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「
献
帝
を
廃
し
て
、
曹
丕

漢
を
簒
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お

〔
序
〕

漢
魏
革
命
が
『
三
国
演
義
』
に
て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
現
存
最
古
の
版
本
で
あ
る
嘉
靖
本

・
李
卓
吾
本
・
嘉
靖
本
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
て
、
検
討
結
果
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
。
日
本
に
お

け
る
最
初
の
翻
訳
で
あ
る
『
通
俗
三
国
志
』
と
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
同
書
の
受
容
を
決
定
的
な
も
の
と

し
た
『
吉
川
三
国
志
』
を
確
認
し
た
。

今
回
は
『
吉
川
三
国
志
』
に
な
ら
っ
て
、
「
随
時
、
長
所
を
擇
つ
て
、
わ
た
く
し
流
に
書
い
た
」
と
い

う
こ
と
を
自
分
な
り
に
行
っ
て
み
た
い
。
吉
川
英
治
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
『
通
俗
三
国
志
』
や
『
三

国
演
義
』
の
諸
版
本
に
依
拠
す
る
だ
け
で
な
く
、
陳
寿
『
三
国
志
』
と
裴
松
之
の
注
釈
等
も
参
照
し
な
が

ら
、
広
義
の
「
翻
訳
」
な
い
し
は
翻
案
を
行
い
た
い
。

漢
魏
革
命
の
過
程
は
、
『
三
国
志
』
巻
二

文
帝
紀

注
引
『
献
帝
伝
』
の
「
禅
代
衆
事
」
に
詳
細
に
記

録
さ
れ
る
。
膨
大
な
字
数
の
史
料
で
あ
り
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
載
録
さ
れ
た
翻
訳
で
は
、
約
四
十
頁
に

も
わ
た
る
。
漫
然
と
通
読
す
る
と
、
無
内
容
の
議
論
を
、
形
式
を
整
え
る
だ
け
の
た
め
に
膨
ら
ま
せ
た
よ

う
に
見
え
、
退
屈
で
あ
る
。
だ
が
精
読
す
る
と
、
漢
帝
と
魏
王
を
筆
頭
と
す
る
関
係
者
の
思
惑
が
日
単
位

で
変
化
し
、
相
互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
、
革
命
に
関
す
る
合
意
形
成
が
な
さ
れ
た
過
程
が
立
ち
現
れ
る
。

『
三
国
演
義
』
の
物
語
性
を
借
り
、
「
禅
代
衆
事
」
の
迫
力
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

「
禅
代
衆
事
」
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
字
数
の
多
さ
に
反
し
て
、
実
施
さ
れ
た
期
間
が
短
い
こ
と
に
も
あ

る
。
一
連
の
往
復
書
簡
は
、
延
康
元
年
の
十
月
に
、
す
っ
ぽ
り
収
ま
っ
て
し
ま
う
。
た
っ
た
一
ヶ
月
の
あ

い
だ
に
、
四
百
余
年
の
歴
史
を
持
つ
漢
家
を
終
わ
ら
せ
、
か
つ
周
宋
革
命
ま
で
千
年
に
渡
っ
て
参
照
さ
れ

た
政
治
手
続
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
驚
嘆
に
値
す
る
。
『
献
帝
伝
』
の
記
載
が
詳
細
な
た
め
、
日
付
を

刻
み
な
が
ら
物
語
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
の
経
験
的
な
時
間
感
覚
に
引
き
つ
け
、
「
禅
代
衆
事
」

を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
作
は
意
識
し
て
日
付
を
記
入
す
る
。

〔
一
〕

曹
丕
は
魏
王
と
な
り
、
建
安
二
十
五
年
を
延
康
元
年
と
改
め
た
。

夏
四
月
、
彼
の
も
と
に
急
報
が
入
っ
た
。
大
将
軍
の
夏
侯
惇
が
危
篤
だ
と
い
う
。

「
魏
が
揺
ら
ぐ
」

曹
丕
は
信
じ
ら
れ
ず
、
「
そ
れ
は
本
当
か
」
と
使
者
に
三
度
も
聞
き
返
し
た
。



(

一)

曹
操
期
に
寿
春
で
二
十
六
軍
を
率
い
た
が
、
そ
の
後
、
「
督
諸
軍
還
寿
春
、
徙
屯
召
陵
。
文
帝
即
王

位
、
拝
惇
大
将
軍
、
数
月
薨
（
夏
侯
惇
伝
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
召
陵
に
移
っ
て
い
る
。
寿
春
の
ほ
う
が
有

名
な
の
で
、
単
純
化
し
た
。

(

二)

裴
注
で
孫
盛
が
、
曹
丕
の
喪
礼
を
批
判
す
る
。
『
演
義
』
ら
し
く
す
る
た
め
に
司
馬
懿
に
知
恵
を
出

さ
せ
、
礼
制
の
逸
脱
に
意
味
を
持
た
せ
た
。
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夏
侯
惇
は
、
曹
魏
で
第
一
の
老
臣
で
あ
る
。
今
年
の
正
月
に
父
の
曹
操
を
失
っ
た
ば
か
り
の
曹
丕
は
、

夏
侯
惇
を
父
の
よ
う
に
頼
り
に
し
た
。
前
月
、
前
将
軍
か
ら
大
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。
南
方
の
寿
春
に
駐

屯
し
て
、
二
十
六
軍
を
統
括
さ
せ
て
い
る

(

一)

。

「
動
揺
が
見
え
過
ぎ
ま
す
」

曹
丕
の
わ
き
か
ら
、
そ
っ
と
口
を
差
し
挟
ん
だ
の
は
、
司
馬
懿
で
あ
る
。

「
夏
侯
惇
は
、
父
に
も
等
し
い
存
在
だ
」

曹
氏
と
夏
侯
氏
は
、
相
互
に
婚
姻
を
重
ね
て
お
り
、
曹
丕
の
祖
父
は
も
と
は
夏
侯
氏
で
あ
っ
た
と
い
う

話
も
あ
る
。

司
馬
懿
は
、
曹
丕
と
二
人
だ
け
に
な
っ
て
か
ら
言
っ
た
。

「
も
し
も
大
将
軍
が
死
ね
ば
、
孫
呉
へ
の
牽
制
が
利
き
ま
せ
ん
。
魏
王
が
そ
れ
ほ
ど
動
揺
さ
れ
て
は
、
二

十
六
軍
も
ま
た
動
揺
し
、
寿
春
が
孫
呉
の
手
に
わ
た
る
危
険
す
ら
あ
る
の
で
す
。
寿
春
を
抜
か
れ
て
し
ま

え
ば
、
許
県
の
漢
帝
を
奪
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
実
的
な
脅
威
で
す
」

「
私
は
、
夏
侯
惇
を
父
と
も
思
っ
て
い
る
の
だ
」

「
そ
の
お
気
持
ち
を
利
用
す
る
の
で
す
」

「
ど
う
い
う
こ
と
か
」

曹
丕
は
司
馬
懿
に
教
え
を
請
う
た
。

「
大
将
軍
が
死
ん
だ
ら
、
過
剰
に
悲
み
を
表
現
し
、
礼
制
を
逸
脱
す
る
ほ
ど
の
葬
儀
を
営
む
の
で
す
。
少

な
く
と
も
同
姓
の
伯
父
と
し
て
扱
い
ま
し
ょ
う
」

「
私
は
真
心
か
ら
、
夏
侯
惇
の
病
を
憂
い
て
い
る
が
」

「
お
気
持
ち
は
分
か
り
ま
す
が
、
あ
な
た
は
魏
王
で
す
。
軍
事
上
の
動
揺
を
、
伯
父
の
死
を
悼
む
心
に
よ

っ
て
覆
い
隠
す
の
で
す

(

二)

。
そ
の
間
に
次
の
手
を
打
て
ば
宜
し
い
」

数
日
後
、
夏
侯
惇
の
訃
報
が
届
い
た
。

曹
丕
は
素
服
を
ま
と
い
、
鄴
城
の
東
門
に
出
て
哀
し
み
を
表
し
た
。
礼
制
に
外
れ
て
い
る
と
批
判
す
る

者
も
あ
っ
た
が
、
哭
礼
の
真
情
に
打
た
れ
て
批
判
は
収
ま
っ
た
。
泣
き
止
ん
だ
曹
丕
は
、
「
大
軍
を
ひ
き

い
て
南
に
ゆ
く
」
と
言
い
出
し
た
。

六
月
庚
午
（
二
十
六
日
）
、
曹
丕
は
三
十
万
の
軍
勢
を
率
い
て
、
魏
国
を
出
発
し
た
。

「
故
郷
の
譙
県
に
ゆ
き
、
祖
先
を
祭
る
」



(

一)

正
史
に
も
『
三
国
演
義
』
に
な
い
解
釈
。
作
者
の
推
測
で
す
。
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と
い
う
の
が
、
南
進
の
名
目
で
あ
っ
た
。
譙
県
は
、
曹
氏
の
故
郷
で
あ
る
と
同
時
に
、
夏
侯
氏
の
故
郷

で
も
あ
り
、
先
祖
の
宗
廟
が
あ
る
。

「
三
十
万
も
の
動
員
は
、
国
費
を
消
耗
す
る
だ
け
で
す
」

と
進
言
し
た
者
が
、
曹
丕
の
不
興
を
買
っ
て
、
死
罪
と
な
っ
た
。

「
魏
王
と
な
っ
た
こ
と
を
、
故
郷
の
人
々
に
誇
示
し
た
い
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
は
そ
の
よ

う
な
戯
れ
を
す
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
」

曹
丕
の
胸
中
を
勘
ぐ
っ
て
批
判
し
た
者
も
、
死
罪
と
な
っ
た
。

「
父
（
曹
操
）
が
死
に
、
魏
王
に
即
き
、
伯
父
（
夏
侯
惇
）
が
死
ん
だ
と
い
う
の
に
、
私
は
一
度
も
帰
郷

し
て
い
な
い
。
祖
先
に
申
し
訳
が
立
た
な
い
」

小
さ
な
声
で
、
し
か
し
郡
臣
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
曹
丕
は
つ
ぶ
や
い
た
。

出
兵
の
目
的
は
、
夏
侯
惇
な
き
後
の
孫
呉
へ
の
牽
制
で
あ
る

(

一)

。
三
十
万
を
動
員
す
る
の
だ
か
ら
、
単
な

る
祭
祀
や
「
故
郷
に
錦
を
飾
る
」
こ
と
が
用
件
の
は
ず
が
な
か
っ
た
。

司
馬
懿
が
曹
丕
に
擦
り
よ
っ
た
。

「
反
対
し
た
二
名
を
殺
し
た
こ
と
で
、
魏
王
の
器
量
を
疑
う
声
が
出
て
い
ま
す
。
忠
臣
の
諫
言
を
聞
く
こ

と
の
で
き
ぬ
、
暗
君
で
は
な
い
か
と
」

「
殺
し
た
の
は
失
敗
か
」

不
安
そ
う
な
顔
を
し
た
。
魏
王
と
し
て
の
経
験
は
、
ま
だ
半
年
で
あ
る
。

「
い
い
え
、
殺
す
べ
き
で
し
た
。
魏
王
は
伯
父
の
死
に
触
れ
、
故
郷
の
宗
廟
に
詣
で
る
。
魏
王
と
な
っ
た

栄
誉
を
祖
先
に
報
告
す
る
。
こ
れ
が
公
式
見
解
で
す
。
反
対
す
る
二
名
が
死
ん
で
く
れ
た
こ
と
で
、
こ
の

名
目
に
説
得
力
が
増
し
ま
し
た
。
孫
権
が
情
勢
の
判
断
に
迷
う
で
し
ょ
う
」

「
し
か
し
、
暗
君
と
い
う
評
判
が
立
っ
て
し
ま
っ
た
」

「
父
王
（
曹
操
）
で
す
ら
、
孫
呉
を
制
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
も
魏
王
が
孫
呉
を
制
圧

す
れ
ば
、
後
か
ら
、
い
か
よ
う
に
も
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

秋
七
月
甲
午
（
二
十
日
）
、
魏
軍
は
豫
州
の
沛
郡
、
譙
県
に
到
達
し
た
。

現
地
の
父
老
・
百
姓
が
、
酒
を
持
っ
て
詰
め
か
け
、
曹
丕
の
魏
王
即
位
を
祝
福
し
た
。
譙
県
の
東
郊
で

盛
大
な
宴
席
が
催
さ
れ
、
そ
れ
は
終
日
続
い
た
。

伎
楽
や
百
戯
を
演
じ
さ
せ
、
気
分
の
良
く
な
っ
た
曹
丕
は
、

「
こ
れ
か
ら
二
年
間
、
租
税
を
免
除
し
よ
う
」

と
父
老
に
約
束
し
た
。

「
少
し
は
慎
ま
れ
た
ほ
う
が
」

散
会
し
た
の
ち
、
司
馬
懿
は
曹
丕
の
袖
を
ひ
っ
ぱ
っ
た
。



(

一)

司
馬
懿
が
出
て
く
る
と
、
王
位
・
帝
位
を
匂
わ
せ
る
伏
線
を
張
り
た
く
な
る
。

(

二)

司
馬
懿
が
出
て
く
る
と
、
首
を
回
し
た
く
な
る
。
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「
漢
高
帝
は
、
皇
帝
に
即
位
し
た
後
、
帰
郷
し
て
租
税
を
免
除
し
た
。
覇
王
は
、
故
郷
の
租
税
を
免
除
す

る
。
こ
れ
は
故
事
で
あ
ろ
う
」

「
ま
さ
か
、
そ
の
よ
う
な
発
言
を
、
宴
席
で
し
た
の
で
す
か
」

「
よ
く
覚
え
て
い
な
い
」

曹
丕
は
高
ら
か
に
笑
っ
た
。

司
馬
懿
が
見
た
と
こ
ろ
、
曹
丕
は
心
労
を
晴
ら
す
た
め
、
酒
を
過
ご
し
た
よ
う
だ
。
王
位
に
あ
る
こ
と

の
重
圧
な
ど
、
司
馬
懿
に
知
る
よ
し
も
な
い

(

一)

。

「
あ
な
た
は
、
漢
の
臣
下
、
漢
の
魏
王
で
す
。
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
漢
高
帝
と
は
違
い
ま
す
。

覇
王
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
父
王
の
遺
業
を
継
承
し
た
だ
け
で
、
ま
だ
何
も
な
さ
っ
て
い
な
い
」

「
分
か
っ
て
い
る
」

曹
丕
は
濁
っ
た
目
で
、
司
馬
懿
を
に
ら
ん
だ
。

「
故
事
だ
か
ら
正
し
い
な
ど
と
、
適
当
な
こ
と
を
言
っ
て
す
ま
な
か
っ
た
。
お
前
に
は
本
当
の
こ
と
を
言

お
う
。
私
が
租
税
を
免
除
し
た
の
は
、
恩
恵
を
施
す
た
め
だ
。
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
先
に
施

し
た
者
の
ほ
う
が
優
位
に
立
て
る
」

「
ど
う
い
う
話
で
す
か
」

司
馬
懿
が
首
を
か
し
げ
た

(

二)

。

曹
丕
は
得
意
そ
う
に
喋
っ
た
。

「
よ
く
聴
い
て
ほ
し
い
。
施
し
を
受
け
た
者
は
、
財
物
を
受
け
取
る
の
だ
か
ら
、
一
見
す
る
と
利
益
を
得

た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
大
勢
の
前
で
公
然
と
な
さ
れ
た
贈
り
物
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
皆

は
思
う
だ
ろ
う
。
租
税
を
免
除
し
た
魏
王
に
は
、
度
量
が
あ
る
。
そ
し
て
、
免
除
さ
れ
た
父
老
た
ち
は
、

魏
王
に
対
し
て
借
り
が
で
き
、
お
返
し
の
義
務
を
負
っ
た
の
だ
と
」

「
負
債
と
、
返
済
の
義
務
で
す
か
」

「
父
老
は
私
に
頭
が
あ
が
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
魏
王
だ
か
ら
で
は
な
い
。
私
か
ら
財
物
を
受
け
と
っ
た

か
ら
だ
」

「
そ
こ
ま
で
お
考
え
で
し
た
か
」

「
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
か
な
」

曹
丕
は
気
持
ち
よ
さ
げ
に
、
軍
営
内
の
寝
所
に
消
え
た
。

次
の
日
も
祝
宴
は
設
け
ら
れ
た
。
父
老
た
ち
は
、
酒
だ
け
で
な
く
、
肉
を
持
参
し
た
。

「
魏
王
に
対
す
る
、
ほ
ん
の
気
持
ち
で
す
」

曹
丕
は
、
あ
り
が
と
う
、
と
鷹
揚
に
受
け
と
っ
て
か
ら
、



(

一)

『
演
義
』
で
は
、
劉
封
と
孟
達
の
対
立
を
先
に
描
き
、
「
孟
達
の
投
降
→
曹
丕
が
鄴
県
を
出
発
」
と

い
う
順
序
だ
が
、
文
帝
紀
で
は
逆
で
あ
る
。
文
帝
紀
に
従
う
。

(

二)

文
帝
紀
で
は
、
譙
県
に
到
着
す
る
前
に
孫
権
が
「
奉
献
」
す
る
。
『
演
義
』
に
は
な
い
。
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「
し
か
し
私
た
ち
は
、
同
郷
人
で
は
な
い
か
。
気
づ
か
い
は
無
用
だ
。
私
は
幼
少
の
頃
か
ら
戦
地
を
ま
わ

り
、
故
郷
で
過
ご
し
た
時
期
が
短
か
っ
た
。
あ
な
た
た
ち
と
酒
を
飲
み
、
親
交
を
結
べ
る
こ
と
が
嬉
し
い

の
だ
」

と
言
っ
て
、
鄴
県
か
ら
輸
送
し
た
財
物
を
、
父
老
た
ち
に
分
け
与
え
た
。
父
老
た
ち
は
恐
縮
し
て
か
ら
、

言
葉
を
尽
く
し
て
曹
丕
を
称
賛
し
た
。

「
魏
王
、
万
歳
。
王
の
恩
沢
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
―
―
」

「
し
か
し
、
何
だ
」

「
私
た
ち
は
、
受
け
取
っ
て
ば
か
り
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
」

「
よ
い
。
諸
君
か
ら
の
返
礼
を
、
私
は
嬉
し
く
受
け
取
ろ
う
。
し
か
し
後
日
、
更
な
る
贈
り
物
を
与
え
る

で
あ
ろ
う
。
財
物
を
贈
り
あ
っ
た
回
数
、
そ
の
価
値
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
関
係
は
揺
る
ぎ
な

い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
で
あ
ろ
う
、
あ
っ
は
っ
は
」

気
分
の
良
く
な
っ
た
曹
丕
は
、
惜
し
ま
ず
に
彼
の
考
え
を
口
に
出
し
た
。

突
如
と
し
て
、
陣
の
外
が
少
し
騒
が
し
く
な
っ
た
。

「
何
ご
と
か
」

曹
丕
が
報
告
を
求
め
る
と
、

「
蜀
将
の
孟
達
が
、
魏
王
に
帰
服
し
た
い
と
の
使
者
を
寄
越
し
ま
し
た

(

一)
」

と
い
う
。

「
魏
王
の
恩
徳
は
、
劉
備
の
配
下
に
も
及
ん
だ
」

郡
臣
や
父
老
か
ら
歓
声
が
あ
が
り
、
万
歳
が
叫
ば
れ
た
。

「
慶
事
で
あ
る
」

曹
丕
は
誇
ら
し
げ
に
、
そ
れ
に
応
え
た
。

酒
杯
が
三
巡
し
た
こ
ろ
、
ま
た
陣
の
外
が
騒
が
し
く
な
っ
た
。

「
何
ご
と
か
」

曹
丕
が
報
告
を
求
め
る
と
、

「
孫
権
が
珍
宝
が
献
上
し
て
来
ま
し
た

(

二)

」

と
い
う
。

「
魏
王
の
恩
徳
は
、
つ
い
に
孫
権
に
も
及
ん
だ
」

郡
臣
や
父
老
か
ら
雀
躍
し
て
、
万
歳
が
叫
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
が
曹
丕
は
、

「
し
ま
っ
た
」

と
叫
ぶ
や
、
口
か
ら
酒
や
肉
を
吐
き
出
す
と
、
そ
の
場
に
昏
倒
し
て
し
ま
っ
た
。
司
馬
懿
が
駆
け
よ
り
、



- 6 -

曹
丕
を
幕
舎
ま
で
運
ん
だ
。
魏
王
の
身
に
、
何
が
起
き
た
の
か
。
次
回
へ
続
く
。

〔
二
〕

水
を
飲
ま
せ
る
と
、
曹
丕
は
落
ち
着
い
た
。

「
い
か
が
な
さ
い
ま
し
た
」

司
馬
懿
は
袖
を
つ
か
っ
て
、
曹
丕
の
口
の
周
り
を
ぬ
ぐ
っ
た
。

「
孫
権
が
贈
り
物
を
よ
こ
し
た
」

「
魏
王
の
威
令
が
届
い
た
の
で
す
。
良
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
仲
達
よ
」

曹
丕
は
、
司
馬
懿
を
あ
ざ
な
で
呼
び
、
考
え
を
語
っ
た
。

「
今
回
の
南
進
の
目
的
は
、
孫
呉
の
制
圧
で
あ
っ
た
。
宗
廟
の
祭
祀
だ
と
か
、
郷
里
で
の
饗
宴
だ
と
か
、

こ
れ
ら
は
目
眩
ま
し
だ
。
と
ぼ
け
た
ふ
り
を
し
て
大
軍
を
移
動
さ
せ
、
孫
呉
を
攻
め
る
。
あ
わ
よ
く
ば
孫

権
を
、
私
の
目
の
前
に
引
き
ず
り
出
し
た
か
っ
た
」

「
心
得
て
お
り
ま
す
」

「
だ
が
孫
権
は
、
先
に
私
に
贈
り
物
を
し
た
。
譙
県
の
父
老
は
、
皆
が
こ
れ
を
見
た
。
も
し
受
け
と
ら
ね

ば
、
私
は
狭
量
を
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
受
け
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
私
は
孫
権
に
対
し
て
借
り
が
で
き
る
。

借
り
の
あ
る
相
手
を
攻
め
た
の
な
ら
ば
、
天
下
は
私
の
不
義
を
そ
し
る
だ
ろ
う
」

曹
丕
が
咳
き
こ
ん
だ
の
で
、
司
馬
懿
は
さ
ら
に
水
を
飲
ま
せ
た
。

「
ど
う
す
べ
き
と
お
考
え
で
す
か
」

曹
丕
は
苦
し
そ
う
に
水
を
飲
ん
だ
。

「
私
に
残
さ
れ
た
方
法
は
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
財
物
を
贈
っ
て
、
孫
権
の
威
信
を
く
じ
く
こ

と
だ
。
し
か
し
孫
権
は
、
南
海
に
交
易
の
経
路
を
持
っ
て
い
る
。
珍
奇
な
も
の
を
、
次
々
と
送
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。
私
は
さ
ら
に
珍
奇
な
も
の
を
送
っ
て
、
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
、
際
限
の
な

い
戦
い
に
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
」

「
考
え
過
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
違
う
。
父
王
（
曹
操
）
が
孫
権
を
攻
め
あ
ぐ
ね
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
。
決
戦
が
迫
る
た
び
、

孫
権
が
へ
り
く
だ
っ
た
。
贈
り
物
を
差
し
出
し
た
者
を
、
討
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
貸
借
に
よ
る
結
び
つ

き
が
す
で
に
生
ま
れ
た
か
ら
だ
。
自
分
が
魏
王
に
な
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
が
分
か
っ
た
」

曹
丕
は
膝
を
つ
い
た
。

「
私
の
三
十
万
の
魏
軍
は
、
け
ち
な
贈
り
物
に
よ
っ
て
、
足
止
め
さ
れ
た
」

地
面
を
こ
ぶ
し
で
叩
き
、
腹
の
な
か
の
も
の
を
全
て
吐
い
た
。

「
父
王
は
孫
権
の
策
略
に
か
か
り
、
決
戦
の
機
会
を
失
っ
た
。
父
王
が
死
ん
だ
と
き
、
魏
国
と
孫
権
と
の

関
係
は
、
い
ち
ど
解
消
さ
れ
た
。
私
が
す
べ
き
こ
と
は
、
孫
権
が
関
係
を
取
り
結
ん
で
く
る
前
に
、
迅
速



(

一)

曹
丕
の
絶
望
は
創
作
な
の
で
、
安
易
に
司
馬
懿
が
共
感
さ
せ
な
か
っ
た
。
父
老
へ
の
贈
与
を
、
孫

権
の
使
者
へ
の
絶
望
の
伏
線
と
し
た
。
こ
の
絶
望
が
、
次
の
漢
魏
革
命
へ
の
伏
線
に
な
る
。
本
作
の
主
題
。

- 7 -

に
や
つ
を
討
つ
こ
と
だ
っ
た
。
贈
与
の
使
者
が
来
て
も
、
気
づ
か
ぬ
ふ
り
を
し
て
踏
み
つ
ぶ
せ
る
ほ
ど
、

圧
倒
的
な
進
軍
を
―
―
」

司
馬
懿
が
、
曹
丕
を
助
け
起
こ
し
た
。

「
や
は
り
考
え
す
ぎ
だ
と
思
い
ま
す
」

「
天
下
の
統
一
は
、
私
の
代
で
は
成
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
」

「
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
」

曹
丕
は
ま
だ
三
十
四
歳
で
あ
り
、
司
馬
懿
よ
り
八
つ
も
若
い
。
ま
し
て
や
即
位
し
て
、
ま
だ
半
年
し
か

経
た
な
い
。
赤
壁
の
よ
う
な
敗
戦
の
後
な
ら
ま
だ
し
も
、
宴
席
に
孫
権
の
使
者
が
現
れ
た
だ
け
で
、
ど
う

し
て
こ
こ
ま
で
絶
望
す
る
の
か
。
司
馬
懿
に
は
、
理
解
し
か
ね
た

(

一)

。

「
あ
あ
、
父
王
に
申
し
訳
が
立
た
な
い
」

そ
の
日
、
曹
丕
は
宴
席
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

翌
日
、
丙
申
（
二
十
二
日
）
か
ら
、
曹
丕
は
譙
陵
に
こ
も
っ
て
、
祖
先
に
祈
り
続
け
た
。
侍
臣
を
誰
も

近
づ
け
る
こ
と
な
く
、
血
縁
者
す
ら
近
づ
け
る
こ
と
な
く
、
祈
り
続
け
た
。

曹
丕
が
気
力
を
失
っ
て
か
ら
、
譙
県
の
郊
外
に
宴
席
は
設
け
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
、
魏
軍
を
ど
こ
か

に
動
か
す
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
大
軍
は
駐
留
す
る
だ
け
で
も
、
莫
大
な
消
費
を
行
う
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
困
る
」

魏
の
高
官
は
額
を
突
き
あ
わ
せ
て
話
し
た
が
、
良
い
意
見
が
出
な
い
。

会
議
に
混
じ
り
な
が
ら
、
司
馬
懿
は
焦
っ
た
。

―
―
太
子
の
こ
ろ
か
ら
仕
え
る
私
で
す
ら
、
魏
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
。
説
得
に
よ
り
、
事
態
を
打

開
で
き
る
者
は
、
一
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
。

会
議
を
重
ね
る
間
に
も
、
確
実
に
国
庫
は
減
っ
て
ゆ
く
。

「
い
っ
そ
の
こ
と
心
変
わ
り
し
て
、
孫
権
を
攻
め
て
く
れ
た
ら
」

と
、
依
然
と
し
て
思
う
。
鄴
県
を
進
発
し
た
と
き
、
無
用
な
動
員
だ
と
批
判
さ
れ
た
が
、
期
せ
ず
し
て

そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。

「
孫
権
を
挑
発
し
て
み
よ
う
か
。
い
や
、
孫
権
は
応
じ
ま
い
」

司
馬
懿
は
頭
を
抱
え
た
。

孫
権
の
献
上
に
対
し
て
、
曹
丕
は
そ
れ
を
遥
か
に
上
回
る
財
物
を
届
け
た
。
す
る
と
孫
権
は
心
得
た
も

の
で
、
前
回
よ
り
も
盛
大
な
財
物
を
よ
こ
し
た
。
こ
れ
が
三
た
び
往
復
し
た
。
孫
権
の
使
者
が
到
着
す
る

た
び
、
曹
丕
は
苦
し
ん
だ
。
今
回
の
出
征
に
伴
っ
た
財
物
で
は
足
り
ず
、
本
拠
地
の
鄴
県
の
宝
物
庫
を
開

い
て
、
そ
れ
を
孫
権
に
届
け
る
よ
う
に
命
じ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。



(

一)

八
月
の
鳳
凰
は
、
文
帝
紀
と
『
演
義
』
に
共
通
。

(

二)

「
獲
麟
」
は
、
『
春
秋
』
の
最
後
の
一
節
。
ま
だ
聖
君
が
現
れ
な
い
か
ら
、
麒
麟
が
捕
ら
え
ら
れ
た
、

と
い
う
孔
子
の
主
張
（
で
あ
る
と
、
漢
代
に
認
識
さ
れ
た
）
。『
演
義
』
は
麒
麟
の
出
現
を
伝
え
る
だ
け
で
、

捕
獲
に
成
功
す
る
の
は
、
『
吉
川
三
国
志
』
だ
け
で
あ
る
。
文
帝
紀
で
は
麒
麟
は
現
れ
な
い
。

(

三)

『
演
義
』
で
黄
龍
は
、
こ
こ
に
現
れ
る
。
文
帝
紀
で
は
、
同
年
三
月
で
あ
る
。

(

四)

『
演
義
』
で
は
白
雉
は
現
れ
な
い
。
文
帝
紀
で
は
、
同
年
四
月
の
こ
と
。

(

五)

周
公
旦
の
故
事
で
あ
り
、
王
莽
の
故
事
で
も
あ
る
。
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八
月
に
入
っ
て
、
高
官
の
一
人
、
相
国
の
華
歆
が
曹
丕
に
報
告
し
た
。

「
石
邑
県
に
、
鳳
凰
が
飛
来
し
た
そ
う
で
す

(

一)

」

「
そ
う
か
」

相
変
わ
ら
ず
生
気
の
な
い
曹
丕
で
あ
る
が
、
華
歆
は
、
主
君
の
顔
色
が
少
し
だ
け
明
る
く
な
っ
た
の
を

見
逃
さ
な
か
っ
た
。

華
歆
は
ひ
そ
か
に
命
じ
て
、
郡
国
の
め
で
た
い
話
を
収
集
し
た
。

「
臨
菑
県
で
、
麒
麟
を
捕
獲
し
た

(

二)

」

「
鄴
県
で
、
黄
龍
が
出
現
し
た

(

三)
」

「
饒
安
県
で
、
白
雉
が
出
現
し
た

(

四)

」

畳
み
か
け
る
よ
う
に
、
一
日
お
き
に
報
告
し
た
。

「
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」

曹
丕
が
関
心
を
示
し
た
。

華
歆
は
、
太
史
丞
の
許
芝
を
伴
っ
て
説
明
さ
せ
た
。

「
麒
麟
の
捕
獲
は
正
し
い
君
主
が
、
い
ま
だ
立
た
ぬ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
黄
龍
は
、
火
徳
を
も
つ
漢
家

の
皇
帝
が
衰
え
て
、
新
し
い
土
徳
の
皇
帝
が
立
つ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
白
雉
は
、
幼
弱
な
君
主
に
代
わ

っ
て
、
宰
相
が
次
の
君
位
を
占
め
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す

(

五)

」

「
な
ん
だ
。
吉
祥
か
と
思
っ
た
が
、
凶
兆
ば
か
り
で
は
な
い
か
」

曹
丕
が
肩
を
落
と
し
た
。

―
―
魏
王
は
、
漢
家
か
ら
魏
家
へ
の
革
命
を
望
ん
で
い
な
い
の
か
。

華
歆
は
誤
解
し
た
か
、
と
反
省
し
た
。

曹
丕
は
、
鳳
凰
の
報
告
を
歓
迎
し
た
。
新
た
な
皇
帝
の
出
現
を
予
感
し
た
は
ず
だ
。
皇
帝
に
な
る
べ
き

人
物
な
ど
、
魏
王
の
他
に
は
い
な
い
。
古
典
に
精
通
し
た
彼
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
こ
ま
で
連
想
し
た
上
で
、

顔
色
を
取
り
戻
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
し
く
は
、
孫
権
を
圧
倒
す
る
た
め
、
新
皇
帝
に
な
ろ
う
と

考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
孫
権
は
、
最
晩
年
の
曹
操
に
、
「
あ
な
た
が
皇
帝
に
な
る
な
ら
、
臣
従
す

る
準
備
が
あ
る
」
と
言
っ
た
。
曹
丕
の
代
替
わ
り
し
た
現
在
も
、
同
じ
で
あ
ろ
う
。

―
―
魏
王
は
気
の
迷
い
か
ら
、
前
途
を
見
失
っ
て
い
る
だ
け
だ
。



(

一)

正
史
で
は
、
夏
侯
惇
の
死
→
鄴
を
出
発
→
故
郷
で
酒
宴
→
許
県
に
接
近
→
禅
代
衆
事
→
受
禅
。
『
演

義
』
は
、
鄴
を
出
発
→
故
郷
で
酒
宴
→
夏
侯
惇
の
死
→
（
夏
侯
惇
を
見
舞
う
た
め
）
鄴
に
帰
還
→
禅
代
衆

事
→
許
県
に
接
近
→
受
禅
。
こ
こ
は
正
史
に
従
う
。

(

二)

李
伏
の
上
書
は
『
献
帝
伝
』
に
あ
る
が
、
華
歆
の
関
与
は
創
作
。
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華
歆
は
思
考
を
巡
ら
せ
、
革
命
の
推
進
を
決
断
し
た
。

実
権
の
な
い
漢
帝
を
廃
し
、
魏
王
を
皇
帝
に
即
位
さ
せ
た
上
で
、
残
敵
を
掃
討
す
べ
き
で
あ
る
。
実
権

と
名
目
と
が
乖
離
し
て
い
る
と
、
体
制
に
破
綻
が
生
じ
る
危
険
が
あ
る
か
ら
だ
。
曹
丕
の
衰
弱
に
付
け
こ

み
、
計
画
を
進
め
て
し
ま
お
う
。

と
こ
ろ
で
、
と
言
っ
て
話
題
を
変
え
る
振
り
を
し
な
が
ら
、

「
魏
王
は
、
郷
里
の
父
老
に
恩
徳
を
施
さ
れ
ま
し
た
」

と
華
歆
が
切
り
出
し
た
。

「
そ
う
だ
」

「
王
爵
を
受
け
た
こ
と
へ
の
謝
礼
は
、
充
分
に
果
た
さ
れ
ま
し
た
か
」

「
そ
う
思
っ
て
い
る
が
」

「
い
い
え
、
返
礼
す
べ
き
相
手
が
残
っ
て
い
ま
す
」

華
歆
は
沈
黙
し
た
。
長
い
沈
黙
の
の
ち
、

「
漢
帝
か
」

と
曹
丕
が
言
っ
た
。

そ
う
で
す
、
と
即
座
に
同
意
し
て
、
華
歆
が
早
口
で
説
得
し
た
。

「
殿
下
を
魏
王
に
封
じ
た
の
は
、
漢
帝
で
す
。
漢
帝
の
お
わ
す
許
県
は
、
こ
こ
か
ら
近
い
。
漢
帝
に
、
私

た
ち
『
漢
の
魏
軍
』
の
偉
容
を
お
見
せ
す
る
と
と
も
に
、
漢
帝
に
は
充
分
な
財
物
を
贈
り
、
漢
の
郡
臣
た

ち
を
酒
宴
に
招
き
ま
し
ょ
う
」

「
よ
ろ
し
い
」

十
月
の
癸
卯
（
一
日
）
、
魏
軍
の
三
十
万
は
、
譙
県
の
陣
営
を
払
っ
た
。

十
月
の
丙
午
（
四
日
）
、
頴
川
の
頴
陰
県
に
あ
る
曲
蠡
に
到
着
し
た

(

一)

。
許
県
の
真
南
で
あ
る
。
空
気
が

澄
ん
だ
冬
晴
れ
の
日
に
は
、
許
県
の
城
壁
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
。

着
陣
す
る
や
否
や
、
華
歆
が
文
書
を
提
出
し
た
。

「
左
中
郎
将
の
李
伏
か
ら
、
上
書
を
預
か
り
ま
し
た

(

二)

」

「
読
み
上
げ
ろ
」

予
期
せ
ぬ
報
告
に
、
曹
丕
は
、
何
ご
と
か
と
怪
し
ん
だ
。

「
李
伏
曰
く
。
孔
子
の
著
作
に
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
り
ま
す
。
『
天
下
を
定
む
る
者
は
、
魏
公
の
子

桓
な
り
』
と
。
聖
人
は
、
魏
王
の
天
下
を
予
知
し
て
お
り
ま
し
た
」



(

一)

文
帝
紀

注
引
『
献
帝
伝
』

李
伏
の
上
書
を
改
変
し
た
。
『
演
義
』
は
、
李
伏
の
名
は
出
て
く
る
が
、

も
っ
と
も
大
切
な
「
孔
子
の
玉
版
」
を
出
さ
な
い
。
漢
魏
革
命
に
い
た
る
過
程
（
「
禅
代
衆
事
」
と
い
う
）

は
、
李
伏
が
孔
子
の
玉
版
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
文
帝
紀
の
本
文
は
、
曹
丕
が
曲
蠡
に
き
た

直
後
、
禅
譲
の
詔
冊
（
「
禅
詔
」
と
い
う
）
が
出
た
よ
う
に
見
え
、
宮
城
谷
昌
光
『
三
国
志
』
で
は
、
そ
の

よ
う
に
記
す
。
だ
が
禅
詔
が
発
せ
ら
れ
る
の
は
、
も
っ
と
後
で
あ
る
。
『
演
義
』
は
、
漢
帝
を
脅
迫
し
て
禅

詔
を
出
さ
せ
る
過
程
を
描
い
て
お
り
、
内
容
は
異
な
れ
ど
、
順
序
は
正
史
に
近
い
。
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曹
丕
は
あ
ざ
な
を
子
桓
と
い
い
、
予
言
に
一
致
す
る
。
曹
丕
は
、

「
太
古
の
孔
子
が
、
私
の
名
を
知
る
と
言
う
の
か
」

と
呆
れ
て
、
苦
笑
し
た
。

華
歆
は
、
こ
の
よ
う
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
、
と
前
置
き
し
て
、
李
伏
の
上
書
の
後
半
を
読
ん
だ
。

「
こ
の
予
言
を
、
初
め
は
伝
え
聞
く
だ
け
で
し
た
が
、
遠
国
か
ら
取
り
寄
せ
た
書
物
に
も
、
同
じ
言
葉
が

あ
り
ま
し
た
。
私
は
先
王
（
曹
操
）
に
仕
え
ま
し
た
が
、
先
王
の
代
で
天
下
が
定
ま
ら
ぬ
と
い
う
予
言
は

不
吉
で
す
か
ら
、
報
告
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。
今
王
（
曹
丕
）
が
即
位
し
た
後
も
、
へ
つ
ら
い
だ
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
公
表
を
見
送
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
日
、
魏
の
大
軍
が
許
都
に
接
近
す
る
の
を
見

て
、
予
言
が
真
実
だ
と
確
信
し
た
た
め
、
ご
報
告
し
ま
す

(

一)

」

ば
ち
ん
と
上
書
を
閉
じ
た
。

「
魏
王
、
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
」

「
分
か
る
も
分
か
ら
ぬ
も
な
い
。
偽
書
だ
、
偽
作
し
た
も
の
だ
。
遠
国
の
文
書
が
一
致
し
た
と
か
、
長
く

秘
密
に
し
た
と
か
、
信
憑
性
の
演
出
に
懲
り
す
ぎ
て
い
る
。
典
型
的
な
へ
つ
ら
い
で
は
な
い
か
」

淡
々
と
、
不
快
を
表
明
し
た
。

「
大
軍
の
接
近
を
見
て
―
―
、
と
上
書
に
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
私
が
漢
帝
を
脅
し
た
か
の
よ
う
だ
。
華
歆

は
こ
の
話
を
聞
か
せ
る
た
め
に
、
私
を
だ
ま
し
、
許
都
の
南
郊
ま
で
魏
軍
を
移
動
さ
せ
た
の
か
。
こ
の
話

は
し
た
く
な
い
」

曹
丕
が
背
を
向
け
る
と
、

「
愚
か
で
す
」

と
華
歆
が
一
喝
し
た
。

「
誰
が
愚
か
だ
」

振
り
返
っ
て
目
を
剥
い
た
。
曹
丕
の
手
が
、
剣
の
柄
に
向
か
っ
て
動
い
た
。

華
歆
は
動
ぜ
ず
、
若
い
君
主
を
見
下
す
よ
う
に
高
笑
い
を
し
た
。

「
天
命
の
現
れ
、
聖
人
の
遺
思
を
、
魏
王
は
疑
う
の
で
す
か
。
こ
れ
を
愚
か
と
言
わ
ず
し
て
、
他
に
何
を

愚
か
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
」

「
何
だ
と
」

曹
丕
が
剣
を
抜
い
た
。
華
歆
は
斬
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
。
次
回
へ
続
く
。



(

一)

『
献
帝
伝
』
で
曹
丕
が
李
伏
に
断
っ
た
王
令
よ
り
。

(

二)

『
献
帝
伝
』
で
曹
丕
が
李
伏
に
断
っ
た
王
令
よ
り
。
後
半
の
セ
リ
フ
は
創
作
。
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〔
三
〕

司
馬
懿
が
駆
け
よ
っ
て
、
曹
丕
の
手
許
を
抑
え
た
。

「
い
け
ま
せ
ん
」

「
手
を
放
せ
、
お
前
も
死
に
た
い
か
」

曹
丕
は
激
昂
し
た
。

「
偉
大
な
父
を
嗣
ぎ
、
な
ん
の
功
績
も
な
い
私
が
、
天
下
を
定
め
る
だ
と
。
言
葉
で
は
私
を
尊
び
な
が
ら
、

じ
つ
は
侮
辱
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
華
歆
だ
け
で
は
な
い
。
司
馬
懿
も
同
じ
考
え
か
」

曹
丕
が
切
実
に
向
き
合
っ
て
い
る
相
手
は
、
揚
州
の
孫
権
で
は
な
く
、
益
州
の
劉
備
で
も
な
く
、
ま
し

て
や
四
百
余
年
の
歴
史
を
も
つ
漢
家
で
あ
る
は
ず
が
な
く
、
父
の
曹
操
で
あ
っ
た
。

司
馬
懿
が
唇
を
震
わ
せ
た
。

「
お
見
苦
し
い
で
す
…
…
ど
う
か
…
…
」

「
斬
り
は
せ
ぬ
が
」

辛
う
じ
て
曹
丕
は
、
剣
を
納
め
た
。

華
歆
に
近
づ
き
、
荒
々
し
く
文
書
を
取
り
あ
げ
た
。

「
李
伏
の
上
書
を
、
内
外
に
示
せ
。
軍
中
の
魏
臣
に
も
、
許
都
の
漢
臣
に
も
だ
。
予
言
の
真
偽
は
、
み
な

の
良
心
に
判
断
さ
せ
よ
う
。
私
は
徳
の
薄
い
人
間
で
あ
る
。
仮
に
文
書
が
本
物
で
、
孔
子
が
『
子
桓
』
の

天
下
を
予
知
し
た
の
で
あ
っ
て
も
、
私
の
こ
と
で
は
な
い

(

一)

」

と
命
じ
た
。

華
歆
は
首
を
か
し
げ
、

「
し
か
し
、
鳳
凰
、
麒
麟
、
黄
龍
、
白
雉
が
、
意
味
も
な
く
現
れ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
百
歩
譲
っ
て
、

李
伏
の
文
書
が
偽
作
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
は
説
明
が
付
き
ま
せ
ん
」

と
念
を
押
し
た
。

「
も
し
も
本
当
に
鳳
凰
が
舞
い
降
り
た
な
ら
、
そ
れ
は
先
王
た
る
曹
操
の
至
徳
に
応
じ
て
、
や
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
。
麒
麟
、
黄
龍
、
白
雉
、
ど
れ
も
そ
う
だ
。
私
の
た
め
に
現
れ
た
の
で
は
な
い

(

二)

。
曹
操
に
は
、

皇
帝
と
な
る
天
命
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
曹
操
は
死
ん
だ
。
天
命
の
話
は
終
わ
り
だ
」

な
り
ふ
り
構
わ
ず
父
を
呼
び
捨
て
、
さ
ら
に
訴
え
た
。

「
鳳
凰
な
ど
の
瑞
祥
は
、
人
間
の
力
で
操
作
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
曹
操
に
徳
が
あ
れ
ば
、
遅
れ
て
で

も
到
来
す
る
。
私
が
そ
れ
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
に
は
瑞
祥
を
操
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

裏
を
返
せ
ば
、
人
間
が
瑞
祥
に
操
ら
れ
る
必
要
も
な
い
」



(

一)

王
朗
の
子
で
あ
る
王
粛
の
「
理
」
の
儒
学
を
意
識
し
て
書
い
た
。
『
演
義
』
で
も
正
史
で
も
、
王
朗

は
名
を
連
ね
る
だ
け
で
、
独
自
の
役
割
を
持
た
な
い
。
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い
つ
の
間
に
か
、
目
に
涙
が
浮
か
ん
で
い
た
。
彼
も
ま
た
、
天
を
畏
怖
し
て
い
る
。
瑞
祥
を
頭
ご
な
し

に
否
定
す
る
の
は
恐
ろ
し
い
の
で
あ
る
。

「
魏
王
は
天
の
意
向
を
、
無
視
な
さ
る
の
で
す
か
」

華
歆
が
詰
め
寄
っ
た
。

「
そ
れ
ぐ
ら
い
に
、
し
な
さ
い
」

華
歆
の
肩
に
、
御
史
大
夫
の
王
朗
が
手
を
お
い
た
。
と
も
に
魏
国
の
三
公
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
学
識

ゆ
え
に
、
威
信
に
お
い
て
は
王
朗
の
ほ
う
が
勝
る
。

王
朗
が
言
っ
た
。

「
私
は
鳳
凰
を
信
じ
ま
せ
ん
。
瑞
祥
と
人
事
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
す
。
魏
王
と
同
じ
意
見
で

す
。
神
秘
的
な
現
象
が
、
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
で
す
か
」

曹
丕
が
救
わ
れ
た
よ
う
な
顔
を
し
た
。

「
王
朗
先
生
、
あ
な
た
の
意
見
を
も
っ
と
聞
き
た
い
」

「
若
い
魏
王
よ
。
合
理
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
、
振
る
舞
い
な
さ
い

(

一)

。
孔
子
の
予
言
を
落
ち
着
い
て
読
め

ば
、
あ
な
た
が
天
下
を
定
め
る
、
と
だ
け
書
い
て
あ
る
。
『
魏
の
皇
帝
』
で
は
な
く
、
『
漢
の
魏
王
』
と
し

て
臣
節
を
尽
く
し
、
漢
の
た
め
に
天
下
を
平
ら
げ
る
。
そ
う
読
め
ば
良
い
の
で
す
。
こ
れ
は
漢
臣
の
筆
頭

で
あ
る
魏
王
へ
の
激
励
、
祝
福
な
の
で
す
。
挑
発
に
乗
っ
て
は
い
け
な
い
」

碩
学
の
老
臣
に
仲
裁
さ
れ
、
曹
丕
は
沈
静
し
た
。
曲
蠡
で
新
た
に
設
営
し
た
本
陣
に
、
司
馬
懿
を
伴
っ

て
帰
っ
て
い
っ
た
。

曹
丕
が
い
な
く
な
っ
た
席
で
、

「
王
朗
ど
の
、
邪
魔
を
し
な
い
で
頂
き
た
い
」

と
、
華
歆
が
不
満
を
も
ら
し
た
。

「
漢
帝
に
力
は
な
く
、
魏
王
に
力
が
あ
る
。
今
日
の
不
均
衡
が
長
び
く
の
は
、
良
く
な
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
押
し
切
っ
て
で
も
魏
王
を
皇
帝
に
戴
き
、
体
制
を
立
て
直
す
べ
き
で
す
」

王
朗
は
、
ま
あ
待
て
、
と
な
だ
め
、

「
漢
帝
の
無
力
は
、
公
然
の
事
実
。
私
も
い
ず
れ
、
魏
王
に
帝
位
を
勧
め
よ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
魏
王

は
即
位
し
た
ば
か
り
だ
。
実
績
の
な
い
今
、
無
理
に
皇
帝
に
押
し
上
げ
れ
ば
、
天
下
の
反
発
が
大
き
い
。

昨
年
、
関
羽
の
暴
威
は
去
っ
た
が
、
孫
権
も
劉
備
も
健
在
な
の
だ
。
ま
し
て
華
歆
ど
の
の
方
法
で
は
、
魏

王
の
反
感
を
買
う
だ
ろ
う
」

と
自
説
を
聞
か
せ
た
。

華
歆
は
首
を
横
に
振
っ
た
。

「
皇
帝
に
立
て
た
功
績
は
何
よ
り
も
大
き
く
、
す
べ
て
の
過
失
を
帳
消
し
に
し
ま
す
。
強
引
と
言
わ
れ
よ
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う
が
、
私
は
私
の
方
法
で
や
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
魏
王
に
実
績
が
な
く
、
立
場
も
心
情
も
不
安
定
な
今
だ

か
ら
こ
そ
、
策
立
の
あ
り
が
た
み
が
増
し
ま
す
。
感
謝
こ
そ
さ
れ
ど
、
反
感
な
ど
受
け
な
い
」

「
き
み
が
斬
ら
れ
る
の
は
自
由
だ
が
、
魏
国
を
危
う
く
す
る
政
略
は
辞
め
ろ
」

王
朗
は
、
わ
ざ
と
ら
し
く
溜
め
息
を
つ
い
て
退
出
し
た
。

残
さ
れ
た
華
歆
は
独
言
し
た
。

「
王
朝
が
移
り
変
わ
る
と
き
、
奪
う
者
と
奪
わ
れ
る
者
が
い
る
。
魏
王
に
奪
う
気
が
な
く
て
も
、
ま
だ
方

法
が
あ
る
の
だ
」

十
月
の
丁
未
（
五
日
）
、
華
歆
は
ひ
そ
か
に
、
尚
書
の
衛
覬
を
招
き
寄
せ
た
。

「
き
み
は
、
か
つ
て
漢
臣
だ
っ
た
な
」

「
は
い
」

衛
覬
に
限
ら
ず
、
曹
操
が
魏
王
府
を
開
設
す
る
ま
で
、
天
下
に
は
漢
臣
し
か
い
な
か
っ
た
。
華
歆
だ
っ

て
例
外
で
は
な
い
。
自
明
の
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
た
め
、
衛
覬
は
文
脈
を
読
み
か
ね
た
。

「
で
、
い
ま
は
魏
臣
と
な
っ
て
い
る
」

「
そ
う
で
す
が
」

華
歆
が
意
味
あ
り
げ
に
微
笑
し
た
の
で
、
い
よ
い
よ
衛
覬
は
当
惑
し
た
。

「
も
う
一
度
、
漢
臣
に
戻
る
気
は
な
い
か
」

華
歆
が
耳
元
で
さ
さ
や
い
た
。

「
お
気
に
召
さ
ぬ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
謝
罪
い
た
し
ま
す
」

衛
覬
は
ひ
れ
伏
し
た
。
目
の
前
に
い
る
華
歆
は
、
漢
家
を
滅
ぼ
し
て
、
魏
家
に
帝
位
を
移
そ
う
と
し
て

い
る
人
物
で
あ
る
。
昨
日
の
口
論
の
場
に
居
合
わ
せ
た
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
華
歆
が
漢
臣
に
戻

れ
と
言
う
の
な
ら
、
左
遷
の
指
示
に
違
い
な
い
。

「
ど
う
し
て
謝
る
の
だ
」

「
何
と
ぞ
、
お
許
し
を
」

身
に
覚
え
の
な
い
こ
と
だ
が
、
衛
覬
は
保
身
を
願
っ
た
。

「
い
や
い
や
、
顔
を
上
げ
な
さ
い
。
私
は
き
み
に
、
魏
臣
と
し
て
最
高
の
功
績
を
、
漢
臣
と
し
て
立
て
て

も
ら
お
う
と
思
う
。
き
み
を
評
価
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
頼
む
の
だ
」

「
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」

「
い
ち
ど
漢
臣
に
も
ど
っ
て
侍
郎
と
な
り
、
漢
帝
の
信
頼
を
得
な
さ
い
。
私
は
こ
れ
か
ら
、
漢
帝
に
退
位

を
迫
る
。
き
み
は
漢
帝
の
動
き
を
見
張
っ
て
、
逐
一
の
報
告
を
し
て
ほ
し
い
。
あ
り
得
な
い
と
思
う
が
、

魏
王
を
討
伐
せ
よ
、
な
ど
と
い
う
密
勅
な
ど
を
発
せ
れ
た
ら
、
天
下
が
混
乱
す
る
。
孫
権
や
劉
備
に
、
隙

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
は
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
」

華
歆
は
親
し
げ
に
、
衛
覬
の
腕
を
触
っ
た
。

「
漢
帝
は
三
十
余
年
も
帝
位
に
あ
り
、
何
も
さ
せ
て
も
ら
え
ず
、
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
。
と
う
に
精
神
が
衰



(

一)

華
歆
が
献
帝
に
迫
る
の
は
『
演
義
』
。
正
史
で
は
、
華
歆
と
献
帝
の
接
触
の
記
録
は
な
い
。

(

二)

こ
の
上
奏
は
、
『
献
帝
伝
』
の
李
伏
の
次
に
載
録
さ
れ
る
、
劉
廙
や
辛
毗
ら
の
上
言
と
、
『
演
義
』

の
華
歆
に
よ
る
上
奏
を
合
わ
せ
た
も
の
。
孔
子
の
著
作
（
玉
版
）
は
、
『
献
帝
伝
』
に
お
い
て
重
要
な
の
で
、

『
演
義
』
に
は
な
い
が
追
加
し
た
。

(

三)

年
齢
を
注
記
し
て
、
献
帝
の
描
写
を
丁
寧
に
行
う
の
は
、
『
吉
川
三
国
志
』
。
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え
て
い
る
は
ず
だ
が
、
董
承
の
前
例
も
あ
る
。
警
戒
を
怠
り
た
く
な
い
」

華
歆
が
持
ち
出
し
た
の
は
、
建
安
五
年
、
漢
帝
が
曹
操
の
殺
害
を
命
じ
た
事
件
で
あ
る
。
幼
少
期
は
聡

明
と
さ
れ
た
漢
帝
で
あ
る
が
、
前
回
の
事
件
か
ら
、
す
で
に
二
十
年
以
上
が
経
過
し
た
。
闘
志
を
残
し
て

い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
精
勤
い
た
し
ま
す
」

三
公
の
指
示
を
断
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

つ
ぎ
に
華
歆
は
、
自
分
に
近
し
い
魏
臣
を
集
め
た
。

侍
中
の
劉
廙
、
辛
毗
、
劉
曄
、
尚
書
令
の
桓
階
、
尚
書
の
陳
矯
、
陳
羣
、
給
事
黄
門
侍
郎
の
王
毖
、
董

遇
と
い
っ
た
官
僚
が
詰
め
か
け
た
。

「
今
か
ら
許
都
の
宮
殿
に
ゆ
き
、
漢
帝
に
上
奏
す
る
」

華
歆
が
あ
ご
で
合
図
す
る
と
、
桓
階
が
懐
か
ら
文
書
を
出
し
た
。

「
上
奏
文
は
こ
こ
に
」

「
こ
い
つ
を
漢
帝
に
突
き
つ
け
る
ぞ
」

華
歆
ら
は
曲
蠡
の
魏
軍
の
陣
営
を
出
て
、
真
北
に
向
か
っ
た

(

一)
。

魏
軍
の
陣
か
ら
、
兵
士
で
は
な
く
文
官
が
行
列
を
な
し
て
出
て
き
た
の
で
、
衆
人
は
不
思
議
そ
う
に
見

つ
め
た
。
華
歆
は
馬
車
に
乗
り
、
周
囲
に
文
官
が
付
き
従
う
。
許
県
の
衛
兵
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
話
を
付

け
て
あ
っ
た
。
華
歆
が
木
札
を
出
す
と
、
静
か
に
城
門
が
開
い
た
。

―
―
こ
の
開
門
が
、
事
実
上
の
漢
家
の
落
城
で
あ
る
。

と
華
歆
は
勇
躍
し
た
が
、
左
右
の
者
に
話
す
の
は
、
さ
す
が
に
憚
っ
た
。

許
都
の
朝
廷
に
入
っ
た
。

「
皇
帝
陛
下
に
上
奏
い
た
し
ま
す
」

漢
帝
は
階
上
に
お
り
、
暗
が
り
で
見
え
な
い
。

華
歆
は
上
奏
文
を
か
か
げ
、
高
ら
か
に
読
み
上
げ
た

(

二)

。

「
先
日
、
左
中
郎
将
の
李
伏
が
、
孔
子
の
著
作
を
献
上
し
ま
し
た
。
『
天
下
を
定
む
る
者
は
、
魏
公
の
子

桓
な
り
』
と
あ
り
ま
す
。
魏
王
の
恩
徳
は
四
方
・
万
物
に
行
き
わ
た
り
、
古
今
に
前
例
が
な
い
ほ
ど
で
す
。

鳳
凰
や
黄
龍
を
見
て
、
郡
臣
は
、
漢
家
の
命
運
が
尽
き
、
魏
家
の
命
運
が
興
る
だ
ろ
う
と
議
論
し
て
い
ま

す
。
陛
下
は
尭
舜
に
則
り
、
天
下
を
魏
王
に
譲
り
な
さ
い
」

献
帝
は
、
ま
だ
三
十
九
歳
で
あ
る

(

三)

。
老
い
の
年
齢
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
、
董
卓
、
李
傕
、
曹
操
と



(

一)

漢
帝
の
台
詞
は
正
史
に
な
い
た
め
、
『
演
義
』
よ
り
。
正
史
で
は
、
い
き
な
り
禅
詔
が
掲
載
さ
れ
、

そ
の
過
程
の
漢
帝
の
言
葉
は
な
い
。
史
料
の
性
質
に
よ
る
制
約
で
あ
ろ
う
。
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い
っ
た
権
臣
に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
干
戈
の
暴
力
で
、
と
き
に
は
無
言
の
威
圧
で
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

の
脅
迫
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
心
身
を
維
持
し
、
今
日
も
帝
位
に
座
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体

が
、
漢
帝
の
強
さ
を
証
明
し
て
い
る
。

法
外
な
上
奏
を
、
漢
帝
が
直
ち
に
受
諾
す
る
は
ず
が
な
い
。

し
ば
ら
く
の
沈
黙
が
あ
っ
た
。

こ
の
時
間
を
、
華
歆
は
凄
ま
じ
く
長
く
感
じ
た
。
魏
臣
た
ち
は
、
膠
着
に
堪
え
き
れ
ず
、
礼
法
を
破
っ

て
顔
を
上
げ
、
目
を
細
め
る
な
ど
し
て
、
漢
帝
が
い
る
階
上
の
暗
が
り
を
見
つ
め
た
。

「
朕
の
―
―
」

漢
帝
が
重
い
口
を
開
い
た
。
そ
の
返
答
は
い
か
に
。
次
回
に
続
く
。

〔
四
〕

漢
帝
が
声
を
発
し
た
。

華
歆
は
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
拳
を
握
っ
た
。
乱
世
を
生
き
抜
い
た
自
負
が
あ
る
が
、
経
験
の
質
と
量
、

と
く
に
苛
酷
さ
お
い
て
、
漢
帝
に
は
劣
る
で
あ
ろ
う
。
許
都
に
来
る
ま
で
、
ど
こ
か
に
漢
帝
を
侮
る
心
が

あ
っ
た
が
、
正
対
し
て
初
め
て
、
恐
ろ
し
い
と
さ
え
思
う
。

「
朕
の
―
―
」

ひ
と
呼
吸
を
置
い
て
、
ゆ
っ
く
り
と
優
し
く
漢
帝
が
話
す
。

「
朕
の
高
祖
は
、
三
尺
の
剣
を
帯
び
て
秦
楚
を
滅
ぼ
し
、
漢
家
の
天
下
を
創
立
し
た
。
劉
氏
は
そ
れ
か
ら

四
百
余
年
、
血
統
に
従
っ
て
天
命
を
伝
え
て
き
た
。
私
は
才
覚
に
乏
し
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
漢
家
の
天

命
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
悪
政
を
行
っ
た
つ
も
り
は
な
い
。
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
た
天
命
を
、
朕
の
代
で
捨

て
よ
う
と
は
思
わ
な
い

(

一)

」

「
あ
、
が
、
が
」

華
歆
は
気
圧
さ
れ
て
意
識
を
失
い
、
上
体
を
仰
け
反
ら
せ
て
倒
れ
た
。
す
ぐ
後
ろ
い
た
桓
階
が
抱
き
と

め
た
の
で
、
床
に
頭
を
強
打
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
。

華
歆
が
、
ぜ
え
ぜ
え
と
悶
え
た
。

皇
帝
に
退
位
を
迫
る
者
な
ど
、
長
い
歴
史
の
中
で
も
稀
少
で
あ
る
。
こ
れ
を
挑
ん
だ
者
は
、
ほ
ぼ
全
員

が
史
書
で
批
難
さ
れ
た
。

華
歆
は
、
彼
な
り
の
成
算
が
あ
っ
て
本
日
の
上
奏
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
文
書
を
読
み
な
が
ら
後
悔

の
念
に
襲
わ
れ
、
漢
帝
の
返
答
を
待
つ
と
き
、
生
き
た
心
地
が
し
な
か
っ
た
。
漢
帝
に
拒
絶
さ
れ
る
に
及

ん
で
、
崩
れ
落
ち
た
の
で
あ
る
。



(

一)

『
献
帝
伝
』
の
劉
廙
や
辛
毗
ら
の
上
言
の
後
半
に
基
づ
い
て
、
桓
階
の
言
葉
を
つ
く
る
。

(

二)

『
演
義
』
は
こ
こ
で
図
讖
の
話
に
飛
躍
す
る
が
、
『
献
帝
伝
』
は
漢
室
の
治
世
を
批
判
す
る
の
で
採

用
し
た
。
た
だ
し
原
典
は
曹
丕
を
勧
進
す
る
上
奏
で
あ
り
、
漢
帝
に
向
け
た
も
の
で
は
な
い
。

(

三)

こ
の
詭
弁
も
『
献
帝
伝
』
に
載
録
さ
れ
て
お
り
、
曹
丕
に
「
似
て
非
な
る
も
の
が
あ
る
。
誤
解
じ

ゃ
な
い
の
か
」
と
反
論
さ
れ
る
。
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桓
階
は
華
歆
を
床
に
寝
か
せ
、
反
論
を
試
み
た
。
す
で
に
奥
歯
が
震
え
て
い
る

(

一)

が
。

「
陛
下
は
、
あ
、
あ
く
、
悪
政
は
な
い
と
仰
い
ま
し
た
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
す
か
。
桓
帝
と
霊
帝
の
末

期
よ
り
、
二
十
余
年
も
の
戦
乱
が
続
い
た
こ
と
は
、
漢
家
の
衰
退
そ
の
も
の
で
す
。
し
か
し
天
は
漢
家
を

憐
れ
み
、
曹
氏
を
遣
わ
し
て
陛
下
を
保
護
し
ま
し
た

(

二)

」

「
い
か
に
も
、
曹
氏
の
功
績
は
大
き
い
。
だ
か
ら
魏
王
に
封
じ
た
。
戦
乱
の
責
任
は
劉
氏
に
あ
る
が
、
そ

れ
が
収
束
し
た
今
日
と
な
っ
て
は
、
曹
氏
を
顕
彰
す
る
こ
と
で
報
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
」

漢
帝
の
論
理
は
破
綻
が
な
い
。

桓
階
は
汗
を
流
し
、
話
題
を
変
え
た
。

「
陛
下
、
こ
う
、
黄
龍
の
意
味
す
る
所
が
分
か
り
ま
せ
ん
か
。
黄
龍
そ
の
も
の
が
、
明
確
な
言
葉
を
発
す

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
す

(

三)

」

「
き
み
の
話
は
、
劉
氏
の
み
な
ら
ず
、
天
下
に
と
っ
て
の
重
要
事
で
あ
る
。
朕
の
憶
測
で
、
誤
解
を
し
た

く
な
い
。
黄
龍
の
意
味
と
い
う
の
を
、
隠
す
こ
と
な
く
伝
え
て
ほ
し
い
」

「
そ
、
そ
れ
は･

･
･

」

桓
階
は
言
い
淀
ん
だ
。

彼
自
身
が
言
っ
た
と
お
り
、
黄
龍
の
出
現
は
、
特
異
な
現
象
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
意
味
は
各
人
の

解
釈
に
よ
っ
て
異
な
る
。

―
―
察
せ
よ
、

と
強
調
し
て
も
、
話
は
進
ま
な
い
だ
ろ
う
。

桓
階
は
、
漢
家
の
主
君
、
す
な
わ
ち
天
命
を
失
っ
た
は
ず
の
本
人
に
向
け
て
、

「
漢
家
の
赤
徳
が
終
わ
り
、
魏
家
の
黄
徳
が
始
ま
る
」

な
ど
と
い
う
借
り
物
の
主
張
を
す
る
度
胸
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
唯
一
の
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
保
証

も
な
い
。

余
り
に
も
長
く
無
言
が
続
い
た
の
で
、
漢
帝
が
、

「
本
日
は
ご
苦
労
で
あ
っ
た
。
よ
く
議
論
を
尽
く
す
よ
う
に
」

と
命
じ
て
、
朝
廷
か
ら
立
ち
去
っ
た
。

桓
階
は
腰
を
抜
か
し
て
、
動
け
な
か
っ
た
。
郡
臣
た
ち
は
、
華
歆
と
桓
階
を
担
い
で
馬
車
に
乗
せ
、
許

都
の
南
門
か
ら
、
逃
げ
る
よ
う
に
退
出
し
た
。
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十
月
の
辛
亥
（
七
日
）
、
華
歆
は
、
太
子
丞
の
許
芝
を
伴
っ
て
、
漢
帝
に
拝
謁
し
た
。

「
上
奏
が
ご
ざ
い
ま
す
」

「
天
命
の
件
、
議
論
を
尽
く
し
て
く
れ
た
か
」

「
こ
ち
ら
の
許
芝
よ
り
申
し
上
げ
ま
す
」

華
歆
に
促
さ
れ
、
許
芝
が
文
書
を
読
み
始
め
た
。

「
『
易
伝
』
に
は
、
戊
も
し
く
は
己
の
日
に
黄
龍
が
現
れ
た
と
き
、
聖
人
が
天
命
を
受
け
て
王
者
に
な
る

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
日
の
黄
龍
は
、
戊
寅
の
日
に
現
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
魏
王
が
皇
帝
に
な
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
」

桓
階
が
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
黄
龍
の
意
味
を
説
明
し
た
。

「
戊
も
し
く
は
己
の
日
は
、
五
日
に
一
回
ず
つ
巡
っ
て
く
る
。
こ
れ
だ
け
を
根
拠
に
退
位
せ
よ
と
言
わ
れ

て
も
、
朕
は
応
じ
ら
れ
な
い
」

「
陛
下
、
お
聞
き
下
さ
い
。
『
易
伝
』
に
は
、
戊
も
し
く
は
己
に
麒
麟
が
現
れ
る
と
、
聖
人
が
王
者
に
な

る
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
麒
麟
の
出
現
も
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
り
ま
す
」

「
た
だ
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な
い
」

「
し
か
の
み
な
ら
ず
―
―
」

負
け
ま
い
と
し
て
許
芝
が
身
振
り
を
つ
け
、
主
張
を
展
開
し
た
。

「
白
馬
令
の
李
雲
の
上
書
に
、
『
当
塗
高
な
る
者
は
、
ま
さ
に
許
に
昌
ん
な
る
べ
し
』
と
あ
り
ま
す
。
当

さ
か

塗
高
と
は
魏
の
こ
と
で
す
。
許
都
で
魏
が
興
隆
す
る
証
で
す
」

当
塗
高
の
文
字
を
恣
意
的
に
解
釈
し
て
、
『
魏
』
に
こ
じ
つ
け
た
。

漢
帝
は
段
を
降
り
て
、
許
芝
の
前
に
腰
を
下
ろ
し
た
。

「
当
塗
高
は
、
朕
の
世
祖
（
光
武
帝
、
劉
秀
）
が
、
政
敵
の
公
孫
述
を
論
難
す
る
と
き
に
持
ち
出
し
た
予

言
だ
。
わ
ざ
と
意
味
を
な
さ
ぬ
よ
う
、
無
作
為
に
文
字
を
並
べ
た
言
葉
だ
と
、
父
祖
か
ら
聞
い
て
い
る
。

そ
れ
に
、
『
当
塗
高
は
自
分
の
こ
と
』
と
主
張
し
た
の
は
、
袁
術
で
は
な
か
っ
た
か
。
世
祖
の
言
葉
を
こ

れ
以
上
、
曲
解
し
て
侮
辱
し
て
ほ
し
く
な
い
」

漢
帝
が
背
を
向
け
た
。

「
ま
だ
あ
り
ま
す
」

と
許
芝
が
胆
力
を
振
り
絞
っ
た
。

「
『
孝
経
中
黄
讖
』
は
、
『
日
が
東
に
ゆ
き
、
火
を
絶
や
す
。
一
に
せ
不
れ
ば
聖
な
り
』
と
あ
り
ま
す
。
東

い
つ

ざ

と
日
で
『
曹
』
、
一
と
不
で
『
丕
』
と
な
っ
て
、
魏
王
の
姓
と
諱
で
す
。
魏
王
が
火
徳
の
漢
家
を
絶
や
し
、

聖
な
る
君
主
と
な
る
と
い
う
予
言
で
す
。
『
易
運
期
讖
』
は
、
『
鬼
と
禾
と
女
が
連
な
り
、
天
下
の
王
に
な

る
』
と
い
い
ま
す
。
鬼
と
禾
と
女
と
は
『
魏
』
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
」

漢
帝
は
、
見
せ
て
み
よ
、
と
許
芝
か
ら
書
翰
を
取
り
あ
げ
た
。

「
こ
れ
ら
の
書
物
の
出
典
は
、
ど
こ
か
な
。
聞
い
た
こ
と
が
な
い
書
名
ば
か
り
だ
。
ま
さ
か
自
分
で
書
い

た
の
で
は
あ
る
ま
い
な
」



(

一)

こ
の
台
詞
か
ら
の
問
答
は
、
『
献
帝
伝
』
を
逸
脱
し
ま
す
。

(

二)

『
献
帝
伝
』
で
許
芝
が
言
っ
て
い
る
。
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漢
帝
が
、
許
芝
の
瞳
を
覗
き
こ
ん
だ
。

許
芝
の
鼻
の
穴
か
ら
、
生
暖
か
い
血
が
落
ち
て
、
床
に
跳
ね
た
。
口
許
を
ぬ
ぐ
う
と
、
恐
れ
な
が
ら
申

し
上
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
絶
叫
し
た
。

「
漢
の
高
祖
、
漢
の
世
祖
と
も
、
神
秘
的
な
文
言
を
使
っ
て
、
王
朝
を
正
統
化
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
な
ぜ
劉
氏
に
は
独
占
的
に
讖
緯
が
許
さ
れ
、
曹
氏
に
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
か

(

一)

」

華
歆
が
止
め
に
入
っ
た
が
、
最
後
ま
で
言
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
朕
は
そ
れ
に
答
え
ね
ば
な
ら
ぬ
か
」

漢
帝
は
左
右
を
見
渡
し
た
。
発
言
す
る
者
は
、
一
人
も
い
な
い
。

「
祖
先
を
敬
う
こ
と
が
朕
の
信
念
で
あ
る
。
高
祖
と
世
祖
は
、
代
々
の
劉
氏
が
、
天
と
と
も
に
合
祀
し
て

き
た
祖
先
だ
。
許
芝
は
、
天
の
意
向
を
察
せ
よ
と
強
調
し
な
が
ら
、
朕
の
天
に
、
劉
氏
の
天
に
、
難
癖
を

つ
け
た
。
容
認
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
」

漢
帝
の
額
に
血
管
が
浮
い
た
。

「
劉
氏
は
微
弱
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
許
都
の
朝
廷
で
あ
り
、
道
義
を
誤
っ
た
文
官
の
一
名
を
斬
る
だ
け
の

兵
力
は
あ
る
。
一
連
の
退
位
の
上
奏
を
、
魏
王
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
祖
先
を
侮
辱
し

た
者
を
朕
の
命
令
に
お
い
て
罰
し
、
後
か
ら
魏
王
か
ら
報
復
さ
れ
て
も
、
本
望
だ
と
思
っ
て
い
る
。
九
泉

の
下
で
、
祖
先
は
朕
を
歓
迎
す
る
だ
ろ
う
」

漢
帝
の
目
が
潤
み
、
き
ら
り
と
室
内
の
灯
火
に
反
射
し
た
。

許
芝
の
処
置
は
い
か
に
。
次
回
に
続
く
。

〔
五
〕

許
芝
は
、
不
安
そ
う
に
華
歆
の
ほ
う
を
向
い
た
。
華
歆
は
目
を
伏
せ
た
。

こ
こ
で
許
芝
が
、

「
私
は
華
歆
ど
の
が
用
意
し
た
結
論
を
前
提
に
、
議
論
を
構
築
し
た
だ
け
で
す
」

と
暴
露
し
て
し
ま
え
ば
、
命
だ
け
は
助
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
許
芝
は
、
そ
の
よ
う
な
生
き
様

を
選
ば
な
か
っ
た
。
許
芝
は
堂
々
と
、
漢
帝
に
向
か
っ
て
挑
ん
だ
。

「
私
は
太
史
丞
で
す
。
天
文
を
見
て
、
歴
史
を
予
知
し
、
記
録
し
、
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
職
務
と
し
ま

す
。
近
年
、
歳
星
（
木
星
）
は
、
漢
家
の
分
野
（
星
座
の
領
域
）
か
ら
、
魏
国
の
分
野
に
移
動
し
ま
し
た

(

二)

。

劉
氏
の
祖
先
が
天
命
を
受
け
た
の
と
同
じ
く
、
今
は
曹
氏
に
天
命
が
あ
り
ま
す
」

鼻
血
を
流
し
な
が
ら
喚
く
の
で
、
漢
帝
の
顔
に
許
芝
の
血
が
か
か
っ
た
。
瞬
き
を
し
て
視
界
を
確
保
し

な
が
ら
、
漢
帝
は
言
い
渡
し
た
。



(

一)

『
三
国
演
義
』
で
も
正
史
で
も
、
許
芝
は
死
に
ま
せ
ん
。

(

二)

『
献
帝
伝
』
で
、
許
芝
の
勧
進
を
辞
退
し
た
と
き
の
曹
丕
の
台
詞
。
以
下
、
同
じ
。
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「
朕
は
同
意
で
き
な
い
。
死
罪
と
す
る
」

宮
殿
の
衛
兵
が
殺
到
し
て
、
許
芝
を
取
り
押
さ
え
た
。
膝
が
折
れ
て
も
、

「
私
の
解
釈
は
間
違
っ
て
い
な
い
」

と
言
い
続
け
た
。

漢
帝
が
執
行
を
命
じ
る
と
、

「
待
っ
た
」

と
言
い
な
が
ら
、
兵
を
率
い
て
走
り
入
る
者
が
あ
っ
た
。

「
入
殿
を
許
可
し
て
い
な
い
」

漢
帝
は
、
逆
光
の
せ
い
で
、
ま
だ
姿
の
見
え
ぬ
闖
入
者
を
叱
っ
た
。

「
軍
役
に
就
い
て
い
る
の
で
、
多
少
の
ご
無
礼
は
許
さ
れ
た
い
。
魏
王
の
曹
丕
で
す
」

「
魏
王
か
」

に
わ
か
に
漢
帝
の
顔
が
引
き
つ
っ
た
。

「
許
芝
は
魏
臣
で
す
。
陛
下
に
斬
ら
せ
る
訳
に
は
い
か
な
い
」

鎧
の
金
属
音
を
鳴
ら
し
て
踏
み
こ
み
、
曹
丕
は
漢
帝
の
す
ぐ
横
に
立
っ
て
、
許
芝
を
見
下
ろ
し
た
。

華
歆
は
数
歩
ほ
ど
退
い
て
、
気
ま
ず
そ
う
に
目
を
逸
ら
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

許
芝
は
、
魏
王
さ
ま
、
と
慕
う
よ
う
な
声
を
漏
ら
し
た
。

「
許
芝
よ
。
わ
が
曹
氏
の
天
命
を
、
恐
れ
多
く
も
漢
帝
に
向
か
っ
て
説
く
こ
と
、
ご
苦
労
で
あ
っ
た
。
職

務
に
命
を
賭
け
る
姿
勢
は
、
尊
敬
に
値
す
る
」

「
魏
王
よ
、
魏
王
」

許
芝
が
感
涙
に
む
せ
ん
だ
。

「
だ
が
許
芝
。
漢
帝
を
侮
辱
し
た
こ
と
は
、
魏
王
で
あ
る
前
に
、
一
人
の
漢
臣
で
あ
る
私
に
と
っ
て
、
容

認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
き
み
を
斬
る
役
目
は
、
漢
の
衛
兵
で
な
く
、
私
に
あ
る
」

言
い
終
わ
る
や
否
や
、
居
並
ぶ
者
の
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
速
さ
で
、
曹
丕
の
剣
が
一
閃
し
て
、
許
芝
の
首

が
床
に
転
が
っ
た

(

一)

。
ひ
と
呼
吸
お
い
て
、
許
芝
の
胴
体
が
床
に
倒
れ
た
。

「
陛
下
」

曹
丕
が
剣
を
収
め
て
、
漢
帝
の
前
に
ひ
れ
伏
し
た
。

「
許
芝
の
無
礼
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
む
か
し
周
文
公
は
、
天
下
の
三
分
の
二
を
領
有
し
て
も
、
な
お

殷
紂
王
に
臣
従
し
た
の
で
、
『
論
語
』
に
て
称
賛
さ
れ
ま
し
た
。
周
公
旦
は
天
子
の
位
を
得
ま
し
た
が
、

兄
の
子
の
周
成
王
に
位
を
返
上
し
た
の
で
、
『
尚
書
』
で
称
賛
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
徳
は
太
古
の
偉
人
に

は
及
び
ま
せ
ん
が
、
模
範
と
し
て
お
り
ま
す

(

二)

」

漢
帝
は
、
許
芝
の
血
を
か
ぶ
っ
た
赤
い
顔
の
ま
ま
、
曹
丕
を
見
つ
め
た
。



(

一)

『
三
国
演
義
』
に
な
い
。
出
典
は
『
献
帝
伝
』
。
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二
人
の
対
面
は
、
ほ
ぼ
初
め
て
で
あ
る
。
曹
丕
が
魏
王
の
太
子
と
な
る
と
き
、
距
離
を
隔
て
て
朝
廷
で

会
っ
た
だ
け
だ
。
だ
が
当
時
、
二
人
の
間
に
は
曹
操
が
い
た
。
曹
操
が
存
命
の
と
き
、
漢
帝
と
曹
丕
は
向

き
あ
う
機
会
が
な
く
、
そ
の
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
帝
は
、
殺
気
の
消
え
な
い
曹
丕
に
圧
迫
さ
れ
て
、

「
そ
う
か
」

と
だ
け
答
え
た
。

「
私
は
先
王
の
事
業
を
継
承
し
ま
し
た
が
、
恩
沢
は
天
下
に
届
き
ま
せ
ん
。
魏
国
の
倉
庫
に
貯
蔵
す
る
食

糧
や
財
物
を
百
姓
に
与
え
ま
し
た
が
、
住
居
も
食
物
も
足
り
な
い
も
の
が
、
ま
だ
大
勢
い
ま
す
。
魏
国
の

経
営
だ
け
を
立
派
に
行
う
こ
と
が
、
私
は
本
望
で
す
」

漢
帝
の
表
情
が
、
か
す
か
に
和
ら
い
だ
。

―
―
曹
操
の
話
を
媒
介
に
し
て
、
曹
丕
と
心
が
通
じ
あ
え
そ
う
だ
。

と
漢
帝
は
感
じ
た
。

曹
丕
は
許
芝
の
首
を
ち
ら
り
と
見
て
か
ら
、

「
魏
家
に
天
命
が
あ
る
と
、
で
た
ら
め
な
こ
と
を
言
う
者
が
い
ま
す
。
こ
れ
を
聞
く
た
び
に
、
心
は
震
え

て
手
は
お
の
の
き
、
文
字
を
書
い
て
も
形
を
な
さ
ず
、
書
き
た
い
こ
と
を
文
章
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
私
は
詩
を
作
り
ま
し
た
。
せ
め
て
陛
下
に
聞
い
て
頂
き
た
く
、
本
日
は
参
り
ま
し
た
」

と
釈
明
し
た
。

「
聞
き
た
い
」

「
は
い
。
喪
乱

悠
悠
と
し
て
紀
を
過
ぐ
。
白
骨

万
里
に
縦
横
す
。
哀
哀
と
し
て
下
民

靡
き
恃
む
。
吾

な
び

た
の

将
に
時
を
佐
け
理
を
整
へ
ん
と
す
。
子
に
明
辟
を
復
し
て
致
仕
せ
ん
…
…

(

一)

」

た
す

ち

し

戦
乱
は
長
引
い
て
十
二
年
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
戦
死
し
た
者
の
白
骨
は
、
各
地
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。

万
民
は
悲
し
ん
で
頼
っ
て
き
た
。
私
は
時
局
を
助
け
て
、
統
治
の
道
理
を
整
え
よ
う
と
思
う
。
事
業
が
完

成
し
た
ら
、
地
位
を
返
上
し
て
引
退
し
た
い
と
。

「
朕
の
胸
中
を
、
代
わ
り
に
謳
う
か
の
よ
う
だ
」

漢
帝
に
と
っ
て
曹
操
は
父
の
よ
う
な
存
在
で
、
強
大
な
保
護
者
で
も
あ
っ
た
。
打
ち
解
け
て
話
せ
る
相

手
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
曹
丕
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
王
で
あ
り
、
年
齢
が
近
い
。

―
―
魏
王
と
親
交
を
結
び
た
い
。

と
漢
帝
は
願
っ
た
。
「
父
」
た
る
曹
操
を
失
っ
た
哀
し
み
、
君
主
と
し
て
の
重
圧
、
そ
し
て
天
下
の
行

く
末
。
語
り
た
い
こ
と
は
無
限
に
あ
る
。
許
芝
を
斬
っ
た
の
だ
か
ら
、
曹
丕
は
、
漢
の
天
命
を
支
持
す
る

者
で
あ
ろ
う
。
忠
臣
と
し
て
信
頼
で
き
る
、
と
漢
帝
は
判
断
し
た
。

「
良
い
詩
を
も
ら
っ
た
。
お
返
し
が
し
た
い
。
酒
宴
を
や
ろ
う
」

「
光
栄
で
す
」
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曹
丕
は
使
者
を
自
陣
に
や
り
、
大
量
の
料
理
と
酒
を
許
都
に
運
ば
せ
た
。

十
月
の
壬
子
（
十
日
）
、
漢
臣
と
魏
臣
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
許
都
で
酒
宴
が
開
か
れ
た
。

漢
帝
と
魏
王
は
、
初
め
は
主
従
と
し
て
隔
た
っ
て
座
っ
た
。
酒
が
回
る
と
、
漢
帝
が
魏
王
を
隣
に
招
い

た
。
曹
操
の
生
前
に
は
、
絶
対
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
光
景
な
の
で
、
郡
臣
た
ち
の
ほ
う
が
動
揺
し
た
。
曹

丕
が
寡
黙
を
守
っ
た
の
と
対
照
的
に
、
漢
帝
は
積
極
的
に
話
し
か
け
た
。

酒
宴
は
終
日
に
及
ん
だ
。

料
理
も
酒
も
出
尽
く
し
た
こ
ろ
、
魏
国
の
侍
中
で
あ
る
辛
毗
、
劉
曄
、
散
騎
常
侍
の
傅
巽
、
衛
臻
、
尚

書
令
の
桓
階
、
尚
書
の
陳
矯
、
陳
羣
、
給
事
中
博
士
・
騎
都
尉
の
蘇
林
、
董
巴
ら
が
、
曹
丕
の
前
に
詰
め

か
け
た
。
彼
ら
は
漢
帝
を
無
視
し
て
、
曹
丕
だ
け
を
見
つ
め
た
。

「
魏
王
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
」

彼
ら
の
顔
色
は
蒼
白
で
、
誰
も
酒
に
酔
っ
た
様
子
で
は
な
い
。

「
ま
あ
飲
め
」

曹
丕
が
酒
杯
を
渡
そ
う
と
す
る
と
、
桓
階
が
押
し
戻
し
た
。

「
魏
王
は
、
太
子
丞
の
許
芝
に
よ
る
上
書
を
退
け
ら
れ
ま
し
た
。
辞
退
の
言
葉
は
と
て
も
丁
寧
で
、
真
心

の
こ
も
っ
た
も
の
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
―
―
」

曹
丕
が
皿
を
荒
々
し
く
台
に
置
い
た
。

「
許
芝
の
話
は
し
な
い
」

「
い
い
え
、
聞
い
て
下
さ
い
」
桓
階
が
決
然
と
言
っ
た
。

「
漢
帝
の
御
前
だ
」
と
曹
丕
が
怒
る
と
、

「
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
る
の
で
す
」

と
食
ら
い
付
か
れ
た
。

集
ま
っ
た
魏
臣
の
連
中
は
、
悲
壮
な
表
情
で
曹
丕
を
凝
視
し
た
。
衆
人
の
目
が
あ
る
た
め
、
さ
す
が
に

黙
殺
で
き
ず
、
発
言
を
許
し
た
。

桓
階
は
朗
々
と
述
べ
た
。

「
古
代
の
賢
者
が
天
命
を
受
け
て
、
君
位
を
辞
退
し
な
か
っ
た
の
は
、
天
命
を
尊
ぶ
か
ら
で
す
。
漢
家
は

衰
退
し
て
、
だ
れ
も
漢
帝
の
詔
に
従
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
実
態
な
の
で
す
。
先
王
は
中
原
の
戦
乱
を
平
定

し
ま
し
た
。
漢
家
か
ら
魏
家
に
天
命
が
移
っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
」

「
も
う
辞
め
な
い
か
」

曹
丕
は
、
足
を
小
刻
み
に
揺
ら
し
た
。

桓
階
は
気
づ
か
ぬ
ふ
り
を
し
て
、
ま
す
ま
す
声
を
放
っ
た
。

「
魏
家
へ
の
天
命
は
、
す
で
に
先
王
に
降
っ
て
お
り
、
い
ま
さ
ら
魏
王
が
拒
絶
で
き
ま
せ
ん
。
魏
王
は
私

情
に
捕
ら
わ
れ
ず
、
天
下
の
公
義
を
重
ん
じ
な
さ
い
。
ど
う
し
て
も
天
命
を
否
認
さ
れ
る
の
な
ら
、
魏
王



(

一)

こ
れ
も
『
献
帝
伝
』
に
準
拠
。
献
帝
と
曹
丕
が
同
席
す
る
宴
席
と
い
う
の
が
創
作
な
の
で
、
発
表

の
場
は
原
典
に
は
な
い
。
「
天
下
の
公
議
を
急
ぐ
と
し
、
輒
ち
宣
し
く
外
内
に
令
し
」
が
原
文
。
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の
辞
退
の
言
葉
も
ま
た
、
天
下
に
開
示
す
べ
き
で
す

(

一)

」

桓
階
が
文
書
を
読
み
終
え
る
と
、
同
志
と
と
も
に
地
面
に
額
を
こ
す
り
つ
け
た
。
宴
席
の
出
席
者
は
、

一
斉
に
顔
を
伏
せ
た
。
曹
丕
の
視
線
は
さ
ま
よ
い
、
万
坐
の
な
か
で
孤
立
し
た
。

曹
丕
は
ひ
ど
く
恥
じ
た
。
自
国
の
臣
下
が
、
他
の
誰
で
も
な
い
漢
帝
の
前
で
、
「
誰
も
漢
帝
の
詔
に
従

わ
な
い
」
と
言
っ
て
退
け
た
。
臣
下
に
対
す
る
統
制
が
利
い
て
い
な
い
と
、
暴
露
し
た
に
等
し
い
。
背
中

に
び
っ
し
ょ
り
と
汗
を
か
い
た
。

「
桓
階
よ
」

弱
々
し
く
呼
ぶ
が
、
彼
は
顔
を
あ
げ
な
い
。

曹
丕
は
、
い
ま
言
わ
れ
た
こ
と
思
い
起
こ
し
た
。
全
て
を
天
下
に
通
達
せ
よ
と
言
っ
て
き
た
。
許
芝
が

正
し
い
か
、
曹
丕
が
正
し
い
か
、
天
下
の
人
々
に
判
断
を
委
ね
ろ
と
い
う
。

―
―
侮
辱
さ
れ
た
。

こ
れ
が
第
一
の
感
想
で
あ
る
。
曹
操
の
生
前
な
ら
、
起
こ
る
は
ず
の
な
い
事
態
だ
っ
た
。
父
に
比
べ
て
、

威
信
も
功
績
も
劣
る
せ
い
で
、
臣
下
に
こ
の
よ
う
な
行
動
を
許
し
て
い
る
。

「
分
か
っ
た
」

場
を
収
め
る
た
め
、
受
諾
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
宴
席
の
出
席
者
は
、
全
員
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
な

が
ら
、
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
。
曹
丕
は
そ
れ
を
意
識
し
て
、
正
式
に
回
答
し
た
。

「
四
方
に
通
達
し
て
私
の
本
心
を
明
ら
か
に
せ
よ
。
き
み
た
ち
が
言
っ
た
こ
と
は
、
私
に
は
虚
辞
に
し
か

思
え
な
い
。
今
回
、
大
軍
を
連
れ
て
南
下
し
た
が
、
郡
県
と
屯
田
を
視
察
し
て
み
る
と
、
百
姓
の
衣
食
は

貧
し
か
っ
た
。
私
は
―
―
」

こ
こ
で
言
葉
を
切
り
、
漢
帝
の
方
に
身
体
を
向
け
、

「
私
は
、
魏
国
と
い
う
一
地
方
の
君
主
と
し
て
も
、
実
績
が
足
り
な
い
。
ま
し
て
皇
帝
の
資
格
を
有
す
る

は
ず
が
な
い
。
不
徳
を
上
塗
り
し
た
く
な
い
。
以
上
で
あ
る
」

と
締
め
た
。

「
そ
の
言
葉
も
併
せ
、
開
示
い
た
し
ま
す
」

桓
階
た
ち
は
、
し
ず
し
ず
と
退
出
し
た
。

活
気
の
あ
っ
た
酒
席
は
、
一
転
し
て
葬
礼
の
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
臣
と
魏
臣
は
、
申
し
合
わ
せ
た
か
の

よ
う
に
座
席
を
隔
離
し
あ
い
、
互
い
の
会
話
も
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
別
れ
際
、
漢
帝
は
曹
丕
の
手
を

握
り
、
と
も
に
天
下
の
秩
序
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
言
っ
た
。

漢
帝
の
前
で
恥
を
か
き
、
面
目
を
失
っ
た
曹
丕
。
い
か
な
る
手
を
打
つ
か
。
次
回
へ
続
く
。


