
回
春
秋
ｏ戦
国
時
代

春
秋
五
覇
、
戦
国
の
七
雄
が

争
つ
た
戦
乱
の
時
代

異
民
族
の
侵
入
を
機
に

長
い
戦
乱
の
時
代
へ
突
入

前
７
７
０
年
、
異
民
族
が
周
の
都
、
鏑
京
に

侵
入
、
周
は
都
を
東
の
洛
邑
に
遷
し
た
（東
周
）
。

遷
都
以
降
、
周
王
の
権
威
は
衰
え
、
自
立
し
た

諸
侯
が
各
地
で
覇
権
争
い
を
展
開
す
る
、
戦
乱

の
時
代
と
な
る
。

春
秋
時
代

（東
周
の
前
期
）
に
は
、
２
０
０
あ
ま

り
の
諸
侯
が
あ
っ
た
が
、
春
秋
の
五
覇
と
り
つ
有

力
諸
侯
に
併
合
さ
れ
て
い
く
。
彼
ら
は
覇
者
と
さ

れ
、
周
王
を
尊
び
、
夷
秋

（異
民
族
）を
退
け
る
尊

王
攘
夷
を
名
目
と
し
て
勢
力
拡
大
に
努
め
た
。

や
が
て
、
諸
侯
の
下
の
大
夫
層
が
実
力
で
政

権
を
奪
う
下
剋
上
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
一則

４
０
３
年
、
大
国
晋
が
３
国
に
分
裂
し
た
。
諸

侯
が
王
と
称
し
て
領
土
拡
大
を
図
る
こ
れ
以
降

の
時
代
を
戦
国
時
代
と
り
つ
。
諸
侯
間
の
争
い

の
結
果
、
戦
国
の
七
雄
と
よ
ば
れ
る
７
大
国
が

分
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
富
国
強
兵
策
を
と
っ
た
。

こ
の
時
代
に
は
、
鉄
製
農
具
や
牛
耕
の
登
場

に
よ
り
農
業
生
産
力
が
向
上
し
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
青
銅
貨
が
鋳
造
さ
れ
る
な
ど
、
商
工
業

も
発
達
し
た
。
諸
侯
は
、
治
水
や
灌
漑
、
未
開

地
の
開
墾
、
新
都
市
の
建
設
を
進
め
た
。
諸
国

は
支
配
地
の
邑
を
県
と
り
つ
行
政
単
位
に
置
き

か
え
領
内
支
配
を
強
め
た
。

ま
た
、
戦
乱
の
世
で
は
、
支
配
体
制
を
強
固
に

す
る
た
め
の
人
材
と
思
想
が
求
め
ら
れ
、
諸
子
百

家
と
称
さ
れ
る
思
想
家
た
ち
が
活
躍
し
た
。

燕層垂雰膚縫悩晋國品)に全盛。戦国の七雄
□
黄
河
文
明
と
殷
ｏ周
田
春
秋
・
戦
国
時
代

前403～前221年。

諸侯はそれぞれ王を名乗り、
フ大国が並び立って激しく対立した。
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差を滅ぼした。この故事から、敵を討とうとして苦労、努力すること、目的を達するため苦労を重ねることをいう。

一そ
納筵

「一　
ｒ
　
一

■
　
　
√
一

麗
黛
郭

周
王
朝
が
衰
え
、

有
力
諸
侯
が
覇
者
を
目
ざ
す

春
秋
時
代
を
へ
て

「戦
国
の
七
雄
」
の
時
代
へ
。

儒

家

孔
子
を
祖
と
す
る
学
派
。
家
族
に

対
す
る
孝
悌
↑
」
う
て
い
）
を
重
ん

じ
、
そ
れ
を
他
に
及
ぼ
す
仁
を
最

高
の
道
徳
と
す
る
。
孔
子
の
後
、
孟

子
（も
う
し
）
、
荀
子
（じ
ゅ
ん
じ
）

を
輩
出
、
前
漢
時
代
に
は
官
学
と

な
っ
た
。

孔
子

前
５
５
１
こ
ろ
～
前
４
７
９
年
。
魯

（ろ
）
に
生
ま
れ
、
周
を
理
想
と
し

て
政
治
家
を
志
す
が
叶
わ
ず
、
諸

法
　
家

法
に
基
づ
く
厳
格
な
政
治
を

行
い
、
権
力
を
君
主
に
集
中

さ
せ
富
国
強
兵
を
図
る
こ
と

を
説
く
学
派
。
商
軟

（し
よ

う
お
う
）
、
韓
非

（か
ん
ぴ
）

ら
に
代
表
さ
れ
る
。

韓

非

つ
～
前
２
３
３
年
。
法
家
の

思
想
を
大
成
し
た
。
秦
で
重

用
さ
れ
る
こ
と
を
ね
た
む
李

斯
（り
し
）
に
謀
ら
れ
、自
殺
。

墨
　
家

墨
子
を
祖
と
す
る
学
派
。
手

工
業
従
事
者
や
農
民
を
中

心
と
し
、博
愛
主
義
の
兼
愛
、

絶
対
平
和
の
非
攻
を
唱
え
、

儒
家
と
並
ぶ
勢
力
と
な
っ
た
。

墨

子

一削
４
８
０
こ
ろ
～
前
３
９
０

年
こ
ろ
。
宋
の
工
人
の
出
身

と
さ
れ
る
が
、
く
わ
し
い
経

歴
は
不
明
。

道

家

万
物
は
「道
」
に
従
っ
て
あ
る

が
ま
ま
に
あ
る
と
し
、
た
だ

道
に
の
み
従
っ
て
生
き
る
無

為
自
然
の
立
場
に
身
を
置
く

こ
と
を
説
い
た
。

老
子

道
家
の
祖
と
さ
れ
る
が
、
実

在
を
疑
問
視
す
る
説
も
あ
る
。

荘

子
前
４
世
紀
こ
ろ
の
思
想
家
。

も
の
の
是
非
や
善
悪
を
超
え
、

あ
る
が
ま
ま
に
生
き
る
こ
と

を
説
い
た
。
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秦
西方の新興国。孝公 (こうこう)

のときに法家の商軟 (し よう

おう)を登用して富国強兵を

進め、のちに中国を統一する。

国
放
浪
の
の
ち
、弟
子
の

戦
国
の
世
に
生
ま
れ
た

諸
子
百
家

春
秋
・戦
国
時
代
に
、
彙
口
地
で
活
躍

し
た
思
想
家
た
ち
を
総
称
し
て
諸
子

百
家
と
い
う
。
こ
の
時
代
は
中
国
の
社

△李
経
済
と
も
に
大
き
な
変
動
期
で
、

そ
れ
ま
で
の
封
建
制
の
崩
壊
に
よ
り
、

新
し
い
思
想
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
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