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( 1 ) 韓非子 喩老 篇の 所 謂輩邦之法 に つ い て

｢

韓
非
子

喩
老
篇
に

つ

ぎ
の

よ

う
な

孫
叔
敦
の

説

話
が

つ

た

え

ら

れ

て

い

る
｡

楚
の

荘
王

､

既
に

晋
に

河

薙
に

勝
ち

､

蘇
り
て

孫
叔
数
を

箕

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

す
､

孫
叔
敦

､

漠
間
之
地

の

沙
石
之
虚
せ

請
う

､

楚
邦
之

法
､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

線
臣
は

再
世
に

し
て

地
を

収
め

ら

る
｡

唯
孫
叔
数
の

み

濁
り

在

り
｡

此

れ
､

其
の

封
を
以

て

収
め

ら

れ

ぎ

り

し

は
､

瘡
な
れ

ば

也
｡

故
に

九

世
に

し

て

祀

絶
え

ず
｡

故
に

日

く
『

善
く

建
つ

れ

ば

抜
け

ず
､

善
く

抱
け
ば

睨
せ

ず
､

子

孫
､

其
の

祭
祀
を

以
.
て

､

や

せ
々

較
ま

ず
』

と
｡

孫
叔
敦
の

謂
也

｡

■

こ

の

説
話
と

､

同

系
統
の

説
話
は

､

後
述
す
る

様
に

､

太

平
御
覚

一

五

九
1

及
び

史
記

滑
稽
列
侍
正

義
所
引
の

呂
氏
春
秋
の

外
､

港

南
子
人

間
訓
に

も

停
え

ら
れ

て

い

る
｡

こ

こ

で

問
題
と

し
て

攻
上

檜

.

淵

龍

夫

げ
る

の

は
､

そ
こ

に

記
さ

れ

て

い

る
､

｢

線
臣
は

､

再

優
に

し
て

地

を

収
め

ら
る
+

と
い

う

楚
邦
之

法
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

春
秋

時
代
の

強
国

､

･
斉

､

晋
､

楚
､

秦
の

諸
国
は

､

そ

の

中
期

噴
か

ら

潮
く

､

や

が

て

戦
国
時
代
に

成
立

す
る

専
制
君
主

権
力
の

形
成
の

方

向
に

む
か

っ

て
､

共
通
の

過
渡
的
な

動
き
を

示
し

は

じ

め

る

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
一

方
､

そ
の

共

通
の

動
き
の

と

る

具

債
的
な

形
態
は

､

そ

れ

ぞ

れ

の

園
の

地

方
的

､

歴
史
的
な

固
有
な

條
件
に

制
約
さ

れ

て
､

必

ず
し

も
一

棟
で

は

な
い

｡

殊
に

左

博
そ

の

他
に

比

較
的
豊

富
に

史
料
が

輿
え

ら
れ

て

い

る
､

晋
と

楚
の

両

国
は

､

.
種
々

な

鮎
で

相

異
っ

た

そ

れ

ぞ
れ

の
ロ

ー

カ

ル

な

特
色
を

も
つ

も

の

と

し

て
､

私

達
の

目
に

映

ず
る

｡

晋
の

政
治
樺
カ
を

に

ぎ

る

支
配
氏
族
集
園
は

､

文
公
以

降
は

､

公
を

中
心

と
し

て
､

先

∂

氏
､

欒
氏

､

韓
氏

､

遊
民

､

貌
氏

､

苑
氏

､

苛
氏
等
の

主
と

し
て

兵

朗

†

■■.り

.ノ

よ

ト

･い

■√
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毒
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姓
の

諸
民

族
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ
､

公

と

近
い

血

縁
関
係
に

あ

る

公
族

勢
力
が

映
如
し

て

い

た

こ

と

を
､

そ

の

重

要
な

特
色

と

す
る

｡

こ

れ

は
､

戯
公
の

と

き
の

威
戎
の

乱

-
そ

れ

は

公

子
群
の

数
の

多
い

こ

と

に

起
因
し

た

-
-
に

こ

り
て

､

文

公
は

一

族
の

カ

を

去

っ

て
､

こ

れ

ら

異
姓
の

世

族
の

有
能
な
る

者
を

自
己
の

股

肱

と

す

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

晋
の

政

治
権
力
の

統
一

強
化
を

は

か

り
､

そ

の

後
も

群
公
子
に

は

権
力
を

輿
え

な
い

方

針
が

､

晋
の

内

政
の

一

つ

の

方

向
と

な
っ

た

た

め
で

あ

る
｡

そ
の

た

め
､

晋
の

政

治
権
力

の

中
核
を

な

す
､

三

軍
の

婿
･

佐
､

す
な
わ

ち

六

人
の

卿
は

､

こ

れ

ら
の

世

族
が

代
る

代
る

そ
の

地

位
に

つ

い

て
､

次

第
に

そ

の

勢

力
を

強
大

化
し

､

や

が

て

は
､

公
の

地

位
は

名

目

化

し
て

行
っ

て
､

晋
は

､

韓
､

貌
､

避
の

三

族
に

よ

っ

て
､

分
割
さ

れ

る

に

至
る

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

る

支

配
氏

族
集
圃

は
､

的
な

構
成
を

し

め

す
｡

こ

か

ら

出
た

王

旋
が

､

こ

れ

に

対
し

て
､

楚
の

政

治

権
力
を
に

ぎ

晋
の

場
合
と

は
､

臭
っ

た

き

わ

め
て

封
照

そ
こ

で

は
､

楚
の

王

室
の

王

子
､

及
び

そ

楚
の

支
配

氏
族
集
囲

を

構
成
す
る

｡

楚
の

政
治
権
力
の

中

核
を

な

す
､

命
中

､

司

馬
､

英
数
等
の

顕
職
は

､

楚
の

王

室
か

ら

出
た

王

族
で

あ

る
一
闘
氏

､

.
成
氏

､

蘇
氏

､

屈
氏

等

の

世

族
及
び

諸
王

子
に

よ

っ

七

代
る

代
る

占
め

ら
れ

て

い

る
｡

そ

こ

で

は
､

王

室
を

中
心

と

す
る

氏
族
制
的
紐
帯
は

強
固
で

あ

り
､

こ

れ

ら
､

王

子
､

王

族
よ

り

な
る

楚
の

支
配
氏

族
集
囲
は

､

王

を

出
】

L

∂

中
心

と
し

て
､

膿
制
と

し
て

は

容
易
に

分
解
を

示

さ

ず
､

王

権
は

､

他
の

諸

侯
園
に

比
べ

れ

ば
､

よ

り

安
定
し

た

膿
制
を

保
ち
な

が

ら

春
秋
末
か

ら

戦
国
時
代
へ

と
つ

づ

い

て

行
く
の

で

あ

る
｡

そ

の

支

配
氏

族

集
圃
が

､

王

族
か

ら

出
た

同

姓
世

族
に

ょ
っ

て

構
成
さ

れ

る

と
い

う
こ

と

は
､

楚
の

特
例
で

は
､

も

ち

ろ

ん
､

な
い

｡

そ

の

様
な

宗
法
的
｢

封
建
+

は
､

魯
､

鄭
､

宋
等
の

東
方
の

諸
侯
圃
で

は

共
通
に

見
ら

れ

る

現

象
で

あ

る
｡

し
か

し
､

注
意
す
べ

き
こ

と

は
､

そ

れ

ら
の

場
合
に

は
､

例
え

ば

魯
の

三

桓
氏
の

例
に

明

ら
か

な

よ

う
に

､

公
族
か

ら

出
た

同

姓
世

族
は

や

が

て

公
室
に

迫
る

強

大
な

力

を

も

ち
､

改

植
は

全
ぐ

世

族
の

手
に

に

ぎ

ら
れ

て
､

公
は

単
に

虚
器
を

擁
し
て

国
外

に

流
浪

す
る

､

と
い

う
よ

う
な

危
機
に

嘗
面
す
る

の

で

あ
る

が
､

楚
の

場
合
に

は
､

春
秋

時
代
を

通
じ

て
､

そ

の

よ

う
な

危
機
は

表
面

化
せ

ず
王

樺
は

僚
制
と

し

て

は

常
に

こ

れ

ら

同

姓
世

族
の

上

に

立
っ

て

安
定

性
を

維
持
し

て
.

い

る

と
い

う
.

こ

と
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

､

楚
に

お

け

る

王

権
の

安
定

性
は

､

何
に

も

と
づ

ぺ
の

で

あ

ろ

う
か

｡

人
々

は
､

た

だ

ち
に

､

春
秋
時
代
の

楚
に

お

け
る

麻
の

出
現
に

､

そ

の

説

明

を

求
め

る

か

も

知
れ

な
い

｡

し
か

し

な
が

ら
､

春
秋

時
代
の

麻
は

､

こ

れ

を

詳
細
に

検
討
す
る

と
､
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( 3 ) 韓非子喩 老 篇 の 所 謂楚邦 之 法に つ い て

(

l
)

私
が

す
で

に

前
稿
で

示

七

た

よ

う
に

､

戦
国
以

降
の

郡
嬢
制
の

保

と

は

必

ず
し

も

同
一

性.

格
の

も
の

と

は

考
え

ら
れ

な
い

さ

ま

ざ

ま

な

過

渡
的
性
格
を

も
つ

も
の

で

あ
っ

て
､

殊
に

は
､

願
を

管
領
す

る

世

族
の

民
族
的
勢
力
は

倫
つ

よ

く
､

そ

こ

に

は

封
邑

i
封
員

と
い

う
こ

と

ば
で

一

般
に

表
現

さ

れ

て

い

る

政

治

的
社
食
的
関
係

(

2
)

そ

れ

白
鰻
の

再
吟
味
が

箕
は

重

要
な
の

で

あ

る

が

-
と

明

確
に

は

国
別

出
来
な
い

一

面
を

も
､

そ

れ

は

含
ん

で

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

こ

と

は
､

程
度
の

差
こ

そ

あ
れ

､

基
本

的
に

は
､

春
秋

時
代

の

楚
の

麟
に

つ

い

て

も
､

い

い

得
る

の

で

あ

る
｡

楚
の

願
を

管
領

す
る

牒
公
は

､

そ
の

殆
ん

ど
が

､

王

子

及
び

王

室
か

ち

出
た

同

姓

世
族
で

あ
っ

て
､

彼
等
の

基

盤
に

あ

る

氏
族
制
的
俸
統
は

未
だ

破

砕
さ

れ

て

い

な
い

の

で

あ
る

｡

楚
の

牌
と

晋
の

願
と

の

相

違
を

指

(

3
)

摘
し
た

顧
嶺
剛
の

研
究
が

あ

る

が
､

少

く
と

も
､

そ

の

相

違
を

指

摘
す
る

た

め

に
.
彼
が

挙
げ
た

史
料
に

関
す
る

限

り
で

は
､

彼
の

解

繹
に

従
い

難
い

こ

と
は

､

前
稿
で

詳
述

し

た

通

り
で

あ
っ

て
､

そ

こ

で

も

明

示

し

た

よ

う
に

､

彼
の

場
合
に

は
､

そ

の

相

違
を

指
摘

す
る

そ

の

比

較
の

規
準
の

立
て

方
に

､

根
本

的
な

疑
義
が

あ
っ

た

(

4
)

の

で

あ

る
｡

麟
が

､

俄
図
案
漠
時

代
の

牒
の

よ

う
に

､

君
主
の

直

轄
.
支

配

地
と

し
て

､

専

制
君

主
権
力
の

基
盤

と
し

て

役
立
つ

た

め

に

は
､

何
よ

り
も

先

ず
､

願
を

管
領
す
る

世

族
の

氏
族

制
的
カ
を

打
破
し
て

､

そ

れ

を

君

主
の

意
の

ま
1

に

動
く
全

く
の

官
僚
と

化

す
こ

と

が

必

要
で

あ

り
､

そ

こ

に

は
､

単
に

政
治

覿
織
の

面
に

お

け

る

ば

か

り
で

な

く
､

社
食
組
織
の

面
に

お

け
る

重

要
な

欒
改
が

必

要
と

さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

そ

の

様
な

社
食
組
織
分
解
の

端
緒
的
な

傾
向
は

､

殊
に

は

そ

の

下

屠
社

食
に

お

い

て
､

春

秋
中

期
以

降
見
ら

れ

る

の

で

は

あ
る

が
､

園
内
の

有
力

世

族
に

封
す
る

そ

の

様
な

欒
革
は

､

戦
国
期
に

入
っ

て
､

秦
に

お

け
る

商
軟
の

欒

法
や

､

楚
に

お

け

る

共

起
の

改
革
や

､

そ
の

他
の

国
々

に

お

け
る

改

革
が

､

世
族
側
か

ら
の

強
い

抵
抗
に

直
面

し

な
が

ら
､

企

囲

し

た

こ

と

な
の

で

あ

る
｡

そ

し

て

又
､

そ

の

様
な

金
団
を

連

行
し

て

行
く
た

め
に

は
､

君

主
の

側
に

､

保
と

は

別

個
に

､

よ

り

直

接
的

な

経
済
的
基

盤
が

あ

ら
か

じ

め

用

意

さ

れ

ね

ば

な

ら
な

か
っ

た
､

(

5
)

こ

と

も

別

稿
で

詳
述
し

た

と
こ

ろ
で

あ
る

｡

楚
の

燥
は

､

す
で

に

早

く

も

春
秋

中

期
以

前
か

ら

患
わ

れ

て

来
る

｡

し

か

も

春
秋

時
代

の

楚
は

､

東
方

諸
国
の

中
で

も
､

殊
に

氏

族
制
の

強
固
な

基

盤
を

保

持
し
っ

づ

け
て

い

る

国
で

あ

る

こ

と

は
､

前

述

の

通
り

で

あ

る
｡

春

秋

時
代
の

解
を

､

戦
国
以

降
の

願
と

無
媒
介
的
に

同
一

成

す
る

観
念
を

も
っ

て
､

楚
に

お

け
る

早

期
の

願
の

出
現

を

指
摘
す

る

こ

と
だ

け
で

は
､

春
秋

時
代
の

楚
の

王

権
の

安
定
性
を

十

分
に

説
明

す
る

こ

と

は

出
来
な
い

の

で

あ
る

｡

∂J ∂
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こ

こ

で

問
題
と

な

る

の

が
､

冒
頭
に

記
し

た
､

層
非
子

喩

老

篇

に

見
え

る

｢

楚
邦
の

法
+

で

偽
る

｡

｢

線
臣
は

再
世
に

し

て

地

を

収
め

ら
る
+

と
い

う
こ

の

楚
圃
の

法
は

､

楚
の

荘
王
の

と

き
の

令

争
で

あ
っ

た

孫
叔
数
の

説

話
の

中
に

記
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

春
秋
時
代
の

願
を

､

戦
国
以

降
の

麻
と

同
一

視
す
る

従
来
の

通
説

の

様
に

解
す
る

場
合
に

は
､

こ

の

史
料
は

､

春
秋

時
代
の

楚
に

お

け
る

麻
の

出
現
と

相
関
達
し
て

､

楚
の

王

権
の

安
定

性
を

説

明

す

る

絶
好
な

史
料
と

考
え

ら

れ

る

か

も

知
れ

な
い

｡

そ

れ

は
､

君

樺

強
化
の

た
め

の

世
族
抑
歴

政

策
と

考
え

ら
れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

事

箕
ま

た
､

こ

の

楚
邦
の

法
を

､

そ

の

様
に

解
す
る

見
解
も

あ
る

の

で

あ
る

｡

果
し

て
､

そ

う
で

あ

ろ

う
か

｡

私
は

､

こ

こ

で
､

こ

の

楚
邦
の

法
の

意
味
す
る

と
こ

ろ

を
､

十
分
検
討
し

て

見
る

こ

と
に

し

ょ

う
｡

検
討
は

､

二

つ

の

側
面
か

ら

な
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
｡

一

つ

は
､

こ

の

韓
非
子

喩
老
篇
の

孫
叔
敦
の

説
話
が

､

果
し

て
､

春
秋
時
代
の

楚
の

賓
状
を

俸
え
る

信
接
す
ぺ

き

史
料
と

し
て

利
用
出
来
る

か

ど

う
か

と
い

う
､

云

わ

ば

史
料
批
判
に

よ

る

吟
味

で

あ

り
､

一

つ

は
､

春
秋

時
代
の

楚
の

賓
際
の

歴
史
の

分
析
の

中

か

ら
､

こ

の

よ

う
な

｢

楚
邦
の

法
+

の

意
味
す
る

よ

う
な

何
等
か

の

具
髄
的
な

関
係
が

見
出
せ

る

か

ど

う
か

､

見
出
せ

る

と

し

た

ら
､

■
そ
れ

は

ど
の

様
な

歴
史
的
意
味
を

も
つ

も
の

と

し
て

解
帝
す
べ

き

か
､

と
い

う
鮎
か

ら

す
る

､

い

わ

ば

内

容
的
槍
甜
で

あ

る
｡

私
の

畑
-

∂

主
た

る

関
心

は
､

後
者
よ

り

す
る

ア

プ

ロ

ー

チ

に

あ

る

の

で

あ

る

が
､

本
稿
で

は
､

順
序
と

し

て

第
一

の

史
料
批
判
に

よ

る

吟

味
か

ら

始
め

る

こ

と
に

す
る

｡

り
拙
稿

｢

先

秦
時
代
に

お

け

る

封
建
と

郡

蘇
+

､

一

橋
大

畢
研
究
年
報

､

経
済
畢

研
究
Ⅱ

､

一

九
五

八
｡

わ
前
掲
拙

稿
参
照

｡

の
巌

韻
剛
｢

春
秋

時
代
的
腐
+

､

高

貢

半
月

刊
第
七

巷
第
六
･

七

合

期
､

一

九

三

七
｡

叫
前

掲
拙
稿

参
照

｡

の
拙

稿
｢

党

案
時
代
の

山

林
薮
渾
と

秦
の

公

田
+

､

中
国
古

代

史
研

究
倉

編
｢

中

国
舌

代
の

社

食
と

文

化
+

所
収

､

東
大
出
版
骨

､

一

九
五

七
｡

二

冒
頭
に

記
し

た
､

韓
非
子

喩
老

篇
の

孫
叔
敦
の

説
話
と

同
系
統

の

説
話
は

､

前
述
の

様
に

､

呂
氏
春
秋

､

港
南
子
に

も

見
え

る
｡

今
そ

れ

を

列

挙
し
て

見
よ

う
｡

(

1
)

(

1
)

｢

楚
の

荘
王

､

既
に

晋
に

河

薙
に

勝
ち

､

辟
り
て

孫
叔

数
を

賞
す

｡

孫

叔
敷

､

漠
間
之
地
の

沙
石
の

地

を

請
う

｡

楚
邦

之
法

､

線
臣
は

再
世
に

し
て

地

を

収
む

｡

唯
孫
叔
敦
の

み

濁
り

(

2
)

奄
り

｡

此
れ

､

其
の

封
を

以
て

収
め

ら
れ

ざ

り

し

は

好
な
れ

ば
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也
｡

故
に

九

せ
に

し

て

祀

絶
え

ず
｡

故
に

月

く
､

善
く

建
つ

れ

ば

抜
け

ず
､

善
く
抱
け

ば

脱
せ

ず
､

子

孫
､

其
の

祭

祀

を

以

ヤ

て
､

世
々

暖
ま

ず
と

､

孫
叔
敷
の

謂
也

｡

+

(

韓
非
子

喩

老

篇
)

ム
T

(

2
)

｢

楚
の

孫
叔
敦

､

園
に

功
有
り

｡

疾
み

て

将
に

死
せ

ん

と

す
｡

英
子

を

戒
め
て

日

く
『

王
､

我
を

封
ぜ

ん

と

欲
せ

し

も
､

我
節
し
て

受
け
ざ

り

き
｡

我

死

せ

ば
､

必

ず

汝
を

封
ぜ

ん
｡

な
カ､

汝
､

利
地

を

受
け

る

こ

と

無
れ

｡

荊
楚
の

問
に

療
丘

と
い

う
と

こ

ろ

有
り

｡

其
の

地

利
あ

ら

ず
｡

而
し

て

前
に

妬
谷

あ

り

後
に

戻
丘

あ

り
､

英
名

慈
し

､

長
く

有
す
可
き

也
』

と
｡

英
子

､

之

(

3
)

に

従
う

｡

楚
の

功
臣
の

封
は

､

二

世
に

し

て

収
め

ら
る

｡

唯
寝

丘
の

み

は

奪
わ

れ

ざ

り

き
｡

+

(

史
記
滑

稽

列

侍
正

義
引

呂
氏
春

秋
)

(

3
)

｢

天
下
に

三

危
あ

り
､

徳
少
く
し
て

寵
多
き

は
一

の

危

也
､

才
下

り
て

位
高
き
は
二

の

危
也

､

身
に

大
功
な

く
し
て

厚

線
あ

る

は
三

の

危
也

｡

故
に

物
は

､

或
は

之
を

損
じ
て

益

す
る

こ

と

あ

り
､

或
は

之

を

益
し

て

損
ず
る

こ

と

あ

り
｡

何
を

以

て

其
の

然
る

を

知
る

や
｡

菅
､

楚
の

荘
王

､

既
に

晋
に

河

薙
の

問

に

勝
ち

､

辟
り
て

孫
叔
数
を

封
ず

｡

.
節
し
て

受
け

ず
｡

病
み

て

士

さ
(

4
)

も

し

且

に

死
せ

ん

と

す
｡

其
の

子
に

謂
い

て

日

く
､

『

吾
､

則
死
せ

な

ん

じ

な
ん

C

ば
､

王

は

必

ず
女
を

封
ぜ

ん
｡

女
必

ず
肥
僕
の

地
を

譲
り

て
､

(

5
)

沙
石
の

地

を

受
け
よ

｡

療
丘

と
い

う
と
こ

ろ

有
り

｡

其
地

は

所

あ

に

し
て

､

名
は

醜
し
｡

荊
人

は

鬼
(

俗
を
こ

の

み
)

､

越
人
は

磯

な

(

を
こ

の

む
)

｡

人
の

之
を

利
す
る

も
の

莫
か

ら

ん
｡

』

と
｡

孫

叔
致
死
す

｡

王
､

果
し

て

英
子
を

封
ず
る

に

肥
餞
の

地
を

以

て

す
｡

其
の

子

節

し

て

受

け

ず
｡

有
寝
之
丘

を

請
う

｡

楚
図
之

(

6
)

(

6
)

法
､

功
臣
二

世
に

し
て

線
を

奪
わ

る

. ｡

唯
､

孫
叔
敷
の

み

濁
り

存
す

｡

走
れ

所
謂
之
を

損
じ

て

会

す
る

也
｡

…

…

夫
れ

孫
叔
敷

の
､

有
寝
之
丘
の

沙
石
の

地

を

請
え

る

は
､

累
世

雇
わ

れ

ざ

り

し

所
以

也
｡

+

(

港

南
子

人

間
訓
)

以

上
の

同
系
統
の

三

つ

の

説
話
を

此

較
し
て

見
る

と
､

つ

ぎ
の

こ

と

が

注
意
さ

れ

る
｡

韓
非
子
に

見
え

る

説
話
は

､

孫
叔
激
白
身

が
､

子

孫
の

安
全
の

た

め
に

こ

と
さ

ら
に

瘡
地

を

封
邑
と

し

て

願

っ

た

と

さ

れ

て

い

る

の

に
､

呂
氏
春

秋
及
び

港
南
子
で

は
､

孫

叔

数
が

､

死
に

の

ぞ

ん

で
､

其
の

子
に

封
す
る

成
し
め

と

し

て
､

封

邑

は

人
の

欲
し

が

ら

な
. い

沙
石
の

地

を

選
べ

と

遺
言
し

､

そ
の

子

は
､

そ

れ
に

従
っ

た
の

で
､

子

孫
は

長
く

そ

の

地
を

奪
わ

れ

る

こ

と
な

く
つ

づ

い

た
､

と
い

う
の

で

あ
っ

て
､

そ

こ

に

若
干
の

相
違

は

あ

る

が
､

い

ず
れ

も
､

専
ち

身
や

子

孫
の

保
全
を

は

か

る

藩
家

系
統
の

盛
世

術
を

説
く
た

め

に
､

こ

れ

ら
の

説
話
が

構
成
さ

れ

て

い

る

と
い

う

鮎
は

､

共
通
で

あ

る
｡

韓
非
子

喩
老
篇
は

､

周

知
の

ー7

よ

う
に

､

故
事
を

畢
げ
て

老
子
の

属
想
を

説
明

し
た

も
の

で
､

そ

以
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こ

の

孫
叔
激
の

説
話
の

末
尾
の

､

｢

故
に

日

く
『

善
く

建
つ

れ

ば

抜

け

ず
､

善
く

拘
け
ば

脱
せ

ず
､

子

孫
､

其
の

祭
祀
を

以
て

較
ま

ず
』

と
｡

孫
叔
敦
の

謂
也

｡

+

の

｢

故
に

日

く
+

の

部
分
は

､

老

子

道

徳

経
第
五

十

四

季
か

ら
の

引

用
で

あ
る

｡

又

准

南
子
人

間
訓
で

は
､

前
引
の

よ

う
に

､

｢

故
に

物
ほ

或
は

之
を

損
じ
て

益

す
る

こ

と

あ

り
､

或
は

之
を

益
し

て

損
ず
る

こ

と

あ

り
､

何
を

以

て

其
の

然
る

や
+

と
い

う
文
章

を

う

け

て
､

｢

之
を

損
じ
て

益

す
る
+

事
例
と

し

て
､

孫
叔

数
の

説

話
が

の

ぺ

ら

れ
て

い

る

の
■
で

あ

る

が
､

｢

故
に

物
は

或
は

之
を

損
じ

て

益

す
る

こ

と

あ

り
､

或
は

之
を

益

し
て

損

ず
る

こ

と

あ
■
り
+

と
い

う
こ

と

ば

は
､

老
子

道
徳
経
第
四

十
二

章

に

あ

る

こ

と

ば
で

あ
る

｡

い

わ

ば

損
を

し
て

得
を

す
る

と
い

う
道
家

流
の

虞
世

循
を

説

く

た

め

に
､

こ

の

孫
叔
数
の

説

話
が

構
成
さ

れ

た

の
.
で

は

な
い

か

と

い

う

疑
い

は
､

こ

れ

と
は

別

系
統
の

史
記
に

あ
る

孫
叔
敷
設
話
と

封
照

す
る

と
､

い

っ

そ

う
つ

よ

め

ら

れ

る
｡

史

記

滑

稽

列

倦
に

は
､

楚
の

楽
人

優
孟
の

俸
の

と
こ

ろ
で

､

次
の

よ

う
な

説
話
が

記

さ

れ

て

い

る
｡

楚
の

宰

相
(

命
中
)

の

孫
叔
数
は

､

侶
優
の

優
孟

の

賢
人

な
る

こ

と

を

知
っ

て

こ

れ

を

厚
遇
し

て

い

た

が
､

死
に

の

ぞ

ん

で
､

平
に

遺
言
し

て
､

｢

自
分
が

死
ん

だ

な

ら
ば

､

お

前
は

必

ず
貧
困
に

な
る

だ

ろ

う
か

ら
､

そ

の

と

き
は

､

優
孟
の

と
こ

ろ
へ

行
っ

て
､

.
自
分
は

孫
叔

数
の

子
で

あ
る

と

名
の

れ
｡

+

と

い

っ

た
｡

β∂

孫
叔
数
が

死
ん

で
､

数
年
た

つ

と
､

果

し
て

英
子
は

困

窮
し

た

の

で
､

父
の

遺
言

通
り

に

優
孟
の

と
こ

ろ
へ

合
い

に

行
っ

た
｡

そ

こ

で
､

優
孟

は

見
わ

け
が

つ

か

ぬ

程
た

く
み

に

孫
叔
敷
の

扮

装
を

し

て
､

茫
王
の

安
倉
の

席
に

出
た

｡

荘
王
は

､

そ

れ

を

み

て

孫
叔
敦

の

再
生
か

と

大
い

に

驚
き

､

又

孫
叔
敦
の

こ

と

を

思
い

出
し
て

書

■

ん

で
､

優
孟
を

宰

相
に

し
て

や

ろ

う
と
い

っ

た
｡

優
孟

は
､

｢

自
分

は

楚
の

宰
相

な

ど
に

は

な

り

た

く
は

な
い

｡

孫
叔
敦
は

そ

の

よ

い
､

例
で

､

楚
の

宰

相
と

し
て

忠
を

表
し

廉
を

持
し

､

楚
王

を

覇
た

ら

し
め

る

程
の

功

績
が

あ
っ

た

の

に
､

一

旦

死
ぬ

と
､

そ

の

子
は

貧

乏
し

て

薪
を

背
負
わ

ね

ば

な
ら

な
い

よ

う
な

困

窮
の

状
態
に

す
て

お

か

れ

る
｡

+

と

答
え
て

､

荘
去

を

諷
諌
す

る

歌
を

う
た
っ

た
｡

そ

こ

で

荘
王

は
､

蕗
叔
数
の

子
を

召
し

て
､

之
に

寝
丘

四

百

戸
の

地

を

封
じ

､

以

て

其
の

祀
を

奉
じ

さ

せ

た

の

で
､

孫
叔
数
の

家
は

そ

の

後
も

子

孫
が

十
せ

も
つ

づ

い

て

も

絶
え

な
か

っ

.
た

､

と
い

う
の

で

あ
る

｡

こ

れ

は
､

楚
の

楽
人
の

優
孟
が

常
に

談
笑
を

も
っ

て

荘
王

を

諷

諌
し

た

と
い

う
い

く
つ

か

の

故
事
を

記
し

た

史
記

滑

稽

列
俸
の

中

に

か

た

ら
れ

て

い

る
､

そ

の

中
の

一

つ

の

お

は

な

し
で
■､

お

そ

ら

く

事
賓
で

は

な
か

ろ

う
｡

し
か

し
､

注
意
す
べ

き
こ

と
は

､

そ

の
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内
容
が

全

く

異
る

の

に

も

拘
ら

ず
､

孫
叔
数
の

子
が

寝
丘

と
い

う

地

に

封
ぜ

ら
れ

た
と

い

う

鮎
だ

け

は
､

さ

き
の

呂
氏
春
秋
や

准
南

子
の

孫
叔
敷
説

話
と

共
通
で

あ

る
｡

た

だ
､

こ

こ

で

寝
丘
の

地

は
､

韓
非
子
や

呂
氏
春
秋
や

准
南
子
の

場
合
の

よ

う
に

､

不

毛
の

汐
石

の

地
と

は

記
さ

れ

て

は
い

な
い

｡

む

し
ろ

､

寝
丘

四

百

戸
と

特
記

し
て

あ

る

の

止
そ

れ

が

特
別
の

お

ぼ

し

め

し
に

ょ

る

厚
緑
で

あ

る

こ

と

を

示

す
も
の

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
､

優
孟
の

諷
諌
に

よ

っ

て
､

孫
叔
数
の

大
功
に

報
ず
る

た

め
､

窮
境
に

あ

る

そ

の

子
を

救
う
と

い

う
美
談
が

､

こ

の

説

話
の

趣
旨
で

あ

る

か

ら
で

あ

る
｡

先

秦
･

秦

漠
の

古
文

厳
に

見
え

る

故

事
説

話
は

､

そ

の

語
り

手
の

思

想

的

意
圃
に

従
っ

て

潤
飾
さ

れ
､

構
成
さ

れ

る

例
の

多
い

こ

と

は
､

こ

こ

で

改
め

て

説
明

す
る

ま
で

も

な
い

こ

と
で

あ

る

が
､

こ

の

孫
叔

数
の

説
話
の

場
合
に

も

例
外
で

は

な
い

と
､

一

應
は

云

え

そ

う
で

あ

る
｡

も

と
､

孫
叔
敦

､

或
は

そ

の

子
が

痕
丘

に

封
ぜ

ら

れ

た

と

い

う
話
し

が

つ

た

え

ら

れ

て

い

て
､

そ

れ

が

も

と
に

な
っ

て
､

一

方
に

は
､

韓
非
子

､

呂
氏

春
秋

､

港
南
子

等
に

見
ら

れ

る

前
記
の

道
家

系
統
の

説
話
が

構
成
さ

れ
､

一

方

に

は
､

史
記

滑
稽
列
俸
に

採
用
さ

れ

た
よ

う
な

説

話
が

構
成
さ

れ

た
､

と
も

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

後
漠
の

延

嘉
三

年
五

月
.

に

建
て

ら

れ

た

と
さ

れ

る
､

後

(

7
)

遽
の

楚
嫡

孫
叔
敷
碑
の

碑
文
は

､

先
秦
諸
子
に

見
え

る

い

ろ
い

ろ

ゝ

な

孫
叔
敷
説

話
の

集
大
成
で

も

あ
る

が
､

そ

こ

に

は
､

寝
丘

受
封

の

件
に

つ

い

て

は
､

史
記

滑
稽
列
俸
系
統
の

説
話
を

主

と

し

な
が

ら
､

多
少

､

韓
非
子

喩

老

篇
系
統
の

話
を

雑
え

て

雑
然
と

し

た

形

で
､

説

話
が

構
成
さ

れ
て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

こ

に
､

一

つ

の

警
戒
す
べ

き

問
題
が

あ
る

｡

私

は
､

.
以

上
の

考
察
に

お

い

て
､

私
の

問
題
と

す
る

韓
非
子

喩
老

篇

の

孫
叔

敷
設

話
を

､

呂
氏

春
秋

､

港

南
子
に

み

え
る

そ

れ

と

同

系

統
の

説
話
を

傍
讃
と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

そ

こ

に

共
通
す
る

道

家
息
恕
に

よ

る

多
分
の

潤
色

を

指
摘
し
た

の

で

あ

る

が
､

そ

の

故

を

も
っ

て
､

古
史
耕
流
の

説

話
屠
累
造
成
の

理

論
に

倣
っ

て
､

性

急
に

､

こ

の

説

話
の

全

髄
が

､

後
代
の

恩

恵
家
の

全
く
の

創
作
芯

な

る

と

断
定

す
る

こ

と

は

ま
だ

出
来
な
い

｡

.
そ

の

た

め
に

は
､

向

慎
重

に

虞
理

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

問
題
が

残
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

荘
王

が

孫
叔
教
の

功
績
に

報
い

る

た

め
に

､

封
邑

を

興
え

■

よ

う
と

し

た

際
に

身
の

安
全

と

子

孫
の

保
全

を

は
か

る

た

め

に
､

孫
叔
敷
は

人
の

欲
し

が

る

よ

う

な
､

肥
餞
の

地

を

鮮
返
し
て

､

誰

も

顧
み

な
い

よ

う
な

､

不

毛
の

汐
石
の

地
を

こ

と

さ

ら
に

え

ら

ん

だ
､

と
い

う
こ

の

説

話
は

､

そ

こ

に

引

用
さ

れ

て

い

る

老
子
の

言

と

も
マ

ブ

チ

し

て
､

明

ら
か

に
､

後
代
の

道
家

思

想
の

潤
色
が

あ

9

る

こ

と

は
､

前
述
の

通
り

で

あ

る
｡

し
か

し

な
が

ら
､

こ

の

説
話

朗
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の

構
成
を

､

比

較
的
詳
細
な

推
甫
子
の

そ

れ

に

つ

い

て

分
析
し

て

見
る

と
､

そ

こ

に

次
の

よ

う
な

問
題
が

あ

る

こ

と
に

気
付

く
の

で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

そ

こ

で

は
､

先

ず
冒
頭
に

､

｢

天
下
に

三

危
あ

り
､

徳
少

く

し
て

寵
多
き

は
一

の

危
也

､

才
下

り
て

位
高
き

は
二

の

危
也

､

身
に

大

功
な

く
し

て

厚
線
あ

る

は

三

の

危
也
+

と

記
さ

れ
､

こ

の

三

つ

の

危
険
を

さ

け
る

た

め

に
､

｢

物
に

は

損
じ
て

益

す

る

こ

と
が

あ
る
+

と
い

う

老
子
の

言
の

例
讃
と

し

て
､

孫
叔
敦
が

､

そ
の

子
に

､

肥
侯
の

地
の

厚
藤
を

箭
過
せ

し

め

て
､

辞
せ

た

沙
石

の

地
の

徽
藤
を

受
け
し

め

た
､

と

語
ら

れ
､

こ

ん

ど

は
､

そ

れ

と

は

別
に
■､

｢

功
臣
は
二

世
に

し

て

線
を

奪
わ

れ

る
+

と
い

う
楚
園
の

法
の

こ

と

を

記
し

､

そ

の

よ

う
な

法
が

あ
る

に

も

拘
ら

ず
､

孫
叔

敦
の

家
だ

け
は

､

び

と

り
､

線
を

奪
わ
れ

る

こ

と

な

く
､

そ
の

子

孫
の

永
凍
と

安
全
を

保
持
す
る

こ

と
が

出
来
た

､

と

結
論
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

そ
こ

で

は
､

子

孫
の

安
全
と

永
績
を

危
晋
す
る

要
因
と

し
て

､

一

應
､

互
に

関
係
の

な
い

二

■つ
の

要
因
が

あ

げ

ら

れ
て

い

る

の

で

あ

る
｡

一

つ

は
､

過
雷
な

君

寵
と

厚
藤
が

び

き
お

こ

す
人
々

の

怨
誘
で

あ

る
｡

一

つ

は
､

｢

功
臣
は
二

世
に

し
て

藤
を

奪
わ

れ

る
+

と
い

う

楚
国
の

法
で

あ
る

｡

も

し
も

､

こ

の

楚
園
の

法
の

こ

と
が

記
さ

れ

な

く
て

､

た
ゞ

､

厚
藤
に

封
す
る

人
々

の

怨

辞
を

さ

け
る

た

め

に
､

孫
叔
敦
が

､

そ
の

子
に

肥
餞
の

地

を

節
退

せ

し

め

て
､

挿
せ

た

汐
石
の

地
を

選
ば

せ
､

そ
の

た

め

子

孫
の

安

謝

全
と

永
績
を

計
り

得
た

､

と
い

う
一

方
の

要
因
だ

け
で

説
話
が

構

成
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

と

す
れ

ば
､

そ

こ

に

記

さ

れ

て

い

る

老

子
の

言
と

も

照
應
し
て

､

こ

の

説
話
は

､

後
の

道
家

思

想
の

語
り

手
に

よ
っ

■
て

､

孫
叔
敦
に

託
し
て

創
作
さ

れ

た

も
の

､

と
■い

え
る

か

も

知
れ

な
い

｡

事
茸
又

､

貴
老

思
想
の

盛
行
し

た

漢
初
の

重

臣

の

間
に

は
､

こ

の

説
話
の

孫
叔
敦
の

虚
世
態

度
と

相

似
た

生

活
態

度
が

見
ら
れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

｢

舌
何
は

田

宅

を

置

く

に
､

必

ず

お

お

さ

窮
虞

に

居
け

り
｡

家
を

蔑
む
る

に

垣

畠
を

治
せ

ず
し
て

日

く

『

後

せ

(

子

孫
)

賢
な

ら
ば

吾
が

倹
を

師
と

せ

ん
｡

不

賢
な

る

も

勢
家

の

た

め

に

奪
わ

れ

る

こ

と

無
か

ら
ん
』

■
と
+

と

史
記
斎
相

国
世
家

に

記
さ

れ

て

い

る

粛
何
の

､

そ

の

子

孫
の

保
全

を

慮
ん

ば
か

る

威

せ
の

態
度
は

､

そ

の

典
型
と

も
い

え
よ

う
｡

そ

れ

は
､

い

う
ま
で

も
な

く
､

｢

楚
国
の

法
+

の

如
き

何
等
か

の

法
を

逃
れ

る

た

め
で

は

な

く
､

厚
線
が

勢
家
の

ね

た

み

を

ま
ね

く
こ

と

を

恐

れ

た
が

た

め

に

外

な
ら

な
い

｡

も

七

も
､

こ

の

説
話
が

道
家
思

想
の

具
倍
化
で

あ
る

と

す
る

な

ら

ば
､

そ
れ

は
､

｢

楚
園
の

法
+

と

は
一

應
関
係
な

く
し

て

も

成
立

し

得
る

の

で

あ
る

｡

東
晋
時
代
の

偽
作
と

さ

れ

る

列
子
の

説
符
篇
に

は
､

港
南
子
の

説

話
と

殆
ん

ど

同
じ

構
成
を

と

り
な

が

ら
､

た
ゞ

楚
国
の

法
の

こ

と
だ

け
は

は

ぷ

い

て
､

こ

の

説
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話
が

の

せ

ら

れ

て

い

る

が
､

説
話
に

も

ら
れ

た

道
家

思
想
的

趣
旨

は
､

む

し

ろ

そ
の

方
が

合
理

的
に

す
じ

が

通
る

の

で

あ

る
｡

形
式

的
な

理

屈
を
い

え

ば
､

｢

緑
臣
は

再
世
に

し
て

そ

の

地

を
収
め

ら

れ

る
+

の

が

楚
国
の

法
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

肥
餞
の

地
で

あ

ろ

う

と

瘡
地

で

あ

ろ

う
と

､

攣
り

な

く
､

｢

再
世
に

し
て

そ

の

地
を

収
め

ら
れ

る
+

は

ず
だ

か

ら
で

あ

る
｡

そ

の

様
な

き

び

し
い

法
が

あ

る

の

に

も

拘
ら

ず
孫
叔
敷
の

家
だ

け
が

､

子

孫
の

保
全

を

は
か

り

得

た
の

は
､

孫
叔
教
が

人
の

怨
誘
を

さ

け
る

た

め

に

瘡
地

を

え

ら
ん

だ

こ

と
の

お

か

げ
で

あ

る
､

と
い

う
､

孫
叔
数
の

最
初
に

と
っ

た

虎
世
の

術
の

教
具
々

強
調

す
る

た

め
に

､

こ

の

｢

楚
園
の

法
+

が

説
話
の

中
に

挿
入

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
が

､

何
か

こ

の

｢

楚

国
の

法
+

ほ
+

こ

打

説
話
の

中
で

は

や

や

浮
い

た

形
を

と
■つ

七
い

る

こ

と

は
､

香
走
出
来
な
い

｡

こ

の

よ

う
に

考
え

て

爽
る

と
､

韓
非
子

､

呂

氏
春
秋

､

准
南
子

に

み

ら

れ

る

孫
叔
敷
の

説
話
に

は
､

道
家

思

想
の

潤
色
が

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

に

し
て

も
､

そ
こ

に

の

べ

ら

れ

て

い

る

楚
国

の

法
そ

れ

白
髄
の

内
層
ま
で

､

こ

の

説
話
の

語
り

手
に

よ

っ

て

作

り

上

げ
ら

れ

た

創
作
で

あ

る

と
い

う
こ

と

は

出
爽
な
い

｡

こ

の

説

話
が

､

道
家

思
想
に

も

と
づ

い

て

構
成
さ

れ

た

と

し
て

も
､

そ
.
の

説
話
の

趣
旨
に

と
っ

て
､

こ

の

｢

楚
国
の

法
+

は
､

必

ず
し

も

不

可
映
の

要
素
で

は

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

｢

楚
園
の

法
+

そ

れ

白
鰻
は

､

そ

の

様
な

思

想
的
契
機
と
は

一

應
無
関
係
に

､

こ

の

説

話
の

構
成
者
の

す
む

客

観
の

世

界
に

､

あ

ら
か

じ

め

材
料
と

し
て

典
え

ら

れ

て

い

た

と

考
え

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

と

も

か

く

少
く

と

も
こ

の

｢

楚
園
の

法
+

そ

れ

白

煙
の

内
容
は

､

説
話
の

作
者
の

思
想

的
創

作
物
で

は

な

く
､

何
か

別
に

も

と
づ

く

と
こ

ろ

が

あ

る

に

ち
が

い

な
い

の

で

あ
る

｡

･丘

■

そ

う
す
る

と
､

先

ず
問
題
と

な
る

の

は
､

孫
叔
敦
の

住
ん

で

い

た

春
秋
時
代
の

楚
に

お

い

て
､

そ

の

様
な

関
係
が

見
ら
れ

る

か
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

春
秋
時
代
の

楚
の

全

般
に

つ

い

て

は
､

別

に

詳
し

く

考
察
す
る

改
定
で

あ
る

の

で
､

こ

こ

で

は
､

こ

の

説
話

の

史
料
批
判
に

必

要
な

限
り
で

､

孫
叔
敷
の

出
自
と

そ
の

世
系
の

問
題
を

中
心
に

し
て

､

こ

の

間
題
を

考
え
て

行
っ

て

見
た
い

｡

0

0
現

行
各

本
に

は

｢

楚
荘
王

､

耽
勝

狩
チ
河

薙
+

と

あ

る

が
､

重
文

類

乗
･

淵

鑑
類
函
が

そ

の

｢

狩
+

の

字
を

｢

晋
+

の

字
に

作
る

を

是
と

す
る

韓
非
子

巽
轟
の

枚
訂
に

従
う

｡

○

り
｢

此

不

以

其
邦
鳥
収
者
清
也
+

の

｢

邦
+

の

字
に

つ

い

て

は
､

｢

邦
は

讃
ん
で

封
と

為
す
+

と

解

す

る

顧
廣
折

｢

韓
非
子

識
誤
+

の

解
渾
に

従
う

｡

の
太

平

御

髪
一

五

九

所

引
の

月

氏

春

秋
に

は

｢

楚
孫
叔
敷
成

英

子

日
､

ヱ

『

我

死
､

王

必

封

汝
､

無

受
利
地

､

剃

楚
之

間
､

有
痕

丘
､

其
地

鳥

彪
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0

0

不

利
､

可

長
有
也
』

其
子

従

之
､

楚
功
臣

封
､

二

葉

而

滅
､

唯

寝
丘

0

0

0

0

不

奪
､

一

名

沈
丘
+

と

あ

る
｡

伺

現

行

本

呂

氏

春

秋
孟

冬
記

異

賓
篇

に

は

｢

楚
功

臣

封
+

以

下
の

字
句
は

な
い

｡

0

0

0

0

叫
現

行

本
推

甫

子
に

は

｢

孫
叔
敷
病

症

婿
死
+

と

あ
る

も
､

病

症

婿
死

は

嘗
に

病
且

死
に

作
る

ぺ

し

と

す
る

王

念
孫

(

請
書

薙

志

巷

九

港

南

内

貨

第
十

八
)

及

び

愈
械
(

諸
子

平

議
､

竜
三

十
二

､

港

南

内

岩
四
)

の

考

謹
に

従
う

｡

の

現

行

本

准
南
子
に

は

｢

女
必

譲
肥

餞
之

地
､

両
受

沙

石

之

間
､

有
疲

丘

者
､

其
地

胡

石

両
名

醸
+

と

あ
る

が
､

王

念
孫
は

王

引

之
の

考
置

を

引
い

て

｢

受
沙

石

下
有

脱

文
､

此

晋

作
女
必

讃
肥

餞
之

地

而

受
沙

石
之

地

楚

越
之

間

有
有
寝
之

丘

者
其

地

痢

両

名

醜
+

と

し

て

い

る
｡

0

0

0

り
現

行
本
に

は

｢

楚
圃
之

俗
､

功
臣
二

世

而

昏

線
､

唯

孫

叔
敷
濁

存
+

と

あ
る

が
､

王

念
孫
(

講
書
雄
志

巷

九
)

は

王

引

之
の

説
を

引
い

て

0

0

｢

俗
骨
迭

､

隷
書
溝

谷
二

字
相

似
､

法
誤

魚
洛

､

後
人

因
故
烏

俗
耳

､

此

謂

楚

圃
之

法

如
是

､

非

謂
其

俗
也

､

功
臣
二

せ

両

帝

疎
､

文

義
不

成
､

卦
有
脱

誤
+

と
い

い
､

又

愈

槻
(

諸
子

平

議
奄
二

‡
二
)

は
､

0

0

｢

二

世
而

常

緑
､

文

責
未

完
､

疑
本

作
二

世

而

奪
線

､

…

…

奪
輿

常

草
字
相

似
､

又

以

文

在

線
上
､

故
奪

誤

鳥
宙

耳
+

と

し
て

い

る
｡

り
隷
渾
名

三
､

向
こ

の

碑
文
に

つ

い

て

は
､

厩

炎
武

､

金

石

文

字

紀

奄

一

参

照
｡

三

孫
叔
数
は

､

薙
資
の

子
で

あ

り
､

蕗
氏
は

､

楚
の

王

蛤
冒
か

ら

分
れ

た

王

族
で

あ

り
､

代
々

､

そ

の

放
か

ら

令
夢

､

司
馬

等
を

出

す
､

有
力
世

族
で

ぁ
る

､

と
い

う
こ

と

は
､

左

侍
の

記
載

､

お

よ

､

㍊
′
n

J

び

そ

れ

に

も

と
づ

く

杜
頚
の

解
繹

以

来
､

一

般
に

う
け

入

れ

ら
れ

て

い

る

見
解
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

､

こ

こ
.
に

､

孫
叔
数
は

期
思
の

邦
人
で

あ
る

､

と
い

う

説
話
が

､

先

秦
諸
子

文

献
の

孫
叔
敷
説

話

に

か

た

ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

説

話
を

検
討
す
る

こ

L

は
､

私

達
の

前
述
の

問
題
と

関
係
が

あ
る

の

で

あ

る
｡

諸

子

文

献
に

は
､

孫
叔
敦
に

つ

い

て

は

茸
に

多
く
の

説
話
が

つ

た

え

ら

れ

て

い

る
｡

そ

れ

ら

の

説

話
に

お

い

て
､

■
彼
に

輿
え

ら

れ

て

い

る

楚
に

お

け
る

彼
の

地

位
は

､

奔
に

お

け
る

管
仲
の

そ

れ
に

匹

敵
す
る

も
の

で
､

又

そ

れ

ら
の

彼
に

つ

い

て

多
く
の

説
話
が

､

左

俸
国
語
に

は
､

殆
ん

ど
の

せ

ら
れ

て

い

な
い

こ

と

も
､

又

相
似

て

い

す
｡

前
述
の

療
丘

受
封
の

説
話
も

そ

の

一

つ

で

あ
る

が
､

そ

れ

と

並
ぶ

有
名
な

説

話
と

し
て

､

孫
叔
数
は

､

期
息
の

都
人
で

､

荘
王
に

拳
げ

ら

れ

て
､

令
夢

と

な
っ

た
､

と
い

う
説
話
が

あ
る

｡

呂
氏

春
秋
不

筍
論

賛
能
篇
に

は
■､

孫
叔
敦
は

期
息
の

都
人

で
､

都

に

済
ぶ

こ

と
三

年
､

聾
聞

知
ら
れ

ず
､

修
行
聞
え

な
か

っ

た

が
､

沈
夢

董
に

知
ら

れ
て

､

彼
の

推
挙
に

よ
っ

て
､

楚
の

令
夢

と

な
っ

ノ

た
､

と

記
さ

れ
て

お

り
､

史
記

循
吏
列

俸
に

は
､

｢

孫
叔
敦
は

楚

の

盛
土
で

､

虞
丘

相
が

之
を

荘
王
に

進
め

た
+

と

記

さ

れ
､

苛
子

非
相

常
に

は

｢

楚
の

孫
政
敵
ほ

､

期
息
の

邦
人

也
､

突
禿
に

し

て
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ひ

だ

り

あ

し

声
な

赤
く

長

左
､

軒
較
の

下
に

し
て

､

以
て

楚
を

覇
た

ら

し

む
+

と

あ

り
､

そ

の

外
､

韓
詩
外

俸
二

､

列
女

俸
､

説
苑
至

公
篇
に

､

同
一

趣
旨
の

説
話
が

更
に

尾
び

れ

を
つ

け
て

記
さ

れ

て

い

る
｡

毛

奇

齢

(

l
)

は
､

経
間
奄
九
に

お

い

て
､

こ

れ

ら
の

記
事
を

博
引
層
讃
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

孫
叔
敷
を

､

楚
の

王

族

籍
氏

(

蕗
貰
の

子
)

で

あ

る

と

す
る

杜

預
以

来
の

俸
統
的
見
解
を

駁
し

､

孫
叔
教
が

期
思
の

都
人
で

あ
る

こ

と

を

力

辞
し
た

｡

し

か

し

な

が

ら
､

こ

れ

ら
の

儲

話
を

な

ら
べ

て

よ

く
よ

む

と
､

孫
叔
敷
が

､

期
息
の

都
人
で

あ
る

と
い

う

記
事
は

､

野
の

賢
士

を

進
め

登

用
す
る

こ

と

を

君

主
の

美

徳
と

す
る

､

あ
の

戦
国
諸
子

文
献
に

み

ら
れ

る
､

倫
賢

､

進
賢
の

思
想
と

密
接
に

む

す
び

つ

い

て

い

る

こ

と

に

気

付

く

の

で

あ
っ

て
､

例
え

ば

前
引
の

､

呂
氏

春
秋
不

筍
論
賛
能
篇
に

記
さ

れ

て

い

る

孫
叔
教
の

風
格
は

､

全

く

仕
官
を

求
め
る

戦
国
遊
士

の

そ

れ

で

あ
っ

て
､

左

俸
の

つ

た

え
る

楚
の

荘
王

時
代
の

雰
国

東
と
は

き

わ

め
て

異
る

も

の

を

感

じ
■
さ

せ

る

の

で

あ

る
｡

孟

子

告

子

篇
に

は

お

こ

｢

舜
は

映
畝
中

よ

り

嶺
さ

れ
､

停
説
は

版
築
の

問
よ

り

拳
げ

ら

れ
､

琴
南

は

魚
奥
の

中
よ

り

挙
げ

ら
れ

､

管
夷
吾
は

士

(

獄

官
)

に

と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ら

わ

れ

し
ょ

り

挙
げ

ら

れ
､

孫
叔
教
は

海
ぺ

よ

り

蓼
げ

ら

れ
､

百

里

渓
は

市
よ

り

挙
げ

ら
る
+

と
あ

る

こ

と

は
､

そ

の

想
定
を

つ

よ

め
･
る

の

で

あ
る

｡

責
舜
群
議
の

説
話
が

墨
子
の

尚
賢
説
か

ら

蜃
す

る

と

す
る

顧
譲
剛
の

研
究
を

想

起
す
れ

ば

よ

い
｡

そ

れ

に

つ

い

て

(

2
)

は

嘗
て

私
は

批
判
的
展
望
を

行
っ

た
こ

と
が

あ
っ

た
｡

そ

こ

で

は

そ

の

よ

う

な

説

話
を

一

息
想

家
の

全

く
の

創
作
と

し

て
､

そ
の

説

話
を

構
成
す
る

個
々

の

材
料
的
因
子
の

原
形
を

､

歴
史
の

ヰ
に

追

求
し

な
い

､

一

面

的
な

合
理

性
を

批
判
し

た

の

で

あ
っ

た

が
､

そ

の

材
料
を

現

在
つ

た
わ
っ

て

い

る

様
な

形
に

お

い

て

組
合
わ

せ

る

説
話
構
成
の

仕
方
は

､

た

し
か

に
､

戦
国
諸
子

の

進
賢

､

侍
賢
の

思
想

と

密
接
な

関
係
を

も
つ

の

で

あ
る

｡

左

俸
に

記
さ

れ

て

い

る

楚
の

荘
王
の

時
代
に

は
､

そ

の

様
な

戦

国
遊
士

を

と

れ

ま

く

雰
国

東
は

見
ら
れ

ず
､

よ

り

ア

ル

カ

イ

ッ

ク

で

あ

る
｡

楚
の

令
夢
は

､

武
王
の

と

き
の

申
停
彰

伸
爽
を

の

ぞ
い

て

は
､

春
秋
時
代
を

通
じ
て

す
べ

て
､

王

族
･

王

子
よ

れ

胡
て

い

る

の

で

あ

る
｡

左

俸
宜

公
十

一

年
に

｢

楚
の

令

芝
霜

文

猟
､

肝
に

し

ろ

き
づ

ヽ

ヽ

城

く
+

と
あ

り
､

同

十
二

年
に

隋
武

子
の

言
と

し
て

､

｢

房
数

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

宰
と

な

り
て

､

楚
の

令
典
を

揮
ぶ
+

と

あ
り

､

同
年
の

邸
の

戦
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
､

｢

伍
参

､

戦
は

ん

と

欲

す
る

も
､

令
争

孫
叔
数

､

欲
せ

ず
+

と

あ

る

こ

と

よ

り
､

杜
頚
は

､

詩
文

猟
､

義
教

､

孫
叔
敦
は

同
一

人

物
の

別
名
で

あ

る

と

解
し
た

の

で

あ

る
｡

魯
の

宣

公
十

一

年
(

楚

0

の

荘
王

十

六

年
)

の

令
辛
が

売
文

猟
で

あ

り
､

次
の

年
に

､

令
夢

孫

0

0

q

3

叔
敷
と

記
さ

れ

て
､

又

蕗
裁
と

も

記
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

彪
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廿

{

前
後
の

関
係
か

ら
､

そ

れ

を

同
一

人

物
と

解
す
る

の

は

自
然
で

あ

る
｡

す
で

に

東
浜
の

高
誘
は

呂
氏
春
秋
情
欲

欝
知
分
篇
の

註
に

お

い

て
｢

孫

叔
数
は

轟
富
の

子
で

あ

る
+

と

解
し

､

服
虔
も

左

俸
を

註

し

て

｢

煮
文

猟
は

藷
貿
の

子
､

孫
叔
放
で

あ

る
+

と
い

っ

て

い

る

の

で
､

す
で

に

杜
頚
以

前
か

ら

そ
の

よ

う
に

解
さ

れ

て

い

る

の

で

ぁ
る

｡

蕪
氏
は

､

世

本
に

よ

れ

ば
､

楚
の

王

蛤
胃
か

ら

出
た

王

族

で
､

孫
叔
数
の

父
と

解
さ

れ

る

轟
音
は

､

楚
の

荘
王

九

年
に

司

馬

の

職
に

あ

り
(

左

侍
宝

公
四

年
)

､

蕗
富
の

父
と

さ

れ

る

蕗
呂

臣
は

､

楚
の

成
王
三

十

九

年
に

令
夢
の

職
に

つ

き
(

左

停
倦
公
二

十

八

年
)

､

又

孫
叔
敷
の

従
子

と

さ

れ

る

房
子

碍
も

､

楚
の

庚
王
二

十
二

年
に

司
馬
の

官
か

ら

令
単
に

な

り
(

左

博

美
公
二

十
二

年
)

､

更
に

､

そ
の

系
譜
の

関
係
は

不

明

だ
が

､

同
じ

く

藷
氏
の

一

族
で

あ

る

蕪
掩
は

､

村
数
の

司

馬
で

あ
っ

て
(

左

停
裏
公
三

十

年
)

､

又
一

族
尭
掩
は

亜
王

の

と

き

令
夢
に

つ

く

等
､

一
煮
氏
は

代
々

そ
の

族
か

ら

令
夢

､

司

馬

の

顕
官
を

出
す
と
こ

ろ
の

､

王

室
か

ら

出
た

有
力
な

世

族
で

あ

る

の

で

あ

る
｡

慮

文
辞
は

そ

の

鍾

山

札
記
に

お

い

て
､

孫
叔
敦
を

期

息
の

都
人

と

し
て

力

持
す
る

さ

き
の

毛

奇
齢
の

説

を

反
駁
し
て

､

･

(

3
)

杜
預
の

見
解
を

強
化
し

､

更
に

孫
星

術
は

､

孫
叔
数
名

字
考
を

著

ゎ

し
て

､

尭
数

､

字
は

孫

叔
で

あ
る

と

し
､

蕗
文

猟
は

､

孫
叔
敷

の

見
で

､

蕪
子

礪
は

文

猟
の

子
で

あ

る

と

す
る

左

停
嚢
公
十

五

年

正

義
所
引
の

世

本
に

も

と
づ

い

て
､

為
賞
に

は

二

子
あ
っ

て
､

一

朗

が

素
数
即
ち

孫
叔
敷

､

一

が

重
義
で

あ
る

こ

と

を

考

讃
し

､

杜

占

頚
の

解
を

若
干
訂
正

し

て

い

る

が
､

孫
叔
敦
を

蕗
貰
の

子
で

あ

る

と

す
る

鮎
は

異
り

は

な
い

｡

さ

き
に

も

の

べ

た

よ

う
に

､

楚
の

政

治
席
カ
の

中

核
を

形

成
す
る

合
葬

､

司

馬
､

英
数
等
の

職
が

､

春

秋
時
代
を

通
じ
て

殆
ん

ど

王

族
･

王

子
に

よ
っ

て

占
め

ら
れ

て

い

る

事
情
は

､

孫
叔
数
を

､

王

族
森
資
の

子

爵
放
で

あ

る

と

す
る

見

解
を

強
化

す
る

も

の

で

あ
っ

て
､

孫
叔
敦
が

期
思
の

都
人
で

荘
王

に

挙
用
さ

れ

て

令
争

と

な
っ

た
､

と
い

う
前
述
の

説
話
は

､

自
己

の

主
張
を

孫
叔
激
に

託
し
て

の

べ

る

戦
国
蓮
士
の

手
に

な
っ

た

も

の

で

は

な
ぃ

か
､

と
い

う
疑
い

が

濃
い

｡

こ

の

よ

う
に

､

そ

の

説
話
の

構
成
の

仕
方
に

は
､

戦
国
思

想
の

潤
色
が

あ

る

こ

と
は

明

ら
か

で

あ

る

が
､

し
か

し
､

そ

う

解
蒋
し

て

も

伺
そ

こ

に
一

つ

疑
問
の

鮎
は

残
る

｡

そ

れ

は
､

孫
叔
敦
が

期

息
の

都
人

で

あ

る
､

と
い

う
期
息
と
い

う

地

名

に

つ

い

て

で

あ

る
｡

何
故
に

期
息
と
い

う
特
定
の

土

地
が

特
に

孫
叔
数
と

闇
係
あ

る

土

地

と

し
て

そ
こ

で

選
ば

れ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う
か

と
い

う

鮎

で

あ
る

｡

そ

れ

は

何
か

別
に

も

と
づ

く
と
こ

ろ

が

あ

を

の

で

あ

ろ

ぅ
か

｡

こ

の

鮎
が

説
明
さ

れ

な
い

限
り

､

こ

の

説
話
の

全

勝
を

､

戦
国
思
想
家
の

全

く
の

創
作
と

し
て

､

香

定
し

去
る

こ

と
は

出
来
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な
い

｡

左

博
文

公
十

年
に

楚
の

荘
王

の

父
の

穆
王

が
､

孟

諸
の

浄

ヽ

ヽ

ヽ

セ

田

猟
を

行
っ

た

と

き
､

期
息
公
復
連

な
る

暑
が

､

右
司

馬
と

し

て

穆
王
に

従
っ

た
こ

と

が

記
さ

れ

て

い

る
｡

期
息

公
と

は
､

申
公

､

息
公
と

同

じ

用
例
で

､

期
思

蝶
の

牒

公
の

意

味
で

あ

る
｡

期
息

ほ
､

も

と
の

帝
国
で

､

楚
が

之
を

滅
し
て

牒
に

し

た

と
こ

ろ
で

あ

る

こ

と
は

､

水
経
注
(

巷
二
一

十

惟

水

注
)

に

見
え

て

い

る
｡

そ

し
て

水

産
注
に

は

更
に

､

｢

こ

の

期
思
の

解
城
の

西

北

隅
に

､

楚
相

孫
叔

敷
の

廟
が

あ

り
､

廟
の

前
に

碑
が

あ

る
+

と

記
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

碑
の

碑
文
が

､

楚
相

孫
叔
敷
碑
と

し
て

､

隷
滞
の

巷
一

二

に

収
め

ら
れ

て

い

る
｡

そ
の

碑
文
に

よ

れ

ば
､

湊
延

薫
三

年
五

月
廿

八

日

に
､

固
陵
の

令
の

屈

光
な
る

暑
が

､

孫
叔
敦
の

遺
業
を

し
の

ん

で
､

孫
叔
数
の

た

め
に

廟
を

立
て

碑
を

立

て

た

の

だ

と

記
さ

れ

て

い

る
｡

そ

の

碑
文
の

内
容
は

､

私

達
が

さ

き
に

見
て

束
た

､

戦
国

秦

漠
の

諸
子

文

献
に

見
え
る

数
多
く
の

孫
叔
敦
説

話
の

無
秩
序
な

集

大
成
で

､

そ

の

行
文
の

中
に

は
､

顧
炎
武
が

金

石
文

字
奄

一

で
､

こ

の

碑
文
の

作
者
は

左

博
史
記
を

讃
ん

で

い

な
い

の

で

は

な
い

か

と

疑
っ

て

い

る

程
､

そ
の

歴

史
に

矛

盾
す
る

こ

と

す
ら

刻
.
さ

れ

て

い

る
｡

孫
叔
敷
が

伍
畢
よ

り

も

後
の

人
の

様
に

書
か

れ

て

い

た

り
､

孫
叔
数
が

楚
の

塞
王

に

仕
え

た

と

刻
さ

れ

て

い

る

の

は
､

そ

の

極
端
な

例
で

あ
る

｡

し

た

が
っ

七
､

そ
こ

に

記
さ

れ

て

い

る

孫

の

故
事
も

､

説
話
以

上

を

出
な
い

あ

や

し

げ
な
も

の

で

あ

る

が
､

私
達
の

問
題
に

と
っ

て

注
意
す
べ

き

こ

と

が
一

つ

あ

る
｡

そ

れ

は
､

こ

の

碑
文
の

冒
頭
に

｢

楚
の

相

孫

君
､

謹
は

餞
､

字

は

叔

数
､

本

走
れ

､

騒
人

也
+

と

あ

り
､

終
の

方
に

､

私

達
が

さ

き
に

見
た

史
記

滑
稽
列

停
の

説
話
と

同
じ

系
統
の

話
を
の

せ

て
､

茫
王

は
､

優
孟
の

諷
諌
に

よ

っ

て
､

孫
叔
数
の

困
窮
し

た

子

を

｢

遂
に

ヽ

ヽ

滞
郷
に

封
ず

､

津
は

即
ち

固
始
也
+

と

記
さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

ヽ

ヽ

(

4
)

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

碑
を
立

て

た

の

が

固

姶
の

命
の

臣
光
と
い

う

着
で

あ

る
､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

碑
文
に

､

孫
叔
敦
は

期
思
騒
の

人

と

刻
さ

れ

て

い

て

も
､

す
で

に

筍
子
以

束
､

彼
を

期
息
の

都
人
と

す
る

説
話
が

つ

た
わ
っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

そ
の

様
な

偉
承
が

東
湊
町

延

裏
年
間
の

期
息
麻
に

も
つ

た

わ
っ

て

い

た
､

と
い

う
こ

と

を

知
る

だ

け
で

､

別
に

､

そ
の

説
話
の

信
操

性
を
つ

よ

め
る

こ

と

に

は

な

ら

な

い

が
､

私
が

注
意
し

た
い

の

は
､

■こ
の

期
思
と

､

彼
の

子
が

封
ぜ

ら

れ

た

と
こ

こ

で

記
さ

れ

て

｢

浄
郷
即

ち

固

姶
+

と

の

関

係
で

あ

る
｡

前
節
で

検
討
し
た

韓
非
子
喩

老

篇
､

呂
氏
春
秋
異
賓
第

､

港
南

子
人

間
訓

､

史
記
滑
稽
列
倦
の

説

話
で

は
､

孫
叔
数

､

或
は

そ

の

⊥
へ

じ

子
ほ

､

寝
丘
に

封
ぜ

ら
れ

た
､

と

さ

れ

て

い

る
｡

漢
書
地

理

志
に

･
彪

刊
⊥

紆

駈
酷
1

げ

r
㍗

か
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は
､

汝
南
都
に

痩
騒
が

あ
り

､

應
郡
は

､

｢

孫
叔
数
の

子

の

邑

と

す
る

所
は

是
也
+

■
と

注
し
て

い

る
｡

硬
漢
書
郡

園
志
に

は

寝
殿
は

後
漢

光

武
帝
の

と

き

に

固
始
と

名

を

改
め

ら
れ

て
､

侯
国
と

な
っ

た
､

と

記
さ

れ

て

い

る
｡

前
記
の

後
漢
の

延

嘉
年
間
に

た

て

ら
れ

た

と
さ

れ

る

碑
文

に

は
､

孫
叔
数
の

子
は

､

｢

播
郷
に

封
ぜ

ら
る

｡

播
は

即
ち

固

始
な

り
+

と
あ

る

か

ら
､

諸
子

文

献
や

束
漢

碑
文
に

孫
叔
数
の

子
が

封
ぜ

ら
れ

た

と

記
さ

れ

て

い

る

寝
丘

或
は

播
は

､

前
漢
の

汝
陽
郡
の

寝
株

､

す
な

わ

ち

後
湊
の

汝
陽
郡
の

固
始
園
に

あ

た
る

と

漠
代
の

人

に

は

考
え

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

知
ら

れ

る
｡

そ

し
て

､

漢
書
地

理

志
､

頼
漢
書
郡

園
志
に

よ

る

と
､

前
記

説

話

で

孫
叔
数
の

故
郷
と

さ

れ

る

期
思

願
も

､

同

じ

く

汝
陽
郡
に

あ

る

の

で

あ

る
｡

讃
史
方

興
紀
要
に

よ

る

と

期
思

城
は

固
始
牒
の

西
北

七

十
里

に

あ

る

と
さ

れ

て

い

る

か

ら
､

両

者
は

近

接
し
た

距
離
に

(

5
)

あ

る

こ

と
に

な
る

｡

期
思
も

固
始
(

寝
丘
)

も
､

孫
叔
敦
が

令
争

で

あ
っ

た

荘
王

時
代
の

楚
に

お

い

て

は
､

常
時
の

楚
の

都
の

郭
か

ら

は

る

か

は

な
れ

た

東
北

方
の

通
産
の

地

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

連
彊
の

し

か

も

相
近

接
し

た

両

地
が

､

ど

ち

ら

も

孫
叔
数
に

関
係

の

あ
る

地

と

し

て
､

彼
の

説

話
の

中
に

現
わ

れ

て

来
る

と
い

う
こ

と

は
､

全

く
の

偶
然
と
は

考
え

れ

ら

な
い

束
も

す
る

の

で

あ

る
｡

竜

と

も

と

何
か

こ

の

地

方
が

､

.

孫
叔
放
と

何
等
か

の

関
係
が

あ
っ

て
､

そ

れ

に

上

述
の

戦
国
以

降
の

思
想

的
潤
色
が

加
え

ら
れ

て
､

淵

前
引
の

よ

う
な

説
話
が

構
成
さ

れ

た
の

で

は

な
か

ろ

う
か

､

と

も

一

應

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
､

こ

の

地

方
の

孫
叔
敦
と

の

関
係
に

っ

い

て

は
､

昔
時
の

楚
の

賓
情
か

ら
､

ど
の

よ

う
な
こ

と

が

考
え

ら

れ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

想

像
を

加
え
れ

ば
､

そ

こ

に

い

ろ
い

ろ

な

関
係
が

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ

の
一

つ

は
､

閣

若
接
の

四

書
繹

地

番
一

に

見
え

る

見

解
で

あ
る

､

そ

れ

を

若
干

補
正

し

な
が

ら
､

の

べ
.
る

と
､

こ

う
で

あ

る
｡

左

博
宝
公

四

年
の

記
事
に

よ

る

と
､

孫
叔
敷
の

父
の

烏
鷺
は

､

令
争
の

闘
般
を

荘
王
に

讃
し

て

之
を

殺
し

､

自
ら
は

司

馬
と

な
っ

た
｡

闘
般
の

従
弟
の

闘
椒
は

そ

の

後
を

つ

い

て

令
夢
と

な

る

や
､

同
族
を

ひ

き
い

て
､

一

族
の

仇
で

あ
る

蕪
貰
を

殺
し

た
｡

父
が

殺

さ

れ

る

と
､

子
は

難
を

さ

け
て

他
虞
に

出
奔
す
る

こ

と

ほ
､

楚
で

も

そ
の

例
は

多
い

､

さ

き
に

令
草

子
元

が
､

申
公

開
班
に

殺
さ

れ

た

と

き
､

そ
の

子
の

王

孫
啓
は

晋
に

出
奔
し
(

楚
語
)

､

闘
椒
が

殺

さ

れ

た

と

き

も
､

そ
の

子
の

苗
貴
重
は

､

晋
に

出
奔
し
て

難
を

さ

け

た

{

左

俸

嚢
公
二

十

六

年
)

の

は

そ

の

例
で

あ

る
｡

孫
叔
数
も

､

父
の

蕪
質
が

殺
さ

れ

た

の

で
､

難
を

さ

け
て

､

嘗
時
の

楚
の

達

蛮

地

背
の

期
思
の

あ
た

り

に

の

が

れ

て

身
を

か

く
し

た
､

と

考
え

ら

れ

な
い

こ

と

は

な
い

｡

蕪
賢
を

殺
し
た

令
争

闘
椒
は

､

さ

き

に

昏
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質
の

讃
を

聞
き

入

れ

て

腕
般
を

殺
す
こ

と
に

興
っ

た

荘
王

に

封
し

･
て

も

怨
を

い

だ

き
､

や

が

で

荘
王

に

謀
鼓
す
る

こ

と
に

な
っ

て
､

そ
の

一

族
も

ろ

と

も

誅
滅
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

楚
の

荘
王

の

九

年
に

お

こ

っ

た

所
謂
若
敦
氏
の

乳
で

あ

る

が
､

孫
叔
敦
が

命

中

と

し
て

左
俸
に

姿
を

現

わ

す
の

は

荘
王

の

十

六

年
(

荘

文

猟
を

孫

叔

敷
の

兄

弟
と

す
れ

ば

荘
王
の

十

七

年
)

で

あ
ら

て
､

こ

の

七
･

八

年

の

問
､

孫
叔
敦
は

､

期
思
に

身
を
か

く

し
て

い

た
､

と

考
え

て

も

さ
ほ

ど

無
理
で

は

な
い

｡

い

わ

ば

義
民

と

闘
氏
と

は

封
立

関
係
に

あ

り
､

荘
王

は

藷
貿
に

味
方

し
て

闘
般
を

殺
し

､

そ

の

た

め

蕎
要

は

闘
椒
に

殺
さ

れ
､

王

も

又

闘
椒

一

族
の

攻

撃
を

う

け
る

こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

荘
王

が

闘
氏
の

一

族
を

誅

滅
し

た

後

に
､

期
思
に

身
を

か

く

し
て

い

た

蕗
寛
の

子
の

孫

叔
数
を
よ

び

ょ

せ

て

令
夢
と

し
､

蕪
氏
の

後
を

立
て

た

と

解
す
る

こ

と

は
､

こ

れ

又

嘗
時
の

事
情
と

矛
盾
し

な
い

｡

と
こ

ろ
で

､

孫
叔
教
は

後
に

､

そ
の

さ

き
の

ゆ
か

り
の

地
で

あ

る

期
息
の

近

傍
の

地

寝
丘

を
､

自

分
の

又

は

そ

の

子
の

う
ち
の

一

人
の

た

め

に

封

邑

と

し

て

請

う

た
､

と
い

う
こ

と

も
､

考
え

ら
れ

､

や

が

て

子

孫
が

そ

こ

に

土

着

す
る

と
､

そ

れ

を

先

人
に

繋
い

で
､

孫
叔
敦
は

期
思
の

人
だ

と
い

う
偉
承
が

生

れ

た

の

で

は

な
い

か
､

と

い

う
で

あ

る
｡

■･

蕎
貿
の

子

孫
叔
敷
が

期
息
の

地

方
に

か

く
れ

す
ん

だ

と
い

う
､

こ

の

よ

う
推
定
は

､

代
々

､

令
夢
や

司

馬
を

出
す
王

族
出
身
の

園

氏
･

蕪
氏
の

繭
有
力

世

族
の

争
と

い

う

春
秋
時
代
に

固
有
な

現

象

に

も

と

づ

く

の

で

あ

る

が
､

そ

こ

か

ら
､

上

記
の

よ

う

な

経
過

で
､

孫
叔
敦
は

期
思
の

人
で

あ

る

と
い

う

侍
承
が

う

き
れ

て

来
る

と
､

そ

れ

が
､

あ
の

伺
賢

､

進

賢
の

戦
国
思

想
に

よ
っ

て

潤
色
さ

れ

て
､

荘
王

は

期
思
の

都
人

で

あ

る

賢
者
孫
叔
教
を

挙
用
し
て

以

へ

6
)

て

覇
を

な

す
こ

と
が

出
来
た

､

と
い

う

筍
子

､

.
呂
氏

春
秋

､

見
記

循
吏
列

俸
等
に

採
用
さ

れ

て

い

る

説

話
が
構
成
さ

れ

た
､

と

も

考

え

ら
れ

な
い

こ

と

は

な
い

｡

又
一

方
､

期
息

､

寝
丘

(

固
始
)

一

帯
の

地

は

楚
の

東
北
の

適
意
の

地

で

あ

る

か

ら
､

以

上
の

よ

う
な

因
縁
を

も
っ

た

と

推
測
さ

れ

る

孫
叔
教
の

寝
丘

受
封
の

こ

と
が

､

後
に

道
家

思

想
の

潤
色

を

う
け
て

､

孫
叔
敦
は

､

人
の

怨
誘
を

さ

け
て

子

孫
の

安
全
を

は

か

る

た

め
に

肥
餞
の

地

を

軒
退

し
て

､

誰

も

ほ

し

が

ら

な
い

退
部
の

沙
石
の

地
の

寂
丘

を

荘
王

に

封
邑

と

し

て

請
わ

し

め
､

こ

の

た

め

に
､

｢

線
臣
は

再
世
に

し
て

地

を

収
め

ら

れ

る
+

と
い

う
楚
国
の

法
が

あ

る

に

も

拘
ら

ず
孫
叔
数
の

豪

だ

け

は

子

孫
は

安
全
に

存
壊
し

得
た

､

と
い

う
､

韓
非
子

喩

老

篇
､

呂

氏
春
秋

異
賓
篇

､

准
南
子

人

間
訓
の

あ

の

説

話
が

構
成
さ

れ

た

の

で

は

な
い

か
､

と

も

考
え

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

､一7

も

ち

ろ
ん

､

孫
叔
敷
と

期
息

･

寝
丘

(

固
始
)

一

帯
の

地

と
の

朗
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関
係
に

つ

い

て

の

上

引
の

閣
若
捷
の

解
繹
は

､

全

く
一

つ

の

蓋
然

(

7
)

性
と

し
て

の

推
定
で

か
り

､

そ

の

外
に

も
い

く
つ

か

の

推
定
は

な

り

立

ち

う
る

の

で

あ
っ

て
､

そ

の

事
自
饅
の

眞
偽
は

私

達
に

と
っ

て

さ

し
て

問
題
で

は
■
な
い

｡

し
か

し
､

孫
叔
敦
を

蕗
富
の

千

鳥
敷

で

あ

る

と

解
す
る

こ

と
の

方
が

､

彼
を

全

く
の

期
思
の

都
人

と
つ

た

え

る

説

話
よ

り
は

､

安

富
性
が

強
い

こ

と
は

香
足
し

得
な
い

｡

そ
の

根
接
の

一

ほ
､

さ

き

に

も
の

べ

た

よ

う
に

､

春
秋
時
代
の

楚

の

食
草
で

､

左

俸
の

記
載
に

見
え
る

も
の

は

合
計
二

十

八

人

あ
る

が
､

そ

れ

ら
の

者
ほ

､

は
る

か

以

前
の

文
王
の

と

き
の

申
停
と

侍

承
さ

れ

て

い

る

彰

伸
爽

一

人

を
の

ぞ
い
■

て

は
､

こ

と
ご

と

く
､

･
王

族
､

王

子
で

あ
る

､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

■
成
王

か

ら

荘
王
に

い

た

る

間
の

食
草
を

数
え

上

げ
て

見
た
だ

け
で

も
､

公
子

元
､

圃
穀

於
兎
(

子

文
)

､

成
得
心

(

子

宝
)

､

轟
呂
臣
(

叔
伯
)

､

園
勃
(

子

上
)

､

成
大
心

(

孫
伯
)

､

成
嘉
(

子

孔
)

､

陶
般
(

子

揚
)

､

陶
椒

(

子

友
)

､

轟
文

猟
､

〔

義
教
(

孫
叔
敦
)

〕

で

あ

り
､

陶
氏

､

成
氏

､

蘇
氏
の

い

ず
れ

も

王

族
か

ら

出
た

世

族
が

､

代
る

代
る

そ
の

職
に

っ

い

て

い

る

の

で

あ
る

｡

英
数
の

職
に

い

た
っ

て

は
､

春
秋

時
代

を

通
じ

て
､

属
暇
以

来
､

武
王

か

ら

出
た

王

族
の

屈
氏
の

全

く
の

世

襲
で

あ
る

｡

こ

れ

ら
の

公

族
の

そ

れ
ぞ

れ

の

盛

衰
と

そ

の

原

因
､

又

叔
孫
敦
以

後
の

食
草
に

は
､

王

族
よ

り

も

む

し

ろ
王

子

群

が

多
く

な
っ

て

行
く

事
情
等
の

立
入

っ

た

考
察
は

､

■

別

稿
で

詳
述

拗

す
る

改
定

で

あ

る

が
､

少
く
と

も
こ

の

よ

う
な

世

族
の

箕
情
か

ら

考
え

て

も
､

韓
非
子

喩
老

篇
等
の

孫
叔
敷
設

話
に

見
え

る

｢

線
臣

は

再

世
に

し
て

そ

の

地

を

収
め

ら

れ

る
+

と
い

う
楚
図
の

法
は

､

そ
の

文

字
通
り

の

意
味
で

は
､

春
秋
時
代
の

楚
の

賓
情
か

ら

く

み

と
る

こ

と

ほ

困

難
で

あ

る
｡

そ

れ

が
､

前
節
で

指

摘
し

た

様
に

､

全

く

候
茎
の

も
の

で

は

な

く
､

何
か

も

と
づ

く

と
こ

ろ

あ
る

上

す

る

な

ら

ば
､

よ

り

後
の

時
代
の

､

こ

の

説
話
が

構
成
さ

れ

た

戦
国

以

降
の

楚
図
の

事
情
を

或
ほ

反
映

し
て

い

る

も

の

で

は

な

い

か

と
､

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

り
毛

青

酸
､

西

河

合

集
檻

集
所

収
｡

わ
拙
稿

｢

現

代

中

国

史

畢
界
に

お

け

る

古

史

研

究
の

問
題
傾
向
+

一

橋

論
叢

一

七
ノ

三
･

四
､

一

九

四

七

参
照

｡

の
孫

星

街
､

間
字
堂

集
､

奄
四

｡

叫
隷
帝
竜
三

所

収
の

孫
叔
敦
碑
に

は

｢

固
姶
令
臣

君

夢
見

孫

君
…

…

点

薬
屑
屋
五

石

銘
碑
+

と

あ

る
∴

方
､

そ
の

碑
文
の

末
尾
に

は

｢

期
息

麻
宰

臣

君

講
光
字
世

賢
+

と

あ

り
､

又

碑
陰
に

は

｢

期

息

長

光
､

鹿

毛
二

紀
､

･
訪
問
国
中

背

年
番
歯

､

素
聞

孫

君

楚
時

良

輔
本

此

邦
垂

名

於
後
俸
…

…
+

と

あ

り
､

同
一

人

物
の

臣

光
が

､

固
始
の

令
と

も
､

又

期
息
の

長
と

も

記

さ

れ
て

い

る

こ

と

は

別
に

検

討
を

要
す
る

｡

昔

時
固
姶
は

侯
園
で

あ

る

か

ら
､

固

始
の

粕

と

記
す
べ

き

で

あ

る

が
､

鏡
大

昭
の

後
漠

郡

圃
令
長
考
に

よ

る

と
､

後
漢

で

は

侯
国
の

頼
も

､
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令
を

科
し
た

他
の

例
も

あ
る

｡

偽
､

水

軽
注

竜
一

一

十
二

穎
水

注
に

よ

る

と
､

固
始
鯨
の

故
城
み

北
に

も

孫

叔

敦
の

碑
が

あ

る

と

さ

れ

て

い

る
｡

の
前

湊
の

汝
商
都
の

痩

麻
､

す
な

わ

ち

後
漢
の

固

姶
が

､

今
の

河

南
光

州
の

固
始
に

あ

た

る

と

解

す
る

の

は
､

通
典

､

潰
史

方

輿
紀
要
等
で

あ
る

が
､

元

和

郡

麻
志

､

大

清
一

統
志

は
､

そ

れ

を

今
の

陳
州

府

沈

丘

嚇
に

あ

た

る

と

す
る

｡

こ

の

後
者
の

誤
り

を

た
ゞ

す
た

め
に

､

厳

株
高
は

､

そ

の

春
秋

大
事
表

名

七
に

お

い

て
､

つ

ぎ
の

よ

う
に

解
挿

す
る
｡

疲
丘
は

沈
丘

で

あ

り
､

そ

れ

は
､

も

と

春

秋

時

代
の

沈
図
の

別

邑
で

あ

り
､

楚
は

そ

れ

を

沈
固
か

ら

奪
っ

て
､

そ
こ

に

沈
ヂ

を

お

い

た
｡

そ

れ

は
､

沈
の

本
員

が

茶
に

滅

さ

れ

る

宜

公
四

年
よ

り

は

る

か

前
で

､

左

倦
で

宜

公

十
二

年
か

ら

す
で

に

沈
ヂ
が

出
て

爽
る

の

は

そ
の

放
で

あ

る
｡

沈
の

本
邑

は
､

漠
の

政
商

郡
の

平

奥

解
で

後

漢

書

郡

圃
志

に

｢

平

輿
に

沈
亭

有
り
+

と
い

う
の

が

そ
れ

で
､

こ

れ

が

今

の

汝
寧

府

(

す

な
わ

ち

陳

州

府
)

の

沈
丘

院
で

あ
る

｡

我
々

の

問
題

と

す
る

渡

丘
､

す
な

わ

ち

前

浜
の

疲
､

後
湊
の

固

始
は

､

こ

の

沈
国

の

別

邑
で

あ
っ

て
､

そ

れ

は
､

今
の

河

南
光

州

府
の

固

始
麻
な
の

で

あ
る

､

と

す
る
｡

し

た

が

っ

て
､

期
思
の

故

城
は

､

固

姶
麻
の

南
北

七

十
二

里
に

あ
る

と

い

う
､

凍
史
方

輿
紀
要
の

記

述
は

､

従
う
ぺ

き

で

あ
る

｡

の
史
記
循
吏
列

停

は
､

単
に

孫

叔

数
に

つ

い

て

ば
か

り
で

な

く
､

.
子
産

に

つ

い

て

も

鄭

世

家
の

記
述

と
い

ち

じ

る

し
い

矛
盾
が

あ

り
､

又

そ

の

全

愚
の

構
成
か

ら
い

っ

で

も

疑
問
の

鮎
が

多
い

｡

り
闘
若
按
の

よ

う

な

解
渾
の

外
に

も
､

孫

叔
敷
が

期

息
一

帯
の

地

と

何

等
か

打

開
係
を

も
っ

て

い

た

の

で

は

な
い

か
､

と
い

う

推
定
を

許
す

史

料
を

私

達
は

も
っ

て

い

る
｡

准
再
子

人

間
訓
に

｢

孫
叔

敦
は

期

思

の

水

を

決
し
て

琴
婁
の

野
に

濯
ぐ
+

と

あ

り
､

太

平
御

覧
七
二

別
の

港

南

子
に

は

｢

楚
の

相
､

期
息
の

隈

を

作
り
て

､

琴
婁
の

野
に

潅
ぐ
+

と

あ

り
､

岡

引
の

雀
真
の

月

令
に

も
｢

孫

叔
敷
は

期
息
の

陵
を

作
る
+

と

あ

る

の

は

そ

の
一

例
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と
ほ

､

水

脛
注
三

十
二

肥

水

注
の

｢

笥

陵
は

､

楚
の

嫡

孫

叔
敦
の

造

る

所
と

言

う
+

と
い

う

倖

承
と

共

に
､

別

稿
に

お

い

て

厳

密
に

検

討
す
る

改
定
で

は

あ

る
が

､

こ

の

よ

う

な
こ

と
も

､

孫
叔
敦
は

期
息
の

人
だ

と

い

う

謹

話
を

生
.む

に

至
っ

た
こ

と

と

何

等
か

の

関
係
が

あ
ろ

う
｡

韓
非
子

喩

老
篇

､

呂
氏
春
秋
(

史

記
滑

稽

列

侍
正

義
引
)
､

港
南
子

人

間
訓
の

孫
叔
敷
設

話
に

見
え
る

楚
国
の

法
は

､

｢

線
臣
は

再
世

に

し
て

そ

の

地

を

収
め

ら

れ

る
+

､

｢

功
臣
は
二

世
に

し
て

線
を

奪
わ

れ

る
+

と
い

う
そ
の

規
定
か

ら

考
え

る

と
､

そ

れ

は

君

樺
強
化
の

､

た

め
の

世

族
抑
腰
を

意
図

す
る

も

の

で

あ

る

こ

と
は

､

.
明

ら
か

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

そ

の

よ

う
な

法
が

春
秋
時
代
の

楚
の

貫
情
か

ら

は

く
み

と
り

に

く
い

､

と

す
る
.
と

､

そ

の

様
な

意
囲
が

種
々

な

方

策
を
も
っ

て

賓
行
に

う
っ

さ

れ

た

願
書
な

事
例
と

し
て

､

す
ぐ

頭

に

う
か

ぶ

の

は
､

南
牧
の

欒
法
を

は

じ

め

と

す

る
､

戦
国
期
諸
国

O
U

の

あ

の

改

革
で

あ

る
｡

楚
に

お

い

て

は
､

悼
王
の

と

き
に

共

起
に

彪

〟

抗
生

＼
▲

小

三

■∴
丸

V

/
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よ

る

襲
法
が

つ

た

え

ら

れ

て

い

る
｡

｢

祓
臣
は

再
世

に

し
て

そ
の

地

を

収
め

ら

れ

る
+

と
い

う

孫
叔
敷
設

話
に

み

え
る

こ

の

楚
国
の

法

は
､

賓
は

､

戦
国
時
代
の

呉

起
の

改

革
と

何
等
か

の

関
係
が

あ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
､

と

先

ず
考
え

る

こ

と

は
､

前
節
以

来
の

考

察
か

ら

嘗
然
締
結
さ

れ

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

呉
起
の

楚
に

お

け

る

改

革
に

つ

い

て

調
べ

て

見
る

と
､

史
記

孫

子

共
起

列
備
に

｢

共

起
､

罪
を

得
る

こ

と

を

慣
れ

､

遂
に

(

魂
を
)

去
り

て
､

ゆ

へ

い

そ

即
ち

楚
に

之

く
｡

楚
の

悼
王

､

素
か

ら
､

呉
起
の

賢
な

る

を

聞

き
､

至

れ

ば

則
ち

楚
に

相
た

ら

し

め
､

法
を

明

ら
か

に

し

令
を

審
か

に

し
､

不

急
の

官
を

損
じ

､

公
族
の

疏
遠
な

る

者
を

廃
し

､

以

て

戦

闘
の

士
を

撫
養
せ

し

む
｡

+

と
あ

る
｡

｢

公
族
の

疏
遠
な

る

も
の

を

慶
す
る
+

と
い

う
こ

と
は

､

重

要
な
世

族
抑
制
政

策
で

あ
る

が
､

こ

の

同

じ
こ

と
は

､

韓
非
子

和
氏

篇
で

は
､

よ

り

具
餞
的
に

つ

ぎ
の

ゾ

号
フ

に

記
さ

れ

て

い

る
｡

｢

昔
､

呉

起
､

楚
の

悼
王

に

教
え

る

に

楚
圃
之

俗
を

以
て

し

は

な

は

だ

は

な

は

だ

ご

と

て

日

く

『

太

臣

太

重

し
､

封
図

太

衆
し

｡

此
の

若
け

れ

ば

せ

ま

し

い

た

則
ち
上

は

主
に

偏
り

､

下
は

民
を

虐
ぐ

｡

此

れ

圃
を

貧
し

く

し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

兵
を

弱
く

す
る

の

道
也

｡

封
君
ゐ

子

孫
を

し

て

三

世

に

し
て

常

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

線
を

収
め

し

め
､

百

吏
之
藤
秩
を

裁
滅
し

､

不

急
の

横
官
を

損

じ
､

以
て

選
練
之
士

を

奉
ず
る

に

如
か

ず
｡

』

と
｡

+

そ

こ

で

は
､

楚
に

お

け
る

共
起
の

改
革
の

一

項
目
と

し

て
､

明

ら

か

に
､

｢

封
君
の

子

孫
を

し
て

三

億
に

し

て

常
緑
を

収
め

し

む
+

こ

と

が

記
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

史
記

孫
子

共

起
列
停
に

記
さ

れ

て

い

る

｢

公
族
の

疏
遠
な

る

も
の

を

廃
す
+

と
い

う
こ

と

の

具
髄
的
内
容
と

考
え
る

こ

と

が

出
爽
る

｡

韓
非
子

喩
老
篇
の

孫

叔
敷
設

話
の

中
に

も
､

楚
図
の

法
と

し

て

｢

線
臣
は

再
世
に

し
て

線
を

収
め

ら

れ

る
+

こ

と
が

記
さ

れ
､

韓
非
子

和
氏

篇
の

呉
起
の

楚
に

お

け
る

改

革
の

説

話
に

も
､

全

く

同
じ

内
容
の

｢

封
君
の

子

孫
を

し
て

三

せ
に

し
て

爵
線
を

収
め
し

め

る
+

規
定
が

記
さ

れ

て

い

る

と

す
る

と
､

そ

れ

は

呉

起
の

説

話
の

中
に

お

か

れ

て

い

る

こ

と
の

方
が

､

昔
時
の

歴

史
的

情
況
に

は

る

か

に

適

合
し
て

い

る

と

考
え
ざ

る

を

得
な
い

｡

そ
の

よ

う

な

世

族
抑
歴
は

戦
国
期
身
制
君

主
の

共

通
の
.

課
題
で

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

商
執
の

欒
法
に

お

い

て

も
､

｢

宗
室
は

軍
功
有
る

に

非
ざ

れ

ば
､

論
じ

て

屋
籍
を

為
る

を

得

ず
+

と

あ
っ

て
､

公

族

抑
歴
を

は

か
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

■

韓
非
子

喩
老

篇
､

呂

氏

春
秋

､

准
南
子

人

間
訓
の

孫
叔
敷
設

話

は
､

少
く

と

も

今

日

俸
え

ら

れ

て

い

る

よ

う
な
そ

の

説

話
の

構
成

に

は
､

戦
国
以

降
の

道

家

思

想
の

潤
色

が

顕
著
で

あ
る

こ

と

は
+

す
で

に

見
て

爽
た

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

そ

の

説

話
に

見
え

る

楚
囲

5 3()
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( 19 )■韓非子喩老 篇 の 所言胃楚邦 之法 に つ い て

の

法
も

､

戦
国
時
代
の

楚
に

お

け
る

呉

起
の

法
に

も

と
づ

い

て
､

そ
こ

に

挿
入
さ

れ

た

も

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

呉

起
の

攣
法
は

､

悼
王
の

死

と

共
に

､

公

族
世

族
の

強
い

抵
抗
に

合
っ

て
､

呉

起
は

誅

滅
さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

そ
こ

で

意
困
さ

れ

た

き

ぴ

し
い

楚
圃

の

法
ほ

後
々

ま
で

も

語
り
つ

た

え

ら
れ

た

の

で

あ

ろ

う
?

そ

し
て

そ

れ
が

､

子

孫
の

安
全
を

は

か

る

た

め

に
､

孫
叔
敦
は
こ

と
さ

ら

に
､

不

毛
の

瘡
地

を

封
邑

と

し
て

選
ん

だ

と
い

う
､

戦
国

以

降
の

道
家

思

想
の

潤
色
に

よ

る

説

話
構
成
の

中
に

と

り

入

れ

ら

れ
て

､

そ

の

よ

う
な

き
び

し
い

楚
図
の

法
が

あ
る

に

も

拘
ら

ず
､

叔
孫
数

の

子

孫
だ

け
ほ

永
蹟
出
来
た

の

だ

と
い

う
話
が

つ

く

り

上

げ

ら
れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
+

｢

善
く

建
つ

れ

ば

抜
け

ず
､

善
く

抱
け

や

ば

脱
せ

ず
､

子

孫
､

以
て

祭
祀
し
て

軽
ま

ず
+

と
い

う

老

子
の

言
､

或
は

､

｢

物
は

､

或
は

損
じ

て

益

す

る

こ

と

あ

り
､

或
は

益

し
て

損

ず
る

こ

と

あ

り
+

と
い

ヶ
老

子
の

言
の

虞
世

的

効
果
を

､

よ

り

具

髄
的
に

例
示

す
る

た

め

に
､

そ

の

説
話
の

中
に

と

り

入

れ

ら

れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

以
上

の

考
察
に

よ
っ

て
､

韓
非
子

喩
老
篇
そ

の

他
の

孫

叔
数
説

話
の

示

す
｢

楚
邦
の

法
+

は
､

そ
の

ま
ま
の

形

で

は
､

春
秋

時
代

の

楚
の

王

権
の

安
定

性
を

解
明

す
る

史
料
と

し
て

は
､

利
用

出
来

な
い

こ

と
が

明
ら

か

と

な
っ

た
｡

そ

れ

な

ら

ば
､

本

稿
の

冒

頭
に

記
し

た
.

よ

う

な

春
秋
時
代
の

楚
に

お

け
る

王

権
の

現
さ

は
､

何
に

も

と
づ

く
の

で

あ

ろ
う
か

｡

そ

れ

は
､

戦
国
期
以

降
の

専
制
君

主

権
力

と

ど
の

よ

う
に

異
っ

た

歴
史
的
性
格
を

も

ち
､

又

ど
の

様
な

連

環
性
を

そ

の

間
に

も
つ

も
の

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

れ

は
､

春
秋

時

代
の

楚
の

具
健
的
研
究
に

よ
っ

て

答
え

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

そ

し
て

､

そ

こ

で

再
び

､

て

の

｢

楚
囲
の

法
+

は
､

別
の

角

度
か

ら

検
討
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

.

本
稿
は

､

い

わ

ば
､

そ

の

第
一

章
で

あ

る
｡

(

一

九
五

八
､

一

〇
､

一

四
)

(

二
帝

大
畢

教
授

)
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