
『三
国
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

-1

嘉
端

本と
葉
逢
春
本
を
手

がか
り

に-小

松

ヽ

謙

京
都
府
立

大
挙

『三
国
志
演
義
』
の
テ
キ
ス
ー
に
関
す
る
研
究
は
'
こ
の
二
十
年

間
に
め
ざ
ま
し
い
費
展
を
と
げ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
か
つ
て
は
嘉
靖

本

･
毛
本
以
外
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
排
わ
れ

な
い
状
況
に
あ
っ
た
も
の
が
'
今
で
は
数
多
-
の
版
本
に
射
し
て
綿

密
な
調
査
が
な
さ
れ
'
中
川
諭
氏
の
大
著

『『三
国
志
演
義
』
版
本

の
研
究
』
(汲
古
書
院

一
九
九
八
)
を
初
め
と
す
る
多
-
の
業
績
が

出
現
す
る
に
至

っ
て
い
る
｡

た
だ
､
そ
れ
ら
の
研
究
の
多
-
は
､
各
版
本
の
系
統
付
け
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
精
密
な
系
統
付
け
か
ら
は
､

『三
国
志
演
義
』
の
名
を
も

っ
て
穂
積
さ
れ
る

一
連
の
作
品
群
が
ど

の
よ
う
に
展
開
し
､
壁
化
し
て
い
っ
た
か
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き

r三
国
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

る
｡
し
か
し
､
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
の
は

『三
園
志
演
義
』
が
ど

の
よ
う
に
愛
貌
し
た
か
と
い
う
経
過
で
あ
-
'
『三
国
志
演
義
』
が

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

①

が
で
き
る
も
の
で
は
な
い

｡

も
と
よ
-
'
現
存
す
る
テ
キ
ス
-
が
明

代
後
期
の
も
の
の
み
で
あ
る
以
上
'
『三
国
志
演
義
』
の

原

初

形

態

や
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
僅
'
根
本
的
に
不
可
能

な

作

業
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し
､
本
宮
に
何

一
つ
手
段
は
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
｡
原
初
形
態
を
完
全
に
は
復
元
し
え
な
い
こ
と
は
確

か
で
あ
る
｡
だ
が
'
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
に
分
析
を
加
え
る
こ
と
に

よ
り
､
そ
の
成
立
過
程
を
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
'

必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

そ
の
鍵
と
な
-
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
が
'
性
格
を
異
に

す
る
二
系
統
の
テ
キ
ス
ー
の
存
在
で
あ
る
｡
『水
薪
俸
』
な
ど
と
同

様
'
『三
園
志
演
義
』
に
も
繁
本
と
簡
本
が
存
在
す
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
､
こ
こ
で
い
う
二
系
統
と
は
そ
の
甚
分
で
は
な
-
'

い
わ
ゆ
る
繁
本
の
中
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
異
な
っ
た
系
統
を
指
す
｡

中
川
氏
の
置
分
に
従
え
ば
'
｢
二
十
四
巻
系
諸
本
｣
と

｢
二
十
巻
繁

本
系
諸
本
｣
で
あ
る
｡
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中
川
氏
を
は
じ
め
と
す
る
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
'
建
陽
で
刊

行
さ
れ
た

｢
二
十
巻
系
｣
は
､
花
闘
索
説
話
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
と
し

て

｢花
開
索
系
｣
｢開
索
系
｣
と
分
類
さ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
'
そ

の
後
内
容
を
確
認
さ
れ
た
葉
逢
春
本
は
'
花
開
索
説
話
を
持
た
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
系
統
と
共
通
す
る
本
文
を
持
つ
｡
そ
し
て

そ
の
本
文
は
､
嘉
靖
本

･
異
観
明
本
な
ど
の

｢
二
十
四
巻
系
｣
と
は

大
幅
に
異
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
事
章
と
'
葉
逢
春
本
の
刊
行
年
代

が
早
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
'
葉
逢
春
本
は
い
わ
ゆ
る

｢花
関

東
系
｣
諸
本
が
底
本
と
し
て
使
用
し
た
テ
キ
ス
-
と
同
系
統
の
本
文

を
持
つ
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
-
'
｢花
開
索
系
｣

と
い
う
分
類
に
ど
こ
ま
で
有
数
性
が
あ
る
か
に
も
疑
問
が
生
じ
て
-

る
｡
問
題
は
､
花
開
索
説
話
の
有
無
で
は
な
-
､
本
文
の
相
違
な
の

②

で
あ
る

｡

そ
し
て
､
両
系
統
の
間
の
本
文
の
相
違
は
､
繁
本
と
簡
本

の
閲
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
'

一
方
が
他
方
を
簡
略
化
し
た
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
い
｡
両
者
の
繁
簡
は
定
ま
ら
ず
'
ど
ち
ら
が
よ
-
詳
細

な
叙
述
を
行

っ
て
長
い
本
文
を
持
つ
か
は
'
部
位
に
よ
-
大
き
-
輿

な
る
｡
ま
た
叙
述
の
詳
細
さ
に
は
大
差
が
な
-
て
も
'
言
い
回
し
が

全
-
異
な
る
事
例
も
多
い
｡
つ
ま
-
､
語
ら
れ
て
い
る
内
容
に
は
大

き
な
差
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
両
系
統
は
大
き
-
異
な
る
本
文

を
持
つ
の
で
あ
る
｡
部
分
に
よ
っ
て
は
そ
の
差
は
'
両
者
の
閲
に
同

じ
作
品
の
異
本
と
し
て
系
統
付
け
を
行
う
こ
と
を
困
難
と
感
じ
さ
せ

る
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
て
い
る
｡

で
は
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
｡

一
方
が
他
方
を
省

略
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
'
し
か
も
内
容
は
ほ
ぼ
同

一

で
あ
-
'
部
位
に
よ
っ
て
は
ほ
ぼ
同
じ
本
文
を
持
ち
'
同
じ
よ
う
な

題
名
を
持
つ
以
上
'
両
者
は
と
も
に
完
成
型
で
あ
-
､
そ
し
て

一
方

が
他
方
を
改
作
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
｡
も
し
こ
の
推
定
が

正
し
け
れ
ば
'
両
者
の
違
い
の
あ
り
よ
う
か
ら
'
『三
園
志
演
義
』

の
成
立
過
程
を
あ
る
程
度
再
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な

｢ヽ
ヽ
○

ト∨
カそ

の
場
合
､
多
様
な
テ
キ
ス
ト
を
扱
う
こ
と
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
違

い
に
目
を
奪
わ
れ
て
問
題
の
本
質
を
見
落
と
す
結
果
を
も
た
ら
す
恐

れ
が
あ
る
｡
そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
は
'
両
系
統
の
現
存
最
古
の
テ

キ
ス
ー
と
思
わ
れ
る
嘉
端
本
と
葉
逢
春
和
に
封
象
を
し
ぼ
り
,
他
の

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
必
要
に
磨
じ
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
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ま
ず
'
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
性
格
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
｡

嘉
靖
本
は
､
巻
頭
に
庸
愚
子

(末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
印
形
に
よ
れ

ば
名
は
薄
大
器
)
に
よ
る
弘
治
甲
寅
'

つ
ま
り
弘
治
七
年

(
一
四
九

四
)
の
日
付
の
あ
る

｢三
園
志
通
俗
演
義
序
｣
と
'
修
葉
子

(印
形

に
よ
れ
ば
名
は
張
伶
徳
)
に
よ
る
嘉
靖
壬
午
'
つ
ま
-
嘉
靖
元
年

(
一

五
二
二
)
の
日
付
の
あ
る

｢三
国
志
通
俗
演
義
引
｣
が
置
か
れ
て
い

る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
そ
の
刊
行
年
代
は
嘉
靖
元
年
で
あ
る
と

一
般

に
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
更
に
'
前
者
に

｢書
成
'
士
君
子
之
好
事
者
'

争
相
謄
録
以
便
観
覧

(書
物
が
出
来
上
が
る
と
'
容
易
に
謹
め
る
よ
う
に

物
好
き
な
人
た
ち
が
争
っ
て
寓
し
取
っ
た
)｣
と
あ
-
'
後
者
に

｢客
｣

の
言
葉
と
し
て

｢簡
快
活
潮
'
善
本
甚
難
'
講
寺
請
梓
'
公
之
四
方

可
乎

(分
量
が
多
-
'
善
本
も
得
難
い
の
だ
か
ら
'
印
刷
に
付
し
て
各
方
面

に
公
開
し
て
も
ら
え
ま
い
か
)｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
『三
国
志
演

義
』
は
元
来
抄
本
で
流
通
し
て
い
た
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
き

④た
｡し

か
し
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
'
商
業
出
版
物
の
序
に
見
ら
れ

コ
二
闘
志
演
義
｣
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

る
定
型
表
現
と
い
っ
て
よ
い
｡
た
と
え
ば

『西
漠
演
義
』
に
付
さ
れ

た
甑
偉
の
序
に
い
う
｡

喜
成
､
識
者
宰
相
傍
線
'
不
便
観
覧
'
先
輩
乃
命
工
錠
梓
､

以
輿
四
方
好
事
者
共
之
､
講
予
小
叙
以
冠
巻
首
､
逐
援
筆
書
此
｡

こ
の
書
物
が
完
成
す
る
と
､
識
者
は
争
っ
て
寓
し
取
っ
た
が
へ
眼
に

す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
'
目
上
の
方
が
刻
工
に
命
じ
て

刊
刻
さ
せ
'
各
地
の
物
好
き
な
人
々
と
と
も
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
'
私
に
巻
頭
に
序
を
書
-
よ
う
依
頼
さ
れ
た
の
で
'
筆
を

執
っ
て
書
-
次
第
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
従
来
眼
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
も
の
を
'

世
間
の
要
求
に
癒
え
る
た
め
出
版
に
付
す
と
稀
す
る
例
は
､
書
坊
の

出
版
物
に
は
多
-
'
世
間
の
要
望
が
あ

っ
た
作
品
を
こ
の
た
び
完
成

さ
せ
'
有
名
人
の
批
評
ま
た
は
校
正
を
付
し
て
刊
行
す
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
と
大
差
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
も
と
よ
-
こ
れ
ら
は
責
れ

行
き
向
上
の
た
め
に
書
坊
が
付
し
た
鹿
告
の

一
種
と
考
え
る
べ
き
も

の
で
あ
り
､
ど
こ
ま
で
賛
態
を
反
映
し
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

そ
も
そ
も

『三
園
志
演
義
』
は
何
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
の
で
あ

- 31-



中
図
文
学
報

第
七
十
四
射

ろ
う
か
｡
現
存
最
古
の
二
つ
の
版
本
の
題
名
を
見
て
み
よ
う
｡
嘉
靖

本
は

『三
国
志
通
俗
演
義
』
'
葉
逢
春
本
は
第

1
巻
冒
頭
の
題
名
に

従
え
ば

『新
刊
通
俗
演
義
三
国
志
史
俸
』
'
両
者
に
共
通
す
る
の
は

｢通
俗
演
義
｣
と
い
う
語
で
あ
る
｡
｢通
俗
｣
と
は
教
養
の
な
い
人

間
に
も
わ
か
る
と
い
う
こ
と
､
｢演
義
｣
と
は
内
容
を
わ
か
-
や
す

-
数
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡
つ
ま
-
'
と
も
に

｢誰
で
も
わ
か
る

『三
園
志
』
｣
と
い
う
題
名
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
は
'
こ
の
書
物
が
教
養
の
高
-
な
い
人
間
に
で
も
わ
か
る
よ
う

に
書
か
れ
た
歴
史
書
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
｡

さ
て
､
そ
の
よ
う
な
書
物
が
'
し
か
も

『三
園
志
演
義
』
の
よ
う

に
大
部
な
も
の
が
､
抄
本
の
形
で
流
通
す
る
こ
と
な
ど
あ
-
う
る
で

あ
ろ
う
か
｡
確
か
に
中
国
の
小
説
の
中
に
は
､
首
初
抄
本
の
形
で
謹

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
も
の
が
幾

つ
も
存
在
す
る
｡

『金
瓶
梅
』
『紅
榎
夢
』
『聯
斎
志
異
』
い
ず
れ
も
し
か
り
と
い
っ
て

よ
い
｡
し
か
し
'
『金
瓶
梅
』
は
そ
も
そ
も
地
下
で
流
通
し
て
し
か

る
べ
き
書
で
あ
-
'
し
か
も
判
明
し
て
い
る
範
囲
で
は
'
そ
の
抄
本⑤

を
所
有
し
て
い
た
の
は
み
な
高
級
知
識
人
や
政
府
高
官
で
あ
っ
た

｡

『紅
楼
夢
』
も
'
元
来
は
曹
氏

一
族
の
閲
で
回
し
謹
み
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
-
'
そ
の
後
も
上
流
階
級
の
閲
で
抄
本
が
贋
が
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
｡
『聯
粛
志
異
』
に
至

っ
て
は
'
元
来
王
漁
洋
を
初
め

と
す
る
山
東
の
知
識
人
の
間
で
抄
本
が
回
し
謹
み
さ
れ
る
こ
と
に

ょ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
-
'
典
故
を
多
-
踏
ま
え
た
文
言
に

よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
'
そ
の
成
立
事
情
の
反
映
と
思
わ
れ

る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
小
説
が
知
識
人
の
閲
で
珍
重
さ
れ
た
の
は
､

そ
の
作
者
が
知
識
人
で
あ
り
､
知
識
人
に
も
ア
ピ
ー
ル
し
う
る
内
容

を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
よ
う
｡
つ
ま
-
'
こ
れ
ら
の
成
立
首

初
は
抄
本
の
形
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
う
る
小
説
は
､
い

ず
れ
も
知
識
人
の
閲
で
'
知
識
人
的
興
味
の
も
と
に
抄
寓
さ
れ
､
贋

ま
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が

『三
園
志
演
義
』
は
､
題
名
に
う
た
う
如
く
教
養
書
的

性
格
を
持
ち
'
賓
際
'
他
の
同
種
の
書
よ
-
は
は
る
か
に
ま
と
ま
っ

て
い
る
に
せ
よ
'
歴
史
的
知
識
を
誇
る
知
識
人
が
興
味
を
抱
-
よ
う

な
も
の
と
は
思
え
な
い
｡
他
方
､
明
代
中
期
の
葉
盛
の

『水
東
日

記
』
に
は
'

1
般
庶
民
が
絵
入
り
の
物
語
を
抄
宕
し
て
謹
ん
で
い
た

⑥

こ
と
が
見
え
る
が

､

そ
れ
は
い
ず
れ
も
規
模
の
小
さ
い
パ
ン
フ
レ
ッ
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ー
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
｡
も
と
よ
-

『三
園
志
演
義
』
の
よ
う
な
大
部
の
書
物
を
抄
幕
す
る
経
済
的

･
時

間
的
鎗
裕
は
､
庶
民
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
書
物

の
抄
本
を
作
成
し
う
る
の
は
'
寓
字
生
を
雇
え
る
よ
う
な
経
済
的
徐

裕
の
あ
る
人
聞
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡

つ
ま
-
'
『三
国
志
演
義
』
が
抄
本
の
形
で
流
通
し
て
い
た
と
は
'

状
況
的
に
考
え
が
た
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
常
識
的
に
考
え
て
'

こ
の
よ
う
な
書
物
は
営
利
目
的
で
制
作
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
｡

営
利
目
的
で
制
作
さ
れ
た
書
物
が
抄
本
の
形
で
流
布
す
る
の
も
考
え

に
く
い
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
の
事
賓
を
練
合
す
れ
ば
､
『三
国
志
演
義
』
が
普
初
抄
本
で

流
通
し
て
い
た
と
い
う
嘉
端
本
庸
愚
子
序
に
見
え
る
記
述
に
信
を
置

き
が
た
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
賓
態
は
､
お
そ
ら
-
は

商
品
債
値
を
高
-
見
せ
よ
う
と
い
う
書
坊
の
宣
侍
文
句
に
過
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
'
こ
こ
で
も
う

一
つ
の
問
題
が
生
じ
る
｡
嘉
端
本
は
官
刻

本
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
賓
際
'
版
刻
の
美
し

さ
'
版
型
の
大
き
さ
､
外
見
が
立
派
な
割
に
校
勘
ミ
ス
が
多
い
こ
と

F111囲
志
演
義
｣
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

な
ど
､
嘉
靖
本
は
明
代
官
刻
本
の
特
徴
を
も
ら
さ
ず
具
備
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
し
て
'
明
代
官
刻
本
の
目
録
で
あ
る

『古
今
書

刻
』
に
は
'
都
察
院
が

『三
国
志
演
義
』
を
刊
行
し
て
い
る
旨
の
記

述
が
あ
-
'
ま
た
劉
若
愚
の

『酌
中
志
』
｢内
板
経
書
紀
略
｣
に

『三
園
志
通
俗
演
義
』
の
冊
数

･
版
木
の
枚
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る

鮎
か
ら
し
て
､
内
府
の
刊
本
も
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
嘉
靖

本
が
こ
の
い
ず
れ
か
に
普
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
は
以
前

①

か
ら
な
さ
れ
て
き
た

｡

と
す
れ
ば
'
そ
の
序
に
書
坊
の
宣
博
文
句
が

記
さ
れ
て
い
る
の
は
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

し
か
し
､
内
府
や
都
察
院
で
刊
行
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
内
府
や
都

察
院
で
制
作
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
｡
む
し
ろ
何
ら
か
の
底
本
が

あ
っ
て
､
そ
れ
を
翻
刻
す
る
形
で
刊
に
付
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ

う
｡
従

っ
て
､
嘉
靖
本
に
書
坊
の
も
の
と
お
ぼ
し
き
序
文
が
付
さ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
官
刻
本
の
底
本
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
が

書
坊
に
よ
-
刊
行
さ
れ
た
営
利
出
版
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ

う
｡
賓
際
､
内
府
や
都
察
院
で
刊
行
す
る
に
あ
た
-
'
｢先
輩
｣
が

こ
の
書
を
刊
行
し
て
流
布
さ
せ
る
な
ど
と
い
う
序
が
付
-
は
ず
は
な

い
の
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
序
の
日
付
で
あ
る
嘉
靖
元
年
も
'
底
本
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と
な
っ
た
書
坊
刊
本
の
刊
行
時
期
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
ず
'
現
存
す

る
寡
婦
本
は
遅
れ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡

一
方
､
葉
逢
春
本
の
方
は
'
商
業
出
版
の
絶
本
家
と
も
い
う
べ
き

建
陽
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
､
明
ら

か
に
営
利
目
的
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
何
よ
-

雄
癖
に
物
語
っ
て
い
る
の
は
'
そ
の
題
名
で
あ
る
｡
特
に
目
録
に
付

さ
れ
た

｢新
刊
按
鑑
漠
譜
三
国
志
志
俸
給
象
足
本
大
全
｣
は
'
宣
俸

文
句
の
満
艦
飾
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
'
｢新
刊
｣
つ
ま
-
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
'
｢接
鑑
｣
つ
ま
-

『資

治
通
鑑
』
に
依
接
す
る
'
｢槍
像
｣
つ
ま
-
括
給
入
り
の
'
｢足
本
｣

つ
ま
-
映
落
の
な
い
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
あ
-
､
最
後
の

｢大

全
｣
に
至
っ
て
は
鎗
分
な
文
句
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
｡
更
に

｢漢
語
｣
と
い
う
語
も
冠
さ
れ
て
お
-
､
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
に

⑧

つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が

'

要
す
る
に
も
っ
と
も
ら
し
い
膿
我
を
こ

し
ら
え
る
た
め
に
付
け
ら
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
｡

し
か
も
そ
の
本
文
は
､
い
わ
ゆ
る
上
園
下
文
形
式
を
取
っ
て
い
る
｡

こ
れ
が
建
陽
本
の
特
徴
で
あ
-
､
教
養
レ
ベ
ル
が
高
-
な
い
人
々
'

場
合
に
よ
っ
て
は
非
識
字
盾
を
も
謹
者
と
し
て
想
定
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
し
て
各
巻
の
初
め
に
は
'
た
と
え

ば
巻
之

一
に

｢起

(漢
壷
帝
)
中
平
元
年
甲
子
歳

止

(漢
献
帝
)
輿

平
二
年
乙
亥
歳

首
尾
共

1
十
二
年
事
賓
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
そ
こ

で
扱
わ
れ
て
い
る
事
件
の
年
代
を
明
示
す
る
記
述
が
あ
る
｡
こ
れ
は
'

先
に
ふ
れ
た

｢按
鑑
｣
と
い
う
宣
俸
文
句
と
あ
わ
せ
て
､
こ
の
書
が

歴
史
書
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
形
式
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
｡
た
だ
し
､
｢接
鑑
｣
､
つ
ま
-
自
身
を

『通
鑑
』
と
見
な
す

の
で
は
な
-
'
『通
鑑
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
稀
し
て
い
る
こ
と
に

す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
決
し
て
正
統
的
史
書
で
あ
る
と
自

己
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
､
正
統
的
史
書
の
記
述
を
踏
ま
え

て
分
か
り
や
す
-
書
き
直
し
た
歴
史
書
'
つ
ま
り
は
大
量
の
括
給
を

持
つ
非
知
識
人
向
け
の
教
養
的
歴
史
書
と
い
う
形
で
頁
る
こ
と
を
意

囲
し
た
形
式
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
先
に
想
定
し
た

『三
園
志
演
義
』
の
制
作
動
機
と
合
致

す
る
｡
そ
し
て
へ
『三
国
志
演
義
』
の
原
型
が
'
も
し
歴
史
上
の
羅

貫
中
が
生
存
し
て
い
た
元
未
明
初
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
'
そ
の
昔
時
商
業
的
意
園
の
も
と
に
こ
う
し
た
大
部
な
書
物
を

制
作
し
ょ
う
と
考
え
る
可
能
性
が
最
も
高
い
の
は
､
営
利
出
版
の
先
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進
地
域
で
あ

っ
た
建
陽
の
書
坊
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
'
早
い
時
期

に
建
陽
で
刊
行
さ
れ
た
葉
逢
春
本
は
'
建
陽
で
俸
承
さ
れ
て
い
た

『三
国
志
演
義
』
の
原
型
に
近
い
姿
を
留
め
て
い
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
に
な
る
｡
草
書
､
そ
の
後
建
陽
地
直
で
刊
行
さ
れ
る
余
象
斗
本

以
下
の
諸
本
は
､
責
正
甫
本
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
簡
本
を
も
含
め
て
'

葉
逢
春
本
と
同
系
統
の
本
文
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
が
主
流
を
占
め
る
の

⑨

で
あ
る
｡

し
か
し
､
預
断
は
禁
物
で
あ
ろ
う
｡
両
テ
キ
ス
ト
の
関
係
を
探
る

た
め
に
は
'
ま
ず
虚
心
に
本
文
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

二

ま
ず
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
異
同
と
い
う
も
の
の
あ

り
よ
う
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
嘉
靖
本
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
毛
本
の

⑲

場
合
､
後
者
が
前
者

(お
そ
ら
-
は
李
卓
吾
許
本
の
い
ず
れ
か

)

に
依

摸
し
､
そ
れ
に
基
づ
い
て
改
愛
を
加
え
た
こ
と
は
確
賓
と
い
っ
て
よ

い
｡
ま
た
'
同

1
系
統
に
層
す
る
簡
本
と
繁
本
の
場
合
､
前
者
が
後

者
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
｡

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
単
純
な
関
係
で
あ

っ
て
'
本
文
を
丹
念
に
検
討

冒
l圃
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

す
れ
ば
両
者
の
関
係
を
容
易
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か

-
か
'
各
系
統
の
中
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
が
原
塚
で
あ
る
か
ま
で
を
解

明
す
る
こ
と
も
決
し
て
困
難
で
は
な
い
｡

し
か
し
'
嘉
靖
本
と
菓
逢
春
本
の
関
係
は
､
こ
れ
ら
と
は
全
-
樵

相
を
異
に
す
る
｡
両
者
は
分
量
に
お
い
て
大
差
な
い
｡
つ
ま
-
'
簡

本
と
繁
本
の
よ
う
に

一
方
が
他
方
を
簡
略
化
し
た
と
い
う
関
係
に
あ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
し
か
も
そ
の
繁
簡
の
あ
-
よ
う
は

〓
疋
せ

ず
'
部
分
に
よ
っ
て
は
同

一
内
容
を
叙
述
す
る
に
普
た
っ
て
､
あ
る

箇
所
で
は
嘉
端
本
の
方
が
文
が
長
い
か
と
思
え
ば
'
別
の
箇
所
で
は

葉
逢
春
本
の
方
が
文
が
長
い
と
い
っ
た
具
合
で
あ
-
t
L
か
も
し
ば

し
ば
文
章
の
叙
述
の
パ
タ
ー
ン
自
髄
が
異
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､

1
万
が
他
方
に
依
凍
し
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
-
､
同
じ
題

材
に
つ
い
て
別
個
に
書
か
れ
た
文
章
と
見
た
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
全
篇
通
じ
て
こ
う
し
た
こ
と
が
い
え
る
と
い
う
わ
け
で
も

な
-
､
部
分
に
よ
っ
て
は
異
同
が
非
常
に
少
な
い
｡
つ
ま
-
､
嘉
靖

本
と
葉
逢
春
本
の
異
同
の
あ
-
よ
う
は
ま
だ
ら
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
-
'
異
同
が
多
い
部
分
の
内
部
に
お
い
て
も
ま
た
､
ま
だ
ら
と

も
い
う
べ
き
繁
簡
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
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具
膿
的
事
例
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
｡
嘉
靖
本
巻
十
六

｢漠
中
主

怒
殺
劉
封
｣
(以
下
部
位
は
す
べ
て
嘉
靖
本
に
従
っ
て
示
す
)
の

1
節
'

右
が
嘉
端
本
'
左
が
葉
逢
春
本
で
あ
る
｡

(嘉
)
逐
祉
了
書
'

斬
其
使
'

(莱
)
逐
祉
砕
其
書
へ
斬
詑
来
便
､

次
日
引
軍
前
来
摘
戦
｡
孟

次
日
引
軍
前
進
｡

孟

達
知
得
祉
書
斬
便
､
勃
然
大
怒
'
亦
領
軍
出
迎
｡
南
陣
封
囲
'

達
知
砕
書
斬
便
､

亦
引
軍
来
.

南
陣
封
囲
､

封
立
馬
於
門
旗
下
､

以
刀
指
達
而
罵
日
､
背
囲
反
賊
'

劉
封
孟
達
皆
出
馬
於
陸
前
'
劉
封
大
罵
､

孟
達
反
賊
'

安
敢
陣
前
便
間
諜
之
計
也
｡
孟
達
亦
罵
日
､
汝
死
巳

争
雪
吾
恨
､

敢

便
聞
謀

計
｡

孟
連

日
'
汝
死
巳

臨
頭
上
'

自
執
迷
不
省
'
輿
禽
獣
何
異
耶
｡

封
大
怒
'
相
馬

臨
頭
､

筒
自
愚
迷
不
省
'

禽
獣
何
別
｡

劉
封
大
怒
'
拍
馬

輪
刀
'
直
奔
孟
達
｡

舞
刀
へ
直
取
孟
達
｡

わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の
中
か
ら
も
､
先
に
述
べ
た
繁
簡
が

一
定
し
な

い
と
い
う
状
況
を
明
ら
か
に
見
出
し
う
る
｡
字
数
で
い
え
ば
'
嘉
靖

本
98
字
に
封
し
て
葉
逢
春
本
89
字
と
'
嘉
靖
本
の
方
が
長
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
初
め
の
二
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
だ
け
を
比
較
す

れ
ば
､
嘉
端
本
7
字
に
射
し
葉
逢
春
本
は
9
字
と
逆
樽
す
る
こ
と
に

な
る

｡
つ
ま
-
､
1
つ
の
事
柄
を
叙
述
す
る
た
め
に
ど
ち
ら
が
よ
-

多
-
の
字
数
を
要
し
て
い
る
か
は

一
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
｡

し
か
も
'
叙
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
自
膿
は
ほ
と
ん
ど
同

一
で
あ
る
｡

こ
の
事
例
か
ら
も
'
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
-
の
異
同
の
あ
-
よ
う
が

特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
｡

で
は
'
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
｡
こ
れ
は
容
易
に

解
決
し
う
る
問
題
で
は
な
い
が
､
森
口
と
な
る
要
素
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
｡
両
者
の
文
健
の
相
違
で
あ
る
｡
嘉
端
本
が

｢祉
了
書
､
斬

其
使
｣
と
三
音
節
二
句
で

｢手
紙
を
引
き
裂
-
と
'
使
者
を
斬

っ

て
｣
と
始
ま
る
の
に
封
L
へ
菓
逢
春
本
は

｢祉
砕
其
書
'
斬
詑
来
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便
｣
と
四
音
節
二
句
で

｢手
紙
を
引
き
ち
ぎ
-
'
や
っ
て
来
た
使
者

を
斬
っ
て
し
ま
う
と
｣
と
な
る
｡
葉
逢
春
本

の
方
に
は

｢砕
｣

｢託
｣
と
い
う
無
用
の
語
が
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
､
こ
れ
は

中
国
語
で
最
も
安
定
し
た
単
位
で
あ
る
四
音
節
を
形
成
L
t
あ
わ
せ

て
封
句
調
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
｡
以
下
も

四
字
句
が
多
い
こ
と
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
は
そ

の
た
め
に
､
｢愚
迷
不
省
'
禽
獣
何
別
｣
と
い
う
意
味
を
取
-
に
-

い
言
い
回
し
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡
同
じ
部
分
が
嘉
靖
本
で
は

｢執
迷
不
省
'
輿
禽
獣
何
異
耶
｣
と
な
っ
て
お
-
'
意
味
は
は
る
か

に
明
快
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
事
賓
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
｡

二
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
'
文
面
を
異
に
す
る
も
の
の
'
内
容
的
に
は

セ
ン
テ
ン
ス
の
単
位
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
合
致
す
る
以
上
'
無
関

係
と
は
到
底
思
え
な
い
､
で
は
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
｡
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
二
つ
あ
る
｡
即
ち
'
葉
逢
春
本
が
嘉
端

本
の
よ
う
な
文
面
を
簡
略
化
し
'
四
字
単
位
に
改
め
た
結
果
'
分
か

り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
'
あ
る
い
は
葉
逢
春
本
の
よ
う
な

生
硬
な
本
文
を
よ
り
分
か
-
や
す
い
よ
う
に
書
き
換
え
た
結
果
､
嘉

m
ll園
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

靖
本
の
本
文
が
成
立
し
た
か
で
あ
る
｡
前
者
は
繁
本
か
ら
簡
本
が
作

ら
れ
る
際
に
発
生
し
や
す
い
事
態
で
あ
-
'

一
見
正
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
し
か
し
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
よ
-
見
る
と
'
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
｡

ま
ず
先
に
引
い
た
嘉
端
本
の

｢執
迷
不
省
'
輿
禽
獣
何
異
耶
｣
と

い
う

1
文
だ
が
､
そ
の
前
に

｢自
｣
と
い
う
語
が
付
い
て
い
る
こ
と

に
注
意
さ
れ
た
い
｡
こ
れ
を

｢
一
人
で
､
勝
手
に
｣
と
い
う
意
味
の

副
詞
と
と
っ
て
'
｢死
が
迫
っ
て
い
る
の
に
'
ひ
と
-
で
目
覚
め
も

せ
ず
｣
と
解
程
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
､
葉
逢
春
本
で
は

｢尚
自
愚
迷
不
省
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
'
お

そ
ら
-
事
情
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
｢箇
自
｣
の

｢自
｣
は

副
詞
を
二
音
節
化
す
る
た
め
に
つ
-
接
尾
語
で
あ
-
'
こ
れ
自
膿
意

味
を
持
た
な
い
｡
そ
し
て
､
菓
逢
春
本
の
本
文
に
従
え
ば
､
｢死
が

迫
っ
て
い
る
の
に
'
そ
れ
で
も
目
覚
め
ず
｣
と
'
は
る
か
に
ス
ム
ー

ズ
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
｢荷
自
｣
と
い
う

本
文
を
も
と
に
粗
雑
な
省
略
を
加
え
た
結
果
生
じ
た
現
象
で
あ
る
可

能
性
が
高
か
ろ
う
｡

こ
れ
だ
け
で
は
決
定
的
な
諾
左
と
は
い
え
な
い
が
､
更
に
興
味
深
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い
の
は
そ
の
前
の
部
分
で
あ
る
｡
裏
靖
本
に
は

｢安
敢
陣
前
便
間
諜

之
計
也
｣
'
つ
ま
-

｢陣
に
臨
ん
で
反
間
の
計
を
使
う
と
は
い
い
度

胸
だ
｣
と
な
る
が
､
孟
達
が
反
問
の
計
を
用
い
た
の
は
劉
封
に
手
紙

を
逢
っ
て
劉
備
に
背
-
よ
う
誘

っ
た
時
の
こ
と
で
あ
-
'
｢陸
前
｣

と
い
う
の
は
お
か
し
い
｡
こ
こ
は
､
菓
達
春
本
の

｢敢
便
間
諜
計

(反
間
の
計
を
使
う
と
は
い
い
度
胸
だ
)｣
の
方
が
､
舌
足
ら
ず
で
は
あ

る
も
の
の
自
然
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
'
葉
逢
春
本
の
よ
う
な
舌
足
ら

ず
な
言
い
方
を
正
そ
う
と
し
て
'
か
え
っ
て
不
自
然
な
表
現
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
｡

更
に
'
嘉
靖
本
で
は
劉
封
の
名
が
二
度
目
に
出
る
時
に
は

｢封
｣

と
略
さ
れ
る
の
に
封
L
t
葉
逢
春
本
で
は

｢劉
封
｣
と
常
に
フ
ル

ネ
ー
ム
で
呼
ば
れ
､
し
か
も

｢劉
封
孟
達
皆
出
馬
於
陸
前
'
劉
封
大

罵
､
孟
達
反
賊
｣
と
-
ど
い
ほ
ど
に
人
名
が
反
復
さ
れ
る
上
に
､
嘉

靖
本
の
よ
う
に

｢日
｣
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
､
ど
こ
か
ら
が
セ

リ
フ
な
の
か
分
か
-
に
-
い
｡
章
際
､
右
の
引
用
は

｢劉
封
大
罵
孟

達
'
反
賊
｣
と
謹
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
菓
逢
春
本

が
書
記
言
語
と
し
て
十
分
に
は
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
あ
ら
わ

れ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

そ
し
て
'
何
よ
-
重
要
な
の
は
'
嘉
靖

本
と
同
様
の
本
文
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
葉
達
春
本
が
で
き
た

の
で
あ
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
事
態
は
絶
封
に
馨
生
す
る
は
ず
が
な
い

こ
と
で
あ
る
｡
賓
際
'
簡
略
化
を
囲
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が
'
不
必

要
に
人
名
を
増
や
し
'
｢封
｣
と
書
い
て
十
分
意
味
が
通
じ
て
い
る

も
の
に
更
に
姓
を
加
え
る
は
ず
が
な
い
｡

以
上
の
諸
鮎
か
ら
考
え
る
と
､
葉
逢
春
本
が
よ
-
古
い
形
態
を
持

ち
'
そ
の
不
完
全
な
文
章
を
書
記
言
語
と
し
て
よ
-
自
然
な
も
の
へ

と
書
き
直
し
た
結
果
成
立
し
た
の
が
嘉
靖
本
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡で

は
他
の
部
分
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡

も
う

一
箇
所
'
巻
十
五

｢連
子
龍
漠
水
大
戦
｣
の
一
節
を
あ
げ
て
み

よ
､つ
｡(慕

)
二
人
約
定
'

各
回
督
中
｡

子
龍
輿
部
落
張
翼
日
'
今

(莱
)
二
人
約
定
了
'
子
龍
自
回
案
､

和
副
清
張
翼
R
t
今

黄
漠
升

約
定
明
日
去
奪
糧
草
｡
若
午
時
不
回
､

我
去
政

責
漠
身
ママ約
定
明
日
去
劫
娘
｡

如
日
常
早
マ
マ午
不
回
'
交
我
接
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歴
｡
吾
督
前
臨
湊
水
､
地
勢
危
険
へ
我
若
去
時
'

汝
可

磨
｡
吾
普
前
臨
漠
水
'
地
甚
険
悪
'
恐
吾
去
按
摩
黄
息
時
､
汝
可

謹
守
秦
柵
'
不
可
軽
動
｡
張
翼
聾
諾
｡

緊
守
黍
柵
'
不
得
軽
動
｡
張
翼
輿
子
龍
約
曾
了
｡

こ
こ
で
は
若
干
で
は
あ
る
が
'
葉
逢
春
本
の
方
が
本
文
が
長
い
｡

こ
の
粘
か
ら
も
'
繁
簡
不
定
の
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

異
同
の
度
合
い
は
前
に
引
い
た
-
だ
-
よ
り
少
な
い
よ
う
に
見
え
る

が
､
や
は
-
特
徴
的
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
ず
'
嘉
靖
本
の

｢地
勢
危
険
｣
と
菓
逢
春
本
の

｢地
甚
険
悪
｣
は
､
意
味
的
に
は
大

差
な
-
'
ど
ち
ら
で
も
い
い
よ
う
な
も
の
だ
が
､
嘉
靖
本
が
主
語

･

述
語
と
も
に
二
音
節
と
い
う
安
定
し
た
構
造
で
あ
る
の
に
封
L
t
菓

逢
春
本
は

三
日
節
の
主
語
に
､

一
音
節
の
修
飾
語
を
伴
っ
た
二
音
節

の
述
語
が
頼
-
形
を
取
っ
て
い
る
｡
特
に
主
語
が
単
音
節
語
で
あ
る

こ
と
は
'
何
か
舌
足
ら
ず
な
印
象
を
も
た
ら
す
｡
ま
た
葉
逢
春
本
が

そ
の
前
で

｢如
日
常
早

(｢卓
｣
の
誤
り
で
あ
ろ
う
)
午
不
回
､
交
我

按
摩
｣
と
い
い
'
後
で
は

｢恐
吾
去
按
摩
黄
忠
時
｣
と
い
う
の
は
t

r三
国
志
演
義
｣
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

｢按
摩
｣
と
い
う
語
が
重
複
す
る
鮎
で
無
駄
が
多
い
｡
し
か
も
前
者

で

｢日
常
卓
午

(お
墓
時
)｣
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
､
｢交
我
按

磨

(私
に
救
援
さ
せ
る
)｣
と
使
役
形
で
述
べ
る
の
は
､
お
そ
ら
-
か

な
り
口
語
的
な
表
現
で
あ
-
'
嘉
端
本
の

｢午
時
｣
｢我
去
救
歴
｣

の
方
が
は
る
か
に
簡
潔
で
分
か
り
や
す
い
｡
ま
た
後
者
も

｢恐
｣
を

受
け
る
語
が
存
在
せ
ず
'
舌
足
ら
ず
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
｡
更

に
注
意
さ
れ
る
の
は
'
こ
こ
で
使
役
の
語
と
し
て

｢交
｣
が
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢交
｣
｢敦
｣
｢叫
｣
は
い
ず
れ
も
使
役
の

語

｢j
-ao
｣
を
表
記
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
字

で
あ
る
が
'

｢敦

｣
が文
言

･
白
話
を
問
わ
ず
古
来
用
い
ら
れ
て
き
た
の
に
封
L
t

『元
刊
難
劇
三
十
種
』
｢全
相
平
話
｣
な
ど
の
元
代
の
白
話
文
学
刊

本
で
は

｢交
｣
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
｡
し
か
し
明
代
後
期
の

刊
本
で
は

｢敦
｣
が
主
流
と
な
-
､
更
に

｢叫
｣
も
用
い
ら
れ
る
よ

⑪

う
に
な
る

1
万
㌧
｢交
｣
の
用
例
数
は
激
減
す
る
傾
向
に
あ
る
｡

つ

ま
-
菓
達
春
本
は
'
明
代
後
期
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
非
常
に
古
め

か
し
い
表
記
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

更
に
興
味
深
い
の
は
'
引
用
部
末
尾
の
一
語
で
あ
る
｡
嘉
端
本
が

｢張
翼
賛
諾

(張
巽
は
承
知
し
ま
し
た
)｣
と
い
う
常
識
的
な

一
句
で
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終
わ
る
の
に
暫
し
'
棄
逢
春
本
で
は

｢張
巽
輿
子
龍
約
曾
了

(張
翼

は
子
龍
と
約
束
し
ま
し
た
)｣
と
い
う
､
趨
雲
の
命
令
を
承
け
た
も
の

と
し
て
は
不
自
然
な

1
文
が
-
る
｡
こ
う
し
た
､
前
の
セ
リ
フ
を
承

け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

一
度
断
絶
す
る
よ
う
な
言

い
回
し
は
'

｢全
相
平
話
｣
に
は
頻
出
す
る
も
の
で
あ
る
｡
『武
王
伐
村
平
話
』

巻
下
の
例
を
あ
げ
よ
う
｡
｢費
仲
気
哨
難
言
へ
良
久
異
説
前
事
'

『-
-
』
'
費
仲
嘱
罷
､
他
去
見
帝
去
了

(費
仲
は
息
を
切
ら
し
て
も

の
も
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
へ
ず
い
ぶ
ん
た
っ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を

詳
し
-
話
し
て
'
｢･‥
-

(こ
こ
で
戦
う
な
と
い
う
費
仲
の
命
令
が
述
べ
ら

れ
る
)｣'
費
仲
は
言
い
つ
け
る
と
､
彼
は
帝
に
合
い
に
行
き
ま
し
た
)｣
｡

こ
れ
が
い
わ
ば
古
風
な
'
洗
練
さ
れ
な
い
叙
述
の
仕
方
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
よ
う
｡

つ
ま
-
'
こ
こ
で
も
全
髄
に
葉
逢
春
本
が
舌
足
ら
ず
で
あ
る
の
に

封
し
て
､
嘉
靖
本
は
は
る
か
に
洗
練
さ
れ
た
文
倍
を
持

っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
｡
単
に
字
数
だ
け
か
ら
見
て
も
'
葉
逢
春
本
が
嘉
靖
本
を

省
略
し
た
も
の
と
は
思
え
な
い
以
上
､
嘉
靖
本
を
葉
逢
春
本
の
よ
う

に
改
作
す
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
更
に
､
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
し
ば
し
ば
嘉
端
本
で
は
誤

っ
て
い
る

⑫

も
の
が
菓
逢
春
本
で
は
正
し
い
と
い
う
事
例
が
認
め
ら
れ
る
｡

こ
れ

も
'
嘉
端
本
が
原
接
で
あ
れ
ば
生
じ
え
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
嘉
端
本
は
葉
逢
春
本
に
基
づ
い
て
改
作
さ
れ
た
の
か
｡
こ

れ
も
ま
た
あ
-
え
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
葉
逢
春
本
は
脱
落

が
非
常
に
多
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
'
嘉
靖
本
に
本
文
が
存
在
す
る
部

分
の
多
-
が
葉
逢
春
本
に
は
放
け
て
い
る
｡
し
か
も
そ
の
脱
落
の
原

因
は
'
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
比
較
的
近
接
し
て
二
度
現
れ
る
単
語
の

問
を
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
い
う
､
版
下
書
き
の
段
階
で
不
注
意
ゆ
え

⑲

に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
葉
逢
春
本
は
'
葉
逢
春

本
と
ほ
ぼ
同
じ
本
文
を
持

つ
が
'
内
容
的
に
は
映
落
の
な
い

(換
言

す
れ
ば
内
容
面
で
は
嘉
靖
本
に
近
い
)
テ
キ
ス
ー
に
依
稼
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
｡
そ
の
テ
キ
ス
-
が
い
つ
ど
こ
で
成
立
し
た
も
の
か
は
分

か
ら
な
い
｡
た
だ
､
菓
逢
春
本
に
は
脱
落
が
多
い
以
上
､
原
テ
キ
ス

ト
と

一
部
な
-
と
も
同
版
で
あ
る
こ
と
や
'
原
テ
キ
ス
ー
の
覆
刻
で

あ
る
可
能
性
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

以
上
見
て
き
た
傾
向
は
'
あ
る
程
度
は
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
全
膿

に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
両
者

の
異
同
の
あ
り
よ
う
に
は
濃
淡
が
認
め
ら
れ
る
｡
部
分
に
よ
っ
て
は
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差
が
非
常
に
少
な
い
の
に
暫
し
'
ほ
と
ん
ど
校
勘
不
能
な
ま
で
に
違

う
部
分
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
ず
差
が
少
な
い
方
の
事
例
を
あ

げ
て
み
よ
う
｡
巻

一
｢劉
玄
徳
斬
売
立
功
｣
の
は
じ
め
の
部
分
で
あ
る
｡

(義
)

玄
徳
部
領
五
百
鎗
衆
'
飛
奔
前
来
｡
直
至
大
興
山
下
'

(莱
)

劉
玄
徳
部
領
五
百
鎗
衆
'
飛
奔
前
来
｡

至
大
輿
山
下
､

輿
賊
相
見
｡
各
鼎
陣
勢
確
聞
'
玄
徳
出
馬
｡
左
有
閑
某
'
右
有
張

輿
賊
相
見
｡
各
牌
陣
勢
探
聞
､
玄
徳
出
馬
｡
左
右
関
羽
'
右
有
張

飛
､
-
･･･遣
副
将
部
茂
､
挺
鎗
直
出
､
張
飛
醇
環
眼
､

挺
丈
八

飛
'
-
-
遣
副
将
部
茂
'
挺
鎗
直
出
､
張
飛
時
囲
環
眼
'
挺
丈
八

矛
'
手
起
庭
刺
中
心
寓
'
部
茂
翻
身
落
馬
｡
後
有
人
讃
益
徳
目
'

矛
､
手
起
鎗
落
､
刺
中
心
寓
､
部
茂
落
馬
｡

欲
教
勇
鋸
三
分
園
'
先
試
衛
鋼
丈
八
矛
｡

欲
敦
勇
振
三
分
囲
'
先
試
衡
鋼
丈
八
矛
｡

コ
二
園
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

両
者
の
差
は
誤
差
範
囲
と
い
っ
て
よ
い
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
｡
た

だ
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
'
葉
逢
春
本
で
は

｢玄
徳
｣
の
前
に
無

用
と
も
思
え
る

｢劉
｣
が
あ
る
こ
と
'
菓
逢
春
本
が

｢醇
園
環
眼
'

挺
丈
八
矛
'
手
起
鎗
落
｣
と
四
字
句
を
連
ね
る
の
に
封
し
て
'
嘉
靖

本
は

｢降
環
眼
'
挺
丈
八
矛
'
手
起
庭
｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡
前
者
は
､
菓
逢
春
本
の
不
必
要
に
フ
ル
ネ
ー
ム
を
使
用
し
ょ
う

と
す
る
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
､
後
者
は
'
菓
逢
春
本
が
四
字
句

を
用
い
よ
う
と
す
る
の
に
暫
し
'
嘉
端
本
は
必
ず
し
も
拘
泥
し
な
い

こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
葉
逢
春
本
の

｢時
園
環
眼
､

挺
文
人
矛
｣
は
'
と
も
に
四
字
句
と
は
い
え
､
前
の
句
が
2
-
2

後
の
句
が
1
-
3
と
構
造
を
異
に
す
る
の
に
射
し
'
嘉
端
本
は
三
字

句
と
四
字
句
で
は
あ
る
が
'
両
者
と
も
に
一
音
節
の
動
詞
が
目
的
語

を
取
る
と
い
う
鮎
で
､
リ
ズ
ム
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
こ
と
は
注
意

さ
れ
る
｡

も
う

1
つ
問
題
と
な
る
の
は
最
後
の
七
言
二
句
で
あ
る
｡
こ
の
よ

う
に
戦
闘
の
後
に
韻
文
を
括
入
す
る
例
は

｢全
相
平
話
｣
に
多
-
見

ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
菓
逢
春
本
の
よ
う
に
断
-
な
-
突
然
詩
を
括
入
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す
る
の
は

｢全
相
平
話
｣
の
パ
タ
ー
ン
に
合
致
す
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

一
方
'
嘉
端
本
は

｢後
有
人
讃
益
徳
目
｣
と
'
唐
突
さ
を
あ
ま
り
感

じ
さ
せ
な
い
叙
述
法
を
用
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
葉
逢
春
本
の
方
が

古
い
形
態
を
残
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
｡
そ
し
て
､
『三
園
志

演
義
』
全
髄
の
中
で
は
こ
の
よ
う
に
戦
闘
の
後
に
突
然
韻
文
を
括
入

す
る
事
例
が
あ
ま
-
見
ら
れ
な
-
な
っ
て
い
-
こ
と
を
考
え
れ
ば
'

膿
我
を
整
え
て
い
る
と
は
い
え
'
嘉
靖
本
の
中
に
こ
の
句
が
残

っ
て

い
る
こ
と
は
'
嘉
靖
本
が
古
い
形
態
の
テ
キ
ス
ト
を
改
編
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
の
傍
鐙
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

以
上
の
よ
う
に
､
異
同
が
非
常
に
少
な
い
場
合
で
も
'
葉
達
春
本

の
方
が
全
膿
に
古
め
か
し
い
ス
タ
イ
ル
を
残
し
て
い
る
の
が

1
般
的

で
あ
る
｡

一
方
'
ほ
と
ん
ど
本
文
が
別
物
と
い
っ
て
よ
い
ケ
ー
ス
も

存
在
す
る
｡
巻
十
九

｢孔
明
大
破
鎖
車
兵
｣
の

一
節
を
あ
げ
て
み
よ

､つ
○

(秦
)
雅
丹
丞
相
早
被
馬
岱
活
捉
'
解
剖
大
桑
来
｡
番
兵
各
自
逃

(莱
)
馬
岱
先
捉
了
雅
丹
'

鎗
軍
各
自
逃

去
｡
孔
明
升
帳
'
馬
岱
押
過
雅
丹
乗
｡
孔
明
叱
武
士
去
其
縛
､
賜

散
｡
丞
相
孔
明
牌
雅
丹
放
免
'

供

酒
食
墜
驚
'
用
好
言
撫
慰
｡
孔
明
喚
雅
丹
丞
相
日
'
吾
圭
乃
大
湊

待
酒
食
､

用
好
言
撫
慰

日
､
我
等
是
大
湊

皇
帝
'
命
吾
討
賊
｡

ホ
如
何
聴
反
臣
之
語
而
作
乱
也
.
吾
囲
輿

皇
帝
根
脚
奉
詔
討
賊
｡
若
平
了
反
臣
之
後
'

輿
汝
囲

ホ
乃
隣
邦
'
永
結
盟
好
｡
勿
聴
反
言
｡

ホ
若
従
之
'
賂
奮
日

馬
隣
邦
'

永
結
盟
好
｡
休
聴
反
臣
之
言
｡

牌
膏
日

通
好
之
意
傷
壊
臭
｡

通
和
之
意
壊
了
｡

文
面
は
全
-
異
な
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
人
名
を
別
に

す
れ
ば
､
｢各
自
｣
｢酒
食
｣
｢反
臣
｣
と
い
っ
た
単
語
が
共
通
す
る

程
度
で
'
単
語
単
位
を
超
え
て

一
致
す
る
部
分
は

｢用
好
言
撫
慰
｣
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｢永
結
盟
好
｣
ぐ
ら
い
し
か
な
い
｡
し
か
し
'
語
ら
れ
て
い
る
内
容

に
は
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
い
か
に
文
面
が
違

お
う
と
､
両
者
が
無
関
係
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
で
は
'
い
っ
た
い

ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
｡
分
量
か
ら
い
え
ば
'
こ
の
場

合
は
明

ら
か
に
葉
逢
春
本
の
方
が
少
な
い
｡
と
す
れ
ば
'
も
し
両
者
に
直
接

的
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
場
合
は
嘉
端
本
を
削
っ
た
も
の
が

葉
逢
春
本
で
あ
る
か
'
あ
る
い
は
葉
逢
春
本
に
埠
補
を
加
え
た
も
の

が
嘉
靖
本
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
｡
そ
の
い
ず
れ
も
考
え
う

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
､
た
だ
気
に
な
る
の
は
葉
逢
春
本
の
方
が
分

量
が
多
い
箇
所
も
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

孔
明
の
言
葉
の
最
初

の
部
分
は
'
葉
逢
春
本
の

｢我
等
是
大
湊
皇
帝
根
脚
奉
詔
討
賊

(我
々
は
大
湊
皇
帝
配
下
に
て
'
詔
奉
じ
て
賊
を
討
つ
も
の
)｣
が
'
嘉
端

本
で
は

｢吾
主
乃
大
湊
皇
帝
'
命
吾
討
賊

(わ
が
主
人
は
大
湊
皇
帝
に

て
'
わ
し
に
命
じ
て
賊
を
討
た
せ
ら
れ
た
)｣
と
な
っ
て
い
る
｡
｢根

脚
｣
は
通
常

｢も
と
｣
'
韓
じ
て

｢出
身
｣
と
い
っ
た
意
味
で
用
い

ら
れ
る
が
'
こ
こ
で
は
'
た
と
え
ば

｢三
奪
契
｣
雑
劇

(元
刊
本
)

第

一
折
に

｢争
奈
秦
王
根
底
有
尉
遅
｣
と
見
え
る
よ
う
な
'
｢
-
の

も
と
で
｣
と
い
う

｢根

(捉
)
底

(地
)｣
と
同
じ
用
法
で
あ
る
よ
う

FTIT闘
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

に
思
わ
れ
る
｡
｢根
脚
｣
の
こ
う
し
た
用
法
は
他
に
あ
ま
-
例
を
見

な
い
も
の
で
あ
-
､
あ
る
い
は

｢根
底
｣
の
誤
-
か
と
も
思
わ
れ
る

が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
非
常
に
口
語
的
な
語
嚢
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

あ
る
ま
い
｡
し
か
も
､
｢
-
根
底
｣
と
い
う
言
い
方
が
元
代
白
話
文

に
お
い
て
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
-
で

⑲

あ
り
､

明
代
に
入
る
と
こ
の
種
の
言
い
回
し
の
用
例
数
は
激
減
す
る
｡

つ
ま
-
'
こ
こ
で
も
葉
逢
春
本
は
よ
-
古
め
か
し
い
口
語
的
な
言

い
回
し
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
し
嘉
靖
本
の
よ
う
な
文
面
を

削
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
単
語
が
付
加
さ
れ
る
と
は
思

え
な
い
｡
と
す
れ
ば
'
嘉
端
本
は
葉
逢
春
本
の
よ
う
な
原
文
か
ら
不

要
な
要
素
を
削
っ
た
上
で
､
叙
述
が
よ
り
詳
し
-
か
つ
自
然
に
な
る

よ
う
に
饗
更
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
見
る
と
'
葉
逢
春
本
の
方
が
原
型
に

近
-
､
嘉
靖
本
は
そ
の
原
型
に
改
良
を
加
え
た
結
果
成
立
し
た
テ
キ

ス
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
だ
､
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
こ

う
し
た
こ
と
が
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
｡
特
に
後
半
'
葉
逢
春
本
の

叙
述
が
極
度
に
簡
略
に
な
る
こ
と
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
巻
十
九

｢司

馬
慈
智
檎
孟
達
｣
な
ど
'
葉
逢
春
本
は
､
簡
本
で
あ
る
は
ず
の
黄
正

- 43-



中
囲
文
学
報

第
七
十
四
竹

甫
本
よ
-
も
む
し
ろ
簡
略
な
本
文
を
持
つ
｡
こ
の
事
賓
は
'

1
部
の

箇
所
に
お
い
て
は
葉
逢
春
本
も
簡
本
化
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し

よ
う
｡
葉
逢
春
本
が
明
ら
か
に
営
利
目
的
で
刊
行
さ
れ
た
'
か
な
-

脱
落
の
多
い
テ
キ
ス
I
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
人
気
の
乏
し
い

部
分
を
簡
略
化
し
て
コ
ス
ト
を
下
げ
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
｡
つ
ま
-
､
嘉
端
本
と
葉
逢

春
本
は
お
そ
ら
-
ほ
ぼ
同
様
の
租
本
か
ら
出
て
お
-
､
嘉
端
本
が
全

面
的
に
改
編
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
､
葉
逢
春
本
は
租
本

の
文
面
を
か
な
-
忠
賓
に
博
え
て
は
い
る
も
の
の
､
あ
ち
こ
ち
で
脱

落
を
起
こ
し
た
-
'
省
略
を
施
し
た
-
し
て
い
る
と
い
う
の
が
賓
態

に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し
て
余
象
斗
本
な
ど
も
葉
逢
春
本

に
近
い
本
文
を
持

つ
と
い
う
こ
と
は
'
明
代
末
期
に
至
る
ま
で
建
陽

で
は
原
本
に
近
い
本
文
が
俸
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
ま
こ
と
に
興
味
深
い
問
題
が
浮
上

し
て
-
る
｡
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
の
閲
に

認
め
ら
れ
る
異
同
の
レ
ベ
ル
は
､
部
位
に
よ
っ
て
大
き
-
異
な
る
｡

こ
こ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
改
作
が

施
さ
れ
た
レ
ベ
ル
の
差
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
｡
も
と
よ
-
'
菓
逢
春
本
に

｢簡
本
化
｣
が
加
え
ら
れ
た
部
分
が

あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
こ
に
は
こ
の
原
則
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に

は
な
る
が
､
そ
の
よ
う
な
箇
所
は
例
外
的
と
い
っ
て
よ
い
｡
改
作
の

レ
ベ
ル
に
差
が
あ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
｡
そ
れ
は
'
成
立

事
情
や
成
立
時
期
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
と
す

れ
ば
､
そ
こ
か
ら

『三
園
志
演
義
』
の
成
立
過
程
を
あ
る
程
度
う
か

が
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
次
節
で
こ
の
間
題
に
つ

い
て
細
か
-
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

三

異
同
の
濃
淡
は
'
具
健
的
に
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
の
か
.

こ
の
鮎
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
が
次
の
表
で
あ
る
｡
こ
の
調
査
に

普
た
っ
て
は
､
周
文
業
氏
が
開
沓
さ
れ
た

｢三
園
演
義
電
子
資
料

庫
｣
C
D
I

R
O
M

(北
京
国
学
時
代
文
化
倦
播
有
限
公
司
)
の

｢文

本
封
比
｣
機
能
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
ま
ず
お
断
り
し

て
お
-
｡
別
の
宙
分
と
名
稀
は
嘉
靖
本
の
も
の
を
使
用
し
､
そ
れ
ぞ

れ
の
別
の
異
同
の
程
度
を
三
段
階
に
置
分
し
た
｡

○
は
異
同
が
微
細

な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
､
本
文
に
つ
い
て
は
大
差
な
い
も
の
､
△
は
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則教 .内容 異同 特徴 違う部分 相似程度

備考1祭天地桃園結義 ○ 始めのみ嘉詳 しい

72.522劉玄徳斬冠立功

○ ほとんど同じ3安吾張飛鞭督郵 ○ ほとんど同じ 83.03

4何進謀殺十常侍 ○ ほとんど同じ5董卓議立陳留王 ○ 轟は李儒を董卓の女婿 と

する 82.ll6呂布刺殺丁建陽 ○

ほとんど同じ7摩漢君董卓

弄権 ○ ほとんど同 じ 81.028曹孟徳

謀殺董卓 (⊃ ほとんど同じ9曹操起兵伐董卓 ○

盟約の文のみ異同多い 77.2810虎牢開三戦呂布 ○ 三戦のところで多少出入 りあ りo繁

簡は不定11董卓火焼長楽宮 ○ ほとんど同

じ 81.0312衰紹孫堅奪玉璽 ○ 玉璽と蘇

厳のこと嘉のみ13趨子龍磐河大戦 ○ 戦闘で一文のみ葉多い 79.05

14孫堅跨江戟劉表 ○ 公孫溝の書簡とその前のみ異同あり

15司徒王允記銘蝉 (⊃ ほとんど同じ

84.5816風儀亭布戯詔蝉 ○ ほとん

ど同じ17王允授計諌董卓 ○

董卓についての評論のみ嘉多い 75.3618李催郭氾冠長安 ○ 王允

についての評論のみ嘉多い19李催郭氾殺契鋼 ○ ほとんど同じ 80.1

20曹操興兵報父仇 ○ 曹嵩殺 し少 し差あり21

劉玄徳北海解園 ○ 太史慈 との含話､葉は間接話法 と直接話法が混乱 80.22

2呂温侯膜陽大戦 ○ ほとんど同じ23陶恭租三譲徐州

○ ほとんど同じ 73.1424曹操走陶破呂布 △

萄議の梓舌嘉長いo他にも細かい異同 李郭25李催
郭氾乱長安 △ 李郭の戦い､葉は簡単だが静軒詩あり○かなり異なる 李郭 65.6

526楊奉董承隻救駕 .i 李催郭氾

のこと､やはり嘉のみ詳 しい 李郭27遠望輿曹操乗政 △ 李郭のくだりやはり嘉詳 しい

李郭 66.9728呂布夜月奪徐州△戦闘のくだりで細かい異同戦
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33衰術七路下徐州 ○ 葉に脱落 ? 70.

0734曹操骨兵撃衰術 ○ 孫策の書簡に差あり○戦闘にも少数

の差 戦闘35決勝負貢詞談兵 △ 大筋は同じだが微妙に言い回し

が異なる 71.1836夏侯

惇抜矢吹晴 ○ ほとんど同じ37呂布敗走下都城 ○ 戦闘の閲張のみ微妙に異なる 71.71

38日門曹操斬呂布 ○ 少しだけセリフに差が39曹孟徳許田射鹿 ○ 許田について劉備の説

明､嘉詳 しい 67.9840董承密受衣

帯詔 ○ 嘉少 し詳 しい41青梅煮酒論

英雄 ○ ほとんど同じ 67.2342閑雲長襲斬車肖 △ 斬車宵のくだりのみ差あり

43曹公分兵拒衰紹 ○ ほぼ同じo葉は鄭玄を部玄とする 68.97

44開張檎劉岱王忠 ○ 戦闘少 し差あり45禰衡裸髄罵曹操 △ 珊衛の言葉など多少出入りがo繁

簡不定 68.0446曹孟徳三勘吾平 △ 拷問のくだり多少

異なるoあとは嘉が長め47曹操勤死重

貴妃 ○ 嘉が少 し多い 65.648玄徳匹馬

奔巽州 ○ ほとんど同じ49-72は菓鉄 戦闘73劉玄徳三顧茅鹿

○ ほとんど同じ 70.9974玄徳風雪訪孔明 ○ 始めの情景描菊など

少し異同あり75走三分売出茅庭 .i 始めの三人の問答､

桓公のことなど葉詳 しい○他は嘉がやや詳しい 66.0976孫権跨江破黄租 △
徐氏復響のみ嘉が非常に詳しいo他はほぼ同じだが嘉がやや詳しい

77孔明通計救劉埼 ○ 葉に脱文あるほかはほとんど同じ 67.2 葉脱文

78諸葛亮博望焼屯 △ 牛尾のこと葉なLo戦闘､葉に脱

文あるほか､多少の差あり 葉脱文79猷刑州粂説劉環 △ 議論､嘉のみ長いoあとも差あり 議論 55.13

80諸葛亮火焼新野 △ 戦闘に差ありoまた兵敦など嘉のみ詳 し

いo大筋は大差なし 戦闘81劉玄徳敗走



86諸葛亮智激孫権 ○ ほとんど同じ

87諸葛亮智説周稔 ○ ほとんど同じ

71.4888周稔走計破曹操

○ ほとんど同じ89周稔三江戟曹操

○ 菓脱落あ り 69.63 葉脱文90群英曾稔智落

幹 ○ 乗脱落あ りロ細かい遠いあり 葉脱文91諸葛亮計伏周玲
△ や り取 りに細かい異同o霧の説明者のみ 62.

8392着蓋厳計破曹操 ○ 打黄蓋のや りとりのみ異同あり

93闘揮密厳詐降書 (⊃ 闘津 と曹操

のや りとりのみ異同あり 66.3894鹿統進献連環計 (⊃ ほとんど同じ

95曹孟徳構築賦詩 ? 鹿続 と徐庶のや りとり異同多いo他は葉脱落多く

腹案もあり比較困難 腹案多 し96曹操三江調水軍 ? 前半は葉腹案o残存部分はほと
ん

ど同じ 脱葉多し97七星壇諸葛祭風

○ ほとんど同じ 80.9598周

公珪赤壁塵兵 ○ ほとんど同じ 1 ｢

99曹操敗走華容道 (⊃ ほとんど同じ 73.9100閑雲長義輝

曹操 ○ 庚公之斯の話､葉のみ101周稔南郡戟

曹仁 ○ 細かい異同あ り 73.19102諸葛亮一気周稔 △ 戦闘

であちこちに異同D葉の方が詳 しい 戦闘103諸葛亮傍略四郡 ○ 戦闘で少 しだけ異同

74.56 ∩104連子龍智取桂陽 _ゝ 前半
戦闘中心に細かい異同ありo後半はほとんど同じ 戦

闘105着忠魂延艇長沙 △ 細かい異同多い 73

.95106孫仲謀合肥大戦 ○ 六郡の説明葉の

み107周稔走計取刑州 ○ ほとんど同じ

72.79108劉玄徳姿孫夫人 △

相互に多少繁簡あり109錦嚢計連票救主 △ 特に後半の脱出

から異同あり 67.63110諸葛亮二気周玲 × 後半戦

闘大幅に異なる 戦闘111曹操大宴銅雀董 △ 銅雀壷のくだりかなり異なる

67.8112諸葛亮三気周稔 ○ ほとんど同じ113諸葛亮大笑周玲△
大部分が引用だが
､
地の文は少し
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117許褐大戦馬孟起 △ 許袴 との戦闘のみ異同oまた韓蓮のこと､少 し異なる 戦闘 73.

75118馬孟起歩戦五絡 △ 韓逐の くだりのみ差ありoあとはほとんど

同じ 戦闘119張永年反難楊修 ○ ほぼ同じだが版木を焼 くことは

嘉になし 67.27120鹿統献策取西川 (⊃ ほぼ同じだが要

諦舌に小異o葉に脱落あ り 葉脱文121趨雲敏江奪幼主 △ 局の部分はほとんど同じ

o趨雲登場以下が大きく異なる 戦闘 68.88122曹操興兵下江南 ○ 張紘
の遺書以外異同少ないが､豚鬼 .公不死など名文句が異なる

123玄徳斬楊懐高柿

○ ほぼ同じo葉は後半脱葉 脱棄多し124.125は葉紋

126張益徳義梓巌顔 △ 始めの部分は葉脱菓ロ戦闘は異同

多 く､他は少ない 戦闘 脱糞多し127孔明定計捉張任 △ 全髄に異同多い 戦闘 70.56

128楊阜借兵破馬超 ○ 菊の部分

のみ異同あり129蔑萌張飛戟馬超 (⊃ ほとんど同じ 74.78130劉玄徳平

定益州 ○ ほとんど同じ131閑雲長軍刀赴曾 △ 倉の異同は少ないo諸葛蓬 とのやりとり､葉は養

老云々などかなり違う 72.8213

2曹操杖殺伏皇后 ○ ほとんど同じだが､葉は解説あり133曹操漠中破張魯

○ ほとんど同じ 7 1.8513

4張遼大戦遭遇津 △ 戦闘のみ差あ り 戦闘135甘寧百
騎劫曹督 × 最後の方のみ差少ないが､あとは文面大幅に異なる 戦闘 60

.67136魂王宮左慈衡杯 △ 全憶に異同多い

137曹操試紳 卜管輯 (⊃ 一句が異なる以外

はほぼ同じ 72.74138耽紀章晃討曹操 △ 金線 との食詰のみ異同ありo他はほと

んど同じ 密談139瓦口張飛戟張部

(⊃ 教字など少 し逼う程度 72.37140着忠厳顔饗建功 (⊃ 数字

など少 し違う程度141着忠戦斬夏侯淵 △ × 戦闘､大幅に異なる○黄絹幼婦の

くだりはあまり差がない 戦闘 54.31



146閑雲長威震華夏 △ 戦闘少し異なる 戦闘

147鹿徳達観戦闘公 × 全鯉に異同多い 戦

闘 49.97148閑雲長水検七軍 ×△ 戦闘の終わりまで大きく異なるが

終わると異同激減 戦闘149閑雲長副骨療毒 ○△ 治療はあいさつ以外は差少ない○

呉の作戦になって異同あり 52.6150呂子明

智取剤州 × 戦闘中心に大きく異なる 戦闘151閑雲長大戟徐晃 × 大きく異な

るが､関羽と徐晃のくだりだけ異同が少ない 戦闘 48.77152閑雲長夜走賓城 △

差は大きくないが､呂蒙が関羽の使者を利用するところなどは違いあり153玉泉山開公顛聖
△ 関羽の死､嘉は避けるO他は少し違う程度o呉の話になると異

同減少 52.51154漠中王痛巽開公 (⊃ 関羽の首のこと以外は差少ない

155曹操殺紳馨華陀 ○ 押獄のことのみ差あり○孫

権の手新二､葉は本文略 51.65 書簡省略156魂太子曹査乗政 ○ 始めの部分で少し差があるのみ

157曹子建七歩成幸 △ 全鰹に少しずつ差あり 58

.38158漢中王怒殺劉封 △ 手紙以外はかなり異なる 戦闘

159度献帝曹杢纂漠 ○ 一部のやり取 り以外ほぼ同じ 60.9116
0漠中王威都稀有 △○ 始めの曹杢のこと.奇瑞のことのみ少し差あり

161花強張達刺張飛 △ 張飛殺害の部分と息子たちの登場のみ大きく異なる 50.81

162劉先主輿兵伐異 △ 仙人に問う場面と孫権の封唐

のみ異なり､他は差少ない163呉臣趨苔説曹杢 _ゝ 連番の梓舌
のみほとんど同じo諸葛壇のところ､嘉詳しい

48.53164閥興斬婿救張竜 × 大きく異なる (特に前

半) 戦闘165劉先主漉事大戟 ×△ 戦闘大きく異なるD交渉な

どは差減る 戦闘 49.2166陸遜走計破萄兵 ○ ほとんど同じ

167先主夜走白帝城 ○ 差少ない (合戦場面に少しあり) 50.88

168人陣園石伏陸遜 △○ 始めの戦闘は少し差ありO八陣

はほとんど同じ169白帝城先主托孤 △ 細かい差あり○劉備
の遺言前後は

差少ない
64
,
6

170曹杢五路下西
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174諸葛亮-檎孟獲 × はじめは近いがあとは大きく異なる○葉後半は原文脱落か

葉脱文?175諸葛亮二檎孟獲 (⊃ 差少ない

40.88176諸葛亮三輪孟獲 ? 菓脱落もしくは

極端な簡略化 葉脱文 ?177諸葛亮四檎孟獲 × 采思大王の登場

を除き､大きく異なる 53.64178諸葛亮五檎孟獲 △ 差はあまり多

くないが､孟節のくだりや戦闘など少し異なる179諸葛亮六檎孟獲 △× 場所によっ

て差あり､祝融夫人のくだりなどは大きく異なる 44.63180諸葛亮七
檎孟獲 ×○ 戦闘大きく異なるo戦いが終わると急に差がなくなる

181孔明秋夜祭櫨水 (⊃ 差少ない (一部文が前後 してい

る) 58.39182孔明初上出師表 ○ 差少ない (そもそ

も引用が多い)183桂子龍大破貌兵 △ 趨雲の戦闘の部

分のみ差が大きい 戦闘 50.27184諸葛亮智取三郡 × 差

大きい○ただし部位により速いあり 戟蹄185孔明以智伏妻維 × 差大きいが､戦闘以外は近 くなる 戦闘 52.48

186孔明郡山破曹最 ○ 最後の戦闘のみ少し差あり

187孔明大破織車兵 × 大きく異なるが濃淡ありo繁簡不一｣ 戦闘 39.52188司馬乾智檎

孟達 × 葉簡潔o原樺の簡本化か 葉簡本 ?189司馬熱智取街亭 △ 葉一葉 (街事の導入)放o孟達は
差多いが､街享では減るO葉やや簡略 34.35

葉簡本 ?190孔明智退司馬敢 ○ 差は少ないが､葉簡略 葉簡本

?191孔明揮涙斬馬護 ○ 棄簡略 40.56 葉

簡本?192陸遜石亭破曹休 △ 葉簡略だが例外も 葉簡本

?193孔明再上出師表 △ 葉の方が詳 しい部分も○後

半は差が減る 46.21194諸葛亮二出郡山 ×△ 繁簡不定o後半やや差

が減る 戦闘195孔明遺計斬王隻 △

全腔に細かい異同o繁簡不定 戦闘 46.15196諸葛

亮三出揃山 × 文の引用以外は大きく異なる197孔明智敗司馬許 ×
詔以外は大幅に異なるo叙述自偲異なる部分も 戦闘

37.79198仲連興兵冠漢中 △ 前半葉は簡略 葉簡本?



203諸葛亮六出郁山 × 孫権の書簡を除き大きく異なる 戦闘 33.

18204孔明連木牛流馬 × 木牛洗馬の説明と書簡以外大きく異

なる 戦闘205孔明火焼木柵案 × 大きく異なり､同じ部分もあるとい

う程度 戦闘 41.02206孔明秋夜祭北斗 △○ 突然差が激減o

ところどころ違う箇所がある程度207孔明秋風五丈原 △○ 差の
ある部分が散在するが､引用が多い 40.99

208死諸葛走生伸連 △ 嘉がむしろ簡本的な部分も

209武侯遭計斬貌延 _ゝ あまり差がない 3

9.89210魂析長安承露盤 △ あまり差がないが､葉は

簡略 棄簡本?211司馬敢破公孫

淵 △ あまり差がないが繁簡不定 39.53212司馬敢謀

殺曹爽 △ かなり差あり213司馬
敢父子乗政 ○ 嘉が少し詳しいのを除けば大差なし 44.7

214妻維大戦牛頭山 △ 戦闘場面に少し差 戦闘

215戟徐塘呉親交兵○×戦闘場面のみ大きく異なる戦闘40
.
65

216孫唆謀殺諸葛略△○細かい異同あり
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万
の
み
に
詩
詞
の
括
人
や
書
簡
な

ど
の
引
用
が
あ
る
場
合
に
は
'
首
然
の
こ
と
な
が
ら
や
は
-
パ
ー
セ

ン
テ
ー
ジ
が
低
-
な
る
｡
筆
者
の
調
査
が
基
本
的
に
抽
入
の
有
無
は

度
外
視
し
て
､
共
通
す
る
部
分
の
異
同
の
レ
ベ
ル
を
問
題
と
し
て
い

る
こ
と
も
あ
っ
て
､
筆
者
の
判
断
と

｢相
似
程
度
｣
の
数
値
が

一
致

し
な
い
例
が
散
見
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
､
大
ま
か
に
は
筆
者

の
判
断
と

｢相
似
程
度
｣
の
数
値
は

一
致
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取

れ
る
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
調
査
結
果
を
具
憶
的
に
分
析
し
て
い
こ
う
｡

ま
ず

1
見
し
て
明
ら
か
な
の
は
'
前
半
と
後
半
で
大
き
な
落
差
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
境
目
は
第
1-0
則
前
後
､
劉

･
開

･
張
の
死

の
少
し
前
に
あ
-
'
更
に
三
人
が
死
ん
で
し
ま
う
と
こ
の
傾
向
は

一

暦
強
ま
る
｡
つ
ま
-
'
劉
備

･
関
羽

･
張
飛
が
活
躍
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
､
異
同
の
レ
ベ
ル
は
比
較
的
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
た

だ
'
例
外
も
存
在
す
る
｡
更
に
細
か
-
見
て
み
よ
う
｡

ま
ず
第
1
別
か
ら
第
23
別
ま
で
に
つ
い
て
は
'
大
き
な
異
同
は
見

ら
れ
な
い
｡
こ
の
こ
と
は

｢相
似
程
度
｣
の
数
値
が
す
べ
て
70
以
上
､

多
-
は
80
を
超
え
る
こ
と
か
ら
も
確
認
可
能
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
第

24
別
か
ら
第
28
別
ま
で
の
部
分
で
異
同
が
目
立

つ
よ
う
に
な
り
'

｢相
似
程
度
｣
も
60
代
に
落
ち
込
む
｡
そ
れ
以
降
は
ま
た
異
同
が
減

少
す
る
が
'
し
か
し
最
初
の
部
分
の
水
準
に
は
も
は
や
も
ど
る
こ
と

な
-
'
｢相
似
程
度
｣
も
80
代
は
出
ず
'
60
代
が
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
｡
異
同
が
顕
著
な
第
79

･80別
を
経
て
'
赤
壁
の
戦
い
と
そ

れ
に
績
-
-
だ
-
は
､
葉
逢
春
本
に
脱
落

･
脱
葉
が
目
立

つ
た
め

は
っ
き
-
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
も
の
の
'
全
膿
的
に
は
異
同
の
レ

ベ
ル
は
低
い
｡
特
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
赤
壁
の
戦
い
を
措
-

第
97

･
98
別
は
異
同
が
少
な
-
'
｢相
似
程
度
｣
も
80
を
超
え
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
そ
の
後
､
第
1-1
則
以
下
の
漠
中
争
奪
戦
か

ら
関
羽
の
死
の
あ
た
-
で
異
同
が
目
立
ち
は
じ
め

(｢相
似
程
度
｣
も

50
を
切
る
部
分
が
出
現
)､
以
後
は
異
同
が
多
い
方
が
常
態
と
な
る
｡
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こ
こ
ま
で
で
異
同
が
目
立
つ
部
分
を
確
認
し
て
み
よ
う
｡
ま
ず
第

24

-
28
則
｡
こ
の
部
分
の
異
同
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い

が
､
そ
れ
以
前
と
の
落
差
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
'
軽
視
す
る
わ
け

に
は
い
-
ま
い
｡
こ
の
部
分
は
主
と
し
て
李
催

･
郭
氾
の
雨
鼎
が
厭

帝
を
虐
待
す
る
こ
と
と
'
彼
ら
が
互
い
に
争
う
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
厭
帝
の
苦
難
な
ど
に
つ
い
て
か
な
-
執
掬
な
措
嘉
が
見
ら

れ
る
の
だ
が
'
葉
逢
春
本
で
は
そ
れ
が
か
な
り
薄
味
の
も
の
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
細
部
で
も
菓
逢
春
本
に
は
こ
な
れ
な
い
表

現
が
多
-
､
嘉
端
本
で
は
よ
-
自
然
な
形
に
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
｡

1
例
を
あ
げ
よ
う
0
第
25
則

｢李
催
郭
氾
乱
長
安
｣
の
1
節
で
あ
る
｡

(寡
)
其
妻
日
'
催
性
実
測
'
今
二
雄
不
並
立
｡
備
酒
後
有
毒
'

(莱
)

妻
日
､
催
性
難
測
'
今
二
雄
不
並
立
｡
偶
酒
食
毒
'

妾
洛
奈
何
｡
把
末
信
｡
至
晩
開
府
迭
物
至
｡

妾
将
奈
何
｡
郭
未
信
｡
晩
開

府
迭
至
食
来
.

菓
逢
春
本
に
見
え
る

｢酒
食
毒
｣
の
不
自
然
さ

(あ
る
い
は
脱
落

F三
国
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
)'
｢迭
至
食
来
｣
の
生
硬
さ
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
｡
そ
れ
ら
は
嘉
端
本
で
は
よ
-
自
然
な
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い

る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
葉
逢
春
本
は
質
量
と
も
に
不

十
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
た
の
か
｡
こ
こ
で
こ
の
部
分
の
内

容
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
部
分
は
､
曹
操
登
場
の
導
入
の

役
割
を
負

っ
て
い
る
と
は
い
え
'
李
催

･
郭
把
と
い
う
全
-
の
脇
役

と
､
要
に
な
る
存
在
と
は
い
い
な
が
ら
'
物
語
上
は
影
の
薄
い
厳
帝

及
び
そ
の
后
妃

･
大
臣
た
ち
を
主
役
と
し
た
､
劉
備

･
関
羽

･
張

飛

･
曹
操
と
い
っ
た
主
役
た
ち
の
活
躍
す
る
部
分
と
は
異
な
る
'
脇

筋
と
も
い
う
べ
き
箇
所
な
の
で
あ
る
｡
三
国
志
物
語
は
'
常
識
的
に

考
え
て
劉

･
開

･
張
が
活
躍
す
る
部
分
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の
部
分
は
話
に
起
伏
を
付
け

る
た
め
後
か
ら
入
っ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

緯
-
部
分
の
中
で
違
い
が
目
立
つ
の
は
'
第
78
-
80
別
で
あ
る
｡

こ
こ
は
'
劉
表
死
後
'
刑
州
の
人
々
が
議
論
の
末
'
曹
操
に
降
る
こ

と
に
決
す
る
部
分
と
'
劉
備
と
諸
葛
亮
が
新
野
を
焼
い
て
曹
操
の
軍

を
被
る
-
だ
り
で
あ
る
｡
単
純
化
し
て
い
え
ば
'
前
者
は
議
論
'
後
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者
は
戦
闘
を
描
-
場
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
賓
は
こ
こ
ま
で
の
諸

別
に
お
い
て
も
'
異
同
は
戦
闘
の
場
面
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
傾
向

が
あ

っ
た
｡

一
般
に
'
嘉
靖
本
の
方
が
人
名

･
軍
勢
の
人
数
な
ど
を

詳
し
-
あ
げ
､
後
に
述
べ
る
よ
う
に
'
叙
述
も
劇
的
な
方
向
に
向
か

う
傾
向
が
あ
る
｡
こ
れ
は
'
戦
闘
の
叙
述
法
が
次
第
に
進
歩
し
て

い
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
｡
議
論
に
つ
い
て
は
へ
菓
逢
春

本
よ
-
嘉
端
本
の
方
が
議
論
が
多
い
傾
向
に
あ
る
｡
こ
れ
は
菓
逢
春

本
が
削
減
し
た
か
'
嘉
端
本
が
追
加
し
た
か
'
南
方
の
可
能
性
が
考

え
ら
れ
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
戦
闘
や
議
論
に
お
い
て
差
が
出
や
す
い
と
い
う
の
は
､

全
健
に
あ
る
程
度
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
傾
向
と
い
っ
て
よ
い
｡
た

だ
'
第
80
別
に
つ
い
て
い
え
ば
'
異
同
が
多
-
な
る
理
由
は
も
う

一

つ
あ
る
｡
こ
の
部
分
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
､
賓
は
第
78
則

｢諸

葛
亮
博
望
焼
屯
｣
の
内
容
と
よ
-
似
て
い
る
｡
｢博
望
焼
屯
｣
は
'

雑
劇
の
元
刊
本
を
今
に
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'

古
-
か
ら
知
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
｡
だ
が
そ
の
内
容
は
'
諸
葛
亮
の

指
揮
の
下
に
劉
備
の
軍
勢
が
曹
操
配
下
の
大
軍
を
打
ち
破

っ
て
終
わ

る
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
ま
ま
で
は
劉
備
の
逃
走
と
長
阪
坂
に
お
け

る
趨
雲
の
活
躍
に
は
結
び
付
け
ら
れ
な

い
｡
賓
際
'
『三
国
志
平

話
』
で
は
､
諸
葛
亮
が

｢此
虞
不
是
首
曹
操
之
地
｣
と
い
っ
て
さ
っ

さ
と
逃
げ
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
と
は
い
う
も
の
の
'
せ
っ
か

く
名
軍
師
が
出
馬
し
た
ば
か
り
だ
と
い
う
の
に
'
た
だ
逃
げ
出
す
と

い
う
の
で
は
面
白
-
な
い
｡
そ
こ
で
'
退
却
に
あ
た
っ
て
も
う

一
度

戦
闘
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
同
じ
よ
う
な
シ

チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
以
上
'
そ
の
内
容
は
前
の
-
-
返
し
に
近

い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
劉
備
の
軍
が
勝
利
し
な
が
ら

敗
走
し
て
い
-
と
い
う
'
考
え
て
み
れ
ば
矛
盾
し
た
状
況
も
'
こ
こ

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
こ
の
-
だ
-
は
遅
れ
て
成
立

し
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
部
分
の
み
異
同
が
突
出
し
て
多
-
認
め
ら

れ
る
の
は
､
蓉
展
途
上
に
あ
る
が
ゆ
え
に
文
章
が
確
定
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

以
上
の
二
例
は
､
成
立
が
遅
れ
る
で
あ
ろ
う
部
分
に
は
異
同
が
多

い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
常
識
的
に
考
え
て
'

早
-
に
成
立
し
た
部
分
ほ
ど
早
く
本
文
が
固
定
す
る
の
が
普
通
で
あ

ろ
う
｡
と
す
れ
ば
'
逆
に
考
え
れ
ば
異
同
が
多
い
部
分
は
成
立
が
遅
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い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
｡

績
-
赤
壁
の
戦
い
前
後
に
は
異
同
が
少
な
い
こ
と
は
す
で
に
見
た

過
-
で
あ
る
が
'
そ
の
後
に
な
る
と
違
い
が
目
立
ち
は
じ
め
る
｡
ま

ず
第

1-9
･110別
だ
が
'
こ
の
部
分
は
劉
備
が
孫
権
の
妹
と
結
婚
す
る

物
語
を
扱
う
｡
次
に
第

115
･116則
'
こ
こ
は
馬
超
と
曹
操
の
戦
い
を

扱
う
｡
更
に
第
1-5
則
'
こ
こ
は
甘
撃
が
曹
操
の
陣
営
に
夜
討
ち
を
か

け
る

｢甘
寧
百
騎
劫
曹
営
｣
の
物
語
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
部
分
も
遅

れ
て
本
文
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

第
腿
別
は
'
劉
閲
張
の
物
語
を
主
筋
と
す
れ
ば
'
完
全
な
脇
筋
に

あ
た
る
も
の
で
あ
り
､
後
か
ら
入
っ
て
き
た
部
分
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
他
の
二
つ
は

『三
園
志
平
話
』
に
も
見
え

る
話
で
あ
-
'
成
立
日
髄
が
遅
れ
る
と
は
考
え
に
-
い
｡
と
す
れ
ば
､

後
に
な
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
｡

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が

『残
唐
五
代
史
演
義
博
』
の
存
在
で
あ
る
｡

同
書
の
第
47
別
は
'
後
唐
の
後
圭
の
妹
で
あ
る
石
敬
靖
の
妻
が
兄
の

も
と
を
脱
出
し
て
夫
の
と
こ
ろ
に
逃
れ
る
こ
と
を
扱
う
が
'
そ
の
本

文
は
'
題
材
を
同
じ
-
す
る

『成
化
説
唱
詞
話
』
の

｢石
部
鮒
馬

借
｣
と
も
関
係
を
持
ち
つ
つ
'
多
-
は

『三
園
志
演
義
』
の
劉
備

･

m
fl囲
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

⑮

孫
夫
人
脱
出
の
く
だ
-
を
借
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
で
は
そ
の
本

文
は

『三
国
志
演
義
』
の
ど
の
テ
キ
ス
ト
と
合
致
す
る
の
か
｡

(五
代
史
)
摩
武
日
'
陛
下
難
有
沖
天
之
念
'
臣
料
梁
剛

･
伍
亮

(義
)

程
普
日
'
主
公
杢
有
沖
天
之
怒
､
某
料
陳
武

･
播
埠

(莱
)

程
普
日
'
主
公
雄
有
沖
天
之
倉
'
某
料
陳
武

･
播
嘩

必
迫
公
圭
不
束
｡
･･･-
二
人

随
後
鮎

一
千
馬
軍
遅
来
｡
却

必
檎
此
人
不
得
｡
-
-
薄
欽

･
周
泰
随
後
引

一
千
馬
軍
起
来
｡
却

必
檎
此
人
不
束
｡
･･････薄
欽

･
周
泰
随
後
鮎

1
子
馬
軍
来
撞
.
却

説
公
圭
加
鞭
縦
轡
'
催
趨
而
行
｡
-
-
望
見
背
後
塵
頭
起
庭
､
衆

説
玄
徳
加
鞭
縦
轡
'
趨
程
而
行
｡
-
-
望
見
後
面
塵
頭
大
起
'
人

説
玄
徳
加
鞭
縦
轡
'
催
趨
而
行
｡
-
-
望
見
背
後
塵
頭
起
'

衆

軍
報
道
'

報
へ

軍
報
造
'
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こ
の
部
分
を
比
べ
た
だ
け
で
も
､
わ
ず
か
な
例
外
は
あ
る
も
の
の
'

ほ
ぼ
菓
逢
春
本
と

一
致
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
り
'

『残
唐
五
代
史
演
義
博
』
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
葉
逢
春
本
と
ほ

ぼ
同
じ
本
文
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
葉
逢

春
本
の
系
統
に
屠
す
る
本
文
が
か
な
-
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
'
こ
こ
で
も
嘉
靖
本
の
テ
キ
ス
I
に
手

を
入
れ
た
結
果
と
し
て
葉
逢
春
本
が
成
立
し
た
と
は
考
え
に
-
い
｡

や
は
り
､
葉
逢
春
本
系
統
の
テ
キ
ス
I
に
手
を
入
れ
て
寡
婦
本
系
統

が
成
立
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
､
こ
の
よ
う
に
他
の
小
説
に
も
流
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
'
こ
の
場
面
が
あ
る
程
度
人
気
の
あ
る
箇
所
で
あ

っ
た
こ
と
を
物

語

っ
て
い
よ
う
｡
事
賓
'
こ
の
-
だ
-
は

『三
国
志
演
義
』
の
中
で

は
数
少
な
い
女
性
の
活
躍
す
る
見
せ
場
と
し
て
'
演
劇
な
ど
で
も
し

ば
し
ば
取
-
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
江
湖
の
世
界
を
舞
墓
と
す

る
物
語
の
常
と
し
て
､
女
性
を
重
視
し
な
い
傾
向
の
強
い

『三
国
志

演
義
』
の
中
で
は
'
こ
の
場
面
は
や
や
異
質
で
あ
-
'
想
像
を
た
-

ま
し
-
す
れ
ば
女
性
と
関
わ
-
の
深
い
説
唱
蛮
能
な
ど
の
影
響
を
受

け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

(事
賓
'
女
性
向
け
の
蛮
能
で
あ
る
弾
詞

『三
国
志
玉
璽
俸
』
に
お
い
て
は
､
劉
備
と
孫
夫
人
の
物
語
は
非
常
に
大
き

な
比
重
を
占
め
て
い
る
)｡
こ
の
部
分
に
異
同
が
多

い
の
は
'
成
立
過

程
で
多
-
の
手
が
入

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
｡

と
す
れ
ば
､
馬
超
の
物
語
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
｡
こ
こ
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
脇
筋
に
屠
す
る
部
分
で

あ
-
､
や
は
-
濁
臼
の
展
開
を
遂
げ
た
結
果
差
が
贋
が
っ
た
可
能
性

が
想
定
さ
れ
よ
う
｡

第
1-1
則
以
降
､
異
同
は
急
激
に
増
加
し
は
じ
め
る
｡
第
1-1
-
1-4
則
､

つ
ま
-
湊
中
争
奪
戦
の
後
半
の
部
分
と
､
第
1-6
-
1-3
則
'
つ
ま
-
関

羽
の
死
に
至
る
ま
で
の
戦
い
の
部
分
は
全
膿
に
異
同
が
多

い
｡
こ
う

い
う
状
態
に
な
る
と
'
む
し
ろ
異
同
の
少
な
い
箇
所
が
ど
こ
で
あ
る

か
が
問
題
に
な
っ
て
-
る
｡
第
111
-
1-3
別
の
中
で
異
同
が
少
な
い
の

は
'
第
114
則
後
半
の
楊
修
虞
刑
の
場
面
と
､
第
1-5
別
の
劉
備
が
漠
中

王
と
な
る
-
だ
り
､
そ
し
て
第
1-9
別
の
関
羽
を
華
陀
が
治
療
す
る
-

だ
-
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
う
ち
第
1-5
別
は
'
半
分
以
上
が
文

言
に
よ
る
文
書
の
引
用
か
ら
な

っ
て
お
り
､
楊
修
虞
刑

の
部
分
も

『資
治
通
鑑
』
『世
説
新
語
』
な
ど
に
見
え
る
逸
話
を
集
め
た
も
の

で
あ
る
｡
つ
ま
-
は
い
ず
れ
も
大
部
分
が
文
言
の
引
用
に
よ
-
構
成
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さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ
れ
ら
の
箇
所
は
'
文
章
の
改
良
や

物
語
の
改
愛
の
野
象
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
.
残
る
関
羽
治
療

の
-
だ
-
は
､
『三
国
志
演
義
』
の
中
で
も
特
に
有
名
な
場
面
で
あ

-
'
早
い
時
期
に
本
文
が
固
定
し
っ
つ
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
う
し
た
例
外
を
除
け
ば
'
ど
う
や
ら
こ
れ
ら
の
部
分
の
本
文
の
固

定
は
'
前
半
に
比
べ
る
と
遅
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

以
後
'
基
本
的
に
差
が
大
き
い
状
態
が
頼
く
が
'
時
に
差
が
少
な

い
回
も
散
見
さ
れ
る
｡
た
だ
そ
れ
ら
の
多
-
は
､
文
章
の
引
用

(1-0

｢漠
中
主
成
都
稀
帝
｣
･1-2
｢孔
明
初
上
出
師
表
｣
な
ど
)
･
文
言
的
群
舌

(1-0
｢曹
杢
五
路
下
西
川
｣
･
1-1
｢難
張
温
秦
審
論
天
｣
な
ど
)
･
史
書
な

ど
の
引
用
に
よ
る
逸
話
の
集
成

(1-5

｢曹
操
殺
紳
嘗
華
陀
｣)
と
い
っ

た
､
右
の
第
1-1
則
以
下
の
部
分
で
見
た
原
則
に
あ
て
は
ま
る
場
面
が

大
半
で
あ
る
｡
そ
し
て
異
同
は
後
に
な
る
に
つ
れ
て
次
第
に
大
き
-

な
-
'
あ
る
い
は
葉
逢
春
本
が
簡
本
化
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思

わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
も
の
の
'
諸
葛
亮
と
司
馬
蕗
の
戦
い
の
-
だ
-

に
な
る
と

一
致
し
な
い
部
分
の
方
が
多
-
な
る
｡
た
だ
'
諸
葛
亮
の

死
の
場
面
に
な
る
と
急
に
異
同
が
減
少
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡
遺

言
の
-
だ
り
な
ど
に
か
な
-
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
'
前
後
に
比
べ

『三
国
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

れ
ば
差
は
格
段
に
少
な
い
と
い
っ
て
よ
-

(｢相
似
程
度
｣
の
数
値
が

低
い
の
は
､
嘉
靖
本
に
あ
っ
て
葉
逢
春
本
に
は
な
い
詩
文
の
引
用
が
多
い
た

め
で
あ
る
)'
非
常
に
差
が
大
き
か
っ
た
そ
の
前
の
く
だ
-
と
は
鮮
明

な
封
照
を
示
し
て
い
る
｡
こ
れ
も
'
や
は
-
重
要
な
箇
所
に
つ
い
て

は
異
同
が
減
少
す
る
傾
向
を
示
す
事
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
そ
れ

以
降
'
菓
逢
春
本
が
残

っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
､
異
同
の
レ
ベ

ル
が
極
端
に
高
-
な
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
､
よ
-

一
致
す
る
わ
け

で
も
な
い
と
い
う
状
態
が
積
き
､
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
あ
る
の

は
戦
闘
場
面
で
あ
る
と
い
う
傾
向
も
相
愛
わ
ら
ず
見
て
取
れ
る
｡

E
l

以
上
の
調
査
結
果
は
､
多
-
の
こ
と
を
物
語
っ
て
-
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
ま
ず
異
同
の
濃
淡
に
顕
著
な
偏
-
が
あ
る
こ
と
｡
こ
れ

は
'
成
立
過
程
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
早
い
時

期
に
完
備
し
た
本
文
が
成
立
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
'
後
の
テ
キ
ス

ト
が
手
を
加
え
る
鎗
地
は
少
な
い
が
､
不
完
全
な
本
文
し
か
な
か
っ

た
部
分
や
'
元
来
存
在
せ
ず
'
後
に
な
っ
て
括
入
さ
れ
た
部
分
に
つ

い
て
は
､
テ
キ
ス
ー
の
固
定
度
は
低
-
'
そ
の
結
果
テ
キ
ス
ー
閲
の
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異
同
が
大
き
-
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

逆
に
い
う
と
､
こ
の
よ
う
に
部
位
に
よ
っ
て
大
き
な
偏
-
が
あ
る

こ
と
は
､
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
に
共
通
す
る
租
本

(
一
つ
と
は
限
ら

な
い
｡
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
租
本
の
租
本
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
す
べ
き
で

あ
ろ
う
)
が
､
嘉
端
本

･
葉
逢
春
本
以
下
の
テ
キ
ス
ー
と
は
大
き
-

性
格
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
賓
際
､
『列
国
志
俸
』
『両
漠
開
園
中
興
博
誌
』
と
い
っ
た
明
代

後
期
に
刊
行
さ
れ
た
歴
史
小
説
が
､
い
ず
れ
も
元
代
後
期
に
刊
行
さ

れ
た

｢全
相
平
話
｣
シ
リ
ー
ズ
の
本
文
と
し
ば
し
ば
文
言
ま
で
一
致

し
'
直
接
的
な
影
響
関
係
を
想
定
し
う
る
の
に
射
し
､
現
存
す
る

『三
国
志
演
義
』
諸
本
の
中
に
お
い
て
は
'
｢全
相
平
話
｣
シ
リ
ー

ズ
の
一
つ
で
あ
る

『三
国
志
平
話
』
と
の
直
接
的
関
係
を
見
出
し
う

⑲

る
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
｡

し
か
し
'
大
ま
か
な
展

開
が

一
致
し
､
登
場
人
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
等
も
共
通
す
る
こ
と
'

先
に
述
べ
た
よ
う
に
他
の
歴
史
小
説
に
は

｢平
話
｣
と
の
直
接
的
関

係
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
見
て
'
『三
国
志
演
義
』
が

『三
国
志

平
話
』
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
は
考
え
が
た
い
｡
で
は
な
ぜ
影

響
の
痕
跡
を
見
出
し
え
な
い
の
か
｡

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
う
る
最
も
単
純
な
説
明
は
'
『三
国
志
平

話
』
と

『三
国
志
演
義
』
の
間
に
も
う

一
段
階
を
想
定
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
｡
即
ち
'
明
代
前
期
に

『三
国
志
平
話
』
に
か
な
-
近
い
内

容
を
持
つ
小
説
が
存
在
し
'
そ
れ
を
改
作
す
る

(こ
れ
も
1
度
と
は
限

ら
な
い
)
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
す
る

『三
国
志
演
義
』
諸
本
が
成
立

し
た
と
仮
定
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
過
程
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'

第
二
段
階
も
し
-
は
第
三
段
階
の
改
作
に
首
た
っ
て

『三
国
志
平

話
』
の
痕
跡
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
｡
賓
際
'

先
に
ふ
れ
た

『列
国
志
博
』
『両
漠
開
園
中
興
侍
誌
』
は
'
前
者
は

『新
列
国
志
』
『東
周
列
国
志
』
'
後
者
は

『西
漠
演
義
』
(た
だ
し
'

『西
漢
演
義
』
は

『繭
漠
開
園
中
興
侍
誌
』
で
は
な
-
､
そ
の
原
型
と
な
っ

⑰

た
テ
キ
ス
-
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
)
と
い
う
'
よ
-
知
識

人
向
け
の
小
説
へ
と
改
作
さ
れ
'
そ
の
結
果

｢全
相
平
話
｣
の
痕
跡

は
ほ
と
ん
ど
消
滅
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
同
じ
こ
と
が
'

は
る
か
に
早
い
時
期
に
'
『三
園
志
演
義
』
の
成
立
に
督
た
っ
て
も

生
じ
た
の
で
は
な
い
か
｡

こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
嘉
端
本
と
乗
逢
春
本
の
共
通
の

租
本
t
と
い
う
よ
-
'
『三
国
志
卒
話
』
と
の
距
離
を
考
え
れ
ば
､
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更
に
そ
の
租
本
と
い
う
べ
き
も
の
を
想
定
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ

な
い
が
'
そ
れ
は

｢原
演
義
｣
と
も
い
う
べ
き

『三
国
志
平
話
』
と

『三
国
志
演
義
』
の
中
開
に
位
置
す
る
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
｡
そ
の
本
文
は
'
先
に
述
べ
た
文
膿
の
違
い
か
ら
考
え
て
'
嘉
端

本
よ
-
は
菓
蓬
春
本
に
近
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

『三
国
志
平
話
』
の
内
容
と

『三
国
志
演
義
』
本
文
の
異
同
の
あ

り
よ
う
が
あ
る
程
度
の
封
歴
関
係
を
示
す
こ
と
も
､
こ
の
仮
説
を
裏

付
け
る

l
つ
の
傍
謹
と
な
-
え
よ
う
｡
前
節
で
見
た
よ
う
に
'
嘉
端

本
と
葉
逢
春
本
の
閲
に
顕
著
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
は
'
前
半

に
お
い
て
は
劉
備

･
関
羽

･
張
飛
と
は
関
わ
ら
な
い
脇
筋
の
部
分
に

圭
と
し
て
認
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て

『三
国
志
平
話
』
は
､
も
と
よ
-

劉
備

･
関
羽

･
張
飛
を
中
心
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
前
節
で

ふ
れ
た
李
催

･
郭
把
の
こ
と
や
'
呉
に
ま
つ
わ
る
物
語
は
ほ
と
ん
ど

語
ら
れ
て
い
な
い
｡
更
に
後
半
に
な
る
と
'

一
部
の
話
柄

(南
蟹
討

伐
や
妻
経
を
降
す
く
だ
り
)
を
除
い
て
は
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
な

⑲い

｡

も
と
よ
-
'
こ
れ
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
へ
劉
備
と
孫
夫
人

の
結
婚
や
､
馬
超
と
曹
操
の
戦
い
､
更
に
は
南
響
討
伐
の
-
だ
り
の

よ
う
に
'
『三
国
志
平
話
』
で
す
で
に
詳
し
-
語
ら
れ
て
い
る
に
も

rl二
囲
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

か
か
わ
ら
ず
､
テ
キ
ス
ト
間
の
異
同
が
多
い
部
分
も
あ
る
が
'
こ
れ

は
お
そ
ら
-
'
や
は
-
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
､
こ
れ
ら
の
箇
所
が

そ
の
後
も
展
開
し
頼
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

お
そ
ら
-
明
代
前
期
､
そ
れ
も
比
較
的
早
い
時
期
に

『三
国
志
平

話
』
を
下
敷
き
に
し
た
三
国
志
も
の
の
小
説
が
作
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
｡
そ
の
内
容
は
､
首
然

『三
国
志
平
話
』
で
扱
わ
れ
て
い
た
物

語
､
具
鰹
的
に
は
劉
備

･
関
羽

･
張
飛
を
中
心
に
据
え
､
か
な
-
演

厚
な
江
湖
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'

後
に
生
ま
れ
た

『列
国
志
侍
』
な
ど
の
小
説
が
三
国
志
の
パ
タ
ー
ン

を
踏
襲
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
『列
国
志
俸
』
同

様
に
'
『三
国
志
平
話
』
の
記
述
で
は
不
十
分
な
歴
史
的
枠
組
み
や
'

劉
備
た
ち
と
直
接
関
わ
ら
な
い
群
雄
の
動
き
に
関
し
て
は
､
通
俗
的

史
書
の
文
を
流
用
し
て
補

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

そ
し
て
次
の
段
階
で
は
､
『平
話
』
に
基
づ
-
部
分
か
ら
荒
唐
無

稽
な
要
素
を
取
-
除
き
'
文
章
を
整
備
す
る
と
と
も
に
､
新
た
に
補

わ
れ
た
部
分
と
の
間
に
あ
る
文
腰

･
内
容
の
落
差
を
調
整
す
る
作
業

が
行
わ
れ
る
｡
具
憶
的
に
は
'
『平
話
』
由
来
の
部
分
を
よ
-
文
言

的
な
整

っ
た
文
健
に
改
め
'
史
書
由
来
の
部
分
は
逆
に
よ
-
白
話
的
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か
つ
平
易
な
文
髄
に
改
め
る
と
と
も
に
'
物
語
性
を
付
輿
す
る
作
業

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
の
落
差
は

1
度
で
埋
め
う
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
､
あ
る
段
階
の
テ
キ
ス
I
は
部
位
に

よ
り
文
憶

･
内
容
に
差
が
多
い
も
の
と
な
る
｡
葉
逢
春
本
は
､
そ
の

段
階
の
テ
キ
ス
ト
を
あ
る
程
度
忠
賓
に
博
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
'
更
に
手
が
加
え
ら
れ
'
ほ
ぼ
満
足
す
べ
き
段
階
に
達
し
た

の
が
嘉
端
本
段
階
の
テ
キ
ス
ト
な
の
で
は
な
い
か
｡

で
は
う
ど
の
よ
う
な
や
り
方
で
手
が
加
え
ら
れ
た
の
か
｡
そ
の
鮎

は
'
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
の
閲
に
認
め
ら
れ
る

相
違
の
あ
-
よ
う
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
文
膿

が
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
に
牽
わ
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
'

他
に
顕
著
な
差
を
示
す
の
は
'
主
と
し
て
戦
闘
場
面
で
あ
る
｡
史
書

な
ど
に
基
づ
-
部
分
に
'
制
作
者
で
あ
る
書
坊
が
物
語
性
を
付
興
し

よ
う
と
し
て
加
え
た
戦
闘
描
菊
は
'
所
詮
は
型
に
は
ま
っ
た
単
調
な

も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
事
例
は
'
た
と
え
ば

『列
国

志
俸
』
『全
漢
志
俸
』
な
ど
に
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
｡
そ
れ
を
､

講
樺
風
の
よ
-
生
彩
に
富
ん
だ
も
の
に
作
-
替
え
る
こ
と
が
な
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
｡

一
例
を
あ
げ
よ
う
｡
嘉
靖
本
第
四
十
則

｢諸
葛

亮
火
焼
新
野
｣
の
一
節
で
あ
る
｡

(寡
)
却
説
曹
仁
等
方
趨
脱
得
火
厄
'
背
後

1
聾
戚
起
'
趨
雲
引

(莱
)
且
説
曹
仁

方
才
腕
得
火
危
'
背
後

趨
雲

l
軍
産
来
｡
混
殺

1
陣
､
曹
仁
敗
軍
各
逃
性
命
'

誰
肯
回
身
廟

軍
馬
連
殺
｡

各
軍
目
安
逃
命
､
那
里
肯
回
身
斬

殺
.

正
奔
走
之
聞
､
廉
芳
又
引
軍

1
枝
'
衝
殺

1
陣
｡
曹
仁
大

殺
｡

撞
着
廉
芳

又
殺

1
陣
｡

敗
､

忽
然
城
起
'
又
遇
劉
封
引

一
彪
軍
'
迫
殺

一
陣
｡
敗
軍
奔

(葉
本
に
該
首
の
文
な
し
)

到
四
更
時
分
､
人
困
馬
乏
奪
路
而
走
｡

到
四
更
左
側
'
人
困
馬
乏
｡

菓
逢
春
本
に
劉
封
と
戦
う
-
だ
-
が
な
い
こ
と
は
と
も
か
-
と
し
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て
'
そ
れ
以
外
の
部
分
で
も
嘉
端
本
の
方
が
全
髄
に
長
い
こ
と
は

一

見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
嘉
靖
本
の
本
文
を

削
っ
た
結
果
葉
逢
春
本
が
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
'

一
部
菓
達
春
本
の
方
が
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
も
あ
る
こ
と

や
'
葉
逢
春
本
に
見
え
る

｢左
側
｣
と
い
う
元
代
に
頻
用
さ
れ
た
古

い
語
嚢
が
'
嘉
端
本
で
は

｢時
分
｣
と
い
う
近
代
に
至
る
ま
で
用
い

ら
れ
る
語
に
撃
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
よ
う
｡
つ
ま
-
'

す
べ
て
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
'
こ
こ
で
も
基
本
的
に
は
葉
逢

春
本
の
よ
う
な
本
文
を
改
愛
し
た
結
果
と
し
て
嘉
靖
本
の
本
文
が
成

立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
で
は
'
ど
の
よ
う

な
改
蟹
が
加
え
ら
れ
た
の
か
.

典
型
的
な
の
は
最
初
の
部
分
に
見
え
る
饗
化
で
あ
る
｡
葉
逢
春
本

が

｢背
後
趨
雲
軍
馬
連
殺

(後
ろ
か
ら
遭
雲
の
軍
が
追
撃
し
て
き
た
)｣

と
単
純
に
述
べ
る
の
に
封
L
へ
嘉
端
本
は

｢背
後

一
撃
城
起
'
趨
雲

引

一
軍
漣
来

(後
ろ
で
と
き
の
馨
が
あ
が
り
､
趨
雲
が
一
軍
を
率
い
て
追

い
か
け
て
き
た
)｣
と
L
t
更
に

｢混
殺

一
陣

(混
戦
し
て
)｣
が
加
わ

る
｡
つ
ま
-
'
正
膿
不
明
の
部
隊
が
現
れ
'
そ
れ
は
誰
か
と
い
え
ば

-
で
あ
っ
た
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ

ぎ
山国
志
演
義
｣
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)

う
に
'
突
然
あ
る
武
将
や
部
隊
が
あ
ら
わ
れ
た
と
記
述
し
た
上
で
'

気
を
持
た
せ
て
お
い
て
そ
の
正
膿
を
明
か
す
と
い
う
の
は
､
葉
逢
春

本
と
嘉
靖
本
と
の
異
同
に
お
い
て
'
後
者
の
み
に
認
め
ら
れ
る
事
例

が
非
常
に
多
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
聴
衆
の
興
味
を
喚
起

す
る
と
い
う
講
樺
の
パ
タ
ー
ン
に
則
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
'

こ
こ
で
は
講
輝
の
ス
タ
イ
ル
を
再
現
す
る
形
で
､
よ
-
充
害
し
た
記

述
へ
と
改
愛
さ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
よ
-
書
き
換
え
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
が
戦
闘
場
面
に
お
い
て
特
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
注

目
に
催
し
ょ
う
｡
『秦
併
大
国
平
話
』
な
ど
に
お
い
て
は
'
戦
闘
の

場
面
で
は
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
ず
'
極
め
て
単
調
な
文
が
な
ら

び
､
『三
園
志
平
話
』
に
お
い
て
も
'
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
戦
闘
場

面
で
は
詳
し
い
描
菊
は
な
さ
れ
な
い
｡
こ
れ
ら
は
'
お
そ
ら
-
講
樺

に
お
い
て
は
戦
闘
場
面
は
語
り
手
が
自
身
で
脚
色
し
て
語
る
の
が
常

で
あ
-
'
種
本
に
書
か
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

⑲

に
由
来
し
よ
う

｡

従

っ
て
､
戦
闘
場
面
の
詳
し
い
描
寓
は
'
他
の
部

分
に
比
べ
て
遅
れ
て
文
字
の
形
に
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
る
｡
そ
こ
で
は
'
賓
際
の
講
樺
の
口
調
を
模
倣
す
る
形
で
改
善
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が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

と
す
れ
ば
'
葉
逢
春
本
が
生
硬
で
単

調
な
語
-
口
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
'
尊
展
途
上
の
状
態
を
示
し
て

い
る
こ
と
の
現
れ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

他
に
異
同
が
目
立
つ
箇
所
と
し
て
は
'
議
論
の
部
分
が
あ
げ
ら
れ

る
｡
議
論
の
部
分
は
'
読
者
に
知
識
人
が
参
輿
す
る
に
つ
れ
て
最
も

奨
化
を
こ
う
む
-
や
す
い
箇
所
で
あ
る
｡
元
来
大
衆
向
け
に
こ
け
お

ど
し
の
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
饗
揮
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
聾
能
レ
ベ
ル

の
テ
キ
ス
I
は
､
文
字
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
よ
-
充
害

し
た
文
言
的
議
論
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
が
'
や
が
て
高
級
知

識
人
が
讃
者
に
参
入
す
る
と
'
陳
腐
な
議
論
と
し
て
削
減

･
省
略
さ

れ
る
に
至
る
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
葉
逢
春
本
よ
-
嘉
端
本
の
方

が
議
論
が
多
い
傾
向
に
あ
る
｡
こ
れ
は
､
部
位
に
よ
っ
て
は
葉
逢
春

本
が
簡
本
的
な
省
略
を
行

っ
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
､
全

鰹
的
に
は
'
嘉
靖
本
が
文
言
的
議
論
を
充
害
さ
せ
て
い
く
方
向
性
を

持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
た
め
'

議
論
に
お
い
て
異
同
が
多
-
な
っ
た
に
違
い
な
い
｡
そ
し
て
'
嘉
靖

⑳

本
と
近
い
本
文
を
持
つ
李
卓
吾
評
本
に
依
接
す
る
と
思
わ
れ
る
毛
本

に
お
い
て
は
､
逆
に
議
論
は
減
少
す
る
｡
こ
れ
は
､
高
級
知
識
人
が

讃
者
に
加
わ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
｡

五

こ
の
よ
う
に
､
『三
国
志
演
義
』
は
'
小
説
と
し
て
の
鰭
裁
を
整

え
る
過
程
で
'
読
者
層
の
愛
化
に
封
磨
し
っ
つ
埜
化
し
て
い
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
｡

葉
逢
春
本
と
嘉
靖
本
の
異
同
の
状
況
か
ら
推
定

さ
れ
る
そ
の
奨
化
の
経
過
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

ま
ず
'
『三
国
志
平
話
』
を
も
と
に
､
通
俗
史
書
の
記
述
を
加
え

て

｢原
演
義
｣
が
成
立
す
る
｡
異
同
の
少
な
い
部
分
が
劉

･
開

･
張

に
関
わ
る
箇
所
を
中
心
と
L
t
孫
第

･
孫
権
を
圭
と
す
る
場
面
に
は

異
同
が
多
い
こ
と
か
ら
見
て
'
｢原
演
義
｣
は
あ
-
ま
で
劉

･
閲

･

張
を
中
心
に
'
曹
操
ら
が
必
要
な
範
囲
で
登
場
す
る
も
の
で
あ
-
'

呉
の
こ
と
は
劉
備
ら
に
関
わ
る
範
囲
で
し
か
現
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
｡
ま
た
､
後
半
に
な
る
と
異
同
が
急
速
に
増
え
る
こ
と
か
ら
考

え
て
､
劉

･
開

･
張
死
後
に
関
す
る
記
述
は
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
単
純
化
し
て
い
え
ば
､
『三

園
志
平
話
』
に
肉
付
け
し
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

次
の
段
階
で
は
'
｢原
演
義
｣
で
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
部
分
が
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補
充
さ
れ
る
と
と
も
に
'
｢原
演
義
｣
に
存
在
し
た
部
分
に
つ
い
て

も
埠
補

･
充
賓
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
主
要
部
の
文
章

は
あ
る
程
度
固
定
す
る
｡
こ
の
段
階
が
葉
逢
春
本
の
も
と
に
な
っ
た

テ
キ
ス
ト
な
の
で
は
な
い
か
｡

更
に
'
補
充
部
分
の
不
完
全
な
文
章
を
手
直
し
す
る
と
と
も
に
'

主
要
部
に
部
分
的
饗
更
が
加
え
ら
れ
て
'
嘉
端
本
の
本
文
が
生
ま
れ

る
｡
こ
れ
が
い
わ
ば
第
三
段
階
で
あ
る
｡
建
陽
で
は
第
二
段
階
の
テ

キ
ス
ト
が
残
り

(た
と
え
ば
余
象
斗
本
)'
ま
た
そ
れ
に
依
嬢
す
る
簡

本
も
作
ら
れ
る

(た
と
え
ば
責
正
甫
本
｡
た
だ
し
嘉
端
本
系
統
か
ら
の
影

響
も
受
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
)
が
'
そ
の
他
で
は
こ
の
第
三
段
階

の
テ
キ
ス
ト
が
廉
ま
り
'

一
歴
固
定
す
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
う
し
て
充
害
し
た
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
こ
と
は
､
讃
者
暦
を

高
級
知
識
人
に
ま
で
虞
げ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
｡
そ
の
結
果
'
知

識
人
の
好
み
に
も
合
う
テ
キ
ス
ト
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ

う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
毛
本
で
あ
り
､
こ
れ
が
い
わ
ば
第
四
段
階
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡

以
上
､

一
腹
の
推
定
さ
れ
る
襲
化
を
示
し
て
み
た
｡
も
と
よ
-
樵

測
に
過
ぎ
な
い
議
論
で
は
あ
る
が
､
大
筋
は
白
話
歴
史
小
説
展
開
の

r三
園
志
演
義
｣
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
(小
松
)

道
筋
に
合
致
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
｡
ま
た
'
前
半
と
後
半
と
の

閲
に
明
ら
か
な
落
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
'
上
田
望
氏
が

行

っ
た
語
嚢
に
関
す
る
分
析
と
も

T
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の

推
論
に
裏
付
け
を
輿
え
る
た
め
に
は
'
更
な
る
内
容

･
語
嚢
な
ど
の

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

註
①

た
だ
し
'
近
年
語
嚢
の
分
布
な
ど
を
通
し
て
成
立
過
程
を
考
え
た
上

田
望

｢
『三
園
演
義
』
の
言
葉
と
文
倦
-

中
囲
古
典
小
説
へ
の
計
量

的
ア
プ
ロ
ー
チ
｣
(『金
津
大
挙
文
学
部
論
集

言
語

･
文
学
篇
』
第
二

十
五
凍

〔
二
〇
〇
五
年
三
月
〕)
の
よ
う
な
研
究
が
現
れ
つ
つ
あ
る
｡

②

『『三
園
志
演
義
』
版
本
の
研
究
』
に
お
け
る
菓
逢
春
本
を
扱
っ
た

第
三
章
第
二
節

｢
『新
刊
通
俗
演
義
三
園
志
史
侍
』
に
つ
い
て
｣
な
ど

に
お
い
て
､
す
で
に
花
閲
索
説
話
の
有
無
が
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い

こ
と
は
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
建
陽
系
統
の
テ
キ
ス
ト

の
中
に
お
い
て
は
'
｢花
閲
索
系
｣
｢関
索
系
｣
の
区
分
を
設
け
る
こ
と

が
〓
疋
の
有
効
性
を
持
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

③

嘉
靖
本
の
本
文
は

『明
弘
治
版
三
国
志
通
俗
演
義
』
(新
文
豊
出
版

赦
1
九
七
九
)'
葉
逢
春
本
の
本
文
は
井
上
泰
山
編

『三
国
志
通
俗
演

義
史
俸

(上
)
(下
)』
(関
西
大
学
出
版
部

一
九
九
七
)
に
よ
る
｡
な
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中
国
文
学
報

第
七
十
四
竹

お
'
葉
逢
春
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
､
同
書
の
解
説
'
並
び
に
陳
朔
華

｢西
班
牙
戒
葉
逢
春
刊
本
三
国
志
史
倍
増
談
｣
(
『西
班
牙
戒
葉
逢
春
刊

本
三
国
志
史
侍

(上
)』
〔
『三
国
志
演
義
古
版
叢
刊
績
輯

(
l
)』
全
国

囲
書
館
文
献
縮
微
複
利
中
心
二
〇
〇
四
〕)
参
照
｡

④

鄭
振
鐸

｢三
園
志
演
義
的
演
化
｣
(
『小
説
月
報
』
二
十
巻
十
期

[
一

九
二
九
年
〕
'
こ
こ
で
は

『中
国
文
学
研
究
』
〔古
文
書
局

l
九
六

二

所
収
の
も
の
に
よ
る
)
以
来
多
-
の
論
文
が
こ
の
説
に
従
う
｡

⑤

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
拙
論

｢
『金
瓶
梅
』
成
立
と
流
布
の
背
景
｣

(
『和
漢
語
文
研
究
J)
創
刊
旗

〔
二
〇
〇
三
年
十

l
月
])
参
照
｡

⑥

棄
盛

『水
東
日
記
』
巻
二
十

一
｡
拙
著

『中
国
歴
史
小
説
研
究
』

(汲
古
書
院
二
〇
〇
一
)
第
四
章

･
第
六
章
参
照
｡

⑦

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
､
鄭
振
鐸
前
掲
論
文
以
来
多
-
の
論
文
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
｡

⑧

楊
樽
谷

｢葉
逢
春
本

『三
園
志
俸
』
題
名

『漢
語
』
説
｣
(
『明
清
小

説
研
究
』
第
六
十
四
輯

〔
二
〇
〇
二
年
二
月
〕)0

⑨

余
象
斗
本
な
ど
の
建
陽
系
諸
本
の
方
が
古
形
を

俸
え
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
は
'
柳
存
仁

｢羅
貫
申
請
史
小
説
之
真
備
性
質
｣

(
『和
風
堂
讃
書
記
』
〔香
港
龍
門
書
店

1
九
七
七
])
で
ふ
れ
ら
れ
て

以
来
'
周
兆
新

｢善
本
三
園
演
義
考
｣
(
『l二
囲
演
義
考
許
』
〔
北
京
大

学
出
版
赦

1
九
九
〇
〕
)'
金
文
京

｢
『三
園
演
義
』
版
本
試
探
-

建

安
諸
本
を
中
心
に
-

｣
(
『集
刊
東
洋
学
』
第
六
十

t
髄

[
一
九
八
九

年
五
月
〕)'
上
田
望

｢
『三
園
志
演
義
』
版
本
試
論
-

通
俗
小
説
の

流
侍
に
関
す
る

1
考
察
I

｣
(
『東
洋
文
化
』
第
七
十

l
親

[
1
九
九

〇
年
十
二
月
〕)
な
ど
'
多
-
の
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
'
葉
逢
春
本
に
つ
い
て
も
③
に
引
い
た
井
上

･
陳
両
氏
の
論
で
そ

の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

⑲

中
川
諭

『『三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
』
(汲
古
書
院

一
九
九
八
)

第
二
章
第
三
節

｢毛
宗
南
本
の
成
立
過
程
｣｡

⑪

太
田
辰
夫

『中
国
語
歴
史
文
法
』
(江
南
書
院

一
九
五
八
)

一
六
.

七
.

1
｢使
役
｣'
佐
藤
晴
彦

｢《
清
平
山
堂
話
本
》
《熊
龍
峯
小
説
》

と

『三
言
』
I

鳩
夢
龍
の
言
語
的
特
徴
を
探
る
I

｣
(
『紳
戸
外
大

論
叢
』
第
三
十
七
巻
第
四
鋸
)0

⑫

③

･
⑨
所
引
の
周

･
金

･上

田

･
井
上

･
陳
諸
氏
の
論
文
｡

⑬

こ
う
し
た
脱
落
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
､
親
安

『三
園
演
義
版
本

考
』
(上
海
古
籍
出
版
社

一
九
九
六
)
に
詳
し
い
｡
な
お
'
葉
逢
春
本

に
脱
落
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
③

･
⑨
所
引
の
諸
論
考
な
ど
で
す

で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
｡

⑭

田
中
謙
二

｢元
典
章
文
書
の
研
究
｣
第

一
章

｢元
典
章
に
お
け
る
直

詩
経
の
文
章
｣
(
『田
中
謙
二
著
作
集
』
第
二
巻

[
汲
古
書
院
二
〇
〇

〇
〕
｡
｢元
典
章
に
お
け
る
蒙
文
直
諾
憶
の
文
章
｣
〔
『東
方
学
報
』
三
十

二
二

九
六
二
年
)〕
を
改
稿
し
た
も
の
)
六
｡

⑮

拙
著

『中
国
歴
史
小
説
研
究
』
(汲
古
書
院
二
〇
〇
こ

第
七
章
｡

⑲

こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
'
①
所
引
の
上
田
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

⑰

⑮
所
引
の
拙
著
第
二
章
参
照
｡
『西
漢
演
義
』
が
依
接
し
た
も
の
が

何
で
あ
る
か
は
確
定
し
が
た
い
｡

⑲

①
所
引
の
上
田
論
文
は
､
語
嚢
の
面
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
し
'
類
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似
し
た
結
論
に
達
し
て
い
る
｡
ま
た
'
同
論
文
で
は
'
前
年
と
後
半
で

文
膿
が
襲
化
し
'
後
半
は
文
言
的
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
'

こ
の
鮎
も
本
論
の
内
容
と
符
合
す
る
｡

⑲

拙
著

『｢現
賓
｣
の
浮
上
-

｢せ
り
ふ
｣
と

｢描
寓
｣
の
中
囲
文

学
史
』
(汲
古
書
院
二
〇
〇
七
)
第
六
章
の

｢小
説
の
誕
生
-

全
相

平
話
｣
の
項
参
照
｡

⑳

⑲
参
照
｡

rlll囲
志
演
義
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て

(小
松
)


