
第
七
十
八
卷

第
四
號

令
和
二
年
三
�
發
行

蘇

秦

列

傳

の

成

立

齋

�

賢

は
じ
め
に

第
一
違

蘇
秦
傳
の
�
�

第
二
違

蘇
秦
說
話
の
展
開

第
三
違

司
馬
�
と
蘇
秦
傳

結
論

は
じ
め
に

蘇
秦
は
戰
國
�
の
縱
橫
家
と
し
て
�
も
著
名
な
人
物
の
一
人
に
數
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
蘇
秦
の
事
績
を
�
も
體
系
�
に
敍
営
し
て

い
る
は
ず
の
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
に
は
矛
盾
が
散
見
し
︑
そ
れ
故
に
從
來
種
々
の
疑
問
が
提

さ
れ
て
き
た
︒
夙
に
北
宋
の
司
馬
光
は
秦
を
函

谷
關
以
西
に
封
じ
た
﹁
十
五
年
﹂
と
い
う
�
閒
が
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
他
の
記
営
と
さ
え
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
蘇
轍
も
同
樣
の
見
解
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を
示
し
た(1

)
︒
ま
た
︑
�
代
フ
ラ
ン
ス
の
中
國
學
者
H
.
M
asp
ero
は
︑
蘇
秦
に
關
わ
る
﹃
�
記
﹄
の
年
代
が
甚
だ
し
く
混
亂
し
て
い
る
こ
と
︑

と
り
わ
け
合
從
が
十
五
年
の
閒
持
續
し
た
︑
と
い
う
記
営
が
﹃
�
記
﹄
の
他
の
記
営
と
決
定
�
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
蘇
秦
に
附
さ
れ

た
�
て
の
行
實
は
純
粹
な
空
想
で
あ
り
︑
蘇
秦
は
小
說
�
人
物
に
�
ぎ
な
い
︑
と
�
張
し
た(2

)
︒
�
い
で
︑
中
國
で
の
硏
究
に
目
を
轉
じ
よ
う
︒

�
代
の
學
者
で
︑
蘇
秦
に
つ
き
�
面
�
な
檢
討
を
加
え
た
人
物
と
し
て
ま
ず
舉
げ
ら
れ
る
の
は
錢
穆
で
あ
る(3

)
︒
錢
穆
の
考
察
に
よ
れ
ば
︑
蘇
秦

の
六
國
君
�
へ
向
け
た
!
說
の
辭
は
當
時
の
"
勢
に
一
致
せ
ず
︑
後
世
の
僞
�
で
あ
り
︑
そ
の
事
績
と
し
て
#
め
得
る
の
は
燕
に
仕
え
た
後
︑

誅
殺
を
恐
れ
て
齊
に
%
&
し
︑
反
閒
活
動
に
よ
り
殺
'
さ
れ
た
こ
と
の
み
と
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
蘇
秦
の
活
動
年
代
に
つ
い
て
は
﹃
�
記
﹄
に

從
う
が
︑
合
從
は
よ
り
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
と
し
︑
蘇
秦
の
事
績
で
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
の
が
錢
穆
の
見
解
で
あ
る
︒
ま
た
︑
楊
(
は

そ
の
著
﹃
戰
國
�
﹄
に
お
い
て
︑
蘇
秦
が
齊
湣
王
の
末
年
に
仕
え
た
實
在
の
人
物
で
あ
る
と
し
︑
そ
の
事
績
と
し
て
﹁
合
從
擯
秦
﹂
を
#
め
て

い
る(

4
)

︒
そ
の
後
︑
一
九
六
〇
年
代
に
は
徐
中
舒
が
蘇
秦
に
關
す
る
硏
究
を
發
表
し
て
い
る(5

)
︒
徐
氏
の
論
は
︑﹃
�
記
﹄
に
載
る
蘇
秦
の
辯
舌
の

內
容
は
は
時
代
狀
況
に
+
合
せ
ず
︑
後
代
に
作
ら
れ
た
樣
々
な
說
話
が
蘇
秦
に
附
さ
れ
た
と
い
う
見
解
は
錢
穆
と
同
樣
だ
が
︑
實
際
の
蘇
秦
の

活
動
年
代
が
張
儀
よ
り
下
り
︑
蘇
秦
や
そ
の
弟
と
さ
れ
る
蘇
代
の
活
動
は
燕
王
噲
の
時
代
に
始
ま
る
と
の
�
張
に
特
色
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
�

記
﹄
が
蘇
秦
の
活
動
年
代
を
Ö
ら
せ
︑
そ
の
死
を
紀
元
-
三
二
〇
年
頃
に
置
い
た
た
め
に
︑
そ
の
時
�
以
後
の
年
代
觀
を
も
つ
說
話
の
う
ち
で
︑

蘇
秦
が
登
場
す
る
場
合
︑
蘇
秦
が
蘇
代
に
書
き
奄
え
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
諸
祖
耿
は
徐
氏
の
論
に
對
し

て
0
一
反
�
を
加
え
︑﹃
�
記
﹄
の
記
営
に
基
本
�
に
從
う
1
勢
を
見
せ
る(6

)
︒

以
上
の
諸
硏
究
は
單
線
�
な
發
展
を
た
ど
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
總
括
す
れ
ば
︑
蘇
秦
を
�
く
の
虛
�
と
考
え
る
說
︑
蘇
秦
の
活
動
時
�

に
つ
い
て
は
﹃
�
記
﹄
の
年
代
觀
に
從
い
つ
つ
︑
個
々
の
事
績
に
つ
い
て
は
�
實
で
は
な
い
と
す
る
說
︑﹃
�
記
﹄
の
年
代
觀
を
否
定
し
︑
よ

り
下
っ
た
時
�
に
蘇
秦
の
活
動
を
#
め
る
說
︑
そ
し
て
﹃
�
記
﹄
の
記
営
を
肯
定
す
る
說
な
ど
に
分
類
さ
れ
︑
定
論
を
み
な
か
っ
た
︒
か
か
る

狀
況
の
轉
機
と
な
っ
た
の
は
一
九
七
三
年
に
お
け
る
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
の
發
見
で
あ
る
︒﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
は
戰
國
時
代
の
故
事
二
十
七

違
を
記
し
た
�
獻
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
も
十
四
違
に
傳
世
�
獻
に
見
え
ぬ
蘇
秦
に
關
わ
る
說
話
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
と
り
わ
け
5
目
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さ
れ
た
︒
そ
の
後
一
九
七
六
年
︑
馬
雍
・
6
蘭
・
楊
(
ら
は
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
に
關
す
る
硏
究
を
發
表
し
︑﹃
�
記
﹄
に
描
か
れ
た
蘇
秦
の

行
實
は
8
り
で
あ
り
︑﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
こ
そ
が
蘇
秦
の
眞
正
の
�
料
で
あ
る
と
�
張
し
た(7

)
︒
三
者
の
�
張
は
細
部
に
お
い
て
は
差
衣
が
存

す
る
が
︑
槪
ね
こ
れ
ら
の
硏
究
に
卽
し
た
見
解
が
現
在
の
學
界
で
�
液
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
出
土
�
料
の
;
重
に
衣
議
を

唱
え
︑﹃
�
記
﹄
の
記
営
を
重
視
す
る
硏
究
者
も
お
り
︑
蘇
秦
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
っ
た
か
は
仍
お
解
決
を
見
な
い(

8
)

︒

蘇
秦
に
關
わ
る
議
論
が
紛
糾
す
る
原
因
の
一
つ
に
︑﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
成
立
�
=
や
︑
そ
の
原
�
料
と
な
っ
た
蘇
秦
に
關
す
る
個
々
の

說
話
の
形
成
に
對
す
る
理
解
の
不
足
が
舉
げ
ら
れ
る
︒
か
か
る
問
題
>
識
か
ら
︑
以
下
で
は
第
一
違
で
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
�
�
を
分
析
し
︑

第
二
違
で
蘇
秦
列
傳
の
原
�
料
と
な
っ
た
個
々
の
說
話
の
展
開
を
跡
附
け
︑
そ
れ
ら
を
も
と
に
第
三
違
で
は
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
成
立
に
つ

い
て
考
察
す
る
︒

な
お
︑
本
�
に
お
い
て
は
﹃
戰
國
策
﹄
に
關
し
て
は
︑
初
出
時
に
違
名
を
記
し
︑
そ
れ
以
後
は
國+

卷+

違
番
號
で
鯵
稱
す
る
︒
例
え
ば

﹁
秦
一
2
﹂
は
姚
本
﹃
戰
國
策
﹄
秦
策
一
の
第
2
違
を
指
す
︒

第
一
違

蘇
秦
傳
の
�
�

蘇
秦
傳

(以
下
︑﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
う
ち
︑
特
に
蘇
秦
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
の
み
を
指
す
場
合
は
﹁
蘇
秦
傳
﹂
と
稱
す
る
︒)
の
�
槪
は
�
の
如
く

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
-
?
部
は
︑
雒
陽
の
民
で
あ
る
蘇
秦
が
!
說
の
A
を
修
め
︑
六
國
の
合
從
を
B
し
て
武
安
君
に
封
ぜ
ら
れ
︑
秦
を
函
谷

關
以
西
に
十
五
年
閒
封
じ
C
め
る
︑
と
い
う
榮
D
の
E
=
を
描
き
︑
後
?
部
で
は
合
從
解
體
後
︑
蘇
秦
が
燕
・
齊
の
閒
で
活
動
し
︑
F
殺
さ
れ

る
ま
で
を
記
営
す
る
︒
本
違
で
は
︑
蘇
秦
傳
を
�
成
す
る
個
々
の
原
�
料
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
分
析
す
る
︒

一
．
蘇
秦
榮
D
說
話
の
�
成
と
原
�
料

蘇
秦
傳
の
-
?
は
旣
営
の
如
く
︑
六
國
を
合
從
さ
せ
て
秦
を
封
じ
C
め
る
と
い
う
說
話
で
あ
る
が
︑
大
枠
と
し
て
は
﹃
戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
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蘇
秦
始
將
連
橫
違

(秦
一
2
)
を
原
�
料
と
し
て
J
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
秦
策
に
載
る
こ
の
說
話
は
︑
蘇
秦
が
秦
惠
王
の
も
と
へ
赴

い
て
連
衡
策
を
說
く
場
面
か
ら
始
ま
り
︑
秦
王
に
拒
絕
さ
れ
た
後
︑
財
盡
き
て
歸
L
す
る
が
家
族
に
5
笑
さ
れ
︑
發
奮
し
て
勉
學
に
勵
み
︑
東

の
か
た
趙
王
に
!
說
し
て
大
い
に
悅
ば
れ
︑
武
安
君
に
封
ぜ
ら
れ
て
相
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
�
成
に
な
っ
て
い
る(

9
)

︒
こ
の
說
話
に
お
い
て
は

蘇
秦
の
榮
D
を
描
寫
す
る
こ
と
に
力
點
が
あ
り
︑
こ
れ
自
體
で
一
つ
の
完
結
し
た
�
成
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
末
尾
に
記
さ
れ
た
﹁
嗟
乎
︑

貧
窮
な
れ
ば
則
ち
父
母
も
子
と
せ
ず
︑
富
貴
な
れ
ば
則
ち
親
戚
も
畏
懼
す
︒
人
生
世
上
︑
勢
位
富
貴
︑
蓋
ぞ
忽
せ
に
す
べ
け
ん
や
﹂
と
い
う
蘇

秦
の
言
が
該
違
の
內
容
を
O
B
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る(10

)
︒
た
だ
し
︑﹃
�
記
﹄
が
J
用
し
た
の
は
P
く
ま
で
こ
の
�
料
の
大

枠
で
あ
り
︑
細
部
に
は
些
か
改
變
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
︑﹃
�
記
﹄
と
﹃
戰
國
策
﹄
の
�
成
の
比
�
を
Q
し
て
R
ら
か
と
な
る
︒

す
な
わ
ち
︑
秦
一
2
で
は
蘇
秦
が
秦
に
!
說
し
て
失
敗
︑
家
族
の
5
笑
を
S
け
て
發
奮
し
︑
勉
學
に
勵
ん
だ
結
果
︑
趙
に
!
說
し
て
成
功
す
る
︑

と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
の
に
對
し
︑
蘇
秦
傳
で
は
諸
國
を
!
說
し
て
失
敗
し
︑
家
族
の
5
笑
を
S
け
發
奮
︑
勉
學
し
た
に
も
關
わ
ら
ず
︑

秦
・
趙
に
!
說
し
て
失
敗
し
︑
そ
の
後
燕
に
お
い
て
初
め
て
成
功
す
る
︑
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
本
來
で
あ
れ
ば
!
說
の
成

功
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
は
ず
の
勉
學
の
>
義
が
﹃
�
記
﹄
の
傳
で
は
矮
小
U
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

蘇
秦
傳
の
說
話
展
開
が
こ
の
よ
う
に
不
自
然
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原
因
は
︑
元
來
獨
立
し
て
そ
れ
自
體
で
完
結
し
て
い
た
說
話
で
あ

る
秦
一
2
を
大
筋
と
し
て
J
用
し
つ
つ
︑
鬼
谷
先
生
へ
の
師
事
や
周
顯
王
へ
の
!
說
︑
奉
陽
君
と
の
不
和
な
ど
と
い
っ
た
︑
別
個
に
成
立
し
た

說
話
を
も
取
り
C
ん
だ
こ
と
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
說
話
の
展
開
の
み
な
ら
ず
︑
5
目
す
べ
き
差
衣
が
蘇
秦
傳
と
秦
一
2
に
は
#
め
ら
れ
る
︒
そ

れ
は
兩
說
話
の
中
で
六
國
が
ど
の
よ
う
に
W
わ
れ
て
い
る
か
︑
と
い
う
點
で
あ
る
︒
秦
一
2
で
は
專
ら
趙
が
合
從
の
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
お

り
︑
他
の
諸
侯
は
﹁
山
東
之
國
從
風
而
X
︑
Y
趙
大
重
﹂
と
一
括
し
て
觸
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
秦
・
趙
以
外
に
は
{
か
に
楚
王
へ
の
!
說

― 4 ―

592

『戰
國
策
﹄
秦
策
：
!
說

(秦
)→

失
敗→

發
奮
・
勉
學→

!
說
の
成
功

(趙
)

『�
記
﹄
蘇
秦
傳
：
諸
國
!
說→

失
敗→

發
奮
・
勉
學→

�
說
の
失
敗

(
秦
・
趙
)→

!
說
の
成
功

(
燕
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が
言
\
さ
れ
る
が
︑
そ
の
理
由
は
;
に
說
話
の
展
開
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
楚
王
!
說
の
記
営
が
︑
蘇
秦
が
故
L
洛
陽
を
Q
�

す
る
に
際
し
て
家
族
に
出
]
え
ら
れ
る
︑
と
い
う
場
面
の
直
-
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
︑
趙
を

點
と
し
た
場
合
︑

諸
侯
國
の
中
で
は
楚
へ
の
^
路
に
洛
陽
を
Q
�
す
る
と
い
う
の
が
�
も
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
�
ぎ
ず
︑
楚
國
自
體
が
こ
の
說
話
に
お
い

て
特
別
な
>
味
を
持
っ
て
い
た
と
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る(11

)
︒

他
方
︑
蘇
秦
傳
で
は
確
か
に
趙
を
合
從
の
中
心
と
し
て
描
い
て
い
る
が
︑
他
の
五
國

︱
︱
韓
・
魏
・
齊
・
楚
・
燕
︱
︱

に
も
一
定
の
比

重
を
置
い
て
記
営
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
蘇
秦
傳
が
趙
の
み
な
ら
ず
他
の
五
國
に
も
重
點
を
お
い
て
い
る
と
い
う
印
象
を
與
え
る
の
は
︑

六
國
の
君
�
に
向
け
た
長
_
の
說
辭
を
J
錄
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
說
辭
は
︑
細
部
に
衣
同
は
あ
る
も
の
の
似
Q
っ
た
�
違
が

﹃
戰
國
策
﹄
に
收
め
ら
れ
て
お
り
︑
蘇
秦
傳
の
原
�
料
と
見
做
し
て
大
�
な
い
と
思
わ
れ
る(12

)
︒

�
い
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
六
國
!
說
辭
が
秦
一
2
と
同
時
に
︑
且
つ
同
一
の
�
想
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
か
否
か
︑
で
あ
る
が
︑
!
說
辭

と
秦
一
2
各
々
の
想
定
す
る
"
勢
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
︑
別
個
に
成
立
し
た
と
す
る
の
が
`
當
で
あ
る
︒
例
え
ば

蘇
秦
⁝
秦
惠
王
に
說
き
て
曰
く
﹁
大
王
の
國
︑
西
に
巴
蜀
漢
中
の
利
b
り
﹂︒
(
秦
一
2 (13
)

)

楚
王
曰
く
﹁
⁝
秦

巴
蜀
を
舉
げ
漢
中
を
幷
せ
ん
と
す
る
の
心
b
り
﹂︒
(﹃
戰
國
策
﹄
楚
策
一
・
蘇
秦
爲
趙
合
從
說
楚
威
王
違(14
)

)

の
如
く
︑
兩
者
は
R
ら
か
に
矛
盾
し
て
お
り
︑
一
時
に
一
人
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
兩
說
話
に
�
く
關
聯
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
こ
と
は

趙
王
大
い
に
悅
び
︑
封
じ
て
武
安
君
と
爲
し
︑
相
印
を
S
け
︑
革
車
百
乘
︑
綿
繡
千
純
︑
白
璧
百
雙
︑
黃
金
萬
ª
︑
以
っ
て
其
の
後
に
隨

わ
し
む
︒
(秦
一
2 (15
)

)

趙
王
⁝
乃
ち
蘇
秦
を
封
じ
て
武
安
君
と
爲
し
︑
d
車
百
乘
︑
黃
金
千
鎰
︑
白
璧
百
雙
︑
錦
繡
千
純
︑
以
て
諸
侯
を
B
せ
し
む
︒
(﹃
戰
國
策
﹄

趙
策
二
・
蘇
秦
從
燕
之
趙
始
合
從
違(16
)

)

と
い
う
表
現
の
類
似
が
示
し
て
い
る
︒
か
か
る
相
e
と
類
似
を
考
慮
す
れ
ば
︑
秦
一
2
が
先
行
し
て
成
立
し
︑
そ
れ
に
着
想
を
得
て
怨
た
に
六
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國
說
辭
が
創
ら
れ
た
︑
と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
考
察
を
Q
し
て
︑
蘇
秦
傳
の
-
?
部
が
大
き
く
分
け
て
秦
一
2
\
び
六
國
說
辭
と
い
う
二
つ
の
�
料
か
ら
�
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

R
ら
か
と
な
っ
た
︒
こ
の
二
つ
を
骨
子
と
し
て
︑
鬼
谷
先
生
や
周
顯
王
・
奉
陽
君
な
ど
の
說
話
を
插
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
-
?
部
は
�
成
さ

れ
て
い
る
︒

二
．
齊
燕
反
閒
說
話

蘇
秦
傳
後
?
部
は
合
從
成
立
後
閒
も
な
く
︑
秦
に
Y
嗾
さ
れ
た
齊
・
魏
が
趙
を
攻
擊
す
る
と
い
う
"
勢
か
ら
始
ま
る
︒
齊
・
魏
の
攻
擊
を
合

從
へ
の
e
背
と
し
て
怒
っ
た
趙
王
は
蘇
秦
を
譴
責
し
︑
そ
れ
を
恐
れ
た
蘇
秦
は
燕
へ
と
赴
く
︒
し
か
し
︑
燕
�
侯
の
死
後
︑
齊
が
燕
の
喪
に
乘

じ
て
攻
擊
を
仕
掛
け
︑
燕
の
十
城
を
奪
う
︒
こ
れ
に
不
滿
を
覺
え
た
燕
易
王
は
蘇
秦
を
非
難
し
︑
愧
じ
た
蘇
秦
は
齊
か
ら
十
城
を
取
り
戾
す
こ

と
を
j
い
︑
齊
に
赴
い
て
十
城
を
奪
囘
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
燕
へ
と
歸
k
し
た
蘇
秦
は
︑
讒
言
を
信
じ
た
燕
王
に
よ
っ
て
S
け
入
れ
を
拒
否
さ

れ
た
た
め
︑
自
己
の
l
白
を
�
張
し
︑
そ
の
結
果
燕
王
に
許
さ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
燕
王
の
母
と
私
Q
し
︑
燕
王
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
︑

燕
王
は
反
っ
て
益
々
蘇
秦
を
重
用
し
た
︒
し
か
し
誅
を
恐
れ
た
蘇
秦
は
燕
の
爲
に
齊
に
お
い
て
反
閒
活
動
を
行
う
こ
と
を
申
し
出
︑
許
さ
れ
て

齊
に
赴
き
︑
�
n
�
に
蘇
秦
が
齊
王
に
寵
愛
さ
れ
る
の
を
妬
ん
だ
大
夫
に
よ
っ
て
殺
'
さ
れ
る
︑
と
い
う
敍
営
に
な
っ
て
い
る
︒

さ
て
︑
蘇
秦
傳
の
後
?
部
は
︑
內
容
に
お
い
て
﹃
戰
國
策
﹄
燕
策
一
・
燕
�
公
時
違

(
燕
一
4
)
︑
同
策
・
人
b
惡
蘇
秦
於
燕
王
者
違

(
燕
一

5
)
に
類
似
し
︑
燕
一
4
が
十
城


復
︑
燕
一
5
が
齊
よ
り
歸
k
し
た
後
の
自
己
の
l
白
を
說
く
說
話
に
該
當
す
る
︒
そ
の
う
ち
︑
燕
一
4
は

そ
の
冒
頭
部
が
蘇
秦
傳
を
O
B
し
た
よ
う
な
記
営
と
な
っ
て
お
り
︑
ま
た
齊
桓
公
と
韓
獻
子
の
故
事
が
﹃
�
記
﹄
に
は
見
え
ぬ
こ
と
を
除
き
︑

若
干
の
字
句
の
衣
同
は
あ
る
も
の
の
︑﹃
�
記
﹄
の
對
應
箇
o
と
ほ
ぼ
同
�
で
あ
る(17

)
︒

�
に
燕
一
5
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
燕
王
﹂
と
の
み
言
\
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
︑
說
話
の
年
代
は
不
R
確
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
違
は

燕
策
一
・
蘇
代
謂
燕
昭
王
違

(燕
一
14
)
と
表
現
・
內
容
に
お
い
て
類
似
し
︑
同
一
の
系
瓜
に
屬
す
る
說
話
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
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﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
五
違
は
燕
一
5
や
燕
一
14
を
p
略
し
た
形
式
を
と
る
が
︑
冒
頭
の
﹁
謂
燕
王
曰
﹂
に
續
い
て
直
ち
に
孝
・
信
・
廉
の
譬

え
が
展
開
さ
れ
る
點
で
よ
り
燕
一
14
に
似
る(18

)
︒
と
い
う
の
も
︑
燕
一
5
で
は
﹁
謂
燕
王
曰
﹂
の
後
に
︑
蘇
秦
が
齊
を
說
い
て
燕
の
十
城
を
r
k

さ
せ
て
齊
よ
り
歸
k
し
た
︑
と
い
う
背
景
描
寫
が
な
さ
れ
る
點
で
差
衣
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る(19

)
︒
一
方
︑
孝
・
信
・
廉
の
代
表
と
し
て
舉
げ

ら
れ
た
人
物
が
燕
一
14
で
は
曾
參
・
孝
己
・
尾
生
高
・
鮑
焦
・
�
鰌
で
あ
る
の
に
對
し
︑
燕
一
5
お
よ
び
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
五
違
で
は
曾

參

(增
參
)
・
尾
生

(犀
星
)
・
伯
夷

(相
夷
)
で
あ
る
と
い
う
事
實
を
勘
案
す
れ
ば
︑
燕
策
と
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
の
三
說
話
が
同
一
の
系
瓜
に

屬
す
る
こ
と
︑
\
び
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
が
燕
一
5
と
燕
一
14
の
中
閒
に
位
置
す
る
形
態
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
こ
の
推
定
に
立
つ
な

ら
ば
︑
燕
一
14
が
齊
へ
の
報
復
を
�
題
と
し
た
燕
昭
王
�
の
說
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
燕
一
5
も
元
來
は
燕
昭
王
�
の
說
話
で
あ
っ
た
と
t
斷

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
︒

蘇
秦
傳
後
?
部
は
︑
さ
ら
に
易
王
母
と
の
私
Q
と
齊
湣
王
初
�
の
反
閒
活
動
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
が
︑
こ
の
二
說
話
は
﹃
�
記
﹄
以
外

に
比
�
で
き
る
�
料
が
存
在
せ
ず
︑
現
時
點
で
は
そ
れ
ぞ
れ
燕
易
王
�
と
齊
湣
王
�
の
年
代
の
說
話
と
す
る
ほ
か
な
い
︒

本
違
で
は
︑
蘇
秦
列
傳
を
合
從
說
話
と
齊
燕
反
閒
說
話
と
い
う
-
後
?
の
二
部
に
大
別
し
て
分
析
を
加
え
た
︒
そ
の
う
ち
︑
-
?
部
は
﹃
�

記
﹄
に
先
行
す
る
趙
を
中
心
と
し
た
合
從
說
話
に
六
國
!
說
辭
を
組
み
入
れ
た
六
國
合
從
說
話
を
軸
と
し
︑
さ
ら
に
鬼
谷
先
生
や
周
顯
王
・
奉

陽
君
等
の
說
話
を
結
合
さ
せ
て
お
り
︑
齊
燕
說
話
は
燕
一
4
・
燕
一
5
に
類
似
す
る
說
話
\
び
燕
王
母
と
の
私
Q
・
齊
に
お
け
る
反
閒
活
動
︑

と
い
う
四
部
分
か
ら
�
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
得
た
︒

第
二
違

蘇
秦
說
話
の
展
開

第
一
違
で
は
蘇
秦
傳
が
先
行
す
る
複
數
の
說
話
を
結
合
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
示
し
た
︒
�
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
先
行
す
る
個
々
の
說
話

が
ど
の
よ
う
に
發
生
・
展
開
し
た
か
で
あ
る
︒
現
在
で
は
︑
�
實
と
し
て
の
蘇
秦
を
紀
元
-
二
八
〇
年
代
-
?
に
�
に
燕
齊
閒
の
外
u
に
從
事

し
︑
紀
元
-
二
八
四
年
の
齊
湣
王
敗
滅
以
-
に
車
裂
に
死
し
た
人
物
︑
と
す
る
﹃
�
記
﹄
の
記
営
と
大
き
く
衣
な
る
見
解
が
�
液
と
な
っ
て
お
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り
︑
そ
れ
に
從
っ
て
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
を
虛
�
と
し
て
v
け
る
傾
向
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
方
の
�
料
を
�
實
と
見
做
し
︑
そ
れ
を
根
據
と

し
て
矛
盾
す
る
�
料
を
一
槪
に
否
定
す
る
の
で
は
︑
�
料
を
正
當
に
用
い
た
と
は
言
い
難
い
︒
蘇
秦
が
歷
�
�
に
實
在
し
た
人
物
で
あ
る
の
か
︑

ま
た
存
在
し
た
と
す
れ
ば
︑
蘇
秦
が
如
何
な
る
生
涯
を
�
っ
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
は
暫
時
待
考
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ま
ず
解
R
す
べ
き
は
︑

蘇
秦
列
傳
の
如
き
蘇
秦
宴
が
何
故
生
じ
た
か
︑
で
あ
る
︒
何
と
な
れ
ば
︑﹃
�
記
﹄
に
至
る
ま
で
の
蘇
秦
宴
の
變
�
を
�
り
︑
蘇
秦
列
傳
の
形

成
�
=
を
R
ら
か
に
し
て
こ
そ
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
を
正
し
く
x
價
し
得
︑
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
︑
蘇
秦
に
關
わ
る
諸
問
題
を
+
切
に

論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
︒

か
か
る
問
題
>
識
を
背
景
に
︑
以
下
で
は
蘇
秦
說
話
の
生
成
か
ら
﹃
�
記
﹄
に
結
實
す
る
ま
で
の
變
�
を
檢
討
す
る
︒
そ
の
際
︑
蘇
秦
傳
の

展
開
に
は
依
ら
ず
︑
蘇
秦
說
話
自
體
の
歷
�
�
展
開
に
沿
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
な
お
︑
後
営
す
る
よ
う
に
﹁
縱
橫
家
﹂
と
い
う

言
葉
は
あ
た
か
も
他
と
R
確
に
區
別
さ
れ
る
﹁
縱
橫
家
﹂
思
想
な
る
も
の
が
存
在
し
た
と
い
う
印
象
を
與
え
か
ね
な
い
の
で
︑
そ
の
Y
用
に
は

問
題
が
存
す
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
縱
橫
長
短
﹂
の
A
を
學
び
︑
�
と
し
て
外
u
に
從
事
し
た
口
舌
の
徒
を
指
し
て
﹁
縱
橫
家
﹂
と
稱
す
る
こ
と

と
す
る
︒

一
．
齊
に
關
わ
る
蘇
秦
說
話
の
展
開

蘇
秦
の
傳
承
は
︑
そ
の
�
初
�
に
お
い
て
は
齊
に
關
聯
し
て
展
開
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
成
書
年
代
が
比
�
�
R
確
な
傳
世
�
獻
の
中
︑
�

も
早
く
蘇
秦
に
言
\
す
る
の
は
序
�
に
紀
元
-
二
三
九
年
の
紀
年
を
持
つ
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
で
あ
る
︒

夫
れ
王
霸
を
成
す
者
固
よ
り
人
あ
り
︑
國
を
&
う
者
も
亦
た
人
あ
り
︒
桀

羊
辛
を
用
い
︑
紂

惡
來
を
用
い
︑
宋

駃
6
を
用
い
︑
齊

蘇

秦
を
用
い
︑
而
し
て
天
下
其
の
&
ぶ
を
知
る
︒
(﹃
呂
氏
春
秋
﹄
知
度(20
)

)

桀
紂
宋
齊
と
い
う
�
列
か
ら
︑﹁
齊
⁝
天
下
知
其
&
﹂
が
齊
湣
王
の
敗
滅
を
指
す
こ
と
は
R
白
で
あ
る
が
︑
こ
の
記
営
か
ら
は
蘇
秦
を
用
い
た

こ
と
が
齊
滅
&
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
#
識
が
窺
え
る
︒﹃
呂
氏
春
秋
﹄
の
成
書
が
齊
敗
滅
か
ら
四
十
五
年
し
か
z
た
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
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慮
す
れ
ば
︑
蘇
秦
を
用
い
た
こ
と
が
齊
を
滅
&
に
{
い
た
︑
と
い
う
齊
敗
滅
に
關
わ
る
傳
承
が
蘇
秦
說
話
の
中
で
も
�
も
早
�
に
屬
す
る
も
の

と
考
え
て
大
�
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
戰
國
末
�
に
成
立
し
た
﹃
荀
子
﹄
に
も
同
樣
の
#
識
を
示
す
記
営
が
あ
る
︒

內
は
民
を
一
に
せ
し
む
る
に
足
ら
ず
︑
外
は
難
を
|
が
し
む
る
に
足
ら
ず
︑
百
姓
親
し
ま
ず
︑
諸
侯
信
ぜ
ず
︑
然
り
而
し
て
巧
敏
佞
說
に

し
て
善
く
寵
を
上
に
取
る
︑
是
れ
態
臣
な
る
者
な
り
︒
⁝
態
臣
を
用
い
る
者
は
&
ぶ
︒
態
臣
用
い
ら
る
れ
ば
則
ち
必
ず
死
す
⁝
故
に
齊
の

蘇
秦
・
楚
の
州
侯
・
秦
の
張
祿
︑
態
臣
と
謂
う
可
き
者
な
り
︒
(﹃
荀
子
﹄
臣
E(21
)

)

『呂
氏
春
秋
﹄﹃
荀
子
﹄
と
も
に
蘇
秦
に
對
し
︑
國
を
滅
&
に
{
い
た
人
物
と
し
て
否
定
�
x
價
を
下
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
荀
子
が
齊
の
稷
下

に
!
ん
だ
こ
と
か
ら
︑
蘇
秦
の
否
定
�
x
價
が
戰
國
末
の
齊
地
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒

こ
の
齊
滅
&
說
話
か
ら
︑
蘇
秦
傳
後
?
部
に
記
営
さ
れ
た
齊
燕
反
閒
說
話
の
基
礎
と
な
る
傳
承
が
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
齊
湣
王
の
敗
滅

に
燕
が
深
く
關
與
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
燕
と
蘇
秦
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
自
然
な
發
想
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
︑
指
摘
す
べ
き
は
︑
齊

湣
王
の
敗
滅
に
關
わ
る
蘇
秦
說
話
の
元
來
の
年
代
觀
が
﹃
�
記
﹄
と
衣
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
關
し
﹃
說
苑
﹄
君
E
\
び
}
賢
に
は
︑
蘇

秦
の
活
動
を
燕
昭
王
�
と
す
る
說
話
が
收
め
ら
れ
て
い
る
︒

燕
昭
王
郭
隗
に
問
う
て
曰
く
﹁
寡
人
地
狹
く
人
寡
く
︑
齊
人
八
城
を
~
取
し
︑
匈
奴
樓
煩
の
下
に
驅
馳
す
︒
孤
の
不
�
を
以
て
︑
宗
B
を

承
く
る
を
得
る
も
︑
社
稷
を
危
う
く
せ
ん
こ
と
を
恐
る
︒
之
を
存た

も

つ
に
E
あ
る
か
﹂
⁝
郭
隗
曰
く
﹁
王
�
に
E
を
興
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑

隗
j
う
ら
く
は
天
下
の
士
の
爲
に
路
を
開
か
ん
﹂︒
是
に
於
て
燕
王
常
に
郭
隗
を
上
坐
に
置
き
て
南
面
せ
し
む
︒
居
る
こ
と
三
年
︑
蘇
子

之
を
聞
き
て
︑
周
從
り
燕
に
歸
し
︑
鄒
衍
之
を
聞
き
て
︑
齊
從
り
燕
に
歸
し
︑
樂
毅
之
を
聞
き
て
︑
趙
從
り
燕
に
歸
し
︑
屈
景
之
を
聞
き

て
︑
楚
從
り
燕
に
歸
す
︒
四
子
畢
く
至
り
︑
果
し
て
�
燕
を
以
て
强
齊
を
幷
す
︒
(﹃
說
苑
﹄
君
E(22
)

)

燕
昭
王
郭
隗
を
得
て
︑
鄒
衍
樂
毅
齊
趙
以よ

り
至
り
︑
蘇
子
屈
景
周
楚
以よ

り
至
る
︒
是
に
於
て
兵
を
舉
げ
て
齊
を
攻
め
︑
閔
王
を
莒
に
棲
ま

わ
す
︒
燕
は
地
を
校は

か

り
眾
を
計
る
に
︑
齊
と
鈞
し
き
に
非
ざ
る
な
り
︒
然
る
に
能
く
>
を
信の

べ
て
此
に
至
る
o
以
の
者
は
︑
士
を
得
る
に

由
る
な
り
︒
(﹃
說
苑
﹄
}
賢(23
)

)
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こ
れ
は
﹁
蘇
子
﹂
が
燕
昭
王
に
仕
え
て
齊
を
滅
ぼ
し
た
︑
と
い
う
#
識
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
�
記
﹄
に
よ
れ
ば
樂
毅
が
燕
に
赴
く
の
は
趙

武
靈
王
の
死
後
で
あ
り
︑
こ
の
說
話
の
想
定
す
る
年
代
は
紀
元
-
二
九
五
年
-
後
と
な
る(24

)
︒
こ
の
年
代
觀
が
齊
滅
&
說
話
の
そ
れ
と
極
め
て
�

い
こ
と
も
兩
者
の
密
接
な
關
係
を
示
唆
す
る
︒
な
お
附
言
し
て
お
く
と
︑
鄒
衍
・
樂
毅
・
屈
景
と
い
う
人
名
表
記
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
︑﹃
說

苑
﹄
が
﹁
蘇
子
﹂
と
記
す
の
は
︑﹃
�
記
﹄
と
齟
齬
す
る
が
故
に
元
來
の
﹁
蘇
秦
﹂
と
い
う
表
記
を
改
め
た
た
め
で
あ
ろ
う(25

)
︒

こ
こ
ま
で
︑
齊
と
燕
と
い
う
蘇
秦
傳
後
?
の
舞
臺
を
見
て
き
た
の
で
︑
蘇
秦
と
趙
と
の
關
聯
が
生
じ
た
經
雲
に
も
觸
れ
て
お
こ
う
︒
ま
ず
︑

先
に
引
用
し
た
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
や
﹃
荀
子
﹄
か
ら
考
え
る
限
り
︑
戰
國
末
に
至
っ
て
も
仍
お
蘇
秦
と
趙
と
の
關
係
は
R
確
U
し
て
い
な
い
︒
現

時
點
で
︑
�
も
早
く
蘇
秦
と
趙
と
の
閒
に
何
ら
か
の
關
聯
が
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
�
料
は
漢
初
の
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
で
あ
る
︒
﹃
戰
國
縱

橫
家
書
﹄
に
記
さ
れ
る
故
事
の
う
ち
︑
第
一
違
～
第
十
四
違
ま
で
が
蘇
秦
に
關
わ
る
說
話
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
︑
齊
に
お
け
る
活
動
の
他
に

趙
で
の
活
動
が
記
さ
れ
て
い
る
點
が
5
目
さ
れ
る(26

)
︒
蘇
秦
と
さ
れ
る
人
物
は
︑
齊
へ
の
復
讐
を
�
す
る
燕
王
の
爲
に
︑
齊
趙
關
係
を
惡
U
さ
せ

る
こ
と
を
目
�
と
し
て
活
動
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
も
︑
第
一
違
～
第
三
違
\
び
第
十
一
違
・
第
十
二
違
か
ら
は
︑
蘇
秦
と
思
わ
れ
る
人
物

が
趙
に
滯
在
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
︑
蘇
秦
が
旣
に
趙
と
密
接
に
關
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
︑
齊
燕
の
角
0
に
趙

が
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
齊
の
み
な
ら
ず
︑
趙
に
お
い
て
も
蘇
秦
が
活
動
し
た
と
い
う
說
話
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
當
時
趙
で
活
動
し

た
奉
陽
君
と
の
敵
對
關
係
な
ど
と
い
う
︑
後
に
﹃
�
記
﹄
に
J
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
O
素
も
︑
こ
の
時
點
で
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た

だ
し
︑
こ
の
說
話
群
に
お
い
て
は
︑
蘇
秦
と
趙
の
關
係
が
決
し
て
良
好
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
﹃
戰
國
策
﹄﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
か
ら

も
確
#
で
き
る
︒

二
．
合
從
說
話
の
展
開

-
p
で
は
蘇
秦
が
�
と
し
て
齊
燕
閒
で
活
動
す
る
說
話
に
つ
い
て
営
べ
た
︒
�
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
か
か
る
齊
燕
說
話
か
ら
︑
如
何
に
し

て
六
國
合
從
說
話
が
生
じ
た
か
で
あ
る
︒
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
︑
諸
國
を
聯
合
さ
せ
る
と
い
う
說
話
に
發
展
し
得
る
內
容
が
﹃
戰
國
策
﹄
や
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﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
に
記
営
さ
れ
た
よ
う
な
齊
・
燕
・
趙
說
話
の
時
點
で
旣
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
で
は

第
七
・
八
・
十
・
十
一
・
十
二
・
十
四
違
に
攻
秦
に
つ
い
て
の
記
営
が
あ
る(27

)
︒
一
例
を
舉
げ
る
︒

兄

(況
)
や
臣
能
く
天
下
を
以
て
秦
を
功

(攻
)
め
︑
疾
く
秦
と
相
い
萃

(捽あ
た

)
り
て
解
け
ざ
ら
し
む
る
を
や
︒
(﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
十

違(
28
)

)

｢臣
﹂
と
自
稱
す
る
人
物
は
蘇
秦
と
さ
れ
て
お
り
︑
自
ら
天
下
を
�
い
て
秦
を
攻
め
る
こ
と
に
言
\
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
蘇
秦
の
o
謂
六
國

合
從
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
こ
こ
に
#
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

ま
た
﹃
戰
國
策
﹄
に
も
�
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

臣
印
;
く
三
晉
の
�
︑
奉
陽
君
・
孟
嘗
君
・
韓
呡
・
周
㝡
・
周
・
韓
餘
爲
の
徒
に
事
え
︑
從
い
て
之
に
下
る
︒
其
の
伐
秦
の
疑
わ
し
き
を

恐
る
る
や
︑
印
身
自
ら
秦
に
醜に

く

ま
し
め
て
之
を
扮
す
︒
天
下
の
秦
符
を
焚
か
ん
こ
と
を
j
う
者
は
臣
な
り
︒
�
い
で
焚
符
の
B
を
傳
え
し

者
は
臣
な
り
︒
�
い
で
五
國
を
し
て
B
し
て
秦
關
を
閉
ざ
さ
し
む
る
者
は
臣
な
り
︒
(﹃
戰
國
策
﹄
魏
策
二
﹁
五
國
伐
秦
無
攻
而
k
﹂
違(29
)

)

發
言
者
は
﹁
臣
﹂
と
自
稱
し
て
お
り
︑
そ
の
人
物
の
名
は
R
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
�
中
に
見
え
る
奉
陽
君
︑
孟
嘗
君
︑
韓
呡
︑
韓
餘
爲
は

﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
で
も
蘇
秦
と
思
わ
れ
る
人
物
の
書
鯵
に
同
時
代
の
人
物
と
し
て
屢
々
名
が
舉
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
樣
に
蘇
秦
と

見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
諸
國
に
秦
と
の
同
�
を
破
棄
さ
せ
︑
五
國
を
し
て
秦
を
關
以
西
に
閉
じ
C
め
さ
せ
た
︑
と
い
う
事
績
に

言
\
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
か
か
る
類
似
に
基
づ
い
て
︑
こ
れ
ら
の
發
言
の
背
景
に
あ
る
說
話
を
直
ち
に
後
の
合
從
說
話
と
同
一
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒
何
故
な
ら
︑
秦
一
2
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
合
從
說
話
は
趙
を
中
心
と
し
︑
且
つ
齊
燕
等
の
諸
侯
國
の
重
O
性
が
低
い
︑
な
ど
と

い
っ
た
點
で
衣
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
趙
中
心
の
合
從
說
話
は
︑
齊
燕
說
話
に
含
ま
れ
る
聯
合
抗
秦
說
話
に
着
想
を
得
つ
つ
も
︑
そ
れ
ら
と
は
ま

た
衣
な
る
>
圖
・
�
想
の
も
と
に
作
り
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
そ
の
作
り
手
は
一
體
如
何
な
る
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
趙
を
中
心
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
あ
る
い
は
長
�
の
戰
以
影
︑
趙
國
の

士
が
衰
&
の
一
�
を
�
る
祖
國
の
^
昔
の
强
盛
を
懷
古
し
て
作
り
上
げ
た
︑
と
の
推
測
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
張
儀
列
傳
の
論
贊
に
は
�
の
よ
う
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に
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

三
晉
權
變
の
士
多
し
︒
夫
の
從
衡
彊
秦
を
言
う
者
は
大
抵
皆
三
晉
の
人
な
り(30

)
︒

司
馬
�
の
か
か
る
言
か
ら
は
︑
三
晉
の
地
に
縱
橫
家
が
多
く
輩
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る(31

)
︒
た
だ
︑
秦
一
2
に
關
し
て
言
え
ば
︑
そ
の
成
立
は
漢

代
以
影
に
下
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
は
漢
代
の
�
違
と
の
比
�
に
よ
っ
て
も
R
ら
か
と
な
る
︒
秦
一
2
で
は
︑
蘇
秦
が
合
從
を
成
立
さ
せ
た

こ
と
を
稱
え
て

此
の
時
に
當
り
︑
天
下
の
大
︑
萬
民
の
眾
︑
王
侯
の
威
︑
謀
臣
の
權
︑
皆
蘇
秦
の
策
に
決
せ
ん
と
欲
す
︒
斗
糧
も
費
や
さ
ず
︑
未
だ
一
兵

も
煩
わ
さ
ず
︑
未
だ
一
士
も
戰
わ
し
め
ず
︑
未
だ
一
弦
も
絕
た
ず
︑
未
だ
一
矢
も
折
ら
ず
し
て
︑
諸
侯
相
い
親
し
む
こ
と
兄
弟
に
賢ま

さ

る(32
)

︒

と
営
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
表
現
が

孔
子
曰
く
﹁
⁝
賜
や
︑
爾
何
如
﹂︒
對
え
て
曰
く
﹁
素
衣
縞
冠
も
て
︑
兩
國
の
閒
に
Y
い
し
︑
尺
寸
の
兵
・
斗
升
の
糧
を
持
せ
ず
し
て
︑

兩
國
を
し
て
相
い
親
し
む
こ
と
弟
兄
の
如
く
せ
し
む
る
を
得
ん
﹂︒
(﹃
韓
詩
外
傳
﹄
卷
九(33
)

)

に
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
R
ら
か
で
あ
る(34

)
︒
ま
た
︑
縱
橫
家
の
手
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
秦
一
2
に
見
え
る
表
現
が
︑﹃
韓
詩
外
傳
﹄

の
說
話
に
お
い
て
は
儒
家
の
口
を
借
り
て
發
せ
ら
れ
て
い
る
︑
と
い
う
事
實
は
よ
り
興
味
深
い
︒
こ
こ
で
想

す
べ
き
は
︑
漢
代
の
縱
橫
家
が

儒
家
思
想
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
︒
そ
の
形
跡
は
�
獻
に
�
せ
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
武
�
�
に
活
動
し
た
�
父
偃
は
﹁
學
長
短

縱
橫
之
A
︑
晚
乃
學
易
・
春
秋
・
百
家
言
﹂
と
あ
り
︑
縱
橫
家
で
あ
り
な
が
ら
儒
家
の
經
典
を
も
學
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る(35

)
︒
他
方
︑
劉
邦

に
﹁
豎
儒
﹂
と
罵
ら
れ
た
酈
食
其
が
﹁
六
國
從
橫
時
﹂
の
こ
と
を
說
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
儒
家
が
縱
橫
家
の
學
を
修
め
る
こ
と

も
あ
り
得
た(36

)
︒
無
論
︑﹁
縱
橫
家
﹂
な
る
學
�
が
太
�
公
自
序
の
﹁
六
家
O
指
﹂
に
は
見
え
ず
︑﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
の
時
點
で
儒
家
や
E
家
と
竝

ん
で
初
め
て
﹁
從
橫
家
者
液
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
他
の
學
�
と
R
確
に
思
想
�
差
衣
の
あ
る
獨
立
し
た
一
�
と
し
て
#
識
さ
れ
る

の
は
漢
代
も
後
?
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
︑
か
か
る
事
實
に
鑑
み
れ
ば
︑
-
漢
初
�
に
他
と
截
然
と
區
別
し
う
る
﹁
縱
橫
家
﹂
思
想
が

あ
っ
た
と
す
る
の
は
+
切
さ
を
缺
く
�
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
少
な
く
と
も
後
世
か
ら
み
て
﹁
縱
橫
家
﹂
と
﹁
儒
家
﹂
に
分
類
さ
れ
う
る
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よ
う
な
思
想
が
一
個
人
の
中
に
�
存
す
る
こ
と
は
あ
り
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
か
か
る
點
を
考
慮
す
れ
ば
︑
�
父
偃
傳
に
見
え
る
表
現
の
類
似

は
秦
一
2
の
作
者
に
つ
い
て
の
�
な
る
推
測
を
促
す
︒

蘇
秦
喟
然
と
し
て
�
じ
て
曰
く
︑
此
れ
一
人
の
身
︑
富
貴
な
れ
ば
則
ち
親
戚
も
之
を
畏
懼
し
︑
貧
賤
な
れ
ば
則
ち
之
を
輕
易
す
⁝
是
に
於

て
千
金
を
散
じ
︑
以
て
宗
族
 
友
に
賜
う
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳(37
)

)

臣
結
髮
し
て
游
學
す
る
こ
と
四
十
餘
年
︑
身
は
¡
ぐ
る
を
得
ず
︑
親
は
以
て
子
と
爲
さ
ず
︑
昆
弟
は
收
め
ず
︑
賓
客
は
我
を
棄
て
︑
我
阸

し
む
こ
と
日
久
し
︒
且
つ
丈
夫
生
ま
れ
て
五
鼎
も
て
食
せ
ざ
れ
ば
︑
死
し
て
卽
ち
五
鼎
も
て
烹
ら
る
る
の
み
︒
吾
日
暮
れ
て
�
£
し
︑
故

に
倒
行
し
て
之
を
暴
施
す
︒
⁝
上
�
父
を
拜
し
て
齊
相
と
爲
す
︒
齊
に
至
り
て
︑
¤
く
昆
弟
賓
客
を
召
し
︑
五
百
金
を
散
じ
て
之
に
予
え
︑

之
を
數
め
て
曰
く
始
め
吾
れ
貧
し
き
時
︑
昆
弟
は
我
を
衣
食
せ
ず
︑
賓
客
は
我
を
門
に
內
れ
ず
︒
今
吾
齊
に
相
た
る
や
︑
諸
君
我
を
]
う

る
こ
と
或
い
は
千
里
︒
吾
諸
君
と
絕
て
り
︒
復
た
偃
の
門
に
入
る
毋
れ
﹂︒
(﹃
�
記
﹄
�
津
侯
�
父
列
傳(38
)

)

兩
者
と
も
富
貴
貧
窮
に
よ
っ
て
世
人
の
態
度
が
¥
轉
す
る
︑
と
い
う
同
樣
の
發
想
に
出
て
お
り
︑
榮
D
を
¡
げ
た
後
︑
親
�
者
に
財
を
與
え
る

と
い
う
行
動
も
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
蘇
秦
傳
の
原
�
料
た
る
秦
一
2
も
︑
や
は
り
漢
代
の
縱
橫
家
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
し
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
︒
確
か
に
︑
か
か
る
表
現
が
戰
國
�
に
旣
に
定
型
U
さ
れ
︑
そ
れ
が
漢
代
ま
で
襲
用
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
が
︑

﹃
韓
詩
外
傳
﹄
の
例
も
考
慮
す
れ
ば
︑
や
は
り
漢
代
の
成
立
と
考
え
る
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う(39

)
︒

�
い
で
檢
討
す
べ
き
は
︑
漢
代
の
縱
橫
家
が
か
か
る
蘇
秦
說
話
を
展
開
せ
ん
と
し
た
︑
そ
の
背
景
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
︑
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒﹃
淮
南
子
﹄
は
縱
橫
家
の
產
生
し
た
狀
況
に
つ
い
て
︑
一
つ
の
見
解
を
示
し
て
い
る
︒

晚
世
の
時
︑
六
國
諸
侯
⁝
各
々
自
ら
其
の
境
內
を
治
め
︑
其
の
分
地
を
守
り
︑
其
の
權
柄
を
握
り
︑
其
の
政
令
を
擅
ま
ま
に
す
︒
下
に
方

伯
無
く
︑
上
に
天
子
無
く
︑
力
征
し
て
權
を
爭
い
︑
§
者
右
と
爲
る
⁝
故
に
縱
橫
修
短
焉こ

こ

に
生
ず
︒
(﹃
淮
南
子
﹄
O
略
訓(40
)

)

こ
の
記
営
か
ら
は
︑
戰
國
時
代
の
如
き
諸
侯
が
相
攻
伐
す
る
混
亂
し
た
"
勢
下
に
お
い
て
こ
そ
縱
橫
家
が
�
も
活
©
で
き
る
︑
と
の
#
識
が
看

取
で
き
る
︒
こ
れ
は
當
然
な
が
ら
漢
代
に
お
け
る
#
識
に
�
ぎ
な
い
が
︑
歷
�
�
實
態
を
あ
る
=
度
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
う
ち
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﹁
上
に
天
子
無
し
﹂
は
周
王
の
權
威
の
低
下
を
R
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
一
方
︑
對
と
な
る
﹁
下
に
方
伯
無
し
﹂
と
は
︑
戰
國
-

�
の
�
侯
・
武
侯
�
に
は
�
强
國
で
あ
っ
た
魏
が
︑
惠
王
�
︑
特
に
馬
陵
の
大
敗
以
後
そ
の
勢
力
を
減
v
さ
せ
︑
霸
者
と
し
て
の
地
位
を
�
n

�
に
喪
失
し
︑
春
秋
時
代
以
來
の
霸
者
體
制
が
�
n
�
に
ª
壞
し
た
こ
と
を
>
味
す
る
も
の
で
あ
る(41

)
︒
ま
た
戰
國
�
以
影
の
b
力
國
に
よ
る
斷

續
�
な
勢
力
擴
大
の
結
果
︑
戰
國
中
�
に
は
«
衝
國
と
し
て
機
能
し
た
小
國
が
-
代
に
比
し
て
減
少
し
た
こ
と
は
︑
勢
力
の
拮
抗
す
る
大
國
閒

に
お
け
る
紛
爭
を
一
層
緊

U
さ
せ
た
︒
こ
の
權
威
・
實
力
に
お
い
て
一
方
が
他
方
を
凌
駕
す
る
こ
と
の
な
い
"
勢
下
で
は
︑
自
國
の
優
位
を

保
持
す
る
た
め
に
自
ら
積
極
�
に
他
國
と
同
�
を
結
び
︑
敵
對
國
を
牽
制
す
る
こ
と
が
不
可
缺
と
な
る
︒
か
か
る
時
代
狀
況
に
好
機
を
見
出
し

た
の
が
後
世
の
o
謂
縱
橫
家
で
あ
っ
た
︒
當
時
︑
自
國
內
で
恆
常
�
安
定
�
に
官
僚
を
育
成
し
再
生
產
す
る
體
制
が
未
だ
發
展
し
て
お
ら
ず
︑

人
材
を
外
部
か
ら
獲
得
す
る
必
O
が
あ
っ
た
こ
と
も
縱
橫
家
の
©
®
を
促
し
た
O
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
何
と
な
れ
ば
︑
合
從
連
衡
を
說
く
人

物
は
多
く
の
場
合
﹁
客
﹂
と
稱
さ
れ
る
衣
國
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
故
に
彼
ら
は
一
般
の
臣
と
衣
な
る
W
い
を
S
け
て
お
り
︑

こ
の
こ
と
が
縱
橫
家
に
O
求
さ
れ
る
﹁
專
對
﹂
を
容
易
な
ら
し
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る(42

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
か
か
る
"
勢
も
長
く
は
續
か
な
か
っ
た
︒
-
二
八
四
年
に
は
東
方
の
雄
國
で
あ
っ
た
齊
が
敗
滅
し
︑
郢
都
の
陷
落
が
示
す

如
く
楚
も
ま
た
劣
勢
に
立
た
さ
れ
︑
秦
一
强
の
形
勢
が
R
ら
か
と
な
る
︒
そ
の
後
︑
長
�
の
戰
に
よ
っ
て
そ
の
趨
勢
が
決
定
�
に
な
る
と
︑
外

u
は
も
は
や
抗
秦
あ
る
い
は
親
秦
に
限
ら
れ
︑
そ
れ
以
-
の
よ
り
多
樣
な
同
�
關
係
の
�
築
は
旣
に
嘗
て
の
>
義
を
喪
失
し
︑
縱
橫
家
の
活
動

も
そ
れ
に
つ
れ
て
必
然
�
に
衰
v
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
確
か
に
︑
縱
橫
家
が
楚
漢
抗
爭
�
を
經
て
漢
代
に
入
っ
て
も
仍
お
存
續
し

て
い
た
こ
と
は
︑
蒯
Q
の
存
在
か
ら
も
わ
か
る
け
れ
ど
も
︑
漢
王
±
成
立
以
影
︑
縱
橫
家
は
活
©
の
場
を
失
い
︑
や
は
り
v
潮
を
餘
儀
な
く
さ

れ
た
︒
そ
の
窮
地
を
脫
す
る
た
め
に
彼
ら
が
爲
し
た
こ
と
の
一
つ
が
︑
縱
橫
家
の
辯
舌
と
策
謀
を
强
³
し
︑
ひ
い
て
は
自
ら
の
b
用
性
を
�
張

す
る
よ
う
な
說
話
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
際
︑
說
話
を
假
託
す
る
對
象
と
し
て
´
ば
れ
た
人
物
の
一
人
が
蘇
秦
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

蘇
秦
が
縱
橫
家
た
ち
に
´
ば
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
︑
漢
代
縱
橫
家
の
多
く
が
齊
地
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
舉
げ
ら
れ
る
︒
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縱
橫
家
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
に
は
楚
漢
抗
爭
�
の
蒯
Q
に
始
ま
り
鄒
陽
・
�
父
偃
・
嚴
安
な
ど
が
い
る
が
︑
彼
ら
が
皆
齊
人
で
あ
る
と
#
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
漢
代
に
お
い
て
は
縱
橫
家
が
齊
地
で
盛
ん
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
辯
舌
と
策
謀
に
長
け
て
い
た
と
し
て

齊
地
に
名
が
知
ら
れ
て
い
た
蘇
秦
が
假
託
の
對
象
と
し
て
縱
橫
家
の
輩
に
´
ば
れ
た
こ
と
は
ご
く
自
然
な
液
れ
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

如
何
に
策
謀
に
優
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
蘇
秦
の
如
き
一
國
を
滅
&
に
{
い
た
と
さ
れ
る
人
物
は
世
人
︑
と
り
わ
け
瓜
治
階
µ
に
屬
す
る
人
々

に
S
容
さ
れ
難
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
縱
橫
家
は
旣
に
成
立
し
て
い
た
蘇
秦
說
話
の
中
か
ら
︑
自
ら
に
好
都
合
な
O
素
の
み
を
取
り
上

げ
て
强
³
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
從
來
と
大
き
く
衣
な
る
蘇
秦
說
話
を
生
み
出
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
齊
燕
說
話
に
も
旣
に
見
ら
れ
る
︑
諸
侯
を
�

い
て
秦
を
攻
擊
す
る
說
話
の
み
を
强
³
し
︑
反
閒
活
動
と
密
接
に
か
か
わ
る
齊
や
燕
を
後
景
に
v
け
て
否
定
�
印
象
の
拂
拭
を
圖
っ
た
の
で
あ

る
︒
秦
を
打
倒
し
て
瓜
一
を
果
た
し
た
漢
代
に
お
い
て
は
︑﹁
暴
秦
﹂
に
抗
す
る
と
い
う
�
圖
が
S
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
も
︑
合
從

說
話
形
成
の
背
景
に
あ
ろ
う
︒
秦
王
が
蘇
秦
に
對
し
て
强
い
敵
愾
の
念
を
示
す
"
景
を
描
い
た
﹃
戰
國
策
﹄
秦
策
の
說
話
も
︑
や
は
り
か
か
る

>
圖
に
沿
っ
て
爲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る(43

)
︒
そ
し
て
︑
傳
世
�
獻
に
み
え
る
蘇
秦
說
話
の
う
ち
︑
數
量
に
お
い
て
合
從
說
話
が
齊
燕
說
話
に
§
る

こ
と
か
ら
︑
彼
ら
の
>
圖
は
成
功
を
收
め
た
と
も
言
え
る(44

)
︒
ま
た
︑﹃
荀
子
﹄
か
ら
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
︑
戰
國
�
の
齊
に
お
い
て
︑
蘇
秦

が
&
國
の
張
本
と
し
て
否
定
�
x
價
を
與
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
︑
合
從
を
果
た
し
た
英
雄
と
し
て
蘇
秦
を
假
託
の
對
象
に
取
り
上
げ
た
時
�

が
︑
田
齊
と
直
接
�
な
關
わ
り
を
持
た
な
く
な
っ
た
漢
代
以
影
で
あ
る
と
の
推
測
を
荏
持
す
る
︒

�
に
問
題
と
な
る
の
は
六
國
!
說
辭
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
が
秦
一
2
に
着
想
を
得
て
創
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
第
一
違
で
觸
れ

た
︒
し
か
し
︑
秦
一
2
と
六
國
!
說
辭
の
閒
に
は
蘇
秦
宴
に
關
す
る
極
め
て
重
O
な
變
U
が
生
じ
て
い
る
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
蘇
秦
と
張
儀
を

相
對
立
す
る
縱
橫
家
の
兩
雄
と
す
る
#
識
で
あ
る
︒﹃
�
記
﹄
に
お
い
て
︑
張
儀
は
蘇
秦
と
師
を
共
に
し
︑
蘇
秦
の
助
力
に
よ
り
秦
國
に
仕
え
︑

秦
の
爲
に
連
衡
を
說
い
た
人
物
と
さ
れ
て
お
り
︑
兩
者
の
深
い
關
係
が
描
寫
さ
れ
て
い
る
︒

六
國
の
君
に
向
け
た
蘇
秦
と
張
儀
の
!
說
辭
は
﹃
�
記
﹄
\
び
﹃
戰
國
策
﹄
に
收
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
張
儀
の
!
說
辭
の
中
に
は
蘇
秦
に
言

\
す
る
�
言
が
あ
る
︒
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張
儀

秦
の
爲
に
從
を
破
り
連
橫
せ
ん
と
し
て
︑
楚
王
に
說
き
て
曰
く
﹁
⁝
凡
そ
天
下
の
信
じ
て
從
親
を
B
し
て
堅
き
o
の
者
は
蘇
秦
な

り
︒
封
ぜ
ら
れ
て
武
安
君
と
爲
り
︑
燕
に
相
た
る
や
︑
卽
ち
陰
か
に
燕
王
と
齊
を
破
り
共
に
其
の
地
を
分
か
た
ん
こ
と
を
謀
る
︒
乃
ち
罪

あ
る
を
佯
り
︑
出
で
走
り
て
齊
に
入
る
︒
齊
王
因
り
て
S
け
て
之
を
相
と
す
︒
居
る
こ
と
二
年
に
し
て
覺あ

ら

わ
れ
︑
齊
王
大
い
に
怒
り
︑
蘇

秦
を
市
に
車
裂
す
︒
夫
れ
一
詐
僞
反
·
の
蘇
秦
を
以
て
天
下
を
經
營
し
︑
諸
侯
を
混
一
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑
其
の
成
る
べ
か
ら
ざ
る
や
亦

た
R
ら
け
し
⁝
﹂
楚
王
⁝
乃
ち
車
百
乘
を
¸
わ
し
︑
雞
駭
の
犀
・
夜
光
の
璧
を
秦
王
に
獻
ず
︒
(﹃
戰
國
策
﹄
楚
策
一
・
張
儀
爲
秦
破
從
連
橫

違(
45
)

)
張
儀
秦
の
爲
に
連
橫
せ
ん
と
し
︑
趙
王
に
說
き
て
曰
く
﹁
⁝
凡
そ
大
王
の
信
じ
て
以
て
從
を
爲
す
o
の
者
は
︑
蘇
秦
の
計
を
恃
む
な
り
︒

諸
侯
を
熒
惑
し
︑
是
を
以
て
非
と
爲
し
︑
非
を
以
て
是
と
爲
し
︑
齊
國
を
反
·
せ
ん
と
欲
す
る
も
能
わ
ず
︑
自
ら
齊
の
市
に
車
裂
せ
し
む
︒

夫
れ
天
下
の
一
に
す
べ
か
ら
ざ
る
は
亦
た
R
ら
け
し
⁝
﹂
趙
王
⁝
乃
ち
車
三
百
乘
を
以
て
澠
池
に
入
±
し
︑
河
閒
を
割
き
て
以
て
秦
に
事

う
︒
(﹃
戰
國
策
﹄
趙
策
二
・
張
儀
爲
秦
連
橫
違(46
)

)

こ
の
�
か
ら
は

①
蘇
秦
が
合
從
を
成
立
さ
せ
︑
②
燕
王
と
圖
っ
て
齊
を
破
ろ
う
と
し
︑
③
車
裂
に
死
し
た
こ
と
︑
\
び

④
張
儀
が
蘇
秦

の
成
立
さ
せ
た
合
從
を
破
っ
た
︑
と
い
う
#
識
が
看
取
さ
れ
︑
蘇
秦
と
張
儀
が
相
-
後
す
る
人
物
と
し
て
關
係
附
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
R
ら

か
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ま
で
�
っ
て
き
た
六
國
!
說
辭
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
說
話
展
開
の
中
に
は
︑
蘇
秦
と
張
儀
を
關
聯
附
け

る
記
営
が
�
く
見
え
な
い(47

)
︒
そ
こ
で
︑
一
體
ど
の
時
點
で
蘇
秦
と
張
儀
を
相
對
立
す
る
人
物
と
し
て
W
う
說
話
が
發
生
し
た
の
か
︑
が
問
題
と

な
る
︒
こ
れ
は
︑
蘇
秦
張
儀
を
修
d
す
る
常
套
句
と
も
な
っ
た
﹁
合
從
連
衡
﹂
と
い
う
#
識
が
い
つ
生
じ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
と
も
關
わ
る
︒

戰
國
末
に
成
書
し
た
で
あ
ろ
う
﹃
韓
非
子
﹄
に
は
合
從
と
連
衡
を
對
比
す
る
表
現
が
見
え
る
︒

從
な
る
者
は
眾
�
を
合
し
て
以
て
一
强
を
攻
む
る
な
り
︒
而
し
て
衡
な
る
者
は
一
强
に
事
え
て
以
て
眾
�
を
攻
む
る
な
り
︒
(﹃
韓
非
子
﹄

五
蠧(48
)

)

こ
れ
は
︑
戰
國
末
に
は
﹁
合
從
﹂
と
﹁
連
衡
﹂
を
對
比
す
る
考
え
が
旣
に
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
︑
蘇
秦
や
張
儀
と
の
關
係
は
不
R
で
あ
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る
︒
た
だ
︑
抗
秦
と
蘇
秦
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
︑﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
等
の
齊
燕
說
話
に
は
︑
蘇
秦
が
諸
國
を
�
い
て
秦
を
伐
っ
た
記
営
が

あ
る
こ
と
か
ら
︑
戰
國
末
︑
或
い
は
漢
初
に
は
旣
に
關
聯
附
け
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹁
合
從
﹂
は
用
い
ら
れ
始
め
た
當
初
︑
抗
秦
の
み
を

指
す
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(49

)
︒

燕
昭
王
⁝
樂
毅
を
し
て
趙
惠
�
王
を
B
せ
し
め
︑
別
に
楚
魏
を
連
ね
し
め
︑
趙
を
し
て
秦
に
嚪く

ら

わ
す
に
伐
齊
の
利
を
以
て
せ
し
む
︒
諸
侯

齊
湣
王
の
驕
暴
な
る
を
'
み
︑
皆
爭
い
て
合
從
し
︑
燕
と
齊
を
伐
つ
︒
(﹃
�
記
﹄
樂
毅
列
傳(50
)

)

樂
毅
が
諸
侯
を
�
い
て
齊
を
伐
っ
た
こ
と
も
﹁
合
從
﹂
と
稱
さ
れ
て
お
り
︑
齊
燕
說
話
に
お
い
て
樂
毅
と
同
時
�
に
燕
昭
王
に
仕
え
て
伐
齊
に

從
事
し
た
蘇
秦
が
︑
抗
秦
に
限
定
さ
れ
な
い
廣
義
の
﹁
合
從
﹂
と
結
び
附
け
ら
れ
た
可
能
性
は
存
在
す
る
︒
た
だ
し
︑
蘇
秦
の
﹁
合
從
﹂
と
張

儀
の
﹁
連
衡
﹂
と
い
う
對
立
し
た
�
圖
に
お
い
て
は
︑
當
然
な
が
ら
蘇
秦
が
抗
秦
の
合
從
に
關
與
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
關

し
て
は
︑
例
え
ば
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
四
違
に
﹁
齊
勺

(趙
)
¼
於
阿
︑
王
憂
之
︑
臣
與
於
¼
︑
B
功

(攻
)
秦
去
�
﹂
と
あ
り
︑
蘇
秦
が

攻
秦
の
同
�
に
與
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
後
世
の
如
く
合
從
の
長
と
し
て
は
W
わ
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
が
成
立
し
た
時

點
で
︑
攻
秦
同
�
の
成
立
に
關
し
て
何
ら
か
の
役
割
を
擔
う
人
物
と
し
て
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
︒

し
か
し
︑
こ
の
抗
秦
の
合
從
と
蘇
秦
が
結
び
附
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
言
で
き
る
の
は
年
代
�
に
さ
ら
に
下
る
︒
そ
の
#
識
は
︑
淮
陰
出

身
の
辯
士
で
あ
る
枚
乘
が
︑
吳
楚
七
國
の
亂
に
際
し
て
吳
王
に
說
い
た
發
言
中
に
見
え
る
︒

六
國
信
陵
の
籍
に
乘
じ
︑
蘇
秦
の
B
を
R
ら
か
に
し
︑
荊
軻
の
威
を
厲
ま
し
︑
力
を
幷
せ
心
を
一
に
し
て
以
て
秦
に
備
う
︒
(﹃
漢
書
﹄
賈

鄒
枚
路
傳(51
)

)

と
あ
り
︑
漢
景
�
�

(-
一
五
六
～
-
一
四
一
年
)
に
は
蘇
秦
が
抗
秦
同
�
の
中
心
人
物
と
し
て
#
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

�
い
で
︑
連
衡
が
張
儀
と
關
聯
附
け
ら
れ
た
時
�
を
檢
討
す
る
︒﹁
連
衡
﹂
が
戰
國
末
の
�
獻
に
お
い
て
﹁
合
從
﹂
と
對
應
す
る
用
語
と
し

て
舉
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
見
た
が
︑﹁
連
衡
﹂
策
は
槪
ね
秦
に
關
聯
し
て
営
べ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
#
識
の
存
在
は
賈
誼
に
も

確
#
で
き
る
︒
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秦
孝
公
殽
函
の
固
に
據
り
︑
雍
州
の
地
を
擁
し
︑
君
臣
固
守
し
て
周
室
を

闚
う
か
が

い
︑
天
下
を
席
卷
し
︑
宇
內
を
Â
舉
し
︑
四
海
を
囊
括
せ

ん
と
す
る
の
>
︑
八
荒
を
幷
吞
せ
ん
と
す
る
の
心
b
り
︒
是
の
時
に
當
る
や
︑
商
君
之
を
佐
け
︑
內
は
法
度
を
立
て
︑
Å
織
に
務
め
︑
守

戰
の
備
を
修
め
︑
外
は
連
衡
し
て
諸
侯
と
鬭
う
︒
(﹃
�
秦
論(52
)

﹄)

秦
が
連
衡
策
を
J
用
し
て
關
東
の
諸
國
と
爭
っ
た
と
い
う
#
識
は
漢
�
�
�

(-
一
七
九
～
-
一
五
七
年
)
に
は
存
在
し
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
指

摘
す
べ
き
は
︑
こ
の
時
點
で
は
連
衡
が
商
鞅
の
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
︑
未
だ
張
儀
と
の
關
係
性
は
#
め
ら
れ
な
い
︑
と
い
う
事
實
で
あ

る(
53
)

︒｢蘇
秦
の
合
從
﹂
と
﹁
張
儀
の
連
衡
﹂
と
い
う
對
立
�
�
圖
の
#
識
を
R
確
に
示
す
記
営
は
﹃
淮
南
子
﹄
に
初
見
す
る
︒

張
儀
蘇
秦

家
に
常
居
無
く
︑
身
に
定
君
無
く
︑
從
衡
の
事
を
B
し
︑
傾
·
の
謀
を
爲
し
︑
天
下
を
濁
亂
し
︑
諸
侯
を
撓
滑
し
︑
百
姓
を

し
て
啟
居
に
遑
あ
ら
ざ
ら
し
め
︑
或
い
は
從
︑
或
い
は
橫
︑
或
い
は
眾
�
を
合
し
︑
或
い
は
富
强
を
輔
く
︒
此
れ
行
い
を
衣
に
す
る
も
醜

に
歸
す
る
者
な
り
︒
(﹃
淮
南
子
﹄
泰
族
訓(54
)

)

張
儀
・
蘇
秦
の
從
衡
︑
皆
掇
取
の
權
に
し
て
︑
一
切
の
A
な
り
︒
(﹃
淮
南
子
﹄
泰
族
訓(55
)

)

『淮
南
子
﹄
は
-
一
三
九
年
頃
の
成
書
と
さ
れ
て
お
り
︑
蘇
秦
と
張
儀
を
詭
計
に
富
み
︑
合
從
連
衡
に
從
事
し
て
天
下
を
脅
か
し
た
人
物
と
す

る
︑
合
從
連
衡
と
蘇
秦
張
儀
を
軸
と
し
た
說
話
が
武
�
初
年
に
は
旣
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
か
か
る
說
話
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
︑

円
元
元
年
冬
十
�
︑
丞
相
・
御
�
・
列
侯
・
中
二
千
石
・
二
千
石
・
諸
侯
相
に
詔
し
て
賢
良
方
正
直
言
極
諫
の
士
を
舉
げ
し
む
︒
丞
相
綰

奏
す
ら
く
﹁
舉
ぐ
る
o
の
賢
良
︑
或
い
は
申
商
韓
非
蘇
秦
張
儀
の
言
を
治
め
︑
國
政
を
亂
す
︒
j
う
皆
罷
め
ん
﹂
と
︒
(﹃
漢
書
﹄
武
�
紀(56
)

)

武
�
の
時
︑
齊
人
に
東
方
生
名
は
朔
な
る
も
の
b
り
⁝
時
に
宮
下
の
È
士
諸
先
生
を
會
聚
し
て
與
に
論
議
す
る
に
︑
共
に
之
を
難
じ
て
曰

く
﹁
蘇
秦
張
儀
一
た
び
萬
乘
の
�
に
當
り
て
卿
相
の
位
に
都お

り
︑
澤
後
世
に
\
ぶ
⁝
﹂
東
方
生
曰
く
﹁
⁝
夫
の
張
儀
蘇
秦
の
時
︑
周
室
大

い
に
壞
れ
︑
諸
侯
±
せ
ず
︑
力
政
し
て
權
を
爭
う
⁝
方
今
天
下
の
大
︑
士
民
の
眾
を
以
て
︑
精
を
竭
し
て
馳
說
し
︑
幷
®
輻
湊
す
る
者
︑

§
げ
て
數
う
べ
か
ら
ず
︒
力
を
悉
く
し
て
義
を
慕
う
も
︑
衣
食
に
困
し
み
︑
或
い
は
門
戶
を
失
う
︒
Yも

し
張
儀
蘇
秦

僕
と
幷
び
て
今
の
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世
に
生
く
れ
ば
︑
曾
ち
掌
故
も
得
る
能
わ
ず
︒
安
ん
ぞ
敢
え
て
常
侍
侍
郞
を
Î
ま
ん
や
﹂︒
(﹃
�
記
﹄
滑
稽
列
傳(57
)

)

に
あ
る
﹁
蘇
秦
張
儀
﹂
と
竝
稱
す
る
記
営
も
同
樣
の
#
識
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
東
方
朔
の
言
に
よ
れ
ば
︑
武
�
�
に

は
縱
橫
家
の
x
價
が
相
當
に
低
下
し
て
い
た
こ
と
も
R
ら
か
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
O
す
れ
ば
︑
遲
く
と
も
武
�
�
に
は
蘇
秦
と
張
儀
を
縱
橫
家

の
兩
雄
で
あ
る
と
す
る
#
識
が
成
立
し
︑
か
つ
廣
範
に
共
b
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
淮
南
子
﹄
に
載
る
蘇
秦
の
記
営
か
ら

は
︑
蘇
秦
傳
に
描
か
れ
た
よ
う
な
說
話
が
﹃
�
記
﹄
以
-
に
旣
に
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
點
で
重
O
な
>
義
を
持
つ
︒

蘇
秦
︑
Ï
夫
徒
步
の
人
な
り
︒
靻
蹻
嬴
蓋
し
て
︑
萬
乘
の
�
を
經
營
し
︑
諸
侯
を
X
諾
す
︒
然
れ
ど
も
自
ら
車
裂
の
患
を
免
れ
ず
︒
(﹃
淮

南
子
﹄
氾
論
訓(58
)

)

こ
の
記
営
は
鯵
l
な
O
B
と
な
っ
て
お
り
︑
-
提
と
し
て
い
る
說
話
の
細
部
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
①
卑
賤
か
ら
身
を

こ
し
︑

②
諸
侯
を
從
え
︑
③
車
裂
に
死
し
た
︑
と
い
う
蘇
秦
傳
に
描
か
れ
た
記
営
と
共
Q
す
る
內
容
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
こ
か
ら
は
︑
合
從

說
話
と
齊
燕
說
話
︑
\
び
蘇
秦
張
儀
の
對
立
と
い
っ
た
O
素
を
含
む
說
話
を
背
景
と
し
た
六
國
說
辭
が
︑
槪
ね
武
�
�
初
年
ま
で
に
は
成
立
し

て
い
た
こ
と
が
#
め
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
が
長
沙
に
傳
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
齊
燕
說
話
が
漢
初
に
は
旣
に
楚
地
で
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
︑
遲
れ
て
成
立
し
た
合
從
說
話
も
武
�
初
年
に
は
�
\
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
右
記
の
﹃
淮
南

子
﹄
の
記
営
で
と
り
わ
け
5
目
さ
れ
る
の
は
︑
蘇
秦
が
車
裂
に
死
し
た
︑
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
成
立
年
代
が
確
定
で
き
な
い
張
儀
の
六
國
!

說
辭
を
除
け
ば
︑
こ
の
記
営
が
蘇
秦
車
裂
說
の
初
出
で
あ
り
︑
車
裂
に
死
す
と
い
う
末
路
が
蘇
秦
說
話
の
中
で
も
か
な
り
遲
れ
て
考
案
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
を
是
と
し
て
︑
蘇
秦
列
傳
を
8
り
と
す
る
硏
究
者
の
著
営
に
お
い
て
も
︑
蘇
秦
が
車
裂
に
處
さ
れ
た
︑

と
い
う
記
営
が
屢
々
見
ら
れ
る
が
︑
車
裂
に
關
し
て
の
み
︑
よ
り
後
代
に
展
開
し
た
說
話
を
�
料
と
し
て
J
用
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
︑
從
い

難
い
︒
そ
し
て
﹃
淮
南
子
﹄
の
も
う
一
つ
の
特
�
は
蘇
秦
に
對
す
る
否
定
�
な
x
價
で
あ
る
︒
m
言
訓
や
-
引
の
泰
族
訓
・
氾
論
訓
の
記
営
か

ら
は
︑
蘇
秦
を
智
謀
の
士
と
#
め
つ
つ
も
︑
決
し
て
好
>
�
に
は
捉
え
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る(59

)
︒
蘇
秦
の
英
雄
�
形
象
を
描
い
た
合
從
說

話
が
當
時
液
布
し
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
︑
こ
の
否
定
�
x
價
は
︑﹃
淮
南
子
﹄
Ó
纂
者
た
ち
が
合
從
說
話
の
作
り
手
た
ち
と
は
性
格
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を
衣
に
す
る
集
團
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

第
三
違

司
馬
�
と
蘇
秦
傳

第
一
違
・
第
二
違
を
Q
し
て
︑
齊
滅
&
か
ら
武
�
�
に
至
る
ま
で
の
蘇
秦
說
話
の
發
生
と
展
開
︑
\
び
蘇
秦
傳
が
﹃
�
記
﹄
に
先
行
し
て
成

立
し
た
種
々
の
說
話
を
組
み
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
R
ら
か
に
し
た
︒
本
違
で
は
︑
司
馬
�
が
先
行
す
る
�
料
を
ど
の
よ
う
に
取

Ô
´
擇
・
�
列
し
︑
如
何
な
る
>
圖
を
も
っ
て
蘇
秦
傳
を
創
り
上
げ
た
の
か
︑
を
檢
討
す
る
︒

ま
ず
︑
司
馬
�
が
蘇
秦
傳
を
著
し
た
>
圖
を
彼
自
身
の
書
き
記
し
た
�
違
に
據
っ
て
示
す
︒

蘇
秦
兄
弟
三
人
︑
皆
諸
侯
を
游
說
し
て
以
て
名
を
顯
す
︒
其
の
A
權
變
に
長
ず
︒
而
し
て
蘇
秦
反
閒
を
被
り
て
以
て
死
し
︑
天
下
共
に
之

を
笑
い
︑
其
の
A
を
學
ぶ
を
諱
む
︒
然
れ
ど
も
世
蘇
秦
を
言
い
て
衣
多
く
︑
衣
時
事
之
に
類
す
る
者
あ
れ
ば
皆
な
之
を
蘇
秦
に
附
す
︒
夫

れ
蘇
秦
閭
閻
よ
り

き
︑
六
國
を
連
ね
て
從
親
せ
し
む
︒
此
れ
其
の
智
人
に
�
ぐ
る
者
b
り
︒
吾
故
に
其
の
行
事
を
列
し
︑
其
の
時
序
を

�つ
い

じ
︑
獨
り
惡
聲
を
蒙
ら
し
む
る
こ
と
毋
か
ら
ん
と
す
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
贊(60
)

)

天
下
衡
秦
の
饜
く
毋
き
を
患
う
る
も
︑
蘇
子
能
く
諸
侯
を
存
し
︑
從
を
B
し
て
以
て
貪
彊
を
抑
う
︒
蘇
秦
列
傳
第
九
を
作
る
︒
(﹃
�
記
﹄

太
�
公
自
序(61
)

)

夫
れ
張
儀
の
行
事
蘇
秦
よ
り
甚
だ
し
︒
然
れ
ど
も
世
蘇
秦
を
惡
む
者
は
︑
其
の
先
に
死
す
る
を
以
て
な
り
︒
而
し
て
儀
其
の
短
を
振
暴
し

て
以
て
其
の
說
を
扶
け
︑
其
の
衡
E
を
成
す
︒
之
を
O
す
る
に
︑
此
の
兩
人
眞
に
傾
危
の
士
な
る
か
な
︒
(﹃
�
記
﹄
張
儀
列
傳
贊(62
)

)

こ
こ
か
ら
は

①
蘇
秦
が
權
變
の
A
に
長
じ
︑
②
諸
侯
を
B
し
て
﹁
貪
彊
﹂
(秦
)
を
抑
え
た
が
︑
③
反
閒
の
汚
名
を
被
っ
て
死
ん
だ
こ
と
︑

\
び
張
儀
に
先
ん
じ
て
世
を
去
り
︑
張
儀
が
蘇
秦
の
短
を
暴
露
し
た
た
め
に
惡
x
が
廣
ま
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て

④
樣
々
な
說
話
が
蘇
秦
に
附

會
さ
れ
た
︑
と
い
う
#
識
が
讀
み
取
れ
る
︒
當
時
の
�
料
狀
況
を
把
握
し
得
な
い
今
日
︑
司
馬
�
が
如
何
に
し
て
か
か
る
#
識
を
Ø
く
に
至
っ

た
か
は
R
ら
か
に
し
難
い
が
︑
蘇
秦
列
傳
を
著
し
た
>
圖
は
﹁
毋
令
獨
蒙
惡
聲
焉
﹂
に
R
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
蘇
秦
を
擁
護
し
︑
そ
の
惡
名
を
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Ù
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
︒
現
行
の
蘇
秦
傳
が
何
故
今
あ
る
1
と
な
っ
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
際
に
は
︑
か
か
る
#
識
と
>
圖
を
-
提

と
し
て
お
く
必
O
が
あ
る
︒

さ
て
︑
武
�
�
に
丞
相
綰
・
東
方
朔
に
加
え
È
士
諸
先
生
ま
で
も
が
﹁
蘇
秦
張
儀
﹂
と
竝
稱
し
て
い
た
こ
と
か
ら
は
︑﹃
�
記
﹄
執
筆
の
當

時
︑
兩
者
を
同
時
代
と
す
る
說
話
が
液
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
︑
司
馬
�
が
蘇
秦
と
張
儀
の
對
立
を
背
景
と
す
る
六
國
說
辭
を
J
用
し
た

こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
蘇
秦
が
張
儀
に
先
行
す
る
と
い
う
#
識
か
ら
︑
蘇
秦
を
秦
惠
王
�

(-
三
三
七
～
-

三
一
一
)
の
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
秦
一
2
の
如
き
說
話
を
背
景
に
´
擇
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
燕
�
侯
二
十
八
年

(-
三
三
四
年
)
に
蘇
秦
が

燕
に
!
說
し
た
と
い
う
記
営
が
︑
-
三
一
八
年
の
五
國
抗
秦
の
事
件
か
ら
十
五
年
Ö
っ
て
得
ら
れ
た
年
�
で
あ
る
こ
と
は
旣
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
︑
こ
の
-
三
一
八
年
の
諸
國
同
�
に
蘇
秦
が
關
與
し
た
と
す
る
t
斷
も
︑
や
は
り
蘇
秦
を
秦
惠
王
�
の
人
物
と
す
る
#
識
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う(

63
)

︒
そ
し
て
︑
か
か
る
年
代
觀
︑
す
な
わ
ち
-
三
三
〇
～
-
三
二
〇
年
代
と
い
う
活
動
時
�
が
蘇
秦
列
傳
�
體
の
大
き
な
枠
組
み
と
な
り
︑

こ
こ
か
ら
逸
脫
す
る
も
の
は
原
則
�
に
﹁
衣
時
事
﹂
と
t
斷
さ
れ
︑
J
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑﹁
原
則
�
に
﹂
と
留
保
を
つ
け
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
蘇
秦
傳
Ó
纂
に
際
し
て
の
�
料
の
取
Ô
´
擇
は
機
械
�

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
以
下
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
営
べ
よ
う
︒

蘇
秦
傳
-
?
が
秦
一
2
を
基
礎
と
し
て
︑
改
變
を
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
旣
営
し
た
が
︑
實
例
と
し
て
は
奉
陽
君
の
說
話
が
舉
げ
ら
れ
る
︒

蘇
秦
⁝
乃
ち
東
の
か
た
趙
に
之
く
︒
趙
肅
侯
其
の
弟
成
を
し
て
相
爲
ら
し
め
︑
奉
陽
君
と
號
す
︒
奉
陽
君
之
を
說
ば
ず
︑
去
り
て
燕
に
游

ぶ
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳(64
)

)

こ
れ
は
蘇
秦
の
第
一
�
訪
趙
時
の
記
営
で
あ
る
が
︑
奉
陽
君
に
拒
絕
さ
れ
て
趙
を
去
り
︑
燕
に
赴
い
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
秦
一
2
に

は
奉
陽
君
へ
の
言
\
は
皆
無
で
あ
り
︑﹃
�
記
﹄
Ó
纂
段
階
で
の
插
入
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
奉
陽
君
は
﹃
戰
國
策
﹄﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
に

も
見
え
る
人
物
で
あ
る
が
︑
槪
ね
紀
元
-
二
八
〇
年
代
の
燕
齊
趙
に
關
わ
る
說
話
に
お
い
て
言
\
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
︑﹃
�
記
﹄
の

﹁
公
子
成
﹂
が
紀
元
-
三
三
〇
年
代
に
﹁
奉
陽
君
﹂
と
し
て
趙
相
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
︑
と
い
う
記
営
は
他
に
見
え
な
い
�
く
孤
立
し
た
"
報

― 21 ―

609



で
あ
っ
て
︑
そ
の
信
憑
性
に
は
問
題
が
あ
る(65

)
︒
で
は
︑﹃
�
記
﹄
が
公
子
成
＝
奉
陽
君
說
を
�
張
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
原
因
は

お
そ
ら
く
︑
奉
陽
君
を
蘇
秦
と
同
時
代
と
す
る
�
料
が
數
多
く
存
在
し
て
お
り
︑
蘇
秦
列
傳
の
Ó
纂
に
際
し
て
︑
そ
れ
ら
の
"
報
を
完
�
に
は

放
棄
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
故
に
司
馬
�
は
︑﹃
戰
國
策
﹄
に
も
見
ら
れ
る
奉
陽
君
が
!
說
に
來
た
蘇
秦
を
悅
ば
な
か
っ
た
︑
と
い

う
よ
う
な
說
話
を
鯵
略
U
し
て
插
入
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
第
一
違
で
も
言
\
し
た
が
︑﹃
�
記
﹄
に
お
け
る
!
說
失
敗
↓
勉
學
↓
失
敗
↓

成
功
と
い
う
展
開
の
不
自
然
さ
は
︑

源
を
衣
に
す
る
說
話
を
取
り
C
ん
だ
こ
と
に
由
來
す
る
︒
蘇
秦
傳
の
か
か
る
Ó
纂
態
度
か
ら
は
︑
司
馬

�
が
枠
組
み
に
+
合
し
な
い
�
料
で
あ
っ
て
も
一
律
に
排
除
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
の
Ó
纂
方
式
に
關
し
て
︑
別
の
一
例
を
舉
げ
よ
う
︒
蘇
秦
傳
の
末
尾
は
蘇
秦
の
齊
に
お
け
る
�
後
の
行
動
を
�
の
よ
う
に
記
営
し
て
い
る
︒

蘇
秦
詳
り
て
罪
を
燕
に
得
た
り
と
爲
し
︑
&
げ
て
齊
に
走
り
︑
齊
宣
王
以
て
客
卿
と
爲
す
︒
齊
宣
王
卒
し
︑
湣
王
位
に
卽
く
や
︑
湣
王
に

厚
葬
し
て
以
て
孝
を
R
ら
か
に
し
︑
宮
室
を
高
う
し
苑
囿
を
大
に
し
て
以
て
得
>
を
R
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
說
く
︒
齊
を
破
敝
し
て
燕
の

爲
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り(66

)
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
)

こ
こ
で
は
︑
蘇
秦
が
燕
の
た
め
に
齊
を
疲
Û
さ
せ
る
こ
と
を
目
�
と
し
て
︑
齊
王
に
奢
侈
を
勸
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
�
記
﹄
の
み
に
見
え
る

說
話
で
あ
る
が
︑
5
目
さ
れ
る
の
は
︑
蘇
秦
が
說
い
た
王
が
湣
王
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
本
來
︑
齊
の
疲
Û
の
み
が
目
�
で
あ
る
な
ら

ば
︑
ど
の
齊
王
で
あ
る
か
自
體
は
重
O
な
問
題
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
宣
王
の
卒
と
湣
王
へ
の
勸
說
を
特
に
記
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
�
記
﹄
が
自
ら
の
Ó
年
に
從
う
こ
と
で
︑
蘇
秦
を
齊
湣
王
の
末
年
ま
で
活
動
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
も
︑
何
ら

か
の
形
で
齊
湣
王
の
敗
滅
に
關
與
さ
せ
よ
う
と
い
う
>
圖
の
も
と
に
な
さ
れ
た
記
営
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
原
Ü
料
で
は
蘇
秦
の
說
話
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
で
は
し
ば
し
ば
蘇
代
・
蘇
厲
の
說
話
に
改
變
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
︑
先
行
硏
究
に
よ
っ
て
R
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(67

)
︒
こ
の
事
實
も
や
は
り
︑﹃
�
記
﹄
Ó
纂
に
際
し
て
︑
先
行
す
る
�
料
を
極
力
利
用

し
よ
う
と
す
る
>
圖
を
證
し
て
い
る
︒

現
存
す
る
說
話
か
ら
考
え
れ
ば
︑
蘇
秦
說
話
の
年
代
觀
で
も
っ
と
も
時
�
が
早
い
も
の
は
秦
惠
王
�
で
あ
り
︑﹃
�
記
﹄
が
そ
の
年
代
觀
を
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J
用
し
た
以
上
︑
時
�
�
に
+
合
せ
ず
︑
蘇
代
・
蘇
厲
の
も
の
に
改
變
さ
れ
た
說
話
は
︑
必
然
�
に
蘇
秦
傳
以
影
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

そ
の
結
果
︑﹃
�
記
﹄
に
お
い
て
は
蘇
代
・
蘇
厲
を
蘇
秦
の
弟
と
見
做
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
か
か
る
#
識
は
︑
原
�
料
で
あ
る
秦
一
2
\
び

﹃
�
記
﹄
の
對
應
箇
o
を
比
�
す
れ
ば
︑﹃
�
記
﹄
段
階
で
な
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
︒

出
游
す
る
こ
と
數
歲
︑
大
い
に
困
し
み
て
歸
る
に
︑
兄
弟
嫂
妹
妻
妾
竊
か
に
皆
こ
れ
を
笑
う
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳(
68
)

)

秦
王
に
說
き
て
書
十
た
び
上
る
も
說
行
わ
れ
ず
⁝
歸
り
て
家
に
至
る
に
︑
妻
は
絍
を
下
ら
ず
︑
嫂
は
爲
に
炊
が
ず
︑
父
母
は
與
に
言
わ
ず
︒

(秦
一
2 (69
)

)

蘇
秦
⁝
乃
ち
行
き
て
雒
陽
を
�
る
に
︑
車
騎
輜
重
︑
諸
侯
各
Y
を
發
し
て
之
を
Þ
る
こ
と
甚
だ
眾
く
︑
王
者
に
疑
す
︒
周
顯
王
之
を
聞
き
︑

恐
懼
し
て
E
を
除
し
︑
人
を
し
て
郊
勞
せ
し
む
︒
蘇
秦
の
昆
弟
妻
嫂
目
を
側そ

ば

め
て
敢
え
て
仰
視
せ
ず
︑
俯
伏
し
て
侍
し
て
食
を
取
る
︒

(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳(70
)

)

父
母
之
を
聞
き
︑
宮
を
淸
め
E
を
除
し
︑
樂
を
張
り
飮
を
設
け
て
︑
郊
]
す
る
こ
と
三
十
里
︒
妻
は
目
を
側そ
ば

め
て
視
︑
耳
を
傾
け
て
聽
き
︑

嫂
は
蛇
行
匍
伏
︑
四
拜
し
て
自
ら
跪
謝
す
︒
(秦
一
2 (71
)

)

『�
記
﹄
で
は
二
例
と
も
﹃
戰
國
策
﹄
に
見
え
な
い
﹁
兄
弟
﹂﹁
昆
弟
﹂
と
い
っ
た
弟
の
存
在
を
示
唆
す
る
�
言
が
附
加
さ
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
蘇
秦
と
張
儀
の
關
係
に
お
い
て
も
﹃
�
記
﹄
の
獨
創
に
係
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
例
が
あ
る
︒
確
か
に
︑
武
�
�
に
は

旣
に
竝
稱
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
蘇
秦
と
張
儀
の
結
び
つ
き
は
﹃
�
記
﹄
成
立
以
-
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
蘇
秦
が
張
儀
を
陰

な
が
ら
補
佐
し
︑
秦
へ
の
仕
官
を
â
助
す
る
︑
と
い
う
張
儀
列
傳
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
逸
話
は
他
の
�
獻
に
み
ら
れ
な
い
記
営
で
あ
り
︑
こ
の

よ
う
な
蘇
秦
と
張
儀
の
あ
る
種
の
友
"
と
も
言
う
べ
き
關
係
は
︑
或
は
﹃
�
記
﹄
獨
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
︑
蘇
秦
列
傳
に
は
張
儀
と
の
關
係
を
示
唆
す
る
�
言
が
一
例
を
除
い
て
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
そ
の
唯
一
の
例
か
ら
は
︑
蘇
秦
列
傳
と
張
儀
列
傳
と
の
閒
に
は
兩
者
の
關
係
に
つ
い
て
︑
#
識
の
變
U
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
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蘇
秦
已
に
趙
王
に
說
き
て
相
B
し
て
從
親
せ
し
む
る
を
得
た
り
︒
然
れ
ど
も
秦
の
諸
侯
を
攻
め
︑
B
を
敗
り
後
に
ã
か
ん
こ
と
を
恐
る
⁝

趙
王
に
言
い
て
︑
金
ä
車
馬
を
發
し
︑
人
を
し
て
å
か
に
張
儀
に
隨
わ
し
め
⁝
奉
ず
る
に
車
馬
金
錢
を
以
て
す
⁝
張
儀
¡
に
以
て
秦
惠
王

に
見
ゆ
る
を
得
︑
惠
王
以
て
客
卿
と
爲
す
⁝
舍
人
曰
く
﹁
⁝
蘇
君
秦
の
趙
を
伐
ち
從
B
を
敗
ら
ん
こ
と
を
憂
え
︑
以
爲
ら
く
君
に
非
ざ
れ

ば
能
く
秦
柄
を
得
る
も
の
莫
か
ら
ん
︑
と
︒
故
に
君
を
感
怒
せ
し
め
︑
臣
を
し
て
陰
か
に
君
に
Ü
を
奉
給
せ
し
む
︒
盡
く
蘇
君
の
計
謀
な

り
⁝
﹂
⁝
張
儀
曰
く
﹁
⁝
吾
が
爲
に
蘇
君
に
謝
せ
︒
蘇
君
の
時
︑
儀
何
を
か
敢
え
て
言
わ
ん
︒
且
つ
蘇
君
在
ら
ば
︑
儀
寧
渠

い
ず
く

ん
ぞ
能
く
せ

ん
や
﹂︒
(﹃
�
記
﹄
張
儀
列
傳(72
)

)

こ
こ
で
は
︑
秦
に
よ
っ
て
從
B
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
蘇
秦
が
︑
張
儀
を
â
助
し
て
秦
に
Þ
り
C
む
︑
と
い
う
こ
と
が
記
営
さ
れ
て
い

る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
蘇
秦
列
傳
の
對
應
す
る
�
と
比
�
す
る
と
︑
そ
の
不
自
然
さ
が
R
ら
か
と
な
る
︒

是
の
時
周
天
子
�
武
の
胙
を
秦
惠
王
に
致
す
︒
惠
王
犀
首
を
し
て
魏
を
攻
め
し
め
︑
將
龍
賈
を
禽
え
︑
魏
の
雕
陰
を
取
り
︑
且
つ
兵
を
東

せ
ん
と
欲
す
︒
蘇
秦
秦
兵
の
趙
に
至
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
や
︑
乃
ち
張
儀
を
激
怒
せ
し
め
︑
之
を
秦
に
入
る
⁝
六
國
從
合
し
て
力
を
幷
す

⁝
其
の
後
秦
犀
首
を
し
て
齊
魏
を
欺
か
し
め
︑
與
に
共
に
趙
を
伐
ち
︑
從
B
を
敗
ら
ん
と
欲
す
︒
齊
魏

趙
を
伐
ち
︑
趙
王
蘇
秦
を
讓
む

⁝
蘇
秦
趙
を
去
り
て
從
B
皆
解
く
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳(73
)

)

こ
の
う
ち
︑﹁
是
時
周
天
子
致
�
武
之
胙
於
秦
惠
王
︒
惠
王
Y
犀
首
攻
魏
︑
禽
將
龍
賈
︑
取
魏
之
雕
陰
︑
且
欲
東
兵
︒
蘇
秦
恐
秦
兵
之
至
趙
也
︑

乃
激
怒
張
儀
︑
入
之
于
秦
﹂
と
い
う
記
営
は
︑﹃
戰
國
策
﹄
に
由
來
す
る
二
說
話
に
挾
ま
れ
て
お
り
︑﹃
�
記
﹄
Ó
纂
段
階
で
加
え
ら
れ
た
接
續

の
語
で
あ
る
︒
さ
て
︑
六
國
年
表
に
據
れ
ば
﹁
齊
魏
伐
趙
﹂
は
-
三
三
二
年
で
あ
り
︑
蘇
秦
列
傳
で
は
︑
そ
の
後
ま
も
な
く
合
從
が
ª
壞
し
た

と
記
営
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
合
從
は
{
か
に
一
︑
二
年
で
破
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
︑
張
儀
を
秦
に
Þ
り
C
む
と
い
う
說
話
は
そ
の
存
在
>

義
を
喪
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
蘇
秦
列
傳
Ó
纂
段
階
で
は
蘇
秦
と
張
儀
の
關
係
を
張
儀
列
傳
の
よ
う
な
形
で
は
#
識
し

て
い
な
か
っ
た
が
︑
張
儀
列
傳
Ó
纂
段
階
で
︑
蘇
秦
が
張
儀
を
秦
に
Þ
り
C
む
と
い
う
說
話
を
J
用
し
︑
こ
の
說
話
を
再
び
蘇
秦
列
傳
に
插
入

し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
蘇
秦
列
傳
が
張
儀
に
言
\
す
る
の
は
こ
こ
に
舉
げ
た
一
例
に
�
ぎ
な
い
の
に
比
し
て
︑
張
儀
列
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傳
で
は
論
贊
も
含
め
十
七
箇
o
に
蘇
秦
の
名
が
見
え
る
こ
と
も
︑
蘇
秦
と
張
儀
の
こ
の
よ
う
な
關
係
性
が
張
儀
列
傳
Ó
纂
時
に
#
識
さ
れ
た
可

能
性
を
荏
持
し
よ
う
︒

加
え
て
︑
蘇
秦
が
張
儀
を
â
助
す
る
と
い
う
張
儀
列
傳
の
說
話
は
﹃
�
記
﹄
以
外
の
�
獻
に
見
え
な
い
︒
こ
の
點
に
關
し
て
は
﹃
呂
氏
春

秋
﹄
に
類
話
が
見
え
︑
個
々
の
人
名
な
ど
は
衣
な
る
も
の
の
︑
說
話
の
骨
格
は
共
Q
し
て
い
る
こ
と
が
5
目
さ
れ
る
︒

張
儀
︑
魏
氏
の
餘
子
な
り
︑
將
に
西
の
か
た
秦
に
!
ば
ん
と
し
て
東
周
を
�
る
︒
客
之
を
昭
�
君
に
語
ぐ
る
者
b
り
て
曰
く
﹁
魏
氏
の
人

張
儀
︑
材
士
な
り
︒
將
に
西
の
か
た
秦
に
!
ば
ん
と
す
︒
願
わ
く
は
君
の
之
を
禮
貌
せ
ん
こ
と
を
︒﹂
⁝
張
儀
行
ら
ん
と
し
︑
昭
�
君
Þ

り
て
之
に
Ü
す
︒
秦
に
至
り
て
︑
留
む
る
こ
と
閒
b
り
︒
惠
王
說
び
て
之
を
相
と
す
︒
張
儀
の
天
下
に
德
と
す
る
o
の
者
︑
昭
�
君
に
若

く
は
無
し
︒
(﹃
呂
氏
春
秋
﹄
報
�(74
)

)

蘇
秦
が
張
儀
を
秦
に
Þ
り
C
む
と
い
う
說
話
が
﹃
呂
氏
春
秋
﹄
報
�
の
說
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
こ
と
に
疑
念
の
餘
地
は
な
い
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
蘇
秦
と
張
儀
の
關
係
性
の
�
築
が
-
漢
に
下
る
こ
と
︑
そ
し
て
蘇
秦
列
傳
に
お
け
る
張
儀
の
記
営
が
{
少
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
張
儀

列
傳
の
說
話
自
體
は
或
い
は
﹃
�
記
﹄
の
創
出
に
係
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
蘇
秦
に
よ
る
張
儀
へ
の
好
誼
と
荏
â
を
描
い
た
理
由
と
し

て
ま
ず
舉
げ
ら
れ
る
の
は
︑
兩
列
傳
の
Ó
纂
>
圖
が
蘇
秦
・
張
儀
列
傳
贊
に
あ
る
よ
う
に
︑
蘇
秦
の
惡
名
を
Ù
ぎ
︑
正
當
な
x
價
を
與
え
る
こ

と
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
連
衡
策
を
以
て
秦
に
仕
え
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
張
儀
を
è
弄
す
る
︑
と
い
う
�
成
は
-
漢
の
上

層
に
位
置
す
る
人
々
に
共
Q
し
て
存
在
す
る
︑﹁
暴
秦
﹂
へ
の
批
t
>
識
に
影
é
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
︒

結
論

三
違
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
を
記
す
︒

蘇
秦
說
話
は
︑
齊
湣
王
の
敗
滅
に
關
わ
る
說
話
が
�
も
早
�
に
發
生
し
︑
そ
こ
か
ら
齊
燕
閒
さ
ら
に
齊
燕
趙
の
閒
で
活
動
す
る
說
話
が
展
開

し
た
︒
�
い
で
︑
縱
橫
家
は
そ
れ
ら
の
說
話
に
胚
胎
す
る
抗
秦
の
O
素
を
も
と
に
し
て
︑
趙
を
中
心
と
す
る
合
從
說
話
を
創
出
し
た
︒
か
か
る
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說
話
は
漢
代
以
影
の
縱
橫
家
の
需
O
に
從
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
︑
そ
れ
ら
先
行
す
る
說
話
に
着
想
を
得
て
︑

﹃
淮
南
子
﹄
に
記
錄
さ
れ
た
よ
う
な
︑
合
從
說
話
に
齊
燕
說
話
を
取
り
入
れ
た
形
の
說
話
が
作
り
出
さ
れ
た
︒
六
國
合
從
說
辭
も
か
か
る
說
話

を
背
景
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
點
で
蘇
秦
と
張
儀
の
對
立
關
係
と
い
う
�
圖
も
發
生
し
︑
そ
の
下
限
は
武
�
�
と
定
め
ら
れ
る
︒

そ
し
て
︑
司
馬
�
は
﹃
�
記
﹄
Ó
纂
當
時
に
よ
り
盛
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
蘇
秦
と
張
儀
の
對
立
說
話
の
年
代
觀
を
蘇
秦
列
傳
�
體
の
枠
組

に
J
用
し
︑
合
從
說
話
と
齊
燕
反
閒
說
話
を
中
心
と
し
て
︑
さ
ら
に
そ
れ
以
-
に
成
立
し
て
い
た
種
々
の
說
話
を
附
加
し
て
蘇
秦
列
傳
を
作
成

し
た
︒
そ
の
際
に
は
︑
奉
陽
君
な
ど
の
事
例
に
見
え
る
と
お
り
︑
矛
盾
す
る
�
料
を
も
一
律
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
︑
時
代
や
人
物
な
ど
の

點
で
何
ら
か
の
改
變
を
加
え
て
取
り
C
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
︒

か
か
る
結
論
に
據
れ
ば
︑﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
記
載
が
�
實
を
傳
え
て
い
る
と
す
る
見
解
は
も
は
や
#
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
現
在
定
論
と
な
っ
た
觀
の
あ
る
︑﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
の
描
く
蘇
秦
宴
が
正
確
で
あ
る
と
の
說
に
も
仍
お
問
題
が
存
す
る
︒
現
在
の

�
料
狀
況
か
ら
言
え
る
こ
と
は
︑
六
國
合
從
說
話
よ
り
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
の
描
く
蘇
秦
宴
が
よ
り
早
�
に
形
成
さ
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
の
み

で
あ
る
︒﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
が
齊
湣
王
の
敗
滅
か
ら
B
一
世
紀
を
z
て
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
そ
の
�
實
性
が
確
證
さ
れ
た
と
す
る

の
は
仍
お
難
い
︒
そ
の
點
か
ら
い
え
ば
︑
司
馬
�
が
8
解
に
よ
っ
て
眞
實
の
蘇
秦
Ü
料
を
放
棄
し
︑
僞
の
�
料
を
J
用
し
た
と
い
う
批
t
は
+

切
さ
を
缺
い
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒

他
方
︑﹃
�
記
﹄
の
記
営
を
緻
密
に
分
析
し
他
�
獻
と
の
比
�
を
行
う
こ
と
で
︑
個
々
の
原
�
料
へ
と
解
體
し
︑
Â
括
�
に
整
理
檢
討
す
る

こ
と
で
說
話
や
思
想
�
の
展
開
を
�
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
か
か
る
>
味
に
お
い
て
︑﹃
�
記
﹄
が
樣
々
な
矛
盾
す
る
�

料
を
保
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
む
し
ろ
極
め
て
貴
重
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

本
稿
で
は
�
に
蘇
秦
列
傳
を
中
心
と
し
て
考
察
を
®
め
て
き
た
︒
し
か
し
︑
他
�
獻
︑
特
に
﹃
戰
國
策
﹄
に
は
︑
本
稿
で
觸
れ
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
蘇
秦
說
話
が
數
多
く
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
東
周
策
や
西
周
策
の
說
話
は
蘇
秦
が
周
君
に
獻
策
す
る
1
を
描
い
て
い
る
が
︑

蘇
秦
列
傳
に
も
蘇
秦
が
周
顯
王
を
訪
れ
る
場
面
が
あ
る
︒
蘇
秦
が
洛
陽
の
出
身
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
蘇
秦
と
周
と
の
閒
に
何
ら
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か
の
關
係
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
︑
蘇
秦
の
周
に
お
け
る
活
動
を
記
し
た
說
話
群
の
展
開
を
推
測
さ
せ
る
︒
ま
た
︑
殘
さ
れ
た
蘇
秦
說
話
の

中
で
も
特
に
檢
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
楚
に
關
わ
る
說
話
で
あ
る
︒﹃
戰
國
策
﹄
中
の
諸
策
︑
と
り
わ
け
楚
策
に
は
︑
蘇
秦
が
楚
王

に
!
說
す
る
場
面
が
屢
々
見
え
る
︒﹃
�
記
﹄
が
楚
世
家
に
お
い
て
は
﹁
懷
王
⁝
十
一
年
︑
蘇
秦
B
從
山
東
六
國
共
攻
秦
﹂
と
R
記
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
蘇
秦
列
傳
で
そ
の
記
営
を
�
く
放
棄
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
o
謂
蘇
秦
の
楚
說
話
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
蘇
秦

說
話
�
體
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
附
け
ら
れ
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
は
﹃
�
記
﹄
の
Ó
纂
方
針
や
そ
の
變
U
な
ど
を
�
る
上
で
重
O
な
>

義
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑﹃
�
記
﹄
と
﹃
戰
國
策
﹄
\
び
他
の
傳
世
�
獻
を
比
�
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
蘇
秦
に
限
ら
れ
ず
︑
戰
國
よ
り
秦
漢
に
か
け
て
の
人
物

形
象
の
展
開
︑
出
來
事
の
#
識
の
變
U
︑
思
想
の
發
展
�
=
な
ど
の
解
R
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
成
果

は
戰
國
の
�
實
を
究
R
す
る
た
め
の
基
礎
で
あ
り
︑
以
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

『Q
鑑
考
衣
﹄﹁
(顯
王
)
三
十
六
年
蘇
秦
B
六
國
從
﹂
條
に
﹁
�

記
蘇
秦
傳
︑
秦
兵
不
敢
闚
函
谷
關
十
五
年
︑
印
云
其
後
秦
Y
犀
首
欺

齊
魏
與
共
伐
趙
︑
蘇
秦
去
趙
而
從
B
皆
解
︑
齊
魏
伐
趙
敗
從
役
止
R

年
耳
︑
其
自
相
e
戾
如
此
︑
秦
本
紀
惠
�
王
七
年
公
子
卬
與
魏
戰
虜

其
將
龍
賈
後
二
年
事
耳
︑
烏
在
不
闚
函
谷
十
五
年
乎
︑
此
出
於
!
談

之
士
︑
誇
大
蘇
秦
而
云
爾
︑
今
不
取
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
古
�
﹄
卷

四
十
蘇
秦
列
傳
第
十
七
に
は
﹁
⁝
然
口
血
未
乾
︑
犀
首
一
出
而
齊
趙

背
�
從
B
皆
破
︑
蓋
諸
侯
衣
心
譬
如
連
鷄
不
能
俱
飛
勢
固
然
矣
︑
而

太
�
公
以
爲
B
書
入
秦
︑
秦
人
爲
之
閉
函
谷
者
十
五
年
︑
此
說
客
之

í
語
而
太
�
公
信
之
�
矣
﹂
と
あ
る
︒

(2
)

M
asp
ero
1950,
p
p
.53-62.

(3
)

錢
穆
一
九
五
六
︑
九
五
﹁
蘇
秦
考
﹂
︒

(4
)

楊
(
一
九
五
五
︑
一
六
五
～
一
六
六
頁
︒

(5
)

徐
中
舒
一
九
六
四
︒

(6
)

諸
祖
耿
一
九
八
二
︑
二
〇
一
七
～
二
〇
四
六
頁
﹁
關
於
︽
戰
國

策
︾
\
蘇
秦
問
題
與
徐
中
舒
先
生
商
榷
﹂︒

(7
)

馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
Ó
一
九
七
六
︑
一
二
三
～
二
〇
一
頁
︒

(8
)

例
え
ば
趙
生
群
二
〇
〇
七
は
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
の
蘇
秦
に
關
す

る
記
営
の
信
憑
性
を
否
定
し
︑﹃
�
記
﹄
の
記
営
を
信
賴
す
べ
き
で

あ
る
と
�
張
す
る
︒
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(9
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
蘇
秦
始
將
連
橫
說
秦

惠
王
⁝
說
秦
王
書
十
上
而
說
不
行
⁝
歸
至
家
︑
妻
不
下
絍
︑
嫂
不
爲

炊
︑
父
母
不
與
言
︑
蘇
秦
喟
�
⁝
乃
夜
發
書
︑
陳
篋
數
十
︑
得
太
公

陰
符
之
謀
︑
伏
而
誦
之
︑
鯵
練
以
爲
揣
ú
⁝
朞
年
揣
ú
成
⁝
見
說
趙

王
於
華
屋
之
下
︑
抵
掌
而
談
︑
趙
王
大
悅
︑
封
爲
武
安
君
︑
S
相

印
﹂︒

(10
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
蘇
秦
曰
嗟
乎
︑
貧
窮

則
父
母
不
子
︑
富
貴
則
親
戚
畏
懼
︒
人
生
世
上
︑
勢
位
富
貴
︑
蓋
可

忽
乎
哉
﹂︒

(11
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
將
說
楚
王
︑
路
�
洛

陽
︒
父
母
聞
之
︑
淸
宮
除
E
︑
張
樂
設
飮
︑
郊
]
三
十
里
﹂︒

(12
)

『戰
國
策
﹄
齊
策
一
・
蘇
秦
爲
趙
合
從
違
︑
楚
策
一
・
蘇
秦
爲
趙

合
從
說
楚
威
王
違
︑
趙
策
二
・
蘇
秦
從
燕
之
趙
違
︑
魏
策
一
・
蘇
子

爲
趙
合
從
說
魏
王
違
︑
韓
策
一
・
蘇
秦
爲
楚
合
從
說
韓
王
違
︑
燕
策

一
・
蘇
秦
將
爲
從
北
說
燕
�
侯
違
の
六
違
が
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
o

載
の
六
國
の
君
�
へ
向
け
た
!
說
辭
の
原
�
料
で
あ
ろ
う
︒

(13
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
蘇
秦
⁝
說
秦
惠
王
曰

大
王
之
國
︑
西
b
巴
蜀
漢
中
之
利
﹂︒

(14
)

『戰
國
策
﹄
楚
策
一
・
蘇
秦
爲
趙
合
從
說
楚
威
王
違
﹁
⁝
秦
b
舉

巴
蜀
幷
漢
中
之
心
﹂︒

(15
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
趙
王
大
悅
︑
封
爲
武

安
君
︑
S
相
印
︑
革
車
百
乘
︑
綿
繡
千
純
︑
白
璧
百
雙
︑
黃
金
萬
ª
︑

以
隨
其
後
﹂︒

(16
)

『戰
國
策
﹄
趙
策
二
・
蘇
秦
從
燕
之
趙
始
合
從
違
﹁
乃
封
蘇
秦
爲

武
安
君
︑
d
車
百
乘
︑
黃
金
千
鎰
︑
白
璧
百
雙
︑
錦
繡
千
純
︑
以
B

諸
侯
﹂
︒

(17
)

す
な
わ
ち
︑
﹃
戰
國
策
﹄
燕
策
四
・
燕
�
公
時
違
の
冒
頭
﹁
燕
�

公
時
︑
秦
惠
王
以
其
女
爲
燕
太
子
û
︑
�
公
卒
︑
易
王
立
︑
齊
宣
王

因
燕
喪
攻
之
︑
取
十
城
﹂
は
︑
記
営
の
內
容
に
つ
い
て
の
み
言
え
ば
︑

﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
の
﹁
秦
惠
王
以
其
女
爲
燕
太
子
û
︑
是
歲
︑
�

侯
卒
︑
太
子
立
︑
是
爲
燕
易
王
︑
易
王
初
立
︑
齊
宣
王
因
燕
喪
伐
燕
︑

取
十
城
︑
易
王
謂
蘇
秦
曰
⁝
蘇
秦
大
慙
曰
j
爲
王
取
之
﹂
の
O
B
と

な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
こ
に
見
え
る
秦
惠
王
の
女
を
燕
の
太
子
に

嫁
が
せ
た
︑
と
い
う
記
営
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
︑
例
え
ば
范
祥
雍
は
﹁
燕
�
公
卒
年
當
秦
惠
王
五
年

(-
三
三

三
)︒
惠
王
立
三
年
︑
始
冠

(
見
秦
本
紀
)︑
卽
位
時
年
十
九

(見
秦

始
皇
本
紀
)
︑
冠
年
二
十
二
︒
國
君
冠
而
後
始
成
婚
︒
惠
王
於
三
年

始
冠
︑
何
能
越
二
年
卽
b
女
爲
燕
太
子
û
？
﹂
と
す
る

(范
祥
雍
二

〇
〇
六
︑
一
六
五
三
頁
)︒
ま
た
︑
楊
(
が
考
證
す
る
よ
う
に
︑
齊

の
伐
燕
は
齊
宣
王
に
よ
る
子
之
へ
の
攻
擊
で
あ
り
︑
燕
�
公
の
喪
に

乘
じ
た
燕
易
王
へ
の
攻
擊
に
は
疑
問
が
あ
る

(楊
(
一
九
九
八
︑
七

二
七
～
七
二
九
頁
)︒
な
お
︑﹃
�
記
﹄
は
一
國
の
他
國
へ
の
®
出
の

理
由
と
し
て
︑﹁
因
喪
﹂
を
舉
げ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
齊
世
家
﹁
齊

威
王
元
年
︑
三
晉
因
齊
喪
來
伐
我
靈
丘
﹂
に
も
確
#
で
き
る
よ
う
に
︑

�
實
と
抵
觸
す
る
場
合
が
あ
り
︑
こ
れ
は
お
そ
ら
く
﹃
�
記
﹄
Ó
纂

時
に
お
け
る
插
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

(18
)

な
お
︑﹁
孝
信
廉
﹂
の
�
列
自
體
も
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
五
違

と
燕
一
14
が
よ
り
�
い
關
係
に
あ
る
こ
と
を
證
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑

﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
\
び
燕
一
5
が
﹁
孝−

廉−

信
﹂
若
し
く
は

﹁
信−
廉−
孝
﹂
の
順
に
列
舉
す
る
の
に
對
し
︑
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
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第
五
違
\
び
燕
一
14
は
等
し
く
﹁
孝−

信−

廉
﹂
の
�
列
と
な
っ
て

い
る
︒

(19
)

『戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
五
違
は
字
句
に
お
い
て
も
燕
一
14
と
�
い

關
係
に
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
五
違
の
﹁
三
王
代
立
︑

五
相

(伯
)
蛇

(弛
)
正

(政
)﹂
は
燕
一
14
で
は
﹁
三
王
代
位
︑

五
伯
改
政
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
燕
一
5
の
﹁
三
王
代
興
︑
五
ý
þ

盛
﹂
に
比
べ
て
�
違
表
現
が
よ
り
類
似
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
戰
國
縱

橫
家
書
﹄
の
﹁
臣
願
辭
而
之
周
︑
ã
籠
操
首

(
臿
)︑
毋
辱
大
王
之

廷
﹂
は
燕
一
14
の
﹁
若
自
憂
而
足
︑
則
臣
亦
之
周
ã
籠
耳
︑
何
爲
煩

大
王
之
廷
耶
﹂
と
槪
ね
同
樣
の
內
容
だ
が
︑
燕
一
5
に
は
こ
の
箇
o

に
對
應
す
る
�
言
は
無
い
︒

(20
)

『呂
氏
春
秋
﹄
知
度
﹁
夫
成
王
霸
者
固
b
人
︑
&
國
者
亦
b
人
︒

桀
用
羊
辛
︑
紂
用
惡
來
︑
宋
用
駃
6
︑
齊
用
蘇
秦
︑
而
天
下
知
其

&
﹂︒

(21
)

『荀
子
﹄
臣
E
﹁
內
不
足
Y
一
民
︑
外
不
足
Y
|
難
︑
百
姓
不
親
︑

諸
侯
不
信
︑
然
而
巧
敏
佞
說
︑
善
取
寵
乎
上
︑
是
態
臣
者
也
︒
⁝
用

態
臣
者
&
︒
態
臣
用
則
必
死
︑
⁝
故
齊
之
蘇
秦
・
楚
之
州
侯
・
秦
之

張
祿
︑
可
謂
態
臣
者
也
﹂︒

(22
)

『說
苑
﹄
君
E
﹁
燕
昭
王
問
於
郭
隗
曰
寡
人
地
狹
人
寡
︑
齊
人
~

取
八
城
︑
匈
奴
驅
馳
樓
煩
之
下
︒
以
孤
之
不
�
︑
得
承
宗
B
︑
恐
危

社
稷
︑
存
之
b
E
乎
︒
⁝
郭
隗
曰
王
�
欲
興
E
︑
隗
j
爲
天
下
之
士

開
路
︒
於
是
燕
王
常
置
郭
隗
上
坐
南
面
︒
居
三
年
︑
蘇
子
聞
之
︑
從

周
歸
燕
︑
鄒
衍
聞
之
︑
從
齊
歸
燕
︑
樂
毅
聞
之
︑
從
趙
歸
燕
︑
屈
景

聞
之
︑
從
楚
歸
燕
︒
四
子
畢
至
︑
果
以
�
燕
幷
强
齊
﹂︒

(23
)

『說
苑
﹄
}
賢
﹁
燕
昭
王
得
郭
隗
而
鄒
衍
樂
毅
以
齊
趙
至
︑
蘇
子

屈
景
以
周
楚
至
︒
於
是
舉
兵
而
攻
齊
︑
棲
閔
王
於
莒
︒
燕
校
地
計
眾
︑

非
與
齊
鈞
也
︒
然
o
以
能
信
>
至
於
此
者
︑
由
得
士
也
﹂︒

(24
)

『�
記
﹄
樂
毅
列
傳
﹁
樂
毅
⁝
\
武
靈
王
b
沙
丘
之
亂
︑
乃
去
趙

+
魏
︒
聞
燕
昭
王
以
子
之
之
亂
而
齊
大
敗
燕
︑
燕
昭
王
怨
齊
︑
未
嘗

一
日
而
忘
報
齊
也
︒
燕
國
小
辟
£
︑
力
不
能
制
︑
於
是
屈
身
下
士
︑

先
禮
郭
隗
以
招
賢
者
︒
樂
毅
於
是
爲
魏
昭
王
Y
於
燕
︒
燕
王
以
客
禮

待
之
︒
樂
毅
辭
讓
︑
¡
委
質
爲
臣
︒
燕
昭
王
以
爲
亞
卿
︑
久
之
﹂
に

據
れ
ば
︑
樂
毅
は
沙
丘
の
亂

(-
二
九
五
)
の
後
︑
先
ず
魏
に
行
き
︑

�
い
で
燕
に
赴
い
た
こ
と
に
な
る
︒

(25
)

そ
の
年
代
觀
に
合
致
し
な
い
場
合
︑
﹃
�
記
﹄
に
お
い
て
は
蘇
秦

の
名
が
~
除
さ
れ
る
︑
あ
る
い
は
﹁
蘇
代
﹂
な
ど
他
の
人
名
に
書
き

奄
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
徐
中
舒
一
九
六
四
に
指
摘
が
あ

る
︒
こ
こ
に
舉
げ
た
﹃
說
苑
﹄
の
�
は
﹃
�
記
﹄
の
年
代
觀
に
從
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(26
)

『
戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
一
違
か
ら
第
十
四
違
に
至
る
ま
で
が
蘇
秦

に
關
わ
る
�
料
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理

小
組
Ó
一
九
七
六
o
收
の
6
蘭
﹁
司
馬
�
o
沒
b
見
�
�
珍
貴
�

料
﹂
︑
楊
(
﹁
馬
王
堆
帛
書
︽
戰
國
縱
橫
家
書
︾
�
�
料
價
値
﹂︑
馬

雍
﹁
帛
書
︽
戰
國
縱
橫
家
書
︾
各
_
�
年
代
和
歷
�
背
景
﹂
が
等
し

く
#
め
て
お
り
︑
現
在
多
く
の
硏
究
者
が
贊
>
を
表
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
日
本
に
お
い
て
は
大
西
・
大
櫛
二
〇
一
五
が
﹁
蘇
秦
と
の
關

係
﹂
(二
四
～
三
一
頁
)
と
い
う
違
を
設
け
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て

お
り
︑
基
本
�
に
は
蘇
秦
の
�
料
で
あ
る
と
#
め
て
よ
い
と
す
る
︒

(27
)

『戰
國
縱
橫
家
書
﹄
に
第
七
違
﹁
⁝
臣
故
令
¡
恐
齊
王
曰
︑
天
下

不
能
功

(
攻
)
秦
︑
□
E
齊
以
取
秦
⁝
﹂︑
八
違
﹁
⁝
王
棄
薛
公
︑
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身
斷
事
︑
立
�
︑
�
立
︑
伐
秦
︑
秦
伐
⁝
﹂︑
第
十
一
違
﹁
⁝
臣
至

勺

(趙
)︑
o
聞
於
乾

(韓
)
粱

(梁
)
之
功

(攻
)
秦
︑
无
變
志

矣
⁝
臣
之
o
得
於
奉
陽
君
︑
乾

(韓
)
粱

(梁
)
合
︑
勺

(趙
)
氏

將
悉
上
黨
以
功

(攻
)
秦
⁝
﹂︑
十
二
違
﹁
自
勺

(趙
)
獻
書
於
齊

王
曰
︑
臣
以
令
吿
奉
陽
君
曰
⁝
寡
人
之
o
爲
功

(攻
)
秦
者
︑
爲
粱

(梁
)
爲
多
⁝
﹂︑
第
十
四
違
﹁
謂
齊
王
曰
⁝
非
薛
公
之
信
︑
莫
能
合

三
晉
以
功

(攻
)
秦
⁝
功

(攻
)
秦
之
事
成
︑
三
晉
之
u
完
於
齊
⁝

功

(攻
)
秦
之
事
敗
︑
三
晉
之
B
散
⁝
是
故
臣
以
王
令
甘
薛
公
︑
驕

敬
三
晉
︑
勸
之
爲
一
︑
以
疾
功

(攻
)
秦
︑
必
破
之
⁝
今
功

(攻
)

秦
之
兵
方
始
合
⁝
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
臣
﹂
は
お
そ
ら
く
蘇
秦
で
あ
り
︑

か
つ
こ
れ
ら
の
違
は
�
て
攻
秦
に
言
\
し
て
い
る
︒

(28
)

『戰
國
縱
橫
家
書
﹄
第
十
違
﹁
兄

(況
)
臣
能
以
天
下
功

(攻
)

秦
︑
疾
與
秦
相
萃

(捽
)
也
而
不
解
﹂︒
訓
讀
は
大
西
・
大
櫛
二
〇

一
五
に
從
う
︒

(29
)

『戰
國
策
﹄
魏
策
二
・
五
國
伐
秦
無
攻
而
k
違
﹁
臣
印
;
事
三
晉

之
�
︑
奉
陽
君
・
孟
嘗
君
・
韓
呡
・
周
㝡
・
周
・
韓
餘
爲
徒
從
而
下

之
︒
恐
其
伐
秦
之
疑
也
︑
印
身
自
醜
於
秦
扮
之
︑
j
焚
天
下
之
秦
符

者
︑
臣
也
︒
�
傳
焚
符
之
B
者
︑
臣
也
︒
欲
Y
五
國
B
閉
秦
關
者
︑

臣
也
︒﹂
こ
こ
で
は
鮑
本
に
從
っ
て
﹁
欲
﹂
を
﹁
�
﹂
に
改
め
る
︒

(30
)

『�
記
﹄
張
儀
列
傳
﹁
三
晉
多
權
變
之
士
︒
夫
言
從
衡
彊
秦
者
大

抵
皆
三
晉
之
人
也
﹂︒

(31
)

苗
潤
蓮
二
〇
〇
六
は
國
別
に
戰
國
�
の
縱
橫
家
の
瓜
計
を
と
っ
て

い
る
が
︑
そ
こ
に
舉
げ
ら
れ
た
一
二
九
人
の
內
︑
趙
國
の
縱
橫
家
は

二
〇
人
を
數
え
る
︒
戰
國
�
の
趙
に
お
い
て
︑
縱
橫
家
の
活
動
が
盛

ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

(32
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
當
此
之
時
︑
天
下
之

大
︑
萬
民
之
眾
︑
王
侯
之
威
︑
謀
臣
之
權
︑
皆
欲
決
蘇
秦
之
策
︒
不

費
斗
糧
︑
未
煩
一
兵
︑
未
戰
一
士
︑
未
絕
一
弦
︑
未
折
一
矢
︑
諸
侯

相
親
︑
賢
於
兄
弟
﹂
︒

(33
)

『韓
詩
外
傳
﹄
卷
九
﹁
孔
子
曰
⁝
賜
︑
爾
何
如
︒
對
曰
得
素
衣
縞

冠
︑
Y
於
兩
國
之
閒
︑
不
持
尺
寸
之
兵
︑
斗
升
之
糧
︑
Y
兩
國
相
親

如
弟
兄
﹂︒

(34
)

熊
憲
光
一
九
九
七
は
﹃
韓
詩
外
傳
﹄
の
子
貢
の
言
と
秦
策
一
・
蘇

秦
始
將
連
橫
違
の
�
違
表
現
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑

熊
氏
は
子
貢
が
縱
橫
家
の
祖
で
あ
る
と
の
觀
點
か
ら
兩
者
の
類
似
を

說
R
し
て
お
り
︑
�
面
�
に
は
從
え
な
い
︒
�
違
の
類
似
は
む
し
ろ

縱
橫
家
の
儒
家
へ
の
接
�
を
示
す
と
思
わ
れ
る
︒

(35
)

『�
記
﹄
�
津
侯
�
父
列
傳
︒

(36
)

『�
記
﹄
酈
生
陸
賈
列
傳
﹁
沛
公
至
高
陽
傳
舍
︑
Y
人
召
酈
生
︒

酈
生
至
︑
入
謁
⁝
沛
公
罵
曰
豎
儒
⁝
�
酈
生
上
坐
︑
謝
之
︑
酈
生
因

言
六
國
從
橫
時
︑
沛
公
喜
﹂
︒

(37
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
蘇
秦
喟
然
�
曰
此
一
人
之
身
︑
富
貴
則
親

戚
畏
懼
之
︑
貧
賤
則
輕
易
之
⁝
於
是
散
千
金
︑
以
賜
宗
族
 
友
﹂︒

(38
)

『�
記
﹄
�
津
侯
�
父
列
傳
﹁
臣
結
髮
游
學
四
十
餘
年
︑
身
不
得

¡
︑
親
不
以
爲
子
︑
昆
弟
不
收
︑
賓
客
棄
我
︑
我
阸
日
久
矣
︒
且
丈

夫
生
不
五
鼎
食
︑
死
卽
五
鼎
烹
耳
︒
吾
日
暮
�
£
︑
故
倒
行
暴
施
之
︒

⁝
上
拜
�
父
爲
齊
相
︒
至
齊
︑
¤
召
昆
弟
賓
客
︑
散
五
百
金
予
之
︑

數
之
曰
始
吾
貧
時
︑
昆
弟
不
我
衣
食
︑
賓
客
不
我
內
門
︒
今
吾
相
齊
︑

諸
君
]
我
或
千
里
︒
吾
與
諸
君
絕
矣
︑
毋
復
入
偃
之
門
﹂︒

(39
)

谷
中
信
一
二
〇
〇
八
︑
二
八
五
～
二
八
六
頁
に
︑﹃
漢
書
﹄
藝
�
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志
o
載
の
縱
橫
十
二
家
の
う
ち
︑
六
家
が
漢
代
-
?
の
人
物
で
あ
り
︑

と
り
わ
け
武
�
�
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(40
)

『淮
南
子
﹄
O
略
訓
﹁
晚
世
之
時
︑
六
國
諸
侯
⁝
各
自
治
其
境
內
︑

守
其
分
地
︑
握
其
權
柄
︑
擅
其
政
令
︒
下
無
方
伯
︑
上
無
天
子
︑
力

征
爭
權
︑
§
者
爲
右
⁝
故
縱
橫
修
短
生
焉
﹂︒

(41
)

吉
本
E
�
二
〇
〇
五
︑
第
三
部
第
一
違

(4
)
馬
陵
の
戰

(四
八

二
～
四
九
〇
頁
)
で
は
︑
-
三
四
九
年
の
晉
公
室
の
廢
絕
後
︑
傳
瓜

�
な
霸
者
體
制
が
�
n
�
に
ª
壞
し
︑
結
果
と
し
て
魏
の
霸
者
志
向

も
挫
折
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(42
)

『漢
書
﹄
藝
�
志
﹁
從
橫
家
者
液
︑
蓋
出
於
行
人
之
官
︒
孔
子
曰

誦
詩
三
百
︑
Y
於
四
方
︑
不
能
專
對
︑
雖
多
亦
奚
以
爲
︒
印
曰
Y
乎
︑

Y
乎
︒
言
其
當
權
事
制
宜
︑
S
命
而
不
S
辭
︑
此
其
o
長
也
︒
\
�

人
爲
之
︑
則
上
詐
諼
而
棄
其
信
﹂︒

(43
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
秦
惠
王
謂
�
泉
子
違
﹁
秦
惠
王
謂
�
泉
子

曰
蘇
秦
欺
寡
人
︑
欲
以
一
人
之
智
︑
反
·
東
山
之
君
︑
從
以
欺
秦
︒

趙
固
ã
其
衆
︑
故
先
Y
蘇
秦
以
ä
帛
B
乎
諸
侯
⁝
寡
人
忿
然
︑
含
怒

日
久
﹂︒

(44
)

趙
	
團
二
〇
一
三
は
�
獻
に
保
存
さ
れ
た
蘇
秦
の
六
國
合
從
說
話

と
爲
燕
閒
齊
說
話
の
數
量
を
比
�
し
︑
六
國
合
從
說
話
の
ほ
う
が
よ

り
盛
行
し
て
い
た
と
�
張
す
る
︒

(45
)

『戰
國
策
﹄
楚
策
一
・
張
儀
爲
秦
破
從
連
橫
違
﹁
張
儀
爲
秦
破
從

連
橫
︑
說
楚
王
曰
⁝
凡
天
下
o
信
B
從
親
堅
者
蘇
秦
︑
封
爲
武
安
君

而
相
燕
︑
卽
陰
與
燕
王
謀
破
齊
共
分
其
地
︒
乃
佯
b
罪
︑
出
走
入
齊
︑

齊
王
因
S
而
相
之
︒
居
二
年
而
覺
︑
齊
王
大
怒
︑
車
裂
蘇
秦
於
市
︒

夫
以
一
詐
僞
反
·
之
蘇
秦
︑
而
欲
經
營
天
下
︑
混
一
諸
侯
︑
其
不
可

成
也
亦
R
矣
⁝
楚
王
⁝
乃
¸
Y
車
百
乘
︑
獻
雞
駭
之
犀
夜
光
之
璧
於

秦
王
﹂︒
た
だ
し
︑﹃
讀
書
雜
志
﹄
に
﹁
乃
¸
Y
車
百
乘
︑
獻
雞
駭
之

犀
夜
光
之
璧
於
秦
王
︒
念
孫
案
︑
¸
Y
車
百
乘
︑
�
不
成
義
︑
當
作

¸
車
百
乘
﹂
と
あ
る
に
從
い
︑
本
�
で
は
﹁
Y
﹂
字
を
譯
し
て
い
な

い
︒

(46
)

『戰
國
策
﹄
趙
策
二
・
張
儀
爲
秦
連
橫
違
﹁
張
儀
爲
秦
連
橫
︑
說

趙
王
曰
⁝
凡
大
王
之
o
信
以
爲
從
者
︑
恃
蘇
秦
之
計
︒
熒
惑
諸
侯
︑

以
是
爲
非
︑
以
非
爲
是
︑
欲
反
·
齊
國
而
不
能
︑
自
令
車
裂
於
齊
之

市
︒
夫
天
下
之
不
可
一
亦
R
矣
⁝
趙
王
⁝
乃
以
車
三
百
乘
入
±
澠
池
︑

割
河
閒
以
事
秦
﹂︒

(47
)

『
怨
語
﹄
懷
慮
に
﹁
蘇
秦
張
儀
︑
身
}
於
位
︑
名
顯
於
世
︑
相
六

國
︑
事
六
君
︑
威
振
山
東
︑
橫
說
諸
侯
︑
國
衣
辭
︑
人
衣
>
︑
欲
合

�
而
制
彊
︑
持
衡
而
御
縱
︑
內
無
堅
計
︑
身
無
定
名
︑
功
業
不
�
︑

中
E
而
廢
︑
身
死
於
凡
人
之
手
︑
爲
天
下
o
笑
者
︑
乃
由
辭
語
不
一
︑

而
"
欲
放
佚
故
也
﹂
と
あ
り
︑﹃
怨
語
﹄
が
陸
賈
の
手
に
な
る
も
の

で
あ
れ
ば
︑
蘇
秦
と
張
儀
は
遲
く
と
も
漢
初
に
は
關
聯
附
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
福
井
重
�
二
〇
〇
二
が
指
摘
す
る
よ
う

に
︑
現
行
﹃
怨
語
﹄
は
陸
賈
の
眞
作
と
は
見
做
し
難
い
︒
む
し
ろ
︑

蘇
秦
張
儀
を
聯
稱
す
る
こ
と
こ
そ
が
﹃
怨
語
﹄
僞
作
說
の
一
證
左
と

な
ろ
う
︒

(48
)

『
韓
非
子
﹄
五
蠧
﹁
從
者
合
眾
�
以
攻
一
强
也
︒
而
衡
者
事
一
强

以
攻
眾
�
也
﹂
︒

(49
)

錢
穆
一
九
五
六
は
﹁
余
考
其
時
言
合
從
︑
初
不
專
指
拒
秦
︒
樂
毅

傳
b
之
︑
﹃
燕
Y
樂
毅
B
趙
惠
�
王
︑
別
Y
連
楚
魏
︑
令
趙
嚪
秦
以

伐
齊
之
利
︒
諸
侯
'
齊
湣
王
之
驕
暴
︑
皆
爭
合
從
︑
與
燕
伐
齊
︒
﹄
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是
聯
秦
伐
齊
亦
得
謂
合
從
也
﹂
と
営
べ
︑
合
從
が
當
初
か
ら
常
に
抗

秦
を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
�
張
し
て
い
る
︒

(50
)

『�
記
﹄
樂
毅
列
傳
﹁
燕
昭
王
⁝
Y
樂
毅
B
趙
惠
�
王
︑
別
Y
連

楚
魏
︑
令
趙
嚪
說
秦
以
伐
齊
之
利
︑
諸
侯
'
齊
湣
王
之
驕
暴
︑
皆
爭

合
從
︑
與
燕
伐
齊
﹂︒
た
だ
し
︑﹃
�
記
會
5
考
證
﹄
に
﹁
各
本
嚪
下

無
說
字
﹂
と
あ
る
の
に
從
い
︑﹁
說
﹂
字
を
除
い
て
譯
し
た
︒

(51
)

『漢
書
﹄
賈
鄒
枚
路
傳
﹁
六
國
乘
信
陵
之
籍
︑
R
蘇
秦
之
B
︑
厲

荊
軻
之
威
︑
幷
力
一
心
以
備
秦
﹂︒

(52
)

賈
誼
﹃
�
秦
論
﹄﹁
秦
孝
公
據
殽
函
之
固
︑
擁
雍
州
之
地
︑
君
臣

固
守
而
闚
周
室
︑
b
席
卷
天
下
︑
Â
舉
宇
內
︑
囊
括
四
海
之
>
︑
幷

吞
八
荒
之
心
︒
當
是
時
也
︑
商
君
佐
之
︑
內
立
法
度
︑
務
Å
織
︑
修

守
戰
之
備
︑
外
連
衡
而
鬭
諸
侯
﹂︒

(53
)

『�
記
﹄
李
斯
列
傳
引
0
客
書
に
﹁
惠
王
用
張
儀
之
計
︑
伐
三
川
︑

西
幷
巴
蜀
⁝
¡
散
六
國
之
從
︑
Y
之
西
面
事
秦
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
上

書
が
眞
に
李
斯
の
手
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
︑
遲
く
と
も
-
二
三
七
年

以
-
に
は
張
儀
と
連
衡
を
結
び
つ
け
る
言
說
が
存
在
し
た
こ
と
に
な

る
︒
た
だ
し
︑
宮
崎
一
九
七
七
は
﹁
0
客
書
﹂
を
比
�
�
信
賴
で
き

る
�
料
と
す
る
が
︑﹃
�
´
﹄
5
の
﹁
Q
三
川
是
武
王
︑
張
儀
已
死
︑

此
8
也
﹂
や
吉
本
二
〇
〇
〇
結
語
5
①
の
指
摘
か
ら
も
知
ら
れ
る
Q

り
︑﹁
0
客
論
﹂
の
歷
�
記
営
に
は
不
正
確
な
部
分
が
多
く
︑
秦
國

の
人
物
が
書
い
た
も
の
と
す
る
に
は
疑
念
が
多
い
︒
ま
た
︑﹃
孟
子
﹄

滕
�
公
下
﹁
景
春
曰
公
孫
衍
張
儀
豈
不
�
大
丈
夫
哉
︑
一
怒
而
諸
侯

懼
︑
安
居
而
天
下
熄
﹂
は
孟
子
在
世
當
時
に
張
儀
が
旣
に
著
名
な

﹁
縱
橫
家
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
の
根
據
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る

が
︑﹃
孟
子
﹄
本
�
か
ら
は
張
儀
と
連
衡
の
關
聯
を
讀
み
取
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
讀
み
は
後
世
に
生
じ
た
#
識
に
影

é
を
S
け
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

(54
)

『淮
南
子
﹄
泰
族
訓
﹁
張
儀
蘇
秦
家
無
常
居
︑
身
無
定
君
︑
B
從

衡
之
事
︑
爲
傾
·
之
謀
︑
濁
亂
天
下
︑
撓
滑
諸
侯
︑
Y
百
姓
不
遑
啟

居
︑
或
從
或
橫
︑
或
合
眾
�
︑
或
輔
富
强
︒
此
衣
行
而
歸
於
醜
者

也
﹂︒

(55
)

『淮
南
子
﹄
泰
族
訓
﹁
張
儀
・
蘇
秦
之
從
衡
︑
皆
掇
取
之
權
︑
一

切
之
A
也
﹂
︒

(56
)

『漢
書
﹄
武
�
紀
﹁
円
元
元
年
冬
十
�
︑
詔
丞
相
・
御
�
・
列

侯
・
中
二
千
石
・
二
千
石
・
諸
侯
相
舉
賢
良
方
正
直
言
極
諫
之
士
︒

丞
相
綰
奏
o
舉
賢
良
︑
或
治
申
商
韓
非
蘇
秦
張
儀
之
言
︑
亂
國
政
︑

j
皆
罷
﹂︒

(57
)

『�
記
﹄
滑
稽
列
傳
﹁
武
�
時
︑
齊
人
b
東
方
生
名
朔
︑
⁝
時
會

聚
宮
下
È
士
諸
先
生
與
論
議
︑
共
難
之
曰
蘇
秦
張
儀
一
當
萬
乘
之
�
︑

而
都
卿
相
之
位
︑
澤
\
後
世
⁝
東
方
生
曰
⁝
夫
張
儀
蘇
秦
之
時
︑
周

室
大
壞
︑
諸
侯
不
±
︑
力
政
爭
權
⁝
方
今
以
天
下
之
大
︑
士
民
之
眾
︑

竭
精
馳
說
︑
幷
®
輻
湊
者
︑
不
可
§
數
︒
悉
力
慕
義
︑
困
於
衣
食
︑

或
失
門
戶
︒
Y
張
儀
蘇
秦
與
僕
幷
生
於
今
之
世
︑
曾
不
能
得
掌
故
︒

安
敢
Î
常
侍
侍
郞
乎
﹂︒

(58
)

『
淮
南
子
﹄
氾
論
訓
﹁
蘇
秦
︑
Ï
夫
徒
步
之
人
也
︒
靻
蹻
嬴
蓋
︑

經
營
萬
乘
之
�
︑
X
諾
諸
侯
︒
然
不
自
免
於
車
裂
之
患
﹂︒

(59
)

『
淮
南
子
﹄
m
言
訓
﹁
蘇
秦
死
於
口
﹂︑
氾
論
訓
﹁
蘇
秦
知
權
謀
而

不
知
禍
福
﹂
な
ど
︒

(60
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
蘇
秦
兄
弟
三
人
︑
皆
游
說
諸
侯
以
顯
名
︒

其
A
長
於
權
變
︒
而
蘇
秦
被
反
閒
以
死
︑
天
下
共
笑
之
︑
諱
學
其
A
︒
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然
世
言
蘇
秦
多
衣
︑
衣
時
事
b
類
之
者
皆
附
之
蘇
秦
︒
夫
蘇
秦

閭

閻
︑
連
六
國
從
親
︒
此
其
智
b
�
人
者
︒
吾
故
列
其
行
事
︑
�
其
時

序
︑
毋
令
獨
蒙
惡
聲
焉
﹂︒

(61
)

『�
記
﹄
太
�
公
自
序
﹁
天
下
患
衡
秦
毋
饜
而
蘇
子
能
存
諸
侯
︑

B
從
以
抑
貪
彊
︒
作
蘇
秦
列
傳
第
九
﹂︒

(62
)

『�
記
﹄
張
儀
列
傳
﹁
夫
張
儀
之
行
事
甚
於
蘇
秦
︒
然
世
惡
蘇
秦

者
︑
以
其
先
死
︒
而
儀
振
暴
其
短
以
扶
其
說
︑
成
其
衡
E
︒
O
之
︑

此
兩
人
眞
傾
危
之
士
哉
﹂︒

(63
)

楚
世
家
に
﹁

(懷
王
)
十
一
年
︑
蘇
秦
B
從
山
東
六
國
共
攻
秦
︑

楚
懷
王
爲
從
長
﹂
と
あ
り
︑﹃
�
記
﹄
Ó
纂
者
が
懷
王
十
一
年

(-

三
一
八
)
を

點
と
し
て
十
五
年
Ö
上
し
た
年
�
を
蘇
秦
の
合
從
開

始
と
見
做
し
た
可
能
性
は
�
田
一
九
九
七
︑
四
三
三
頁
に
指
摘
が
あ

る
︒﹃
�
記
﹄
は
楚
世
家
Ó
纂
段
階
で
﹁
五
國
攻
秦
﹂
に
蘇
秦
の

﹁
六
國
合
從
﹂
を
附
會
し
こ
の
懷
王
十
一
年

(-
三
一
八
)
か
ら
十

五
年
Ö
上
し
て
-
三
三
三
年
頃
を
蘇
秦
の
合
從
成
立
年
に
定
め
た
と

思
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
-
三
三
四
年
の
﹁
蘇
秦
說
燕
﹂
の
#
識
と
ほ
ぼ

合
致
す
る
が
︑
六
國
燕
表
が
﹁
蘇
秦
說
燕
﹂
を
-
三
三
三
年
で
は
な

く
-
三
三
四
年
に
繫
け
る
の
は
︑
單
に
君
�
の
卒
年
に
記
営
す
る
の

が
煩
雜
で
あ
っ
た
か
ら
に
�
ぎ
な
い
︒
な
お
︑
本
來
無
關
係
で
あ
っ

た
蘇
秦
の
﹁
六
國
合
從
﹂
が
懷
王
十
一
年

(-
三
一
八
)
の
﹁
五
國

攻
秦
﹂
に
附
會
さ
れ
た
可
能
性
は
吉
本
二
〇
〇
五
︑
五
二
八
～
五
三

一
頁
に
指
摘
が
あ
る
︒

(64
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
蘇
秦
⁝
乃
東
之
趙
︒
趙
肅
侯
令
其
弟
成
爲

相
︑
號
奉
陽
君
︒
奉
陽
君
弗
說
之
︑
去
游
燕
﹂︒

(65
)

徐
少
華
一
九
八
八
は
奉
陽
君
に
關
す
る
專
論
で
あ
る
が
︑
奉
陽
君

を
李
兌
と
し
︑
趙
惠
�
王
四
年

(-
二
九
五
)︑
或
い
は
や
や
後
に

趙
相
と
な
り
︑
惠
�
王
十
三
年
末
或
い
は
十
四
年
に
死
&
し
た
と
す

る
︒
奉
陽
君
の
大
凡
の
活
動
時
�
と
し
て
は
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(66
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
蘇
秦
詳
爲
得
罪
於
燕
而
&
走
齊
︑
齊
宣
王

以
爲
客
卿
︒
齊
宣
王
卒
︑
湣
王
卽
位
︑
說
湣
王
厚
葬
以
R
孝
︑
高
宮

室
大
苑
囿
以
R
得
>
︑
欲
破
敝
齊
而
爲
燕
﹂
︒

(67
)

徐
中
舒
一
九
六
四
︒

(68
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
出
游
數
歲
︑
大
困
而
歸
︑
兄
弟
嫂
妹
妻
妾

竊
皆
笑
之
﹂
︒

(69
)

『
戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
說
秦
王
書
十
上
而
說

不
行
⁝
歸
至
家
︑
妻
不
下
紉
︑
嫂
不
爲
炊
︑
父
母
不
與
言
﹂
︒

(70
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
蘇
秦
⁝
乃
行
�
雒
陽
︑
車
騎
輜
重
︑
諸
侯

各
發
Y
Þ
之
甚
眾
︑
疑
於
王
者
︒
周
顯
王
聞
之
︑
恐
懼
除
E
︑
Y
人

郊
勞
︒
蘇
秦
之
昆
弟
妻
嫂
側
目
不
敢
仰
視
︑
俯
伏
侍
取
食
﹂︒

(71
)

『戰
國
策
﹄
秦
策
一
・
蘇
秦
始
將
連
橫
違
﹁
父
母
聞
之
︑
淸
宮
除

E
︑
張
樂
設
飮
︑
郊
]
三
十
里
︒
妻
側
目
而
視
︑
傾
耳
而
聽
︑
嫂
蛇

行
匍
伏
︑
四
拜
自
跪
而
謝
﹂︒

(72
)

『�
記
﹄
張
儀
列
傳
﹁
蘇
秦
已
說
趙
王
而
得
相
B
從
親
︒
然
恐
秦

之
攻
諸
侯
︑
敗
B
後
ã
⁝
言
趙
王
︑
發
金
ä
車
馬
︑
Y
人
å
隨
張
儀

⁝
奉
以
車
馬
金
錢
⁝
張
儀
¡
得
以
見
秦
惠
王
︑
惠
王
以
爲
客
卿
⁝
舍

人
曰
⁝
蘇
君
憂
秦
伐
趙
敗
從
B
︑
以
爲
非
君
莫
能
得
秦
柄
︒
故
感
怒

君
︑
Y
臣
陰
奉
給
君
Ü
︒
盡
蘇
君
之
計
謀
⁝
張
儀
曰
⁝
爲
吾
謝
蘇
君
︒

蘇
君
之
時
︑
儀
何
敢
言
︒
且
蘇
君
在
︑
儀
寧
渠
能
乎
﹂
︒

(73
)

『�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
﹁
是
時
周
天
子
致
�
武
之
胙
於
秦
惠
王
︒
惠

王
Y
犀
首
攻
魏
︑
禽
將
龍
賈
︑
取
魏
之
雕
陰
︑
且
欲
東
兵
︒
蘇
秦
恐
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秦
兵
之
至
趙
也
︑
乃
激
怒
張
儀
︑
入
之
于
秦
⁝
六
國
從
合
而
幷
力
焉

⁝
其
後
秦
Y
犀
首
欺
齊
魏
︑
與
共
伐
趙
︑
欲
敗
從
B
︑
齊
魏
伐
趙
︑

趙
王
讓
蘇
秦
⁝
蘇
秦
去
趙
而
從
B
皆
解
﹂︒

(74
)

『呂
氏
春
秋
﹄
報
�
﹁
張
儀
魏
氏
餘
子
也
︑
將
西
!
於
秦
︑
�
東

周
︒
客
b
語
之
於
昭
�
君
者
曰
魏
氏
人
張
儀
︑
材
士
也
︒
將
西
!
於

秦
︑
願
君
之
禮
貌
之
也
︒
⁝
張
儀
行
︑
昭
�
君
Þ
而
Ü
之
︒
至
於
秦
︑

留
b
閒
︒
惠
王
說
而
相
之
︒
張
儀
o
德
於
天
下
者
︑
無
若
昭
�
君
﹂︒

參
考
�
獻

《中
�
︾

范
祥
雍

二
〇
〇
六

『戰
國
策
箋
證
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︒

馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
Ó

一
九
七
六

『戰
國
縱
橫
家
書
﹄︑
�
物
出
版
社
︒

馬
雍

一
九
七
六

｢帛
書
︽
戰
國
縱
橫
家
書
︾
各
_
�
年
代
和
歷
�
背
景
﹂︑
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
Ó
一
九
七
六
o
收

苗
潤
蓮

二
〇
〇
六

｢論
戰
國
縱
橫
家
�
地
域
分
布
\
成
因
﹂﹃
山
西
大
學
學
報
﹄
二
〇
〇
六−

三
︑
二
〇
～
二
三
頁
︒

錢
穆

一
九
五
六

『先
秦
諸
子
繫
年
﹄︑
香
�
大
學
︒

6
蘭

一
九
七
六

｢司
馬
�
o
沒
b
見
�
�
珍
貴
�
料
﹂︑
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
Ó
一
九
七
六
o
收
︒

熊
憲
光

一
九
九
七

｢縱
橫
家
之
興
考
辨
﹂︑﹃
�
獻
﹄
一
九
九
七−

一
︑
一
〇
五
～
一
二
二
頁
︒

徐
少
華

一
九
八
八

｢奉
陽
君
任
相
\
相
關
趙
�
探
析
﹂︑﹃
河
北
學
刊
﹄︑
一
九
九
八−

四
︑
六
七
～
七
二
頁
︒

徐
中
舒

一
九
六
四

｢論
︽
戰
國
策
︾
�
Ó
寫
\
b
關
蘇
秦
諸
問
題
﹂︑﹃
歷
�
硏
究
﹄
一
九
六
四−

一
︑
一
三
三
～
一
五
〇
頁
︒

楊
(

一
九
五
五

『戰
國
�
﹄︑
上
海
人
民
出
版
社
︒

楊
(

一
九
七
六

｢馬
王
堆
帛
書
︽
戰
國
縱
橫
家
書
︾
�
�
料
價
値
﹂︑
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
整
理
小
組
Ó
一
九
七
六
o
收
︒

楊
(

一
九
九
八

『戰
國
�
﹄︑
上
海
人
民
出
版
社
︒

趙
	
團

二
〇
一
三

｢從
秦
漢
學
A
�
層
纍
現
象
看
蘇
秦
事
迹
眞
僞
�
考
訂
﹂︑﹃
寧
夏
社
會
科
學
﹄
二
〇
一
三−

四
︑
一
一
一
～
一
一
四
頁
︒

趙
生
群

二
〇
〇
七

｢︽
戰
國
縱
橫
家
書
︾
o
載
“
蘇
秦
事
迹
”
不
可
信
﹂︑﹃
浙
江
師
範
大
學
學
報
﹄
︑
二
〇
〇
七−

一
︑
六
三
～
六
七
頁
︒

諸
祖
耿

一
九
八
二

『戰
國
策
集
5
匯
考

(增
補
版
)﹄︑
鳳
凰
出
版
社
︒
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《邦
�
︾

大
西
克
也
・
大
櫛
敦
弘

二
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THE FORMATION OF

“THE BIOGRAPHY OF SU QIN” (蘇秦列傳 SU QIN LIEZHUAN)

SAITO Ken

Su Qin 蘇秦 is one of the most prominent figures of the Warring States Period.

There are, however, glaring contradictions in the biography devoted to him in the

Shiji (『�記』蘇秦列傳). These contradictions gave rise to controversies around Su

Qin from early on. Some scholars went so far as to claim that all the accounts

associated with Su Qin were pure fiction.

Analyses of the Zhanguo zonghengjia shu 戰國縱橫家書 from the tomb in

Mawangdui 馬王堆, which was discovered in 1973, have facilitated the study of Su

Qin. On the one hand, it now seems to be generally agreed that Su Qin was engaged

in a plot against Qi 齊 in the 280s BCE, there are still some scholars who, on the

other hand, argue for the accuracy of the Shiji. The problems involving Su Qin are

still not completely resolved. In this paper, I will argue that the cause of these

problems lies in the lack of understanding of the historical development of the

images of Su Qin.

From this perspective, this paper will examine the editorial process of Su Qinʼs

biography by analyzing the Shiji and other texts such as the Zhanguoce戰國策.

The story of Su Qin in his biography roughly falls into two parts. The first part

narrates Su Qinʼs success in his official career. In this part, Su Qin persuaded the

sovereigns of the six states to ally with one another, thus forming the vertical

alliance (hezong合從) which was to counteract Qin 秦. He was conferred a fief as

the Lord of Wuʻan (Wu’an jun武安君) for this accomplishment. The second part

recounts Su Qinʼs conspiracy against Qi and his assassination. I propose that the

latter narrative, in which Su Qin is involved in the fall of Qi, was created at the end

of the Warring States Period while the former was invented later in the Han

Dynasty. The author of the Shiji adopted these two narratives, using them as a

framework into which details of Su Qinʼs biography were inserted.

According to this analysis, it is impossible to claim that Su Qinʼs biography has

a factual basis. However, it is not fair to blame the author of the Shiji for having

adopted unreliable information about Su Qin. On the contrary, his biography

provides substantial and valuable information for scholars to trace the change of Su

Qinʼs images in history.

― 1 ―


	JOR_78_4_589_
	JOR_78_4_589__



