
家
康
が
天
皇
の
臣
下
と
し
て
振
る
舞
っ
た
さ
ま
が
紹
介
さ
れ
る
。

リ
ス
ト
教
禁
圧
政
策
を
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
、

ペ
リ
ー
来
航
後
の
尊
王
攘
夷
論
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
名

日
本
の

「
王
」
は
あ
く
ま
で
も
天
皇
で
あ
る
と
し
、
徳
川
将
軍
に

「
日
本
国
王
」
を
自
称

さ
せ
た
事
例
（
新
井
白
石
の
朝
鮮
通
信
使
へ
の
対
応
）
を
罵
倒
す
る
。
水
戸
学
で
は
徳
川
将
軍
家
は
尊
王
を
実
践
す
べ
き
覇
者
と
し
て
捉
え
ら

れ
た
。
「
征
夷
大
将
軍
」
と
い
う
職
名
が
、
幕
府
は
攘
夷
す
る
責
任
が
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
見
解
を
正
当
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
攘
夷
を
せ

ず
に
夷
秋
に
屈
し
て
開
国
す
る
こ
と
は
覇
者
と
し
て
の
資
格
を
放
棄
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
論
理
的
に
は
な
る
。
尊
攘
派
が
幕
府
の
開

藤
田
東
湖
に
心
酔
し
て
い
た
吉
田
松
陰
に
も

「
正
気
歌
」
が
あ
る
。
松
陰
は
幼
少
時
か
ら
父
の
薫
陶
を
受
け
て
尊
攘
思
想
に
染
ま
り
、
最
後

に
江
戸
に
送
ら
れ
る
際
の
父
へ
の
別
離
詩
に
も

「
小
少
尊
攘
志
早
決
」
と
感
謝
す
る
句
が
見
え
る
。
最
近
復
刊
さ
れ
た
玖
村
久
雄
の

『
吉
田
松

四
書
五
経
の
素
読
、
頼
山
陽
の
楠
公
墓
下
の
詩
や
詠
史
類
、
菅
茶
山
の
詩
な
ど
は
こ
う
し
て
父
の
口
か
ら
兄
弟
の
耳
に
入
り
直
ち
に
口
に

つ
づ
け
て
、
家
康
に
よ
る
キ
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容
を
経
て
日
本
の
歴
史
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
の
で
あ
る
。

出
で
、

そ
う
し
て
ま
た
心
臓
に
か
え
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
注
意
す
ぺ
き
は
父
の
尊
皇
精
神
の
教
育
で
あ
る
。
（
中
略
）
後
に
も

述
ぺ
る
よ
う
に
松
陰
の
国
体
的
自
覚
は
年
齢
と
共
に
変
化
し
深
ま
っ
て
行
っ
た
が
、
而
も
そ
の
根
底
に
力
強
く
張
っ
て
居
た
思
想
の
根
は

(12
)
 

こ
の
少
年
時
代
に
受
け
た
父
の
尊
皇
的
精
神
の
教
育
で
あ
る
。

(13
)
 

「楠
公
」
は
楠
木
正
成
、
南
朝
後
醍
醐
天
皇
の
忠
臣
で
あ
る
。
彼
に
対
す
る
顕
彰
運
動
は

『太
平
記
』
を
読
む
行
為
の
な
か
で
開
始
さ
れ
、

徳
川
光
囲
が
墓
石
建
立
と

「嗚
呼
、
忠
臣
楠
子
之
墓
」
と
い
う
揮
嘔
を
し
た
こ
と
で
尊
王
思
想
を
象
徴
・
体
現
す
る
人
物
と
し
て
偶
像
化
さ
れ
、

(14
)
 

こ
の
見
解
が
頼
山
陽
ら
に
よ
っ
て
幕
末
に
は
一
般
化
し
て
い
た
。
そ
の
正
成
イ
メ
ー
ジ
は
、
朱
子
学
的
な
倫
理
・
論
理
で
潤
色
さ
れ
た
「
楠
公
」

で
あ
り

「楠
子
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
玖
村
の
評
伝
は
そ
の
刊
行
時
期
の
社
会
状
況
を
反
映
し
て
、
尊
王
思
想
を
過
剰
に
高
く
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
松
陰
が
本
質
的
に
は
尊
王
攘
夷
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
思
想
形
成
が
父
や
叔
父
に
よ
る
朱
子
学
的
知
識
の
庭
訓
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
史
実
と
し
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、

日
本
独
自
の
国
体
、
す
な
わ
ち

『
日
本
書
紀
』
に
あ

る
天
壌
無
窮
の
神
勅
に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る
万
世

一
系
の
天
皇
に
よ
る
統
治
は
、
何
を
措
い
て
も
護
持
さ
れ
る
ぺ
き
対
象
で
あ
っ
た
。
『
日
本

書
紀
』
の
創
作
自
体
が
そ
の
思
想
資
源
を
中
国
に
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
と
り
わ
け
天
壌
無
窮
の
神
勅
を
特
記

・
強
調
す
る
の
が
江
戸
時

代
に
な
っ
て
顕
著
化
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
朱
子
学
受
容
の
影
響
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
四
夷
交
侵
、
中
国
微
突
」
（
『
詩
』
六
月
篇
の
序
）

と
な
る
憫
れ
が
生
じ
る
な
か
、

王
た
る
天
皇
の
権
威

・
権
力
の
恢
復
が
図
ら
れ
る
。

「
征
夷
大
将
軍」

を
職
名
と
す
る
覇
者
が
そ
の
蹴
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
尊
王
攘
夷
論
者
た
ち
は
判
断
し
、
代
わ
っ
て
天
皇
の
直
接
の
威
光

に
よ
っ
て
国
難
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
。
宋
学
者
た
ち
が
遼
や
金
の
脅
威
を
実
感
し
つ
つ
説
い
て
い
た
政
治
理
念
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
変
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〔註
〕

(l
)

土
田
健
次
郎

r
論
語
集
注
4
」（
平
凡
社
東
洋
文
廊
八
五
八
、

二
0
一
五
年
）
の
四
六
＼
五
八
頁
を
参
照
。

(2
)

こ
こ
、
趙
幼
は

「
盟
」
字
を
内
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
楚
は
あ
く
ま
で
も
夷
秋
の
温
域
に
あ
っ
て
中
華
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
た

こ
と
に
な
ろ
う
。

(3
)

楚
の
荘
王
は
、

「
史
記
』
・
「荀
子
』
等
で
五
覇
を
列
記
す
る
場
合
に
加
わ
っ
て
い
る
。
「
漢
書
』
諸
侯
王
表
は
彼
を
外
し
て
い
る
も
の
の
、
代
わ
り
に

呉
王
夫
差
を
数
え
て
い
る
。

(
4
)

諸
橋
轍
次

『
儒
学
の
目
的
と
宋
儒
の
活
動
』
（
初
版
は
大
修
館
書
店
か
ら

一
九
二
九
年
に
刊
行。

一
九
七
五
年
に
同
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
著
作
集
第

一
巻
に
所
収
）
で
か
な
り
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
仁

『
宋
代
の
春
秋
学
ー
宋
代
士
大
夫
の
思
考
世
界
』
（
研
文
出
版
、
―

10
0七
年）

は
第

一
章
で
孫
復
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

(5
)

公
羊
学
で
は
十
二
公
を
隈

．
桓

・
荘

．

oo．
倍
、
文

・
宣

・
成

・
襄
、
昭

・
定

・
哀
に
三
区
分
す
る
。

(6
)

「
朝
」
は
君
主
が
臣
従
す
る
相
手
の
居
所
に
伺
候
す
る
こ
と
で
、

「春
秋
」
で
は
附
間
の
諸
侯
が
魯
に

「朝
」
す
る
事
例
が
数
多
く
、
こ
の
同
じ
迎
公

二
十
八
年
に
も
夏
に

「邪
子
来
朝
」
と
あ
る
。

(7
)

同
じ
く
こ
の
年
十
二
月
に
は
周
盆
王
が
崩
御
し
て
い
る
の
だ
が
、
当
然
、
魯
腹
公
は
そ
の
葬
儀
に
は
参
列
し
て
い
な
い
。
「
春
秋
』
の
日
付
に
よ
れ

ば
、
周
盆
王
の
崩
御
が
甲
寅
、
楚
康
王
の
死
去
が
乙
未
で
そ
の
四
十

一
日
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
月
に
は
閏
月
が
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

(8
)

蒲
寿
庚
は
西
ア
ジ
ア
系
ム
ス
リ
ム
海
商
出
身
だ
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
、
宋
か
ら
泉
州
の
提
挙
市
舶
司
に
任
じ
ら
れ
、
水
軍
を
掌
握
し
て
い
た
。
彼

が
元
軍
に
投
降
し
た
こ
と
で
元
は
国
際
交
易
港
泉
州
を
無
傷
で
入
手
で
き
た
。
桑
原
隙
蔵

『
蒲
寿
庚
の
事
蹟
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
五

0
九、

一
九
八

九
年
。
原
題
は
『
宋
末
の
提
挙
市
舶
西
域
人
蒲
寿
庚
の
事
蹟
」
で
、
東
亜
攻
究
会
よ
り

一
九
二
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(9
)

お
そ
ら
く
、
中
国
で
明
代
に
蒙
古
批
判
の
な
か
で
こ
う
し
た
解
釈
が
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
事
情

を
解
明
で
き
て
い
な
い
。

(10)

詳
細
は
拙
著

「増
補
硝
国
史
観
」（
ち
く
ま
学
芸
文
廊
、
二
0
一
四
年
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(11
)

「
吉
田
松
陰
全
集
』
第
七
巻
の
五

一
六
頁
に
載
る
。

(12
)

玖
村
敏
雄

「吉
田
松
陰
」（
文
春
学
芸
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー、

二
0
一
四
年
）
の
二
七
ー
ニ
九
頁
。
な
お
、
こ
の
評
伝
の
初
出
は

一
九
三
六
年
で
あ
る
。
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(13
)
『
太
平
記
」
が
そ
の
後
の
政
治
思
想
に
対
し
て
持
っ
た
意
味
に
つ
い
て
、
若
尾
政
希

『「
太
平
記
読
み
」
の
時
代
近
世
政
治
思
想
史
の
構
想
』

（
平凡
社
、

一
九
九
九
年
）、
兵
藤
裕
己

『
太
平
記

〈よ
み

〉
の
可
能
性
—
|
＇

歴
史
と
い
う
物
語

』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
0
0
五
年
。

初
出
は

一
九

九
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(14)

頼
山
陽
の

『
日
本
外
史
』
は

『
春
秋
左
氏
伝
』
の
内
容

・
文
体
を
模
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
春
秋
学
に
つ
い

て
は
今
後
慎
重
に
検
討
し
て
い
き
た

い
が
、
左
伝
が
文
章
の
規
範
と
し

て
盛
行
し
て
い
た
こ
と
、
科
挙
と
の
連
動
性
が
な
い
た
め
胡
伝
な
ど
宋
学
系
の
書
物
が
あ
ま
り
学
ば
れ
な
か

っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。
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