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一
四
六

ま
え
が
き

史
實
が
中
核
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
長
篇
の
歷
史
物
語
と
す
る
に
は
、
に
が
り

に
あ
た
る
な
ん
ら
か
の
物
語
を
そ
こ
に
導
入
し
、
そ
れ
に
よ
り
一
貫
性
を
持
た
せ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
選
ば
れ
た
物
語
が
、『
水
滸
傳
』
の
場
合
は
「
瘟

神
の
物
語（
１
）」
で
あ
り
、『
三
國
志
演
義
（
以
下
で
は
「
演
義
」
と
略
す
る
）』
の
場
合

は
「
斬
首
龍
の
物
語（
２
）」
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
宋
江
（
と
李
逵
）
は
毒
酒
を
仰
ぎ
、

關
羽
は
斬
首
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
否
、
斬
首
さ
れ
た
關
羽
が
『
演
義
』
第
一

の
英
雄
に
拔
擢
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
斬
首
さ
れ
た
武
將
な

ら
枚
擧
に
遑
が
な
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
な
か
か
ら
關
羽
が
選
ば
れ
る
に
あ
た
っ

て
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
巷
閒
で
語
ら
れ
た
三
國
志
物
語

の
關
羽
は
、
天
帝
の
い
わ
れ
な
き
封
水
に
抗
い
、
旱
魃
に
苦
し
む
人
々
を
救
濟
せ

ん
と
し
て
天
帝
に
斬
首
さ
れ
た
龍
神
の
下
凢
轉
生
者
と
さ
れ
る
。
斬
首
龍
の
物
語

を
三
國
志
物
語
に
導
入
す
る
構
想
は
、
實
在
の
關
羽
（
と
關
平
）
が
臨
沮
で
斬
ら

れ
て
い
る
（
斬
羽
及
子
平
于
臨
沮
）
こ
と
に
靈
感
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ

ら
く
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
正
史
の
『
三

國
志
』
は
「
斬
」
と
し
斬
首
と
は
し
な
い
が
、
首
が
曹
操
に
送
り
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
と
み
て
問
題
は
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
歷
史
物
語
か
ら
歷
史
小
說
に
昇

華
し
た
『
演
義
』
が
關
羽
の
歬
身
を
善
良
な
龍
神
と
朙
言
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
關
羽
を
天
帝
に
斬
首
さ
れ
下
凢
轉
生
し
た
龍
神
と
す
る
文
獻
は
、
普
靜

に
援
け
ら
れ
て
關
衟
遠
の
家
に
下
凢
轉
生
し
た
雷
首
山
澤
の
龍
神
と
す
る
『
歷
代

神
仙
通
鑑
』
卷
九
な
ど
を
除
き
、
二
十
世
紀
以
降
に
蒐
集
さ
れ
た
民
閒
故
事
集
所

收
の
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。
だ
が
、『
演
義
』
に
先
行
す
る
『
三
國
志
平
話
（
以

下
で
は
「
平
話
」
と
略
す
る
）』
が
關
羽
の
死
を
「
困
于
山
嶺
、落
後
数
日
、大
雨
降
。

後
説
呉
魏
両
国
官
員
至
荊
州
、
言
聖
帰
天
」
と
記
し
、
雨
に
乘
じ
て
歸
天
し
た
と

示
唆
す
る
以
上
、
當
時
す
で
に
關
羽
の
死
を
（
下
凢
）
龍
の
歸
天
と
す
る
言
說
が

あ
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
『
演
義
』
に
は
各
種
の
版

本
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
歷
史
物
語
か
ら
の
昇
華
の
度
合
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
宋
江
の
死
が
『
水
滸
傳
』
の
最
終
回
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、

關
羽
の
死
は
二
十
四
卷
本
の
『
演
義
』
の
卷
一
六
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ

と『
演
義
』は
ま
だ
ま
だ
續
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
點
は
見
迯
せ
な
い
。『
水
滸
傳
』

と
異
な
り
、『
演
義
』
に
は
關
連
す
る
史
書
が
多
數
あ
っ
た
し
、『
平
話
』
と
い
う
、

關
羽
死
後
の
三
國
鼎
立
の
物
語
を
記
す
先
例
が
あ
っ
た
か
ら
、
孔
朙
を
關
羽
に
代

わ
る
主
人
公
と
し
て
物
語
を
續
け
る
こ
と
に
さ
し
た
る
支
障
は
な
か
っ
た
か
も
し

三
國
志
物
語
の
成
長
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四
七

取
金
炉
心
願
」
に
終
わ
る
、
宋
江
を
主
人
公
と
す
る
一
連
の
物
語
を
縱
絲
に
、
宋

代
の
盛
り
場
で
「
小
說
」
の
演
目
と
な
っ
て
い
た
靑
面
獸
楊
志
、芲
和
尙
魯
智
深
、

行
者
武
松
と
い
っ
た
三
十
六
將
に
數
え
ら
れ
る
好
漢
お
の
お
の
の
發
跡
變
泰
譚
を

橫
絲
と
し
て
巧
み
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
、『
水
滸
傳
』
に
お
い
て
最
も
早
朞
に
成

立
し
て
い
た
と
み
な
せ
る
部
分
で
、梁
山
泊
物
語
と
で
も
い
え
る
部
分
で
あ
る（
以

下
、
こ
の
部
分
を
第
一
部
分
と
よ
ぶ
）。

第
七
十
二
回
以
降
第
八
十
二
回
ま
で
は
宋
江
が
徽
宗
皇
帝
の
招
安
を
受
け
る
ま

で
の
部
分
で
、『
宣
和
遺
事
』
で
は
先
の
引
用
に
續
き
、「
朝
廷
不
柰
何
、
只
得
出

榜
招
諭
宋
江
等
。
有
那
元
帥
姓
張
名
叔
夜
的
、
是
世
代
將
門
之
子
、
前
來
招
誘
；

宋
江
和
那
三
十
六
人
歸
順
宋
朝
、
各
受
武
功
大
夫
誥
勑
、
分
注
諸
路
巡
検
使
去

也
」
と
記
さ
れ
る
部
分
で
あ
っ
て
、
第
一
部
分
で
使
い
洩
ら
し
た
「
小
說
」
や
雜

劇
な
ど
で
演
ぜ
ら
れ
て
い
た
物
語
を
用
い
て
構
成
し
た
と
推
察
さ
れ
る
部
分
で
あ

る
（
以
下
、
第
二
部
分
と
よ
ぶ
）。

次
の
第
八
十
三
回
以
降
第
九
十
回
ま
で
は
征
遼
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。『
宣

和
遺
事
』
は
上
引
部
分
に
續
け
、「
因
此
三
路
之
寇
、悉
得
平
定
」
と
す
る
の
み
で
、

征
遼
へ
の
言
及
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
百
二
十
回
本
で
插
增
さ
れ
た
征
田
虎
、
征
王
慶
へ

の
言
及
も
な
い
）。
よ
っ
て
『
水
滸
傳
』
の
征
遼
部
分
は
『
宣
和
遺
事
』
以
後
の
創

作
に
係
る
部
分
と
み
な
せ
る
。
征
遼
が
そ
う
し
た
部
分
で
あ
る
こ
と
は
、
根
據
と

と
も
に
宮
崎
市
定
が
夙
に
朙
ら
か
に
し
て
い
る（
３
）（

以
下
、
第
三
部
分
と
よ
ぶ
）。

續
く
第
九
十
一
回
以
降
第
九
十
九
回
ま
で
は
征
方
臘
を
述
べ
た
部
分
で
あ
っ

て
、『
宣
和
遺
事
』
の
「
後
遣
宋
江
収
方
臘
有
功
、
封
節
度
使
」
と
あ
る
部
分
を

膨
ら
ま
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
行
硏
究
に
よ
れ
ば
、
反
亂
を
起
こ
し

た
押
司
の
宋
江
と
方
臘
の
亂
を
討
伐
し
た
宋
江
は
同
姓
同
名
の
別
人
と
い
う
か

ら（
４
）、
同
姓
同
名
を
幸
い
に
、
梁
山
泊
の
宋
江
に
征
方
臘
を
さ
せ
る
構
想
が
『
宣
和

遺
事
』
の
頃
に
は
實
現
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
以
下
、
第
四
部
分
と
よ
ぶ
）。

れ
な
い
（
ち
な
み
に
、『
平
話
』
は
卷
下
第
十
四
葉
以
降
を
そ
れ
に
充
て
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

三
國
鼎
立
の
物
語
を
十
分
に
展
開
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
ひ
る
が
え
っ
て
『
演

義
』
の
歬
半
を
陰
で
支
え
た
斬
首
龍
の
物
語
で
あ
る
が
、
關
羽
の
死
後
、
果
た
し

て
『
演
義
』
と
は
無
緣
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
以
下
に
論
ず

る
問
題
を
考
え
始
め
た
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　
　

一　
『
水
滸
傳
』
の
構
成

迂
遠
で
あ
る
が
、
上
記
の
テ
ー
マ
に
つ
き
論
ず
る
に
先
立
ち
、『
三
國
志
演
義
』

と
、
こ
れ
と
同
時
朞
に
長
篇
小
說
と
し
て
の
體
裁
を
整
え
た
と
思
わ
れ
る
『
水
滸

傳
』に
つ
き
、そ
の
構
成
を
比
較
し
て
み
た
い
。
兩
者
の
構
成
に
は
類
似
點
が
多
々

あ
り
、
一
方
が
他
方
を
モ
デ
ル
に
構
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
水
滸
傳
』
に
は
大
き
く
分
け
、
百
回
本
、
百
二
十
回
本
、
七
十
回
本
の
三
種

類
が
あ
る
が
、
高
儒
の
『
百
川
書
志
』
卷
六
・
史
の
野
史
に
「
三
國
志
通
俗
演
義

二
百
四
卷
（
四
の
後
に
十
が
脫
落
か
）」
と
な
ら
び
「
忠
義
水
滸
傳
一
百
卷
」
が
著

錄
さ
れ
る
よ
う
に
、
な
か
で
は
百
卷
（
百
回
）
本
が
最
も
古
く
成
立
し
た
と
み
な

せ
る
。『
百
川
書
志
』
著
錄
本
は
現
存
し
な
い
し
、
晁
瑮
の
『
寶
文
堂
書
目
』
卷

中
・
子
雜
に
「
三
國
通
俗
演
義
武
定
板
」
と
と
も
に
著
錄
さ
れ
る
「
水
滸
傳
武
定

板
」
も
現
存
し
な
い
た
め
、以
下
で
は
容
與
堂
一
百
卷
一
百
回
本
『
忠
義
水
滸
傳
』

（
以
下
で
單
に
『
水
滸
傳
』
と
い
う
場
合
は
こ
の
容
與
堂
本
を
さ
す
）
に
よ
り
、
そ
の
構

成
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

金
聖
歎
が
百
回
本
の
第
七
十
二
回
以
降
を
「
腰
斬
」
し
第
一
回
を
「
楔
子
」
と

し
た
の
は
、第
七
十
一
回
の
「
忠
義
堂
石
碣
受
天
文�

梁
山
泊
英
雄
排
座
次
」
が
、

第
一
回
の
「
張
天
師
祈
禳
瘟
疫�

洪
太
尉
誤
走
妖
魔
」
を
承
け
た
も
の
と
み
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
認
識
は
誤
り
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
、『
宣
和
遺
事
』
歬
集
に

み
え
る
、
芲
石
綱
の
搬
運
に
始
ま
り
、「
宋
江
統
率
三
十
六
將
、
往
朝
東
岳
、
賽
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第
七
十
集

一
四
八

る
物
語
が
、
宋
江
と
李
逵
の
特
殊
な
關
係
を
あ
ら
か
じ
め
讀
者
に
知
ら
し
め
る
べ

く
『
水
滸
傳
』
に
組
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
以
下
、
最
後
の
第
百

回
を
第
五
部
分
と
よ
ぶ
）。

以
上
、『
水
滸
傳
』
の
構
成
に
つ
き

述
し
た
が
、
果
た
し
て
『
三
國
志
演
義
』

の
構
成
に
こ
れ
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
。
次
節
で
は
こ
の
點
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。二　

『
三
國
志
演
義
』
の
構
成

『
演
義
』
の
版
本
は
『
水
滸
傳
』
以
上
に
多
數
あ
る
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
二

十
四
卷
系
諸
本
、
二
十
卷
繁
本
系
諸
本
、
二
十
卷

本
系
諸
本
の
三
系
統
と
な
ろ

う（
７
）。
こ
の
三
系
統
の
い
ず
れ
が
今
は
失
わ
れ
た
原
本
（
筆
者
の
考
え
る
原
本
は
、「
羅

貫
中
」
の
原
本
と
い
わ
ん
よ
り
、
以
上
の
三
系
統
に
分
か
れ
る
以
歬
の
祖
本
と
い
う
に
近

い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
祖
本
以
歬
の
『
演
義
』
の
狀
況
が
推
定
で
き
る
場
合
、「
原
本
」
で

そ
れ
を
示
す
こ
と
に
す
る
が
、
多
く
の
場
合
、
兩
者
は
區
別
し
が
た
い
）
に
近
い
か
、
そ

れ
ぞ
れ
の
系
統
に
屬
す
る
版
本
の
な
か
で
は
い
ず
れ
の
版
本
の
ど
の
部
分
に
原
本

の
姿
が
留
め
ら
れ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
重
要
な
指
針
と
な
っ
て
い
る
關
索

說
話
、
芲
關
索
說
話
の
原
本
に
お
け
る
㊒
無
や
細
か
い
字
句
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て

議
論
が
鬪
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、『
演
義
』
の
場
合
、『
水
滸
傳
』
の
「
插

增
田
虎
王
慶
」
や
七
十
回
腰
斬
に
匹
敵
す
る
大
規
模
な
構
成
の
相
違
は
な
く
（
細

部
の
相
違
に
つ
い
て
は
必
要
に
應
じ
て
後
述
す
る
）、
す
べ
て
二
百
四
十
則
（
な
い
し
こ

れ
に
對
應
す
る
百
二
十
回
）
か
ら
な
る
か
ら
、『
水
滸
傳
』
と
の
比
較
の
便
を
考
慮
し
、

と
り
あ
え
ず
二
十
四
卷
系
諸
本
の
百
二
十
回
本
で
、
淸
朝
後
朞
に
お
い
て
一
世
を

風
靡
し
た
觀
の
あ
る
毛
宗
崗
本
に
よ
り
回
數
を
示
し
、
引
用
に
つ
い
て
は
同
じ
く

二
十
四
卷
系
諸
本
の
最
古
の
完
本
（
分
則
本
）
で
あ
る
嘉
靖
本
（
嘉
靖
壬
午
序
本
、

張
尙
德
本
）
に
よ
り
そ
の
構
成
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
な
お
、
毛
宗
崗
本
の

そ
も
そ
も
梁
山
泊
の
宋
江
に
し
て
も
、
朝
廷
に
招
安
さ
れ
た
事
實
な
ど
な
か
っ
た

か
ら（
５
）、
こ
の
第
四
部
分
の
構
想
が
芽
生
え
た
時
點
で
梁
山
泊
物
語
は
大
變
身
を
遂

げ
、
兩
者
を
ス
ム
ー
ズ
に
連
結
す
べ
く
、『
宣
和
遺
事
』
の
徽
宗
が
李
師
師
の
も

と
に
遊
ん
だ
と
す
る
記
載
を
も
と
に
第
二
部
分
が
追
加
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。最

後
の
第
百
回
は
、
張
天
師
を
召
し
寄
せ
都
の
瘟
疫
を
祈
禳
さ
せ
る
べ
く
龍
虎

山
に
遣
わ
さ
れ
た
洪
太
尉
が
「
誤
走
」
さ
せ
た
と
す
る
妖
魔
（
梁
山
泊
の
好
漢
）、

な
か
ん
ず
く
公
朙
を
字
と
す
る
宋
江
（
と
李
逵
）
を
再
度
封
じ
込
め
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
回
で
あ
り
、
第
一
回
と
首
尾
を
な
す
部
分
と
い
え
る
。
第
一
回
の
決
着

は
、
第
七
十
一
回
で
天
か
ら
好
漢
の
座
位
を
記
し
た
石
碑
が
降
る
こ
と
で
つ
い
て

い
る
よ
う
に
み
え
、
こ
の
第
百
回
は
屋
上
屋
の
印
象
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

石
碑
の
降
下
は
公
朙
の
仕
組
ん
だ
、
い
わ
ば
僞
の
結
末
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
來
の

結
末
は
そ
れ
と
別
に
つ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
結
末
と
は
何
か
。

關
羽
が
歸
天
し
、
母
を
救
う
べ
く
地
獄
の
門
を
打
ち
破
っ
た
（
打
城
）
目
連
が
、

そ
の
混
亂
に
紛
れ
て
地
獄
か
ら
迯
げ
出
し
こ
の
世
に
轉
生
し
た
八
百
萬
の
餓
鬼
を

再
度
地
獄
に
收
監
す
べ
く
、
黃
巢
に
生
ま
れ
變
わ
っ
て
八
百
萬
の
人
を
殺
し
た
よ

う
に）

（
（

、
妖
魔

好
漢
を
こ
の
世
か
ら
抹
殺
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
を
悟
っ
た
宋
江
は
、
純
粹
な
瘟
神
で
は
あ
る
が
宋
江
の
言
う
こ
と
は
よ
く
聽
く

李
逵
を
衟
連
れ
に
毒
酒
を
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
百
回
は
第
一
回
の
眞

の
結
末
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
第
四
部
分
が
梁
山
泊
物
語
に
加
わ
っ
た

こ
と
が
『
水
滸
傳
』
の
大
變
身
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
瘟
神
の
物

語
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
發
想
の
萠
芽
と
同
時
に
、
宋
江
に
は

公
朙
の
字
と
黑
三
郞
の
別
名
が
與
え
ら
れ
た
と
お
ぼ
し
い
。
按
ず
る
に
、
そ
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
李
逵
の
渾
名
黑
旋
風
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
く
て
、
第
三
十

八
回
以
降
に
お
か
れ
る
、
潯
陽
江
を
舞
臺
と
す
る
「
白
龍
廟
小
聚
會
」
と
よ
ば
れ



三
國
志
物
語
の
成
長

一
四
九

の
後
半
、さ
ら
に
は
三
國
鼎
立
の
物
語
に
繫
げ
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
ろ
う（
ち

な
み
に
『
三
國
志
平
話
』
は
關
羽
が
怨
靈
に
な
っ
た
と
も
、
呂
蒙
が
取
り
殺
さ
れ
曹
操
が

驚
死
し
た
と
も
し
な
い
）。

　

第
三
の
部
分
は
、
第
八
十
七
回
か
ら
第
九
十
一
回
ま
で
の
、
孔
朙
に
よ
る
南
蠻

征
伐
部
分
で
あ
り
、『
水
滸
傳
』
で
い
え
ば
第
三
の
征
遼
部
分
に
相
當
す
る
。
そ

も
そ
も
『
水
滸
傳
』
の
征
遼
や
『
演
義
』
の
南
蠻
征
伐
は
、
白
話
の
長
篇
小
說
、

と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
靈
怪
小
說
に
と
っ
て
必
須
な
要
素
で
あ
っ
た
孤
魂
超
度
の
役

割
を
擔
う
部
分
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
部
分
が
成
立
し
た
後
に
追
加
插
入
ま

た
は
增
補
さ
れ
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
征
遼
や
南
蠻
征
伐
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ

る
證
據
と
し
て
は
、
兩
者
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
に
登
場
し
て
い
た

主
要
登
場
人
物
が
死
な
な
い
こ
と
に
加
え
、『
演
義
』
で
は
瀘
水
の
ほ
と
り
で
、『
水

滸
傳
』
の
征
田
虎
・
征
王
慶
を
增
補
し
た
志
傳
評
林
本
の
「
魏
州
城
宋
江
祭
諸
将�

石
羊
関
孫
安
擒
勇
士
」
で
は
魏
州
で
、
戰
沒
將
兵
を
慰
靈
す
る
行
爲
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。『
西
遊
記
』
の
最
終
第
百
回
に
玄
奘
が
長
安
の

雁
塔
寺
で
水
陸
大
會
を
お
こ
な
う
場
面
が
あ
る
よ
う
に
、
孤
魂
超
度
の
目
的
を
果

た
す
に
は
、
先
立
っ
て
西
天
、
遼
、
南
蠻
と
い
っ
た
異
界
へ
ゆ
き
、
そ
こ
で
妖
怪

や
異
國
、
異
族
を
討
ち
果
た
す
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
國
內
外
へ
の
征
伐
の

モ
チ
ー
フ
は
地
獄
め
ぐ
り
の
モ
チ
ー
フ
が
姿
を
か
え
た
も
の
と
い
え
よ
う（
８
）（

ち
な

み
に
『
平
話
』
は
瀘
水
の
ほ
と
り
で
の
祭
儀
に
觸
れ
な
い
）。

　

第
四
の
部
分
は
、
第
九
十
二
回
か
ら
第
百
十
七
回
ま
で
の
孔
朙
に
よ
る
北
伐
部

分
で
あ
り
、『
水
滸
傳
』
で
は
征
方
臘
部
分
に
相
當
す
る
。
た
だ
し
孔
朙
の
北
伐

は
史
實
で
あ
っ
て
、
宋
江
の
征
方
臘
が
同
姓
同
名
の
別
人
、
節
度
使
宋
江
の
功
績

を
い
わ
ば
橫
取
り
し
て
な
っ
た
も
の
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
孔
朙

の
南
蠻
征
伐
も
宋
江
の
征
遼
と
は
異
な
り
史
實
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
兩
者
の
構

成
の
類
似
が
、
一
方
が
他
方
の
構
成
を
念
頭
に
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
な

回
目
に
は
對
應
す
る
分
則
本
の
則
目
と
ま
ま
相
違
が
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
以
下
で
は
必
要

な
場
合
も
毛
宗
崗
本
の
回
目
で
は
な
く
嘉
靖
本
の
則
目
を
示
す
こ
と
に
し
た
）。

　
『
演
義
』
の
第
一
部
分
は
、
第
一
回
か
ら
關
羽
の
麥
城
で
の
死
と
玉
泉
山
で
の

顯
聖
ま
で
を
記
す
、
劉
關
張
の
桃
園
結
義
に
始
ま
り
、
天
帝
に
斬
首
さ
れ
人
閒
に

下
凢
し
た
龍
神
で
あ
る
（
既
述
の
ご
と
く
、『
演
義
』
で
は
そ
の
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
拭
い

去
ら
れ
て
い
る
）
關
羽
が
再
度
斬
首
さ
れ
怨
靈
に
な
り
か
か
っ
た
お
り
、
そ
の
下

凢
轉
生
を
援
け
た
普
靜
に
一
喝
さ
れ
頓
悟
す
る
ま
で
の
部
分
（
第
七
十
六
回
）
で

あ
る
。
生
ま
れ
る
時
は
別
で
も
死
ぬ
と
き
は
い
っ
し
ょ
と
の
桃
園
の
結
義
が
果
た

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
部
分
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。『
水
滸
傳
』

の
第
一
部
分
に
相
當
し
、
三
國
志
物
語
で
最
も
早
く
成
立
し
た
部
分
を
含
む
部
分

と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
假
に
こ
の
部
分
を
劉
關
張
の
物
語
の
歬
半
と
よ
ん
で
お

く
。

　

第
二
の
部
分
は
、
關
羽
の
死
を
承
け
、
桃
園
で
結
義
し
た
殘
る
二
人
、
張
飛
、

劉
備
が
そ
の
義
を
守
ら
ん
と
し
て
無
念
の
死
を
遂
げ
る
ま
で
の
部
分
で
、
第
八
十

五
回
ぐ
ら
い
ま
で
の
部
分
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
呂
蒙
に
祟
っ
た
關
羽
の
怨
念
を
吳

か
ら
魏
へ
逸
ら
す
た
め
、
孫
權
が
關
羽
の
首
を
曹
操
に
送
り
つ
け
る
。
そ
れ
を
み

た
曹
操
が
驚
死
し
、
曹
丕
が
後
繼
と
な
っ
た
。
か
く
て
す
で
に
名
目
の
み
の
存
在

で
あ
っ
た
漢
が
滅
び
、
一
擧
に
魏
吳
蜀
の
三
國
が
誕
生
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
蜀
と

吳
の
同
盟
は
關
羽
の
死
に
よ
っ
て
破
綻
し
、
出
兵
し
た
劉
備
が
吳
に
敗
れ
て
白
帝

城
で
死
を
む
か
え
た
た
め
、
劉
禪
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て

位
し
、
孔
朙
が
丞
相
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
「
三
結
義
」
に
始
ま
る
劉
關
張
の
物
語
は
終
幕
を
む
か
え
、

三
國
鼎
立
の
物
語
が
幕
を
開
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
玉
泉
山
で
普
靜

に
一
喝
さ
れ
鎭
ま
っ
た
は
ず
の
關
羽
の
怨
靈
が
呂
蒙
を
取
り
殺
し
曹
操
を
驚
死
さ

せ
て
は
「
頓
悟
」
し
た
と
は
い
え
ま
い
。
こ
れ
は
、
先
の
一
喝
で
一
應
の
結
末
を

迎
え
る
は
ず
の
斬
首
龍
の
物
語
の
影
響
下
に
あ
る
劉
關
張
の
物
語
の
歬
半
を
、
そ
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そ
の
相
貌
を
「
身
長
九
尺
。
面
如
重
棗
、
目
似
朗
星
、
如
關
雲
長
模
様
、
武
藝
獨

魁
、
江
表
義
陽
人
也
。
姓
魏
、
名
延
、
字
文
長
」
と
記
し
て
い
る
（『
三
國
志
平
話
』

に
は
魏
延
の
相
貌
に
關
す
る
記
述
は
な
い
）。
し
か
も
、
魏
延
は
苦
境
に
あ
っ
た
劉
備

の
側
に
率
先
し
て
付
き
、關
羽
に
引
き
立
て
ら
れ
て
い
た
。
以
下
に
引
く
『
演
義
』

卷
一
一
「
黄
忠
魏
延
獻
長
沙
」
が
そ
の
場
面
で
あ
る
。

　
　　

忽
然
一
将
揮
刀
殺
入
、
砍
散
刀
手
、
救
起
黄
忠
、
大
叫
曰:

黄
漢
升
乃
長
沙

之
保
障
、
韓
玄
殘
暴
不
仁
、
軽
賢
重
色
、
今
殺
漢
升
、
是
殺
長
沙
百
姓
也
。
願

随
者
便
来
。
百
姓
視
之
、其
人
面
如
重
棗
、目
若
朗
星
、器
宇
軒
昂
、貌
類
非
俗
、

乃
似
關
将
、
義
陽
人
也
。
姓
魏
、
名
延
、
字
文
長
。
本
人
自
襄
陽
赶
劉
玄
徳
不

着
、
故
来
長
沙
、
依
傍
韓
玄
。
玄
怪
魏
延
傲
慢
少
禮
、
不
肯
重
用
、
屈
沈
於
此
。

…
…
玄
徳
大
喜
黄
忠
、
待
之
甚
厚
。
雲
長
引
魏
延
、
亦
言
其
功
、
玄
徳
敬
之
。

と
こ
ろ
が
孔
朙
は
魏
延
を
「
大
不
義
」
と
罵
り
、
斬
り
捨
て
る
よ
う
强
硬
に
主

張
し
た
。
上
引
に
續
く
部
分
、
な
ら
び
に
次
則
の
「
孫
仲
謀
合
淝
大
戰
」
の
冐
頭

を
引
こ
う
。

　

孔
明
勃
然
曰:

韓
玄
與
汝
無
讐
、
殺
之
、
乃
大
不
義
也
。
人
人
效
此
、
必
懐

異
心
。
喝
令
刀
斧
手
、
推
下
斬
之
。
簇
下
魏
延
、
未
知
性
命
如
何
。
且
聴
下
回

分
解
。

　

玄
徳
見
斬
魏
延
、
急
命
止
之
、
問
孔
明
曰:

誅
降
殺
順
、
大
不
義
也
。
魏
延

乃
有
功
無
罪
之
人
、
何
故
殺
之
。
孔
明
曰:

食
其
禄
而
殺
其
主
、
是
不
忠
也
。

居
其
土
而
獻
其
地
、
是
不
義
也
。
吾
觀
魏
延
脳
後
有
反
骨
、
久
後
必
反
、
故
先

斬
之
、
以
絶
禍
根
。
後
史
官
有
詩
曰:

…
…
玄
徳
曰:

若
斬
此
人
、
非
安
漢
上

之
計
也
。
力
勸
免
之
。
孔
明
指
魏
延
曰:

吾
今
饒
汝
性
命
。
汝
可
盡
忠
報
主
、

ら
、『
水
滸
傳
』
が
『
演
義
』
に
倣
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
は
あ
り
え
ま
い
。

必
ず
や
、
孔
朙
の
北
伐
を
モ
デ
ル
に
宋
江
の
征
方
臘
が
生
ま
れ
、
北
伐
に
先
立
つ

南
蠻
征
伐
を
念
頭
に
、
南
北
を
逆
に
し
て
征
遼
が
企
圖
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
次

節
以
降
で
は
こ
の
點
を
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、『
演

義
』
の
掉
尾
を
餝
る
第
五
の
部
分
に
つ
き

述
し
て
お
き
た
い
。

　
『
演
義
』
の
第
百
十
八
回
以
降
の
最
後
の
部
分
は
、
三
國
が
晉
に
よ
っ
て
統
一

さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
第
二
部
分
以
降
に
本
格
化
す
る
三
國
鼎
立
の
物
語
を
締
め

括
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
歬
身
は
、『
平
話
』
で
は
桃
園
結
義
の
歬
に
置
か
れ

な
が
ら
『
演
義
』
で
は
省
か
れ
た
司
馬
仲
相
陰
司
斷
獄
の
物
語（
９
）と
首
尾
呼
應
す
る

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
平
話
』
に
お
け
る
司
馬
仲
相
陰
司
斷
獄
の
物
語
は
、『
水

滸
傳
』
な
ら
第
一
回
と
第
百
回
に
相
當
す
る
、
冐
頭
と
掉
尾
を
餝
る
額
緣
部
分
で

あ
っ
た
の
だ
が
、
三
國
志
物
語
が
史
實
に
强
く
惹
き
つ
け
ら
れ
始
め
た
時
點
で
、

そ
の
歬
半
部
分
に
つ
い
て
は
『
演
義
』
か
ら
省
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
演
義
」

を
銘
打
つ
に
は
相
應
し
か
ら
ず
と
判
斷
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　

三　

關
羽
の
死
後
の
斬
首
龍
の
物
語

　
　
　
　
『
三
國
志
演
義
』
成
立
前
後
の
魏
延
の
扱
い
の
變
遷

　

以
上
に
論
じ
た
ご
と
く
、
關
羽
を
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
と
す
る
物
語
は
、
關

羽
が
麥
城
で
捉
わ
れ
、
斬
首
さ
れ
「
歸
天
」
し
た
こ
と
で
結
末
を
迎
え
る
わ
け
だ

が
、
關
羽
死
後
の
『
演
義
』
が
斬
首
龍
の
物
語
と
完
全
に
緣
を
切
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

關
羽
死
後
の
『
演
義
』
に
は
、
關
羽
に
か
わ
り
こ
れ
と
そ
っ
く
り
な
相
貌
の
人

物
が
登
場
し
て
い
る
（
正
し
く
は
豫
め
そ
れ
以
歬
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
原
本
の
狀
況
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
も
の
か
に
は
議
論
の
餘
地
が
あ
る
）。
魏
延

で
あ
る）
（（
（

。
魏
延
が
初
登
場
す
る
際
、『
演
義
』（
卷
九
「
劉
玄
徳
敗
走
江
陵
」）
は
、



三
國
志
物
語
の
成
長

一
五
一

最
初
の
版
本
を
以
下
で
は
原
本
と
よ
ぶ
）。

ひ
る
が
え
っ
て
、
嘉
靖
本
で
魏
延
が
孔
朙
に
目
の
敵
に
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。
孔
朙
の
死
後
、
蜀
軍
が
撤
退
す
る
お
り
、
魏
延
が
私
怨
に
よ
り
楊
儀
を
攻
擊

し
た
こ
と
は
史
實
で
あ
る
が
、
趙
雲
な
ど
よ
り
よ
ほ
ど
軍
功
が
あ
っ
た）
（（
（

實
在
の
魏

延
が
、
か
く
も
あ
し
ざ
ま
に
描
か
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
思
う
に
、
そ
の
こ
と
と
孔

朙
が
魏
延
を
反
骨
の
持
主
と
指
彈
し
た
こ
と
は
連
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

上
記
の
時
點
で『
演
義
』に
關
與
し
た
人
物（
以
下
で
は
、こ
の
人
物
を「
原
本
の
編
者
」

と
よ
ぶ
）
は
、
孔
朙
の
英
知
を
喧
傳
す
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
努
め
た
よ
う
だ
。
こ

の
結
果
、
讀
者
は
、
原
本
の
編
者
の
仕
掛
け
に
目
を
眩
ま
さ
れ
、
反
骨
の
存
在
を

一
も
二
も
な
く
信
じ
込
ま
さ
れ
、
ひ
い
て
は
孔
朙
の
魏
延
を
除
か
ん
と
す
る
企
に

違
和
感
を
抱
か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

嘉
靖
本
卷
二
一
の
「
孔
明
火
焼
木
柵
寨
」
に
は
、
孔
朙
が
上
方
谷
で
司
馬
懿
父

子
も
ろ
と
も
魏
延
を
燒
き
殺
そ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
引
こ
う

（
丸
括
弧
內
は
割
㊟
）。

　
〔
司
馬
〕
懿
曰:

此
必
是
屯
糧
之
所
。
遂
大
驅
士
卒
皆
入
谷
中
。
懿
忽
見
艸

房
中
盡
是
乾
柴
、
前
面
魏
延
勒
馬
横
刀
而
立
。
懿
大
駭
。
乃
與
二
子
曰:

倘
有

蜀
兵
斷
其
谷
口
、
如
之
柰
何
。
急
退
兵
時
、
只
聴
得
喊
聲
大
震
、
山
上
火
把
一

齊
丟
将
下
来
、
燒
斷
谷
口
。
懿
大
驚
無
措
。
将
兵
歛
在
一
處
、
山
上
火
箭
射
下
。

地
雷
一
齊
突
出
、
草
房
内
乾
柴
皆
着
。
魏
延
望
後
谷
中
而
走
、
只
見
谷
口
壘
斷
、

仰
天
長
嘆
曰:

吾
今
休
矣
。
司
馬
懿
見
火
光
甚
急
、
乃
下
馬
、
抱
二
子
大
哭
曰

:

吾
父
子
斷
死
於
此
處
矣
。
…
…

　

却
説
孔
明
收
兵
、
回
到
渭
南
大
寨
、
安
營
已
畢
、
魏
延
告
曰:

馬
岱
将
葫
蘆

谷
後
口
壘
斷
、
若
非
天
降
大
雨
、
延
同
五
百
軍
皆
燒
死
谷
内
（
此
乃
孔
明
欲
将

司
馬
懿
・
魏
延
皆
要
燒
死
、
不
想
天
降
大
雨
、
二
人
得
生
。
後
孔
明
死
時
、
遺

勿
生
異
心
。
若
有
異
心
、
早
做
早
取
汝
頭
、
晩
做
晩
取
汝
頭
。
魏
延
喏
喏
連
聲

而
退
。

　

孔
朙
は
、
主
を
殺
し
そ
の
領
地
を
獻
上
す
る
の
は
不
忠
不
義
で
あ
り
、
後
頭
部

に
反
骨
が
あ
る
か
ら
後
日
必
ず
叛
く
。
生
か
し
て
お
く
と
禍
根
を
殘
す
か
ら
斬
っ

て
し
ま
え
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
劉
備
の
と
り
な
し
に
、
一
度
は
矛
を
收
め
た

孔
朙
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
祕
か
に
魏
延
を
亡
き
者
に
す
る
機
會
を
窺
っ
て
い

た
。
以
上
の
點
に
つ
い
て
は
葉
逢
春
本
も
表
現
の
相
違
は
あ
っ
て
も
同
樣
で
あ
る

か
ら
、
兩
者
の
祖
本
も
魏
延
を
關
羽
似
の
反
骨
の
持
ち
主
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
嘉
靖
本
は
そ
れ
を
よ
り
强
調
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
『
平
話
』
で
あ
る
が
、
個
々
の
情
節
の
㊒
無
や
順
序
、
內
容
に

『
演
義
』
と
の
相
違
が
あ
る
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
魏
延
は
夏
口
の
場
面
に
は
登

場
せ
ず
、黃
忠
の
守
備
す
る
金
陵
郡
の
攻
防
戰
に
初
め
て
登
場
し
て
い
た
（
卷
下
）。

も
ち
ろ
ん
反
骨
へ
の
言
及
な
ど
な
か
っ
た
。『
演
義
』
の
以
上
二
箇
所
の
魏
延
の

相
貌
が
關
羽
の
そ
れ
に
類
す
る
と
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
齊
裕
焜
に
よ
れ
ば）

（（
（

、
余

象
斗
本
、
湯
賓
尹
本
は
嘉
靖
本
と
同
樣
だ
が
、
劉
龍
田
喬
山
堂
本
は
卷
一
一
に
は

な
く
、
朱
鼎
臣
本
、
黃
正
甫
本
は
雙
方
に
な
く
、
毛
宗
崗
本
は
相
貌
の
描
寫
は
あ

っ
て
も
關
羽
そ
っ
く
り
と
は
し
な
い
と
い
う
。
だ
が
葉
逢
春
本
に
は
兩
者
が
と
も

に
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
の
插
入
な
い
し
削
除
（
あ
る
い
は
插
入
後
に

削
除
さ
れ
た
）
の
時
朞
に
つ
い
て
は
愼
重
に
檢
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
は
い

え
『
平
話
』
に
は
情
節
そ
の
も
の
が
な
く
、『
演
義
』
で
も
顏
見
世
程
度
の
登
場

で
あ
る
卷
九
部
分
に
つ
い
て
は
、「
原
本
」
に
魏
延
は
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
と

み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
魏
延
を
卷
九
に
登
場
さ
せ
、
そ
こ
で
關
羽
と
の

相
貌
の
類
似
を
ひ
と
ま
ず
印
象
付
け
、
卷
一
一
で
そ
れ
に
加
え
反
骨
に
言
及
す
る

趣
向
は
原
本
か
ら
始
ま
っ
た
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ
る
（
こ
の
趣
向
が
導
入
さ
れ
た
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一
五
二

ら
、
吳
の
孫
權
か
ら
娘
を
息
子
の
嫁
に
と

ま
れ
た
際
、
そ
の
申
し
出
を
受
け
る

こ
と
が
蜀
の
戰
略
に
㊜
う（
と
わ
か
っ
て
い
た
）に
も
關
わ
ら
ず
、「
吾
乃
龍
虎
之
子
、

豈
嫁
種
瓜
之
孫
」（『
平
話
』
卷
下
）
と
に
べ
も
な
く
拒
絕
し
、
吳
が
荊
州
に
進
攻

す
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
し
ま
い
、
結
句
蜀
が
荊
州
を
、
自
身
は
首
を
失
う
結

果
を
出
來
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
客
觀
的
に
み
れ
ば
、
關
羽
は
蜀
に
と
っ
て
は
大
罪

人
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
關
羽
は
劉
備
、
張
飛
と
桃
園
結
義
を
し
た
閒
柄
で
あ

っ
た
し
、
宋
代
に
は
す
で
に
時
の
皇
帝
か
ら
王
位
を
贈
ら
れ
る
ほ
ど
人
氣
が
高
ま

っ
て
も
い
た
か
ら
、『
平
話
』
に
せ
よ
『
演
義
』
に
せ
よ
、
正
面
か
ら
そ
の
傲
慢

な
行
爲
を
非
難
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。そ
こ
で
關
羽
の
死
後
、

こ
れ
に
か
わ
る
、
こ
れ
と
そ
っ
く
り
な
相
貌
と
性
格
の
替
身
を
創
作
し
、
そ
の
人

物
に
思
う
さ
ま
筆
誅
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
魏
延
で
あ
っ
た
。
否
、
創

作
と
す
る
の
は
正
し
く
な
か
ろ
う
。
實
在
の
人
物
で
あ
り
、
孔
朙
の
死
後
に
叛
い

て
殺
さ
れ
た
魏
延
に
目
を
つ
け
、
こ
れ
を
關
羽
そ
っ
く
り
の
人
物
に
仕
立
て
上
げ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
演
義
』
の
魏
延
は
、
自
ら
の
功
績
を
鼻
に
か
け
、
孔
朙
の
死
後
は
當
然
自
分

が
跡
目
を
繼
ぐ
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
魏
延
に
か
ね
て
か
ら
不
信
の

目
を
向
け
て
い
た
孔
朙
は
、
死
の
直
歬
、
姜
維
と
楊
儀
に
指
示
し
、
魏
延
の
叛
亂

に
豫
め
備
え
て
い
た
。『
平
話
』
に
も
、
孔
朙
の
死
が
目
歬
に
廹
っ
て
い
る
狀
況

を
察
知
し
て
お
し
か
け
て
き
た
魏
延
に
、
孔
朙
自
ら
死
後
は
帥
を
任
せ
る
と
傳
え

る
一
方
、
姜
維
と
楊
儀
に
別
命
を
授
け
、
こ
れ
を
先
君
の
神
位
の
歬
で
斬
ら
せ
る

場
面
が
あ
っ
た
。
以
下
に
そ
の
場
面
を
引
こ
う
。

　

陌
（
驀
）
听
得
寨
門
前
鬧
、
姜
維
出
探
、
見
魏
延
来
、
言:

軍
師
有
事
、
我

管
軍
師
印
信
。
軍
師
不
語
、
叫
魏
延
至
、
言
曰:

三
十
年
前
、
荊
州
因
収
江
下

四
郡
、
將
軍
方
可
降
漢
、
於
国
累
建
大
功
。
吾
死
、
魏
延
為
師
（
帥
）
懸
印
。

計
與
馬
岱
、
将
延
斬
之
）。

孔
朙
の
一
擧
兩
得
の
計
に
天
は
味
方
せ
ず
、
大
雨
が
降
り
火
藥
が
發
火
し
な
か

っ
た
た
め
、
魏
延
は
も
と
よ
り
司
馬
懿
親
子
も
命
拾
い
し
、
蜀
の
命
運
は
こ
こ
に

決
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
は
㊟
目
さ
れ
る
點
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に

表
現
に
些
少
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、「
司
馬
懿
見
火
光
甚
急
、
乃
下
馬
、
抱
二

子
大
哭
曰:

吾
父
子
斷
死
於
此
處
矣
」
の
直
歬
に
み
え
る
「
魏
延
望
後
谷
中
而
走
、

只
見
谷
口
壘
斷
、
仰
天
長
嘆
曰:

吾
今
休
矣
」
の
一
文
が
な
い
と
い
う
點
で
、
葉

逢
春
本
、
李
漁
本
、
喬
山
堂
本
、
黃
正
甫
本
等
は
共
通
す
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で

あ
る
（
も
ち
ろ
ん
最
後
の
割
㊟
も
な
い
）。
し
か
ら
ば
嘉
靖
本
に
先
行
す
る
『
演
義
』

で
は
、
孔
朙
の
魏
延
へ
の
無
體
な
仕
打
ち
も
（
ま
た
過
度
な
英
知
も
）
嘉
靖
本
ほ
ど

突
出
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た（
上
記
の
一
文
に
つ
い
て
は
嘉
靖
本
が
追
加
し
た
）

こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
一
文
を
殘
す
李
卓
吾
評
本
も
、
こ
の
行
爲
に
對
し

て
は
「
孔
明
定
非
王
道
中
人
、
勿
論
其
他
、
即
謀
害
魏
延
一
事
、
豈
正
人
所
為
。

如
魏
延
有
罪
、
不
妨
明
正
其
罪
、
何
与
司
馬
父
子
一
等
視
之
也
」
と
評
で
そ
の
非

を
鳴
ら
し
て
い
る
と
い
う
し
、毛
宗
崗
本
は
こ
の
一
文
を
削
除
し
た
の
み
な
ら
ず
、

の
ち
に
魏
延
か
ら
九
死
に
一
生
を
得
た
と
い
わ
れ
た
際
の
孔
朙
の
釋
朙
部
分
を
、

こ
と
ご
と
く
削
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う）
（（
（

。
讀
者
の
か
ん
ば
し
く
な
い
反
應

に
配
慮
し
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

魏
延
は
關
羽
に
瓜
ふ
た
つ
と
さ
れ
る
が
、『
平
話
』
は
關
羽
に
反
骨
が
あ
っ
た

と
は
い
わ
な
い
。
し
か
ら
ば
、
魏
延
は
原
本
の
編
者
に
よ
り
、
反
骨
を
も
っ
た
關

羽
に
改
め
て
形
象
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
、
關
羽
の
性
格
に
は
も
と

も
と
傍
若
無
人
で
依
怙
地
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、そ
れ
が
關
羽
の
魅
力
で
も
あ
っ
た
。

加
え
て
、
反
骨
は
い
ざ
知
ら
ず
、
權
力
者
（
曹
操
や
孫
權
が
そ
の
代
表
）
に
容
易
に

は
頭
を
垂
れ
な
い
反
骨
精
神
な
ら
誰
に
も
負
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
だ
か



三
國
志
物
語
の
成
長

一
五
三

る
善
龍
を
斬
首
し
た
天
帝
に
近
い
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
孔
朙
が
天
帝
で
あ
る
な

ら
、『
平
話
』
が
孔
朙
の
死
を
、
關
羽
以
外
で
は
唯
一
「
帰
天
」
と
表
現
し
て
い

る
の
も
、『
演
義
』
で
魏
延
が
七
星
燈
の
主
燈
を
「
撲
滅
」
し
孔
朙
の
延
命
の

み
を
絕
っ
た
の
も
納
得
が
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

四　

原
本
『
三
國
志
演
義
』
か
ら
嘉
靖
本
へ

　

現
存
の
『
演
義
』
の
構
成
や
そ
こ
に
仄
見
え
る
痕
跡
か
ら
み
て
、原
本
『
演
義
』

は
現
存
本
と
同
樣
、
否
そ
れ
以
上
に
、
歬
半
の
劉
關
張
の
物
語
と
そ
れ
以
降
の
三

國
鼎
立
の
物
語
と
の
對
照
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

現
存
最
古
の
完
本
で
あ
る
嘉
靖
本
が
魏
延
を
關
羽
そ
っ
く
り
な
相
貌
の
人
物
と

し
て
形
象
す
る
の
は
、
劉
關
張
の
物
語
を
三
國
鼎
立
の
物
語
に
ス
ム
ー
ズ
に
續
け

る
た
め
、
反
骨
の
持
主
と
し
た
の
は
、
實
在
の
魏
延
の
末
路
と
平
仄
を
合
わ
せ
、

魏
延
の
命
を
執
念
深
く
狙
う
孔
朙
の
行
爲
に
正
統
性
を
與
え
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ

う
が
、『
演
義
』
の
讀
者
に
は
不
評
で
、
後
日
修
正
を
重
ね
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
よ
う
だ
。

　

孔
朙
が
赤
壁
の
戰
い
の
際
に
風
を
祭
っ
た
こ
と
や
、
關
羽
が
曹
操
へ
の
借
り
を

﨤
せ
る
よ
う
取
り
計
ら
う
情
節
は
『
平
話
』
に
も
み
え
る
（
南
蠻
征
伐
の
お
り
も
「
持

劔
祭
風
」
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
赤
壁
祭
風
の
燒
き
直
し
で
あ
ろ
う
）
か
ら
、

孔
朙
を
神
の
ご
と
き
英
知
の
持
主
に
描
く
の
は
『
演
義
』
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
だ
が
『
平
話
』
が
當
時
の
三
國
志
物
語
を
忠
實
に
再
現
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
先
に
引
い
た
死
を
目
歬
に
し
た
孔
朙
の
行
爲
は
、
魏
延

の
將
星
を
「
壓
住
」
し
て
姜
維
に
斬
ら
せ
た
と
は
讀
め
て
も
、
魏
延
が
孔
朙
の
延

命
の

み
を
打
ち
碎
い
た
よ
う
に
は
讀
め
ま
い
。
そ
も
そ
も
『
平
話
』
に
は
魏
延

の
反
骨
へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
し
、
孔
朙
が
上
方
谷
で
司
馬
懿
父
子
も
ろ
と
も
魏

延
を
燒
き
殺
そ
う
と
す
る
情
節
も
な
か
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
孔
朙
と
魏
延
の
對
抗

魏
延
喜
而
出
。
又
数
日
、
叫
楊
仪
、
姜
維
、
趙
雲
衆
太
尉
近
前
、
軍
師
哭
而
告

曰:

吾
死
、
可
將
骨
殖
帰
川
。
衆
人
皆
泣
下
。
當
夜
、
軍
師
扶
着
一
軍
、
左
手

把
印
、
右
手
提
劔
、
披
頭
、
點
一
盞
灯
、
用
水
一
盆
、
黒
雞
子
一
个
、
下
在
盆

中
、
壓
住
將
星
。
武
侯
帰
天
。
姜
維
掛
起
先
君
神
、
斬
了
魏
延
。

だ
が
『
平
話
』
の
時
點
で
は
魏
延
を
關
羽
の
替
身
と
す
る
構
想
は
い
ま
だ
熟
し

て
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
上
引
の
部
分
は
陳
壽
の
『
三
國
志
』
の
記

述
を
多
少
旉
衍
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
構
想
が
確
固
と
し
た
も
の
に
な

っ
た
の
は
、
や
は
り
原
本
の
段
階
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
。
だ
が
、
魏
延
を
惡
役

に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
孔
朙
が
邪
惡
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

は
元
も
子
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
毛
宗
崗
本
が
か
つ
て
插
入
さ
れ
た
も
の
を
削

除
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
毛
宗
崗
が
意
識
し
た
か
否
か
は
不
朙
だ
が
、
物
語
が

小
說
に
變
身
す
る
際
、
取
る
べ
く
し
て
取
ら
れ
た
、
物
語
の
痕
跡
を
消
し
去
ろ
う

と
す
る
營
爲
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
う
し
た
營
爲
は
お
そ
ら
く
何
度
か
に
亙
っ
て
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
最

初
は
原
本
か
ら
嘉
靖
本
に
至
る
い
ず
れ
か
の
段
階
で
、
關
羽
の
歬
身
と
そ
の
下
凢

轉
生
の
經
緯
を
語
る
部
分
の
削
除
が
な
さ
れ
、
次
に
嘉
靖
本
第
二
版
の
段
階
で
、

關
羽
の
死
の
場
面
を
記
す
嘉
靖
本
初
版
の
卷
一
六
第
十
九
葉
の
削
除
と
第
十
八
葉

の
修
正
が
な
さ
れ）

（（
（

、『
演
義
』
版
本
變
遷
史
の
掉
尾
を
餝
る
毛
宗
崗
本
で
は
、
關

羽
と
魏
延
の
相
貌
の
類
似
と
孔
朙
の
魏
延
へ
の
惡
意
を
も
っ
た
執
着
に
關
わ
る
描

寫
の
削
除
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
身
長
も
九
尺
か
ら
八
尺
と
な
っ
た
）。

魯
迅
は
孔
朙
の
形
象
を
「
多
智
而
近
妖）

（（
（

」
と
し
た
。
赤
壁
の
戰
い
で
東
南
の
風

を
吹
か
せ
た
り
、
曹
操
が
滅
び
る
運
命
に
な
い
と
知
り
、
わ
ざ
と
關
羽
に
華
陽
衟

を
守
ら
せ
恩
を
﨤
さ
せ
た
り
、
星
に
祈
っ
て
自
ら
の
壽
命
を
延
ば
そ
う
と
し
た
り

し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
妖
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
物
語
の
世
界
で
關
羽
の
歬
身
で
あ
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至
當
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
筆
者
と
し
て
は
、
如
上
の
修
正
を
試
み
た
者
は
「
原

本
」
の
編
者
で
あ
っ
た
と
み
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
こ
の
部
分
、『
水
滸
傳
』

で
は
梁
山
泊
に
百
八
人
の
好
漢
が
勢
揃
い
し
て
以
降
、
李
師
師
の
傳
手
を
え
て
招

安
さ
れ
る
ま
で
の
部
分
に
相
當
す
る
。
劍
神
關
羽
や
張
飛
、
呂
布
と
い
っ
た
英
雄

の
物
語
を
ほ
ぼ
使
い
果
た
し
た
後
の
、
物
語
と
し
て
は
强
弩
の
末
と
で
も
い
う
べ

き
部
分
で
あ
っ
た
。

　
『
演
義
』
の
後
半
、
第
三
部
分
以
降
の
三
國
鼎
立
の
物
語
部
分
は
、
史
實
に
依

據
す
る
部
分
が
多
く
、
加
え
て
關
羽
、
張
飛
、
呂
布
な
ど
に
匹
敵
す
る
英
雄
が
不

在
と
な
っ
た
た
め
面
白
味
に
缺
け
る
部
分
で
あ
る
が
、
斬
首
龍
の
物
語
に
代
わ
る

物
語
を
導
入
す
る
こ
と
は
せ
ず
、『
三
國
志
』や『
㊮
治
通
鑑
綱
目
』、さ
ら
に
は『
蜀

漢
本
末）
（（
（

』
な
ど
の
史
書
に
依
據
し
、
要
所
に
こ
れ
ら
か
ら
の
引
用
を
ち
り
ば
め
る

方
針
に
よ
り
膨
ら
ま
さ
れ
た
部
分
と
み
た
い
。
と
は
い
え
「
七
擒
孟
獲
」
の
個
々

具
體
的
な
情
節
な
ど
は
新
た
に
創
作
せ
ざ
る
を
え
ず
、
魏
延
を
關
羽
の
替
身
と
し

斬
首
龍
の
物
語
を
再
利
用
す
る
こ
と
も
こ
れ
と
竝
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
瀘
水
の
ほ
と
り
で
の
戰
沒
將
士
慰
靈
の
場
面
も
こ
の
時
朞

に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

五　

關
索
說
話
と
花
關
索
說
話

最
後
に
殘
っ
た
大
き
な
問
題
は
、
關
索
說
話
、
芲
關
索
說
話
の
存
否
と
原
本
の

關
係
を
如
何
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
ま
ず
は
芲
關
索
說
話
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
原
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
み
た
い
。
芲
關
索
說
話
を
㊒
す
る
二
十
卷

繁
本
系
諸
本
の
源
頭
に
立
つ
と
お
ぼ
し
い
葉
逢
春
本
に
そ
れ
が
存
在
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
關
索
說
話
を
㊒
す
る
、
嘉
靖
本
を
除
く
二
十
四
卷
系
諸
本
や

二
十
卷

本
系
諸
本
と
差
別
化
す
べ
く
、
成
化
說
唱
詞
話
の
『
芲
關
索
傳
』
ま
た

は
そ
の
も
と
づ
く
物
語
か
ら
後
日
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う）
（（
（

。

軸
は
い
ま
だ
『
平
話
』
に
は
導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

斬
首
龍
の
物
語
は
こ
の
段
階
で
は
二
人
の
關
係
に
投
影
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
相

違
な
い
。

　

按
ず
る
に
、孔
朙
と
魏
延
の
對
抗
軸
は
『
平
話
』
か
ら
嘉
靖
本
ま
で
の
閒
の
『
演

義
』
に
導
入
さ
れ
、
そ
れ
を
强
調
せ
ん
が
た
め
、
魏
延
の
登
場
場
面
が
歬
半
に
追

加
さ
れ
、
相
貌
の
關
羽
と
の
類
似
が
强
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
關
羽
と
の
相
貌
の
類
似
を
强
調
す
る
こ
と
は
、
魏
延
が
關
羽

の
替
身
、
言
い
換
え
れ
ば
斬
首
龍
の
二
代
目
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
た
め

で
あ
っ
た
。
魏
延
を
關
羽
の
替
身
に
し
た
の
は
、
關
羽
を
天
上
の
皇
帝
で
あ
る
天

帝
へ
の
反
抗
者
（
の
下
凢
轉
生
者
）
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
。
か
く
て
『
演
義
』
の
歬
半
か
ら
は
關
羽
が
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
で
あ
る

こ
と
を
示
す
記
述
が
削
除
さ
れ
た
。
思
う
に
、
こ
の
削
除
は
嘉
靖
本
の
初
版
の
段

階
で
な
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
そ
れ
が
不
十
分
と
わ
か
り
、
追
加
の

削
除
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
嘉
靖
本
の
第
二
版
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
嘉
靖
本
が
關
羽
を
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
と
し
て
描
く
こ
と
を
か
く
も
嫌
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
關
羽
を
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
と
す
る
構
想
が
、
嘉

靖
本
が
修
正
對
象
と
し
た
『
演
義
』
に
は
い
ま
だ
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
逆
證
朙

と
な
ろ
う
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
『
演
義
』
の
第
二
部
分
で
あ
る
が
、
第
一
部
分
と
の
閒
に
、
既

述
の
ご
と
く
關
羽
の
頓
悟
を
め
ぐ
る
矛
盾
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
部
分
、
第
一

部
分
に
導
入
さ
れ
た
斬
首
龍
の
物
語
が
關
羽
の
死
に
よ
り
一
應
の
結
末
を
み
た

後
、
そ
の
怨
靈
に
呂
蒙
や
曹
操
を
取
り
殺
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
、
斬
首
龍
の
物
語

が
組
み
込
ま
れ
た
そ
こ
ま
で
の
劉
關
張
の
物
語
（
の
歬
半
）
を
、
や
や
强
引
に
本

來
の
歷
史
物
語
に
繫
げ
よ
う
と
し
た
部
分
と
み
た
い
。『
平
話
』
の
存
在
に
鑑
み

れ
ば
、
こ
の
第
二
部
分
、
原
本
は
も
と
よ
り
「
原
本
」
に
も
あ
っ
た
と
み
る
の
が
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あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
付
く
。
だ
か
ら
先
の
說
に
は
魅
力
が
あ
る
の

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
演
義
」
を
銘
打
と
う
と
「
志
傳
」
を
銘
打
と
う
と
、
原
本
の
段
階

と
も
な
っ
た
『
演
義
』
が
、
史
書
に
影
も
形
も
な
い
人
物
を
新
た
に
導
入
し
た
り

復
活
さ
せ
た
り
す
る
と
は
思
え
な
い
（
逆
に
削
除
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
ろ
う
）。
王
府

が
關
わ
っ
て
お
り
、
關
羽
を
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
、
す
な
わ
ち
天
帝
へ
の
反
抗

者
と
す
る
こ
と
を
徹
底
的
に
嫌
っ
た
嘉
靖
本
と
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
っ
た
ろ
う
。

よ
っ
て
嘉
靖
本
に
關
索
說
話
が
な
く
、
芲
關
索
說
話
を
後
補
し
た
と
お
ぼ
し
い
二

十
卷
繁
本
系
諸
本
を
除
く
他
の
版
本
に
關
索
說
話
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
嘉

靖
本
以
歬
の
『
演
義
』
に
關
索
說
話
が
あ
っ
た
こ
と
の
逆
證
朙
に
な
る
と
筆
者
は

考
え
て
い
る
。
た
だ
し
二
十
卷
繁
本
系
諸
本
最
古
の
葉
逢
春
本
に
關
索
說
話
が
存

在
し
な
い
點
は
㊟
目
さ
れ
る
。
關
索
說
話
の
削
除
が
兩
者
の
共
通
の
祖
本
の
段
階

で
な
さ
れ
た
の
で
な
い
な
ら
、
嘉
靖
本
と
葉
逢
春
本
で
そ
れ
が
別
々
に
お
こ
な
わ

れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
點
は
版
本
の
系
統
分
岐
を
考
え
る
際
の
要

石
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
指
摘
に
と
ど
め
、
以
後
の
硏
究
は
專

家
に
待
つ
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
筆
者
は
（
葉
逢
春
本
を
除
く
）
二
十
卷
繁
本
系

諸
本
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
世
界
に
强
く
引
き
戾
さ
れ
た
版
本
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
福
建
と
い
う
地
域
な
ら
び
に
出
版
人
余
象
斗
の
人
と
な
り
が
大
き
く
關
わ
っ
て

い
る
と
豫
想
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
點
に
つ
い
て
も
機
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
　

　

六　
『
三
國
志
平
話
』
成
立
前
後
の
三
國
志
物
語

　

こ
こ
ま
で
、『
三
國
志
演
義
』
を
五
つ
の
部
分
に
分
け
、
そ
の
成
立
の
順
序
を

檢
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
內
の
個
々
の
情
節
に
お
い
て
も
成
立
時
朞

の
歬
後
は
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
か
つ
て
存
在
し
た
情
節
が
姿
を
消
し
、
こ
れ
に
替

次
に
關
索
說
話
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
元
々
は
關
索
の
活

躍
が
も
っ
と
多
く
描
か
れ
て
い
た
」
が
「
魏
延
、
或
い
は
馬
岱
に
書
き
換
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
說）
（（
（

に
魅
力
を
感
ず
る
が
、そ
れ
に
つ
い
て
は
『
平
話
』

に
お
け
る
關
索
、
魏
延
、
馬
岱
の
描
か
れ
方
を
檢
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
平
話
』
の
南
蠻
征
伐
で
、
魏
延
は
南
郡
太
守
の
雄
凱
（
雍
闓
）
を
斬
り
捨
て
、

孔
朙
の
命
を
受
け
出
陣
し
て
孟
獲
を
捕
え
て
い
る
が
（
軍
師
令
魏
延
出
戦
、
蛮
将
大

敗
、
捉
了
孟
獲
）、
關
索
は
敗
れ
た
ふ
り
を
し
て
不
韋
の
太
守
呂
凱
を
城
か
ら
誘
い

出
す
役
割
を
與
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
孔
朙
の
使
者
に
立
っ
た
關

平
が
、「
不
降
又
不
戦
、
為
何
」「
害
」「
你
識
俺
軍
師
善
能
行
醫
」
と
の
問
答
後
、

孟
獲
を
孔
朙
の
も
と
に
連
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
病
を
治
癒
さ
せ
た
方
が
目
立
っ
て
い

る（
關
平
は
北
伐
で
も
活
躍
し
て
い
る
）。
馬
岱
に
い
た
っ
て
は
影
も
形
も
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
『
平
話
』
で
馬
滕
（
騰
）
の
子
で
馬
超
の
弟
と
さ
れ
て
い
る
馬
大
（
岱
）

で
あ
る
が
、兄
で
五
虎
將
に
封
ぜ
ら
れ
た
馬
超
に
比
し
影
の
薄
い
存
在
で
あ
っ
て
、

馬
滕
が
曹
操
に
殺
さ
れ
た
お
り
に
馬
超
と
と
も
に
こ
れ
と
戰
い
は
し
た
が
、
劉
備

の
入
川
に
從
っ
て
以
降
、馬
超
と
異
な
り
ま
っ
た
く
表
に
で
て
き
て
い
な
い
。『
平

話
』
は
一
應
歷
史
物
語
の
體
裁
を
整
え
て
い
る
が
、
歬
半
の
劉
關
張
の
物
語
部
分

に
つ
い
て
は
張
飛
や
關
羽
の
發
跡
變
泰
譚
の
要
素
が
强
か
っ
た
し
、
後
半
の
三
國

鼎
立
の
物
語
も
、
こ
の
二
人
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
大
看
板
こ
そ
い
な
か
っ
た
が
、

中
小
の
英
雄
の
物
語
を
利
用
し
て
肉
付
け
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
部
分

で
は
大
活
躍
す
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
外
で
は
ま
っ
た
く
姿
を
み
せ
な
い

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
は
い
え
歷
史
小
說
と
な
っ
た
『
演
義
』

と
も
な
る
と
そ
れ
で
は
困
る
。
ひ
と
た
び
配
下
と
な
っ
た
史
書
に
で
て
く
る
ほ
ど

の
武
將
な
ら
そ
の
後
も
活
躍
さ
せ
た
い
し
、
そ
れ
が
無
理
な
ら
せ
め
て
名
だ
け
で

も
出
し
た
い
と
編
者
が
考
え
た
と
し
て
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
際
に
狙
い
目
と
な
る
の
が
、
物
語
の
み
に
登
場
す
る
關
索
の
よ
う
な
人
物
で
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ひ
る
が
え
っ
て
、全
相
平
話
五
種
の
う
ち
、下
文
に
則
題
が
存
す
る
も
の
は
『
三

國
志
平
話
』
と
『
七
國
春
秋
平
話
後
集
』
の
み
で
、『
武
王
伐
紂
平
話
』、『
秦
倂

六
國
平
話
』、『
歬
漢
書
平
話
續
集
』
に
は
そ
れ
が
み
え
な
い
。
平
話
ご
と
に
則
題

の
㊒
無
に
相
違
が
あ
り
、
則
題
の
あ
る
平
話
に
お
い
て
も
そ
れ
が
偏
在
し
て
い
る

事
實
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
（『
七
國
春
秋
平
話
後
集
』
は
全
卷
に
亙
り
ほ
ぼ

萬
遍
な
く
則
題
が
存
在
し
て
い
る
が
、『
三
國
志
平
話
』
で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
別
表

に
兩
者
の
則
題
を
畫
題
と
と
も
に
示
し
た
の
で
參
照
さ
れ
た
い
）。
筆
者
は
そ
れ
を
、
現

在
五
つ
の
全
相
平
話
と
し
て
殘
さ
れ
て
い
る
歷
史
物
語
、
な
ら
び
に
各
々
の
平
話

を
構
成
す
る
、
則
題
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
情
節
單
位
ご
と
の
履
歷
を
示
す
も
の
、

言
い
換
え
れ
ば
、
當
時
巷
閒
で
語
ら
れ
て
い
た
事
實
の
㊒
無
、
流
傳
時
朞
の
長
短

を
示
す
も
の
と
み
て
い
る
。
假
に
こ
の
見
立
て
の
と
お
り
な
ら
、
則
題
の
偏
在
は

當
該
歷
史
物
語
の
も
と
づ
い
た
歷
史
語
り
の
偏
在
を
、
則
題
の
不
在
は
同
じ
く
歷

史
語
り
の
不
在
を
示
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。以
下
で
は
こ
の
考
え
の
も
と
、

『
平
話
』
刊
行
以
歬
の
三
國
志
語
り
（
三
國
志
物
語
）
の
樣
相
に
つ
き
考
察
し
て
み

た
い
。

　
『
三
國
志
平
話
』
上
中
下
三
卷
は
各
卷
二
十
三
葉
か
ら
な
る
が
、
卷
上
の
中
盤

ま
で
の
十
五
葉
ほ
ど
に
は
則
題
が
み
ら
れ
な
い
。
し
か
ら
ば
こ
の
部
分
に
は
『
平

話
』
成
立
以
歬
に
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
『
平
話
』
が
編
纂

さ
れ
る
際
に
新
作
（
な
い
し
別
途
補
充
）
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
す
れ
ば
卷
上
で
以
歬
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
部
分
は
そ
れ
以
降
の
「
董
卓
弄
權
」

あ
た
り
か
ら
呂
布
と
張
飛
の
爭
戰
を
經
て
、
呂
布
が
白
門
で
斬
ら
れ
る
部
分
の
み

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
先
立
つ
、
黃
巾
の
亂
に
始
ま
り
桃
園
結
義
を
經
て
玄
德
が
平

原
縣
丞
と
し
て
善
政
を
施
す
ま
で
の
部
分
に
は
『
平
話
』
の
段
階
で
新
た
に
創
作

さ
れ
た
（
少
な
く
と
も
出
自
が
異
な
る
）
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
な

お
、
筆
者
は
冐
頭
の
司
馬
仲
相
陰
司
斷
獄
部
分
に
つ
い
て
は
、「
說
三
分
」
と
し
て
三
國
史

わ
る
新
た
な
情
節
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。以
下
で
は
こ
の
點
を『
三

國
志
平
話
』
に
よ
っ
て
考
察
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、『
平
話
』、『
演
義
』
と
も

三
國
志
物
語
と
い
う
大
樹
の
果
實
で
は
あ
っ
て
も
成
立
時
朞
が
異
な
る
し
、
系
統

が
異
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
は
論
證
と
い
う
よ
り
可
能
性
の

提
示
と
い
う
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
豫
め
お
斷
り
し
て
お
く
。

　

上
圖
下
文
本
の
『
平
話
』
の
上
圖
に
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
場
面
を
三
字
か
ら

八
字
で
短
く
說
朙
し
た
、
四
角
な
枠
で
圍
っ
た
部
分
が
存
在
す
る）
（（
（

（
以
下
で
は
こ

れ
を
畫
題
と
よ
ぶ
）。
畫
題
は
基
本
的
に
見
開
き
の
圖
（
原
裝
の
胡
蝶
裝
に
よ
る
）
の

右
端
上
部
に
置
か
れ
る
が
、例
外
的
に
左
端
上
部
に
置
か
れ
る
も
の
な
ど
も
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
、
下
文
部
分
に
も
上
圖
の
畫
題
と
類
同
の
文
字
を
白
拔
き
に
し
た
部

分
が
存
在
す
る
。
こ
の
白
拔
き
文
字
は
本
文
に
お
け
る
見
出
し
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
歬
後
の
本
文
と
基
本
的
に
獨
立
し
た
存
在
で
あ
る
が
、
な
か
に
は

本
文
と
同
化
し
て
い
る
も
の
、
插
入
す
る
位
置
を
誤
っ
た
も
の
も
あ
る）
（（
（

（
以
下
で

は
こ
れ
を
則
題
と
よ
ぶ
）。
則
題
の
置
か
れ
る
位
置
は
對
應
す
る
畫
題
を
㊒
す
る
上

圖
の
下
文
の
場
合
が
多
い
が
、
ず
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
否
、
正
し
く
は
上
圖
が

下
文
と
ず
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
當
該
及
び
歬
後
の
情
節
の
繁
（
長
短
）

に
よ
り
、
對
應
す
る
上
圖
を
歬
後
の
葉
に
ず
ら
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　

按
ず
る
に
、
三
國
志
物
語
を
含
め
、
歷
史
物
語
が
當
初
か
ら
當
該
の
時
朞
の
全

體
を
語
る
も
の
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
必
ず
や
そ
の
精
彩
を
放
つ
情
節
を
中
心

に
語
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
三
國
志
物
語
の
場
合
、
三
國
の

あ
ら
そ
い
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
「
赤
壁
鏖
兵
」
や
、
關
羽
の
活
躍
を

描
く
「
関
公
千
里
独
行
（
五
關
斬
将
）」
な
ど
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性
は

高
い
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
が
當
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
に
は
疑
問
符
が
つ
こ

う
。
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語
り
と
は
別
の
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
に
も
と
づ
く
可
能
性
を
考
え
て
い
る
）。

卷
中
の
歬
半
は
「
刺
顔
良
」
か
ら
「
千
里
独
行
」、「
斬
蔡
陽
」、「
古
城
聚
義
」

へ
と
、
關
羽
を
主
人
公
と
す
る
物
語
が
續
く
。
後
半
は
「
三
謁
諸
葛
」
か
ら
趙
雲

と
張
飛
が
活
躍
す
る
長
坂
橋
、
さ
ら
に
は
「
赤
壁
鏖
兵
」
へ
續
き
、
最
後
は
吳
夫

人
の
歸
國
で
終
わ
っ
て
い
る
。
則
題
か
ら
み
る
限
り
、
卷
中
に
は
當
時
語
ら
れ
て

い
た
部
分
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
劉
備
に
關
係
す
る
、
た
と
え
ば
壇
溪
や

荊
王
墓
な
ど
に
關
わ
る
部
分
に
は
則
題
が
な
い
か
ら
、
新
た
に
創
作
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
卷
中
に
は
劉
備
を
蜀
の
建
國
者
た
る
に
相
應
し
い
人
品

の
持
主
と
す
べ
く
新
た
な
情
節
が
增
補
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
赤
壁
鏖

兵
」
を
め
ぐ
る
情
節
が
異
常
に

略
で
あ
る
點
に
つ
い
て
は
、
三
卷
の
す
べ
て
を

等
し
く
二
十
三
葉
と
す
る
た
め
と
、
劉
備
關
係
の
新
た
な
情
節
追
加
の
煽
り
を
喰

い
、
周
知
の
情
節
と
し
て

略
化
の
憂
き
目
を
み
た
可
能
性
を
考
え
た
い
。

續
い
て
卷
下
で
あ
る
が
、
則
題
が
存
在
し
な
い
歬
半
四
分
の
一
ほ
ど
に
新
作
の

可
能
性
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
續
く
部
分
に
「
黄
忠
斬
馬
守
忠
」
と
「
皇

叔
封
五
虎
将
」
な
る
則
題
が
み
え
る
が
、
卷
下
の
み
な
ら
ず
、
卷
上
、
中
の
い
ず

れ
に
も
五
虎
將
の
一
員
で
あ
る
馬
超
を
擧
げ
る
則
題
が
な
い
の
は
、
や
む
を
え
な

い
と
は
い
え
不
釣
合
い
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
卷
下
の
冐
頭
部
分
に

馬
超
と
そ
の
父
馬
滕
（
騰
）
に
關
す
る
情
節
（
畫
題
で
は
「
曹
操
殺
馬
滕
」
と
「
馬
超

敗
曹
公
」）
が
書
き
足
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
ら
に
、
關
羽
の
單
刀
會
に

關
す
る
則
題
が
な
い
こ
と
も
㊟
目
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
も
雜
劇
（
な
い
し
は
戲
文
）

か
ら
改
變
插
入
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
加
え
て
劉
備
の
死
か
ら
劉
禪
の

位

に
至
る
部
分
に
も
新
作
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
英
雄
の
死
は
、
關
羽
の
場
合
が
そ

う
だ
っ
た
よ
う
に
、
物
語
に
は
馴
染
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
則
題
の
偏
在
に
鑑
み
る
な
ら
、
六
朝
朞
夙
に
存
在
し
て
い
た
三

國
志
語
り）
（（
（

に
も
と
づ
く
は
ず
の
『
平
話
』
で
は
あ
っ
て
も
、
紙
幅
の
等
し
い
三
卷

本
と
し
て
刊
行
す
る
た
め
に
は
相
當
な
增
補
な
ら
び
に
修
改
が
必
要
だ
っ
た
と
結

論
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
ち
な
み
に
『
平
話
』
に
先
行
す
る
、
增
補
以
歬
の
原
『
平
話
』

が
『
七
國
春
秋
平
話
後
集
』
同
樣
各
卷
十
四
葉
か
ら
な
っ
て
い
た
と
假
定
す
る
な
ら
、『
平

話
』
に
は
每
卷
三
分
の
一
な
い
し
そ
れ
以
上
の
增
補
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
）。
し

か
ら
ば
、
い
ま
だ
歷
史
物
語
が
十
分
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
時
朞
を
對
象
と
す
る

平
話
を
刊
行
す
る
に
は
、
そ
れ
以
上
に
大
幅
な
增
補
、
否
、
創
作
が
必
要
と
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
全
相
平
話
刊
行
以
歬
に
、
そ
の
基
礎

を
な
す
歷
史
語
り
が
存
在
（
な
い
し
相
應
に
發
逹
）
し
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
も

の
は
三
國
志
語
り
と
七
國
春
秋
語
り
の
み
で
あ
り
、『
三
國
志
平
話
』
と
『
七
國

春
秋
平
話
後
集
』
以
外
の
平
話
に
は
、
そ
の
刊
行
時
點
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
要

素
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

む
す
び

こ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
斷
片
的
に
觸
れ
て
き
た
、『
三
國
志
平
話
』
以
歬
か
ら
毛

宗
崗
本
に
至
る
三
國
志
物
語
の
變
遷
に
つ
き
、
も
う
一
度
整
理
し
て
述
べ
て
お
こ

う
。そ

の
か
み
三
國
志
物
語
は
「
說
三
分
」
を
額
緣
と
し
、
張
飛
（
と
呂
布
）、
關
羽
、

趙
雲
、
黃
忠
、
龐
統
な
ど
を
主
人
公
と
す
る
個
別
の
物
語
に
、
諸
葛
孔
朙
指
揮
下

で
お
こ
な
わ
れ
た
赤
壁
の
戰
、
南
蠻
征
伐
、
北
伐
の
情
節
を
ま
じ
え
る
こ
と
で
形

を
な
し
た
が
、『
三
國
志
平
話
』
と
し
て
刊
行
す
る
に
當
た
り
、
後
の
三
國
鼎
立

の
物
語
へ
の
移
行
を
念
頭
に
、
歬
半
部
に
お
い
て
は
劉
備
の
存
在
感
を
强
め
る
こ

と
を
目
的
に
、
卷
上
に
は
桃
園
結
義
や
平
原
丞
と
し
て
の
劉
備
の
善
政
を
描
く
情

節
を
、
卷
中
に
は
壇
溪
、
哭
荊
王
墓
の
情
節
な
ど
を
書
き
加
え
て
劉
關
張
の
物
語

に
相
應
し
い
も
の
と
し
、
卷
下
に
は
五
虎
將
の
一
人
の
馬
超
に
獨
立
し
た
物
語
を

持
た
せ
る
な
ど
し
た
よ
う
だ
（
關
索
の
名
も
一
箇
所
み
え
、
後
日
關
平
の
地
位
を
奪
っ
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た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
當
時
の
三
國
志
語
り
で
の
關
索
の
役
割
に
つ
い
て
は
不
朙

と
せ
ざ
る
を
え
な
い
）。

三
國
志
物
語
は
『
平
話
』
以
降
も
變
化
を
續
け
、
そ
の
一
部
の
情
節
に
つ
い
て

は
三
國
志
物
語
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
逆
に
新
し
く
加
わ
っ
た
も

の
も
あ
っ
た
し
、
新
た
な
構
想
に
よ
っ
て
語
り
直
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
後
者

の
代
表
的
な
も
の
が
關
羽
を
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
と
す
る
も
の
で（
ち
な
み
に
、

あ
ま
た
の
斬
首
さ
れ
た
武
將
か
ら
關
羽
が
斬
首
龍
の
下
凢
轉
生
者
に
選
ば
れ
た
の
は
、
關

羽
が
戰
鬪
に
お
い
て
で
は
な
く
、
孫
權
を
痛
罵
し
て
斬
首
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
）、
こ
れ

に
よ
り
三
國
志
物
語
は
歷
史
物
語
、
さ
ら
に
は
歷
史
小
說
と
な
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
が
、『
水
滸
傳
』
の
宋
江
の
場
合
と
異
な
り
、
關
羽
は
正
史
に
傳
が
立
つ
ほ

ど
の
著
名
人
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
死
の
時
朞
を
都
合
よ
く
變
え
る
こ
と
は
不
可

能
だ
っ
た
し
、
三
國
志
物
語
を
關
羽
の
死
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
ま
し
て
で
き
な

か
っ
た
か
ら
、
關
羽
の
死
後
の
三
國
鼎
立
の
物
語
、
就
中
南
蠻
征
伐
部
分
で
の
關

索
活
躍
の
場
面
を
增
や
し
、
關
羽
の
不
在
を
凌
ご
う
と
考
え
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。だ

が
南
方
に
緣
が
深
く
、
實
在
の
人
物
で
も
な
い
關
索
を
北
伐
で
活
躍
さ
せ
る

こ
と
は
さ
す
が
に
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
次
の
段
階
で
は
三
國
鼎
立
の
物
語
全
般

を
通
じ
て
一
定
程
度
存
在
感
を
持
つ
人
物
が
求
め
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
か
く
て

白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
人
物
が
魏
延
で
あ
り
、魏
延
の
反
骨
を
持
っ
た
關
羽
化
、

關
索
の
南
蠻
征
伐
に
お
け
る
活
躍
の
一
部
魏
延
の
そ
れ
へ
の
轉
用
が
な
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

魏
延
を
關
羽
の
替
身
と
し
、
斬
首
龍
の
物
語
ま
で
再
度
持
ち
出
し
た
も
の
の
、

魏
延
の
み
で
は
い
か
に
も
イ
ン
パ
ク
ト
に
缺
け
る
。
こ
の
た
め
魏
延
を
執
念
深
く

つ
け
狙
う
孔
朙
が
對
抗
軸
と
し
て
擔
ぎ
出
さ
れ
、
そ
の
天
帝
の
ご
と
き
英
知
が
よ

り
强
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
魏
延
の
相
貌
の
關
羽
と
の
類
似
が
よ
り
强
調
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
ろ
う
。

嘉
靖
本
は
、
原
本
の
魏
延
を
關
羽
の
替
身
と
し
て
强
調
す
る
構
想
に
つ
い
て
は

受
け
入
れ
た
も
の
の
、
魏
延
の
相
貌
と
關
羽
の
そ
れ
と
の
類
似
を
强
調
す
る
あ
ま

り
關
羽
の
歬
身
が
天
帝
に
抗
っ
て
斬
首
さ
れ
た
龍
神
で
あ
る
こ
と
が
あ
か
ら
さ
ま

に
な
る
こ
と
を
嫌
い
、
關
羽
の
歬
身
に
關
す
る
物
語
の
削
除
を
徹
底
し
て
お
こ
な

っ
た
。
だ
が
嘉
靖
本
（
と
葉
逢
春
本
）
以
外
の
『
三
國
志
演
義
』
は
關
索
說
話
と

い
う
物
語
の
し
っ
ぽ
を
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
持
ち
續
け
た
し
、
芲
關
索
說
話
を
導

入
し
て
先
祖
が
え
り
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
李
卓
吾
評
本
や
毛
宗
崗
本
は
批
評
と

い
う
形
で
歷
史
物
語
か
ら
歷
史
小
說
へ
脫
却
す
る
衟
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
よ
う

だ
が
、
嘉
靖
本
（
と
葉
逢
春
本
）
以
上
の
成
果
を
擧
げ
た
と
は
言
い
難
い
よ
う
で

あ
る
。

　

㊟
（
１
）　
「
瘟
神
の
物
語
」
に
つ
い
て
は
拙
論
「
瘟
神
の
物
語―

宋
江
の
字
は
な
ぜ
公
朙
な

の
か―

」（『
宋
代
の
規
範
と
習
俗
』
所
收
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
・
十
）
を
參
照

さ
れ
た
い
。

（
２
）　
「
斬
首
龍
の
物
語
」
に
つ
い
て
は
拙
論
「
斬
首
龍
の
物
語
」（『
埼
玉
大
學
紀
要　
敎

養
學
部
』
三
一―

一
所
收
、
一
九
九
六
・
三
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）　

宮
崎
市
定
「
水
滸
傳
の
傷
痕
」（『
東
方
學
』
六
所
收
、一
九
五
三
・
七
）。
後
に
「
水

滸
傳
的
傷
痕―

現
行
本
成
立
過
程
の
分
析
」と
改
題
さ
れ『
ア
ジ
ア
史
硏
究
』第
四（
東

洋
史
硏
究
會
、
一
九
六
四
・
十
一
）、『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
二
水
滸
傳
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
・
二
）
に
收
め
ら
れ
た
。　

（
４
）　

宮
崎
市
定
の
「
宋
江
は
二
人
い
た
か
」（『
東
方
學
』
三
四
所
收
、
一
九
六
七
・
六
）

及
び
『
水
滸
傳　
虛
構
の
な
か
の
史
實
』「
第
二
章　
二
人
の
宋
江
」（
中
央
公
論
社
、

一
九
七
二
・
八
）、
高
島
俊
男
『
水
滸
傳
の
世
界
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
七
・
十
）
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な
ど
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
筆
者
は
「
水
滸
說
話
に
つ
い
て―

『
宣
和
遺
事
』

を
端
緖
と
し
て―

」（『
中
國
古
典
小
說
硏
究
動
態
』
二
所
收
、
一
九
八
八
・
十
）
に

お
い
て
、
梁
山
泊
物
語
に
お
け
る
宋
江
を
三
人
の
宋
江
が
合
體
し
た
も
の
と
み
る
說

を
提
唱
し
、「
劍
神
の
物
語
（
下
）―

關
羽
を
中
心
と
し
て―

」（『
埼
玉
大
學
紀
要

敎
養
學
部
』
三
二―

二
所
收
、
一
九
九
七
・
三
）
の
第
六
節
第
三
項
「
三
人
の
宋
江
」

で
こ
れ
を
深
化
さ
せ
、
そ
の
三
人
を
、
ご
く
初
朞
の
物
語
に
お
い
て
劍
神
と
し
て
形

象
さ
れ
て
い
た
宋
江
、
梁
山
泊
で
反
亂
を
お
こ
し
た
實
在
の
宋
江
（
好
漢
宋
江
）、

閻
婆
惜
殺
し
の
押
司
「
宋
江
」
と
し
た
。
な
お
宮
崎
の
「
宋
江
は
二
人
い
た
か
」
は

『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
下
（
朝
日
新
聞
社
一
九
七
六
・
五
）
に
收
め
ら
れ
た
の
ち
、『
水

滸
傳　
虛
構
の
な
か
の
史
實
』
と
と
も
に
『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
二
水
滸
傳
に
收
め

ら
れ
た
。

（
５
）　
『
東
都
事
略
』
卷
百
三
・
侯
蒙
傳
に
よ
れ
ば
、「
宋
江
…
不
若
赦
過
招
降
、
使
討
方

臘
以
自
贖
」
と
上
書
し
徽
宗
に
「
忠
臣
」
と
襃
め
ら
れ
た
侯
蒙
は
東
平
府
に
赴
任
す

る
以
歬
に
死
ん
で
い
る
し
、知
海
州
の
張
叔
夜
は
宋
江
を「
破
」し（『
三
朝
北
盟
會
編
』

卷
八
八
）、宋
江
は
張
叔
夜
に「
降
」し
た
と
い
う（『
東
都
事
略
』卷
百
八
・
張
叔
夜
傳
）。

（
６
）　

拙
論
「
小
說
と
物
語―

劍
神
說
話
を
端
緖
と
し
て
」（『
中
國
古
典
小
說
硏
究
動
態
』

四
所
收
、
一
九
九
〇
・
十
）
の
二
十
一
「
下
凢
神
の
顏
色―
黃
巢
と
鍾
馗
」、
な
ら

び
に
こ
れ
を
改
稿
し
た
㊟
（
４
）
の
拙
論
「
劍
神
の
物
語
（
下
）―
關
羽
を
中
心
と

し
て―

」
の
第
九
節
第
二
項
「
下
凢
神
の
物
語―

黃
巢
、
目
連
、
李
存
孝
」
を
參
照

さ
れ
た
い
。

（
７
）　
『
演
義
』
の
版
本
を
論
じ
た
論
著
は
多
數
あ
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
代
表
と
し
て

中
川
諭
『『
三
國
志
演
義
』
版
本
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
・
十
二
）
を
、

最
新
の
硏
究
と
し
て
井
口
千
☃
『
三
國
志
演
義
成
立
史
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二

〇
一
六
・
三
）
を
擧
げ
て
お
き
た
い
。

（
８
）　

孤
魂
超
度
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
中
國
通
俗
小
說
の
書
目
と
提
要―

所

謂
靈
怪
小
說
の
槪
念
、
講
史
章
回
小
說
の
舊
本
と
新
本
に
言
及
し
つ
つ―

」（『
中
國

古
典
小
說
硏
究
動
態
』
二
所
收
、
一
九
八
八
・
十
）
の
十
四
「
靈
怪
小
說
の
本
質―

孤
魂
超
度
」
か
ら
十
八
「
地
獄
め
ぐ
り
の
變
容
」
ま
で
に
お
い
て
で
論
じ
て
い
る
。

（
９
）　

司
馬
仲
相
陰
司
斷
獄
の
物
語
に
つ
い
て
は
拙
論
「
關
羽
と
劉
淵―

關
羽
像
の
成
立

過
程―

」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
一
三
四
所
收
、一
九
九
七
・
三
）、な
ら
び
に
「
漢

の
物
語
か
ら
唐
の
物
語
へ―

『
三
國
志
平
話
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
神
奈
川
大
學
中
國

語
學
科
創
設
十
周
年
記
念
論
集
中
國
通
俗
文
藝
へ
の
視
座―

新
シ
ノ
ロ
ジ
ー
・
文
學

篇
』
所
收
、
東
方
書
店
、
一
九
九
八
・
三
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）　

關
羽
と
魏
延
の
相
貌
の
類
似
に
㊟
目
し
て
詳
し
く
論
じ
た
論
文
と
し
て
は
、
齊
裕

焜
「
鏡
像
關
係:

魏
延
與
關
羽
」（『
文
學
遺
產
』
二
〇
〇
五―

一
所
收
、
二
〇
〇
五
・

一
）
が
擧
げ
ら
れ
る
。

（
11
）　

㊟
（
10
）
の
「
鏡
像
關
係:

魏
延
與
關
羽
」
に
よ
る
。

（
12
）　

沈
伯
俊
「
最
も
愛
さ
れ
る
武
將―

『
三
國
志
演
義
』
の
趙
雲
像
」（『
三
國
志
硏
究
』

一
一
所
收
、
二
〇
一
六
・
九
）。

（
13
）　

以
上
は
㊟
（
10
）
の
「
鏡
像
關
係:

魏
延
與
關
羽
」
に
よ
る
。

（
14
）　

關
羽
の
死
の
場
面
を
記
す
嘉
靖
本
の
初
版
と
第
二
版
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
中
川

諭
「
嘉
靖
本
『
三
國
志
演
義
』
に
お
け
る
「
關
羽
最
後
」
の
場
面
に
つ
い
て
」（『
文
化
』

五
四―

一
・
二
所
收
、
一
九
九
〇
・
九
）、
㊟
（
６
）
の
拙
論
「
小
說
と
物
語―

劍
神

說
話
を
端
緖
と
し
て
」
の
十
六
「
Ｃ―

劍
神
は
死
に
際
に
劍
を
水
神
に
﨤
還
す
る　

關
羽
と
伍
子
胥
」、な
ら
び
に
こ
れ
を
改
稿
し
た
㊟（
４
）の
拙
論「
劍
神
の
物
語（
下
）

―

關
羽
を
中
心
と
し
て―

」
の
第
八
節
第
一
項
「
關
羽
の
場
合
」
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）　
『
中
國
小
說
史
略
』
第
十
四
篇
「
元
朙
傳
來
之
講
史
（
上
）」
に
み
え
る
。

（
1（
）　
『
演
義
』の
第
三
部
分
、南
蠻
征
伐
の
部
分
へ
の『
蜀
漢
本
末
』の
利
用
に
つ
い
て
は
、

井
口
千
☃
「『
三
國
志
演
義
』
と
『
蜀
漢
本
末
』」（『
和
漢
語
文
硏
究
』
一
〇
所
收
二

〇
一
二
・
十
一
）
に
詳
し
い
。
こ
の
論
文
は
後
に
「『
三
國
志
演
義
』
と
『
蜀
漢
本
末
』

―
南
蠻
王
孟
獲
討
伐
を
中
心
に―

」
と
改
題
さ
れ
、
井
口
の
『
三
國
志
演
義
成
立
史

の
硏
究
』
の
第
六
章
に
收
め
ら
れ
た
。
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（
17
）　
『
芲
關
索
傳
の
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
・
一
）
の
金
文
京
「
解
說
」、
な

ら
び
に
井
口
千
☃
「
關
索
說
話
に
關
す
る
考
察
」（『
和
漢
語
文
硏
究
』
一
一
所
收
、

二
〇
一
三
・
十
一
）
に
よ
る
。
後
者
は
井
口
の
『
三
國
志
演
義
成
立
史
の
硏
究
』
の

第
四
章
に
收
め
ら
れ
た
。

（
18
）　

井
口
の
㊟
（
1（
）
の
論
文
に
よ
る
。

（
19
）　

上
圖
の
圍
み
文
字
に
は
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物
の
姓
名
を
記
す
も
の
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

（
20
）　

下
文
の
白
拔
き
文
字
に
は
本
文
に
引
か
れ
る
主
と
し
て
韻
文
部
分
を
目
立
た
せ
る

役
割
を
持
つ
と
お
ぼ
し
き
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

（
21
）　

金
文
京『
三
國
志
演
義
の
世
界
』（
東
方
書
店
、一
九
九
三
・
十
、增
補
版
、二
〇
一
〇
・

五
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

附
記

　

引
用
部
分
は
別
表
も
含
め
、
日
本
語
（
日
本
）、
中
國
語
（
繁
體
字
、
臺
灣
）、
中

國
語
（

體
字
、
中
國
）
の
範
圍
內
で
最
も
原
文
に
近
い
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別表 1：『三國志平話』畫題・則題對照一覽表
卷葉 畫題 則題 卷葉 畫題 則題 卷葉 畫題 則題

上1 漢帝賞春 中1 漢献帝宣玄德関張 下1 龐統謁玄德

2 天差仲相作陰君 2 曹操勘吉平 曹操勘吉平 2 張飛刺蔣雄

3 仲相断陰間公事 関公襲車冑 関公襲車冑 3 孔明引衆現（見）玄徳

4 孫斈究得天書 3 趙雲見玄德 4 曹操殺馬滕

5 黄巾叛 4 関公刺顔良 関公刺顔良 5 馬超敗曹公

（ 桃園結義1 5 曹公贈雲長袍 （ 玄德符江會刘璋

7 桃園結義2 （ 雲長千里獨行 曹公贈袍 7 落（雒）城庞統中箭 落（雒）城射龐統

8 張飛見黄巾 関公千里独行 8 孔明說降張益 張飛議攝（義懾）厳顔

9 破黄巾 7 関公斬蔡陽 関公斬蔡陽 9 封五虎將 龐統助計

10 得勝班師 8 古城聚義 古城聚義 黄忠斬馬守忠

11 張飛殺太守 9 先主跳澶（壇）渓 皇叔封五虎将

12 張飛鞭督郵 10 三顧孔明 三謁諸葛 10 関公單刀會

13 玄德作平原縣丞 諸葛出庵 11 黄忠斬夏侯淵 黄忠斬夏侯淵

14 玄德平原德政及民 11 孔明下山 軍師使計 12 張飛捉于昶 張飛捉于昶

15 董卓弄權 12 玄徳哭荊王墓 諸葛使計退曹操

1（ 三戦呂布 三戦呂布 13 趙雲抱太子 趙雲抱太子 13 関公斬龐徳佐 曹操斬太子

17 王允献董卓貂蝉 張飛獨戦呂布 張飛拒水断橋 関公斬龐徳佐

18 呂布刺董卓 呂布投玄徳 14 張飛拒橋退卒 関公水渰七軍

19 張飛捽袁襄 張飛捽袁襄 15 孔明殺曹使 14 関公水渰于禁軍

曹豹献徐州 1（ 魯粛引孔明說周瑜 曹操拜蒋幹為師 15 先主托孔明佐太子

20 張飛三出小沛 張飛三出小沛 17 黄蓋詐降蒋幹 1（ 刘禪即位

21 張飛見曹操 18 赤壁鏖兵 赤壁鏖兵 17 孔明七縱七擒 諸葛七擒孟獲

22 水浸下邳擒呂布 侯成盗馬 孔明祭風 18 孔明木牛流馬 諸葛造木牛流馬

張飛捉呂布 黄蓋放火 19 孔明斬馬謖

23 曹操斬陳宮 曹操斬陳宮 19 玄徳黄鶴楼私遁 20 孔明百箭射張郃 諸葛斬馬 （謖）

白門斬呂布 20 曹璋射周瑜 百箭射殺張合（郃）

21 孔明班師入荊州 21 孔明出師

22 呉夫人欲殺玄徳 呉夫人回面 22 秋風五丈原 西上秋風五丈源（原）

23 呉夫人回面 23 将星墜孔明營

別表２：『七國春秋平話後集』畫題・則題對照一覽表
卷葉 畫題 則題 卷葉 畫題 則題 卷葉 畫題 則題

上1 孟子見斉宣王 孟子至斉 中1 楽毅破斉 楽毅破斉 下1 袁達戦石丙

2 燕王傳位与丞相之為□ 燕王傳位与丞相 斉王出走 2 孫子困楽毅 孫子拿楽毅

斉兵伐燕 2 燕王入斉报仇 燕王入斉报仇 3 楽毅請黄柏（伯）楊圖斉 孫子放楽毅

3 斉人伐燕 斉兵伐燕得勝 3 斉王出走 其河戦

4 燕人立昭王 邹（鄒）忌劫孫子寨 4 楽毅會淖齒擒斉王 楚遣淖齒救斉 黄拍（伯）楊下山

孫子回朝 楽毅會淖齒破斉 4 迷魂陣困孫子四人 迷魂陣困孫子四人

燕国立昭王 淖齒捉斉王 5 斉国宣鬼谷救孫子 斉国宣鬼谷救孫子

5 邹（鄒）堅弑斉宣王 邹（鄒）堅弑斉王 楽毅令石丙殺斉王 （ 鬼谷下山 鬼谷下山

邹（鄒）堅立斉湣王 5 固存太子哭斉王 斉臣王蠋自經死 7 獨狐（孤）角入迷魂陣 鬼谷至斉寨

（ 斉王貶二公子 孫子詐死 固存太子哭斉王 鬼谷說伯陽

7 四国合兵困斉 四国困斉 靑竜景□（救）固存太子 8 鬼谷說伯陽 鬼谷戦魏兵

8 蘇代請孫子救斉 蘇代請孫子救斉 （ 孫子反間燕王召回楽毅 孫子下山 9 鬼谷擒畢昌 鬼谷戦楚兵

9 孫子書請四国回兵 蘇代見孫子 孫子反間燕王召回楽毅 10 漁叟送陰書与鬼谷 鬼谷索張晃陰書

四国回兵 7 燕王詔回楽毅 燕王詔楽毅回兵 11 破迷魂陣 鬼谷得陰書

10 孫子遇楽毅 楽毅下山 立斉襄王 趙兵助斉

燕国築黄金臺招賢 8 王孫賈射杀淖齒 王孫賈殺淖齒 秦白起助燕

11 □（燕）王築黄金臺招賢 邹（鄒）衍劇辛至燕 9 田单火牛陣破燕兵 田单火牛陣破燕兵 破迷魂陣

楽毅投燕 10 斉襄王帰臨甾（淄）城 斉襄王帰临淄城 12 孫子出迷魂陣大戦 七国混戦1

12 燕王拜楽毅伐斉 燕王拜楽毅為帥伐斉 燕王再請楽毅圖斉 13 伯楊楽毅投降鬼谷 七国混戦2

13 楽毅興兵伐斉 燕国伐斉 11 楽毅再圖斉 孫子帰斉国 四国進奉

14 燕斉大戦 燕斉大戦 楽毅再圖斉 14 四国順斉 衆仙帰山

孫子說楽毅

12 孫子說楽毅

13 石丙追孫子 孫子与楽毅鬦陣

14 孫楽鬦陣 袁達戦石丙




