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伍
子
育
と
沼
増

『
太
平
記
』
巻
二
十
八
所
引
漢
楚
合
戦
語
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

山
田

尚
子

一
、
は
じ
め
に
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嘗
て
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
先
例
と
し
て
の
漢
故
事
（
古
き
歴
史
）
が
知
識
と
し
て
習
得
さ
れ
、
眼
前
の
出
来
事
や
社
会
の
在
り
方

（
新
し
き
歴
史
）
を
把
握
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
軍
記
物
語
に
影
し
く
引
か
れ
る
漢
故
事
説
話
は
、
そ
う
し
た
機
能

を
端
的
に
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
太
平
記
』
に
引
か
れ
た
漢
故
事
説
話
の
中
に
は
、
語
ら
れ
る
本
筋
の
文
脈

に
対
し
、
あ
ま
り
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
、
或
い
は
、
本
筋
か
ら
甚
だ
し
く
逸
脱
し
、
む
し
ろ
物
語
全
体
の
円
滑

な
進
行
を
妨
げ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
何
故
そ
う
し
た
説
話
が
そ
こ
に
引
か
れ
た
の
か
。
そ
の
問
い
は
、
故
事
の
受

容
と
そ
の
表
現
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
内
包
す
る
一
方
で
、
『
太
平
記
』
と
い
う
作
品
が
背
景
と
す
る
政
治
思
想
や
歴
史
認
識
の
あ

り
方
を
照
射
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
太
平
記
』
巻
二
十
八
「
恵
源
南
方
合
体
事
付
漢
楚
合
戦
前
」
に
引
か
れ
る
漢
楚
合
戦
語
（
以
下
、
漢
楚
合
戦
語
と
い
え
ば
、

(310) 



こ
の
説
話
を
指
す
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
説
話
は
、
足
利
直
義
が
南
朝
方
に
乞
う
て
き
た
勅
免
へ
の
対
応
を
決
す
る
公
卿
余
議
の
場
で
、

(309) 

勅
免
を
主
張
す
る
北
畠
親
房
が
、
自
ら
の
主
張
の
拠
り
所
と
し
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
親
房
は
、
こ
の
漢
故
事
説
話
を
引
い
た
後
に
以
下

の
如
く
述
べ
、
劉
邦
を
勝
利
に
導
い
た
そ
の
腹
心
、
陳
平
と
張
良
の
謀
に
自
ら
の
主
張
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

項
王
遂
に
亡
て
、
漢
七
百
の
昨
を
た
も
ち
し
事
は
、
只
陳
平
・
張
良
が
謀
に
て
、
偽
て
和
睦
せ
し
故
な
り
、
そ
の
智
謀
今
亦
当
れ
り
、

然
れ
ば
た
γ

直
義
が
謝
し
・
甲
旨
に
ま
か
せ
て
、
先
御
合
鉢
あ
ら
ば
、
定
て
君
を
御
位
に
即
た
て
ま
つ
り
て
、
万
機
の
政
を
四
海
に
播
れ

む
欺
、
聖
徳
普
致
し
め
、
士
卒
帰
服
し
た
て
ま
つ
ら
ば
、
其
威
を
忽
に
振
て
逆
臣
等
を
ほ
ろ
ぼ
さ
む
に
、
何
の
子
細
か
候
ふ
べ
き
、

（
『
太
平
記
』
巻
二
十
八
恵
源
南
方
合
峠
幹
事
付
漢
楚
合
戦
事
）-2-

と
こ
ろ
が
、
｛
図
表1
】
の
構
成
表
に
掲
げ
た
ご
と
く
、
こ
の
長
大
な
説
話
の
う
ち
、
親
房
が
一
吉
う
陳
平
・
張
良
の
謀
と
は
、
著
名
な
四
面

楚
歌
の
場
面
の
直
前
に
記
さ
れ
る
も
の
で
、
表
の
⑫
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
話
を
親
房
の
主
張
の
拠
り
所
と
し
て
の
み
機
能
さ

せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
の
は
⑫
の
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
部
分
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
増
田
欣
氏
は
、

公
卿
余
議
の
場
で
、
意
見
が
完
全
に
対
立
し
た
ま
ま
膝
着
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
、
な
が
な
が
し
い
故
事
の
談
義
で
解
き
ほ
ぐ

し
な
が
ら
、
衆
議
が
お
の
ず
か
ら
自
説
に
同
調
し
て
く
る
の
を
待
つ
北
畠
親
房
の
て
だ
て
と
し
て
構
想
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ

う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
『
太
平
記
』
作
者
の
意
欲
は
、
そ
の
よ
う
な
構
想
上
の
必
要
度
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
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と
す
る
。
本
稿
で
は
、
本
筋
の
文
脈
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
語
ら

れ
る
こ
の
説
話
が
、
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
契
機
と
は
何
だ
っ
た

の
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
『
太
平
記
」
と
い
う
作
品
を
生
み
出

し
た
時
代
の
思
想
と
如
何
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。二

、
沼
増
の
死

『
太
平
記
』
巻
二
十
八
に
引
か
れ
る
漢
楚
合
戦
語
に
つ
い
て
は
、
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『
史
記
』
項
羽
本
紀
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
高
祖
本
紀
の
記
述
を
交
え

つ
つ
本
文
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
説
話
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
を
明
確
に
す
る
た
め
、

の
記
述
と
比
較
し
て
み
る
幻
、
「
太

改
め
て
こ
の
説
話
を
「
史
記
』

平
記
」
の
漢
楚
合
戦
謹
に
お
い
て
は
、
親
一
房
が
自
ら
の
主
張
を
な

ぞ
ら
え
る
べ
く
名
前
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
の
、
陳
平
や
張
良
と
い
っ

た
劉
邦
側
の
臣
下
よ
り
、
む
し
ろ
、
敗
北
し
た
項
羽
の
臣
下
で
あ

(308) 

る
沼
増
の
方
が
、
よ
り
特
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。



こ
こ
で
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
、
活
増
の
死
に
ま
つ
わ
る
記
述
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

(307) 

活
増
は
、
項
羽
本
紀
に
「
居
鄭
人
冠
増
、
年
七
十
、
素
居
レ
家
好
二
奇
計
一
」
と
、
か
な
り
老
齢
の
策
士
と
し
て
登
場
す
る
。
最
初
は
項
羽

の
叔
父
で
あ
る
項
梁
に
仕
え
、
項
梁
の
死
後
、
そ
の
ま
ま
項
羽
に
仕
え
た
ら
し
い
。
項
羽
本
紀
と
「
太
平
記
』
と
で
は
、
こ
の
沼
増
の
死
に

ま
つ
わ
る
記
述
が
大
き
く
異
な
る
。
項
羽
本
紀
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

項
王
乃
疑
二
沼
増
与
レ
漢
有
v私
、
精
奪
一
一
之
権
一
。
沼
増
大
怒
日
、
天
下
事
大
定
失
。
君
王
自
為
レ
之
。
願
賜
一
一
骸
骨
一
帰
一
尋
伍
一
。
項
王
許
レ

之
。
行
未
レ
至
一
一
彰
城
一
、
症
発
レ
背
而
死
。
（
『
史
記
』
項
羽
本
紀
）

傍
線
部
分
の
よ
う
に
、
沼
増
は
、
項
羽
の
も
と
を
辞
し
て
彰
城
へ
と
向
か
う
そ
の
旅
の
途
中
、
背
中
に
で
き
た
腫
物
が
原
因
で
死
ん
だ
と
い
4 -

う
。
と
こ
ろ
が
、
「
太
平
記
』
に
お
け
る
沼
増
の
死
は
、

項
王
国
疋
よ
り
沼
増
が
漢
王
と
密
事
を
は
か
り
て
、
返
り
忠
を
し
け
る
よ
と
疑
て
、
漸
く
是
が
権
を
う
ば
ふ
に
、
忽
に
詠
せ
ん
事
を
計
る
、

活
増
間
之
、

一
言
も
終
に
陳
謝
せ
ず
、
「
天
下
の
事
大
に
定
り
ぬ
、
君
主
み
づ
か
ら
是
を
治
め
た
ま
へ
、
我
巳
に
歳
八
十
余
、
命
の
中

に
君
が
亡
ん
を
見
む
事
、
且
は
悲
か
る
べ
し
、
願
は
我
が
首
を
は
ね
て
、
市
朝
に
曝
さ
る
、
欺
、
又
鵡
毒
を
た
ま
は
り
て
我
が
死
を
早

せ
ん
」
と
請
け
れ
ば
、
項
王
弥
念
て
、
鳩
毒
を
飲
せ
ら
る
、
活
増
鳩
毒
を
の
む
で
後
、
い
ま
だ
三
日
を
過
ざ
る
に
、
血
を
は
き
て
こ
そ

死
に
け
れ
、

（
『
太
平
記
』
巻
二
十
八
恵
源
南
方
合
鉢
事
付
漢
楚
合
戦
事
）



と
描
か
れ
、
項
羽
が
自
ら
鳩
毒
を
飲
ま
せ
て
抹
殺
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
死
因
の
違
い
に
加
え
、
こ
の
沼
増
の
死
が
記
さ
れ
る
記
事
の
位
置
も
ま
た
、
項
羽
本
紀
と
『
太
平
記
』
の
漢
楚
合
戦

語
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
前
掲
【
図
表
1

】
で
、
⑫
が
親
房
の
言
う
陳
平
・
張
良
の
謀
に
該
当
し
、
こ
の
劉
邦
側
の
策
略

が
最
も
直
接
的
に
楚
の
滅
亡
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
『
太
平
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
⑫
の
直
前
の
⑪
に
、
活

増
の
死
の
記
事
が
置
か
れ
る
。

一
方
、
項
羽
本
紀
に
お
け
る
沼
増
の
死
は
、

｛
図
表1
】
で
い
う
③
と
⑨
の
問
、
よ
り
正
確
に
は
、
劉
邦

が
け
栄
陽
に
陣
を
か
ま
え
、
項
羽
軍
の
侵
攻
を
か
ろ
う
じ
て
凌
い
で
い
た
時
期
の
出
来
事
と
し
て
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
項
羽
本
紀
に
お
け
る

活
増
の
死
は
、
合
戦
中
の
単
な
る
一
挿
話
と
し
て
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
、
『
太
平
記
』
に
お
い
て
は
、
楚
が
滅
亡
へ
と

傾
斜
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
楚
の
滅
亡
を
招
い
た
決
定
的
な
要
因
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
漢
楚
合
戦
語
に
お
け
る
沼
増
の
死
の
記
事
の
末
尾
に
以
下
の
記
述
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

- 5 -

漢
楚
相
闘
て
己
に
八
箇
年
、
み
づ
か
ら
相
当
る
事
七
十
余
戦
に
及
ま
で
、
天
下
楚
を
背
と
い
へ
ど
も
、
項
羽
毎
度
に
勝
に
の
り
し
事
は
、

只
楚
の
兵
の
猛
く
勇
め
る
の
み
に
非
ず
、
沼
増
が
常
に
謀
を
い
た
し
、
敵
の
機
を
察
し
て
、
老
兵
を
た
す
け
、
恩
化
を
ほ
ど
こ
し
て
、

人
の
心
を
和
せ
し
故
な
り
、
さ
れ
ば
冠
増
死
を
給
り
て
後
、
楚
を
そ
ぶ
き
て
漢
に
属
す
る
諸
侯
甚
多
、

（
『
太
平
記
』
巻
二
十
八
恵
源
南
方
合
鉢
事
付
漢
楚
合
戦
事
）

す
な
わ
ち
、
沼
増
の
死
と
い
う
事
件
に
対
す
る
扱
い
が
、
『
太
平
記
』
の
漢
楚
合
戦
語
と
「
史
記
」
項
羽
本
紀
と
の
間
で
は
大
き
く
異
な
っ

(306) 

て
お
り
、
漢
楚
合
戦
謹
で
は
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
楚
国
の
滅
亡
が
導
か
れ
る
ほ
ど
の
重
み
が
臣
下
と
し
て
の
沼
増
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、



さ
ら
に
、
こ
の
故
事
説
話
が
、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
輔
佐
の
臣
で
あ
っ
た
沼
増
を
項
羽
が
愚
か
に
も
自
ら
抹
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
で
楚
の
国
の

(305) 

滅
亡
を
＼
招
い
て
し
ま
う
、
と
い
う
文
脈
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
二
、
漢
楚
合
戦
謂
と
呉
越
合
戦
謂
｜
｜
楚
国
・
呉
国
滅
亡
の
物
語
と
し
て
l
i

『
太
平
記
』
の
漢
楚
合
戦
語
に
は
、
活
増
の
死
を
め
ぐ
る
記
述
の
他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
項
羽
本
紀
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
全

般
に
わ
た
っ
て
窺
わ
れ
る
の
は
、
忠
臣
と
し
て
の
冠
増
と
無
能
な
君
主
と
し
て
の
項
羽
の
あ
り
方
を
強
調
す
る
傾
向
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
【
図
表1
】
の
⑥
の
鴻
門
の
会
に
お
け
る
酒
宴
の
模
様
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
項
羽
を
天
下
人
と
す
る
た
め
に
は
是
が

非
で
も
劉
邦
を
除
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
沼
増
は
、
こ
の
酒
宴
を
絶
好
の
機
会
と
捉
え
、
再
三
劉
邦
の
命
を
狙
う
。
項
羽
本
紀
で
は
以
下

の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

6 -

活
増
数
日
｝
一
項
王
一
、
挙
一
一
所
レ
侃
玉
訣
一
以
示
レ
之
者
三
。
項
王
黙
然
不
レ
応
。
箔
増
起
出
、
召
一
一
項
荘
一
謂
日
、
君
王
為
レ
人
不
レ
忍
、
若
入

前
為
レ
寿
、
寿
畢
請
以
レ
剣
舞
、
因
撃
二
油
公
於
坐
一
殺
レ
之
。
不
者
、
若
属
皆

E
レ
為
レ
所
レ
虜
。
荘
則
入
為
レ
寿
。
寿
畢
、
日
、
君
王
与
一
油

公
一
飲
、
軍
中
無
一
一
以
為
古
楽
、
請
以
レ
剣
舞
。
項
王
日
、
諾
。
項
荘
抜
レ
剣
起
舞
。
（
「
史
記
」
項
羽
本
紀
）

と
こ
ろ
が
、
同
じ
場
面
を
描
い
た
漢
楚
合
戦
謹
に
は
、
以
下
の
傍
線
部
分
の
よ
う
に
、
項
羽
本
紀
に
は
な
い
記
述
が
見
え
る
。

活
増
は
兼
て
よ
り
油
公
を
う
た
む
事
、
今
日
に
あ
ら
ず
ば
何
を
か
可
期
と
思
け
れ
ば
、
項
羽
を
内
え
い
れ
て
、
浦
公
と
刺
違
へ
む
為
に
、



所
レ
侃
の
太
万
を
た
て
ま
つ
り
、
三
度
ま
で
数
日
し
け
れ
ど
も
、
項
羽
其
心
を
不
悟
、
た

γ

黙
然
と
し
て
ぞ
被
坐
け
る
、
活
増
即
座
を

た
ち
て
、
項
荘
を
よ
む
で
申
け
る
は
、
「
我
項
玉
の
た
め
に
、
浦
公
を
う
た
む
と
欲
す
れ
ど
も
、
（
l

）
項
羽
愚
に
し
て
こ
れ
を
倍
ら
ず
、

汝
早
く
席
に
か
へ
り
て
、
即
浦
公
を
寿
せ
よ
、
浦
公
盃
を
か
た
ぶ
け
ん
時
、
（2
）
我
と
汝
と
剣
を
抜
て
ま
ふ
学
を
し
、
浦
公
を
座
中
に

し
て
殺
む
、
今
若
不
然
ば
、
汝
が
輩
遂
に
皆
浦
公
が
た
め
に
被
亡
て
、
項
王
の
天
下
を
奪
れ
む
事
は
一
年
の
う
ち
を
出
べ
か
ら
ず
」
と
、

（3

）
涙
を
流
し
て
ぞ
語
り
け
る
、
即
自
酌
を
と
り
て
浦
公
を
寿
す
、
浦
公
盃
を
傾
け
る
時
、
項
荘
申
日
、
「
君
王
、
今
浦
公
と
飲
酒
す
、

軍
中
に
し
て
久
く
楽
を
な
す
事
な
し
、
臣
等
剣
を
ぬ
い
て
太
平
の
曲
を
ま
は
ん
」
と
て
、
項
荘
剣
を
ぬ
い
て
立
て
ば
、
（

4

）
沼
増
亦
剣

を
か
、
ざ
し
て
浦
公
の
前
に
立
合
た
り
、

（
『
太
平
記
』
巻
二
十
八
恵
源
南
方
合
鉢
事
付
漢
楚
合
戦
事
）

(1
) 

で
は
、
劉
邦
を
討
た
ん
と
す
る
沼
増
の
合
図
に
全
く
応
じ
な
い
項
羽
に
つ
い
て
、
い
み
じ
く
も
活
増
自
身
が
「
愚
に
し
て
こ
れ
を
悟
7 -

ら
ず
」
と
評
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
項
羽
本
紀
で
劉
邦
を
殺
す
べ
く
剣
を
抜
い
て
舞
う
の
は
項
荘
の
み
で
あ
る
が
、
（2
）
、
（4
）
に
よ
れ

ば
、
活
増
も
自
ら
手
を
下
さ
ん
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
（3
）
で
は
、
劉
邦
を
討
た
ん
と
す
る
自
ら
の
思
い
を
、
涙
を
流
し
て
語
る
ま
で
に
、

活
増
の
意
思
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

漢
楚
合
戦
謹
は
、
項
羽
の
暗
愚
さ
と
沼
増
の
忠
臣
ぶ
り
を
強
調
し
つ
つ
、
愚
王
項
羽
に
よ
る
忠
臣
沼
増
の
諒
殺
が
い
ず
れ
楚
国
の
滅
亡
を

招
く
と
い
う
文
脈
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
漢
楚
合
戦
語
が
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
契
機
と
は
、
如

何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
以
下
の
「
太
平
記
』
の
記
述
で
あ
る
。

(304) 



（a
）
官
軍
二
万
奇
と
将
軍
八
十
万
奇
と
、
入
替
々
々
響
一

Jゾ
天
地
→
闘
た
る
、
漢
楚
八
箇
年
の
軍
を
一
時
に
集
め
、
呉
越
三
十
ヶ
度
の
戦

を
百
倍
に
成
す
と
も
、
尚
是
に
は
不
レ
可
レ
過
、

（b
）
夫
尊
氏
・
直
義
等
ヵ
暴
悪
ハ
、
千
古
ニ
モ
未
話
回
一
ア
聞
一
一
其
ノ
類
イ
、
是
菅
匪
ユ
仏
法
王
法
之
怨
敵
づ
ミ
ニ
、
兼
ハ
亦
為
詮
口
り
民
ヲ
害
以
ル
ノ
国
ヲ
之

残
賊
一
、
孟
靭
有
川
言
一

恒
－
一
有
口
ト
困
ス
ル
コ
ト
何
ソ
ヤ
乎
、
執
げ
類
ヲ
見
い
之
、
夫
差
井
以
ル
越
ヲ
之
威
遂
ニ
為
一
一
勾
践
→
所
り
擢
カ
、
項
羽
抜
け
山
ヲ
之
力
却
テ
為
一
一
浦
公
サ
見
守

得
、
是
則
、
呉
無
レ
義
而
猛
ク
、
漢
ハ
有
げ
仁
而
正
也
、
安
危
ノ
所
レ
拠
ル
ト
コ
ロ
ト
ス
ル
無
り
若
乃
天
命
一
一
、

（
『
太
平
記
」
巻
二
十

（
『
太
平
記
』
巻
十
五

(303) 

正
月
十
六
日
京
戦
事
）

義
貞
朝
臣
山
門
牒
送
事
）

セ
メ

（C
）
三
四
年
が
前
ま
で
は
両
統
南
北
に
わ
か
れ
て
、
此
に
闘
ひ
彼
に
冠
し
か
ば
、
呉
越
の
会
稽
の
謀
り
し
が
如
く
、
漢
楚
の
覇
上
に

軍
せ
し
に
も
過
た
り
し
に
、

（
『
太
平
記
』
巻
四
十
光
厳
院
禅
定
法
皇
御
ヰ
薮
事
付
同
崩
御
々
事
）
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傍
線
部
分
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
以
上
の
例
で
は
、
漢
楚
合
戦
の
故
事
が
、
春
秋
時
代
の
著
名
な
合
戦
で
あ
る
呉
越
合
戦
の
故
事
と
並

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
呉
越
合
戦
の
故
事
も
ま
た
、
『
太
平
記
』
に
説
話
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
太
平
記
」
巻
四
「
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
事
」
に
引
か
れ
る
呉
越
合
戦
語
（
以
下
、
呉
越
合
戦
語
と
い
え
ば
、
こ
の
漢
故
事
説
話
を

指
す
）
は
、
隠
岐
に
流
さ
れ
る
後
醍
醐
天
皇
を
奪
還
せ
ん
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
児
島
高
徳
が
、
警
固
の
者
た
ち
の
目
を
盗
み
、
天
皇
の

イ
タ
ツ
ラ
ニ
ス
ル
コ
ト

い
る
屋
敷
の
桜
木
を
削
っ
て
「
天
莫
り
冗
二
勾
践
→
時
一
一
非
以
無
一
一
泡
義
一
」
と
い
う
詩
を
書
き
つ
け
た
と
い
う
話
の
先
例
と
し
て
記
さ

れ
た
も
の
で
、
春
秋
時
代
、
呉
国
と
越
国
と
の
攻
防
に
お
い
て
、
い
っ
た
ん
は
呉
王
夫
差
に
敗
北
し
て
姑
蘇
城
へ
囚
わ
れ
た
越
王
句
践
が
、

や
が
て
本
国
へ
返
さ
れ
、
臣
下
で
あ
る
沼
議
の
活
躍
等
に
よ
り
遂
に
は
勝
利
を
収
め
、
呉
王
夫
差
を
死
に
追
い
や
る
と
い
う
説
話
で
あ
る
。



説
話
の
引
用
に
際
し
て
は
前
掲
の
高
徳
の
詩
の
解
説
と
い
う
形
式
を
と
る
が
、
話
が
記
さ
れ
た
後
に
は
「
児
島
備
後
三
郎
高
徳
此
事
を
思
准

て
、
僅
に
一
聯
の
匂
に
千
般
の
思
を
の
べ
て
、
痛
に
容
聞
に
ぞ
達
け
る
」
と
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
を
越
王
句
践
に
、
高
徳
自
身
を
句
践
の
臣

で
あ
る
活
議
に
な
ぞ
ら
え
、
詩
を
書
き
つ
け
た
高
徳
の
意
図
を
説
明
す
る
た
め
に
引
か
れ
た
故
事
説
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
説
話
に
特
徴
的
な
の
は
、
越
王
句
践
が
そ
の
忠
臣
沼
議
の
活
躍
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
、
見
事
会
稽
の
恥
を
雪
ぐ
と
い
う
越
国
の
物
語
を

詳
細
に
描
く
一
方
で
、
呉
王
夫
差
が
そ
の
忠
臣
伍
子
膏
の
諌
言
に
拠
ら
ず
、
あ
ま
つ
さ
え
こ
の
人
物
を
自
ら
の
手
で
抹
殺
し
て
し
ま
い
、
や

が
て
呉
国
の
滅
亡
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
呉
国
の
物
語
を
も
詳
細
に
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
太
平
記
』
に
お
け

る
漢
楚
と
呉
越
の
両
合
戦
語
は
、
愚
王
と
忠
臣
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
極
め
て
よ
く
似
た
特
徴
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
楚
の
国
の
忠
臣
で
あ
っ
た
沼
増
と
、
呉
の
国
の
忠
臣
で
あ
っ
た
伍
子
膏
の
死
の
場
面
を
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
最
も
顕
著
に
窺
う
こ

伍
子
膏
の
死
は
、
越
王
句
践
の
后
で
あ
っ
た
西
施
を
半
ば
無
理
矢
理
に
自
ら
の
宮
中
に
迎
え
、
悦
楽
に
耽
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
呉
王
夫
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と
が
で
き
る
。

差
を
伍
子
膏
が
諌
め
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
そ
の
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

呉
王
大
念
て
伍
子
膏
を
諒
せ
む
と
す
、
（5
）
伍
子
膏
敢
て
こ
れ
を
悲
ず
、
「
争
諌
て
節
に
死
す
る
は
是
臣
下
の
則
な
り
、
我
越
兵
の
手
に

死
よ
り
は
寧
君
主
の
手
に
死
せ
ん
事
恨
中
の
悦
な
り
、
但
君
臣
が
忠
諌
を
い
か
つ
て
我
に
死
を
た
ま
ふ
事
、
（
6

）
是
天
己
に
君
を
す
つ

る
な
り
、
君
越
王
の
た
め
に
被
亡
て
刑
裁
の
罪
に
ふ
さ
む
事
、
三
年
を
過
べ
か
ら
ず
、
願
は
臣
が
両
眼
を
く
じ
り
て
呉
の
東
門
に
掛
ら

れ
、
其
後
首
を
は
ね
給
へ
、

せ
む
」
と
申
け
れ
ば
、
（8）
呉
王
弥
念
て
即
伍
子
膏
を
抹
せ
ら
れ
、
其
両
眼
を
く
じ
り
て
呉
の
東
門
の
障
の
上
に
ぞ
被
懸
け
る
、

一
双
の
眼
い
ま
だ
枯
ざ
ら
む
先
に
、
（7
）
君
勾
践
に
被
亡
て
死
刑
に
赴
た
ま
は
ん
を
見
て
、

一
笑
を
快
く

(302) 



（
『
太
平
記
」
巻
四
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
事
）

(301) 

傍
線
部
（
5

）

（8
）
に
つ
い
て
、
死
に
際
し
て
い
さ
さ
か
も
動
じ
な
い
点
（
5

）
、
天
下
を
掌
握
す
る
の
が
敵
方
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予

言
し
て
い
る
点
（
6

）
、
自
ら
の
王
が
滅
ぼ
さ
れ
る
姿
を
自
ら
の
目
で
見
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
（7
）
、
そ
う
し
た
言

動
に
ま
す
ま
す
立
腹
し
た
王
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
る
点
（
8

）
で
、
前
掲
の
沼
増
の
死
の
場
面
と
同
様
で
あ
り
、
活
増
の
死
の
場
面
の
描
写

が
、
『
史
記
』
よ
り
む
し
ろ
、
呉
越
合
戦
謹
に
お
け
る
伍
子
膏
の
死
の
場
面
の
描
写
に
似
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
伍
子
膏
の

死
の
記
事
の
後
に
も
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

づ
か
ら
廿
万
騎
を
卒
し
、
忽
に
呉
国
え
ぞ
推
寄
け
る
、

（
「
太
平
記
』
巻
四
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
事
）
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此
り
し
後
は
、
君
悪
を
積
と
も
臣
諌
を
献
ず
る
な
し
、
只
群
臣
は
口
を
際
じ
万
人
は
目
を
以
す
、
沼
議
聞
之
、
時
己
に
至
ぬ
と
悦
て
み

こ
の
後
、
活
議
の
進
軍
に
端
を
発
す
る
合
戦
に
敗
北
し
て
夫
差
は
死
に
、
旦
ハ
は
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
伍
子
膏
の
死
も
ま

た
、
沼
増
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
国
が
滅
亡
す
る
決
定
的
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
他
、
【
図
表2
｝
の
よ
う
に
、
構
成
の
上
で
も
両
合
戦
語
は
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
漢
楚
合
戦
語
が
『
太
平
記
』
に
お

け
る
有
り
様
を
獲
得
し
た
契
機
の
一
端
が
、
こ
う
し
た
漢
楚
合
戦
故
事
と
呉
越
合
戦
故
事
と
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
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て

表明

【
図
表2

呉
国
滅
亡
ま
で
の
経
緯
と
楚
国
滅
亡
ま
で
の
経
緯

(300) 11 -



四
、
忠
臣
の
詠
殺
か
ら
国
の
滅
亡
ヘ

(299) 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
漢
楚
合
戦
聾
の
有
り
様
が
呉
越
合
戦
語
と
の
関
係
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
の

問
題
は
、
単
に
漢
楚
呉
越
両
合
戦
故
事
の
関
係
の
み
に
収
飲
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
両
合
戦
語
が
暗
愚
な
王
と
有
能

な
忠
臣
の
物
語
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
が
説
明
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。

（d
）
其
事
と
な
く
御
前
に
紙
候
し
て
、
龍
逢
・
比
干
が
諌
に
死
せ
し
恨
、
伯
夷
・
叔
斉
が
潔
を
ふ
み
し
跡
、
終
夜
申
出
て
、
未
明
に

退
出
し
た
ま
へ
ば
、

（
「
太
平
記
』
巻
十

竜
馬
進
奏
事
付
藤
房
卿
遁
世
事
）

- 12 

（
e

）
国
の
興
亡
を
見
る
に
は
政
の
善
悪
を
見
る
に
如
ず
、
政
の
善
悪
を
見
る
に
は
臣
の
用
捨
を
み
る
に
如
ず
、
き
れ
ば
、
微
子
去
て

殿
の
代
傾
き
、
活
増
罪
せ
ら
れ
て
楚
王
滅
た
り
、
今
の
朝
家
に
は
藤
房
一
人
の
み
に
て
候
つ
る
が
、
未
然
に
凶
を
か
γ

み
て
、

隠
遁
の
身
と
な
り
て
候
ふ
事
、
朝
庭
の
凶
、
当
家
の
御
運
と
こ
そ
覚
て
候
へ
、

（
『
太
平
記
』
巻
十

西
園
寺
公
宗
陰
謀
露
顕
事
付
玉
樹
三
女
序
事
）

（f
）
所
詮
当
家
累
年
の
忠
義
を
ば
捨
ら
れ
て
、
当
参
の
五
十
余
人
を
御
前
に
め
さ
れ
、
我
等
が
首
を
は
ね
て
伍
子
膏
が
罪
に
比
し
、

胸
を
さ
か
れ
て
比
干
が
刑
に
処
せ
ら
れ
候
ふ
べ
し

（
『
太
平
記
』
巻
十
七
聖
主
還
幸
事
付
執
立
一
諸
君
－
被
レ
付
一
一
義
貞
－
事
）

傍
線
部
分
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
伍
子
膏
、
活
増
は
、
微
子
や
竜
逢
、
比
干
ら
と
と
も
に
、
国
の
興
亡
を
左
右
す
る
忠
臣
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

(

e
) 

で
は
、
臣
の
用
捨
が
国
家
の
興
亡
を
端
的
に
示
唆
す
る
指
標
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
漢
楚
合
戦
語
が



そ
の
こ
と
を
示
す
先
例
と
し
て
「
微
子
去
て
段
の
代
傾
き
、
活
増
罪
せ
ら
れ
て
楚
王
滅
た
り
」
と
い
う
類
型
的
な
文
脈
を
以
て
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
漢
楚
呉
越
両
合
戦
語
は
、
国
家
が
滅
亡
す
る
場
合
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
、
忠
臣
の
死
か
ら
国
家
の
滅
亡
へ

と
い
う
類
型
に
則
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
『
太
平
記
』
に
お
け
る
漢
楚
呉
越
両
合
戦
謹
が
、
国
家
が
滅
亡
す
る
場
合
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
を

探
る
た
め
、
改
め
て
前
節
に
掲
げ
た

(

a
) 

(

c
) 

の
「
太
平
記
』
の
記
述
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
（
a

）

（c
）
に
お
け
る
漢
楚
呉
越
両
合
戦
故
事
の
引
用
が
、
い
ず
れ
も
、
眼
前
に
展
開
す
る
南
北
朝
の
動
乱
の
状
況
或
い
は
合
戦
の
模
様
に
な

ぞ
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
（
b
）
に
お
け
る
両
合
戦
の
故
事
は
、
尊
氏
・
直
義
の
威
勢
が
長
く
続
く
も

の
で
は
な
い
と
す
る
延
暦
寺
側
の
観
測
の
拠
り
所
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
（c
）
は
、
『
太
平
記
』
と
い
う
作
品
の
ほ
ぼ
終
結
部
分
に
位

今
3

置
し
、
こ
れ
以
後
、

や
が
て
合
一
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
歴
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
南
北
朝
の
動
乱
そ
の
も
の
を
総
括
し
た
表
現
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
（
a

）
に
し
て
も
、
戦
い
そ
の
も
の
の
凄
ま
じ
さ
を
表
現
す
る
も
の
と
は
い
え
、
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
に
反
旗
を
翻
し

た
後
、
す
な
わ
ち
南
北
朝
の
動
乱
が
実
質
的
に
始
ま
る
頃
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
れ
以
後
叙
述
さ
れ
て
い
く
動
乱
の
動
向
を
な
ん
ら
か
の
形

で
暗
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

(

a
) 

(

c
) 

の
用
例
で
は
、
漢
楚
合
戦
故
事
と
呉
越
合
戦

故
事
と
が
、
と
も
に
、
南
北
朝
の
動
乱
の
動
向
を
暗
示
す
る
例
証
と
し
て
、
或
い
は
こ
の
動
乱
の
さ
な
か
に
あ
る
登
場
人
物
が
自
ら
の
行
動

を
決
す
る
た
め
の
拠
り
所
と
し
て
、
さ
ら
に
は
こ
の
動
乱
を
歴
史
的
に
意
味
づ
け
、
総
括
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
互
い
に
等
し
い

機
能
を
与
え
ら
れ
つ
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

以
上
の
ご
と
く
み
て
く
る
と
、
漢
楚
呉
越
両
合
戦
語
は
、
と
も
に
南
北
朝
の
動
乱
そ
の
も
の
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
べ
き
故
事
で
あ
っ
た
の

(298) 

で
あ
り
、
そ
の
顛
末
を
記
し
た
説
話
が
、
活
増
と
伍
子
膏
と
い
う
人
物
を
め
ぐ
り
、
忠
臣
の
詠
殺
か
ら
国
家
の
滅
亡
へ
と
い
う
文
脈
に
則
っ



て
作
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
文
脈
が
、
南
北
朝
の
動
乱
の
行
方
を
占
う
た
め
に
極
め
て
有
効
か
つ
示
唆
的
な
先
例
で
あ
っ
た
た
め
に
他
な

(297) 

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
伍
子
育
像
の
変
貌

そ
れ
で
は
、
国
家
が
滅
亡
す
る
物
語
と
し
て
の
漢
楚
呉
越
両
合
戦
語
の
有
り
様
は
、
『
太
平
記
」
を
生
み
出
し
た
時
代
の
思
想
と
如
何
に

関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
、
中
古
の
漢
詩
文
と
『
太
平
記
』
と
の
間
の
、
伍
子
膏
の
描
か
れ
方
の
相
違
に
つ
い
て
言
及
し
て

お
き
た
い
。

呉
越
合
戦
謹
に
お
い
て
描
か
れ
た
伍
子
膏
は
、
自
ら
の
身
の
危
険
も
顧
み
ず
、
呉
王
夫
差
を
諌
め
る
有
能
な
忠
臣
で
あ
り
、
そ
の
死
が
呉

国
の
存
亡
を
左
右
す
る
ほ
ど
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
伍
子
膏
像
は
、
「
太
平
記
』
の
他
、
『
梅
松
和
）
』
に
も
、
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呉
王
夫
差
滅
び
け
る
は
、
伍
子
膏
と
て
賢
才
に
し
て
文
武
相
兼
た
る
忠
臣
の
謀
し
事
を
用
、
ざ
る
故
也
。

（
『
梅
松
論
』
上
）

と
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
平
治
物
語
』
（
学
習
院
大
学
蔵
本
）
に
も
、

呉
の
臣
下
に
伍
子
膏
と
い
ふ
臣
あ
り
。
「
越
王
を
訴
せ
ず
は
、
呉
の
国
ほ
ろ
び
ん
」
と
い
さ
む
。
呉
王
、
き
か
ず
。
伍
子
膏
、
強
て
諌

し
か
ば
、
呉
王
い
か
り
て
、
伍
子
膏
を
き
る
。
伍
子
膏
、
詠
せ
ら
る
、
時
に
、
「
我
眼
を
ぬ
い
て
呉
の
門
に
か
け
よ
。
越
、
起
て
、
旦
ハ

国
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
を
見
ん
」
と
い
ひ
て
、

つ
ゐ
に
き
ら
れ
ぬ
。

（
『
平
治
物
語
』
下
）



と
あ
り
、
諌
臣
と
し
て
の
伍
子
膏
像
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
『
史
記
』
に
お
い
て
、
伍
子
膏
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
呉
王
夫
差

を
諌
め
、
そ
の
挙
げ
句
に
夫
差
に
よ
っ
て
死
を
賜
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
に
照
ら
せ
ば
、
諌
臣
と
し
て
伍
子
膏
が
描
か

れ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
中
古
の
漢
詩
文
に
目
を
転
じ
る
と
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
伍
子
膏
が
登
場
す
る
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
用
例
の
中
に
、

諌
臣
と
し
て
の
伍
子
膏
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
用
例
の
一
部
を
掲
げ
る
。

O
翠
嵐
遺
レ
峯
、
鎮
送
一
一
伍
員
之
廟
一
。
斑
竹
臨
レ
岸
、
還
碍
二
買
誼
之
船
一
。

（
大
江
澄
明
「
弁
一
一
山
水
－
」
対
策
『
本
朝
文
粋
』
巻
三
初
）
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O
彼
伍
子
江
浪
、
徒
揚
一
亙
葉
之
声
一
。
仙
母
山
花
、
空
間
一
九
株
之
色
一
。

（
大
江
以
言
「
三
月
尽
日
陪
ニ
吉
祥
院
聖
廟
一
同
賦
二
古
廟
春
方
暮
一
」
詩
序
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
万

O
暖
雨
染
令
菰
蒋
芋
々
、
伍
員
之
廟
鎖
レ
煙
。
商
楓
戒
令
蓋
荻
索
々
、
活
義
之
舟
堆
レ
雪
。

（
菅
原
是
綱
「
江
湖
勝
趣
」
対
策
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
一
二
）

O
彼
粛
々
暮
雨
、
花
尽
二
亙
女
之
蓋
一
。
賜
々
秋
風
、
木
下
一
一
伍
子
之
廟
一
。

（
大
江
匡
房
「
秋
日
陪
二
安
楽
寺
聖
廟
一
同
賦
一
一
一
神
徳
契
一
連
年
一
」
詩
序
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
八
）

こ
こ
に
掲
げ
た
ご
と
く
、
中
古
の
漢
詩
文
に
伍
子
膏
が
登
場
す
る
場
合
の
大
半
は
、
以
下
の
『
史
記
』
伍
子
膏
列
伝
や
、
「
呉
地
記
」
の
記
(296) 



事
（
『
文
鳳
抄
』

「
初
学
記
』
等
所
引
）
等
を
典
拠
と
し
か
）
、
伍
子
膏
が
ま
つ
ら
れ
た
と
い
う
廟
や
そ
の
廟
が
あ
る
江
（
揚
子
江
）
を
詠

む
も
の
で
あ
り
、
生
前
の
忠
臣
ぶ
り
や
そ
の
死
が
国
政
に
与
え
た
影
響
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

(295) 

乃
使
一
一
一
使
賜
ニ
伍
子
膏
属
鍍
之
剣
一
日
、
子
以
レ
此
死
（
中
略
）
乃
自
到
死
。
呉
王
聞
レ
之
大
怒
、
乃
取
二
子
育
戸
一
、
盛
以
｝
鴻
夷
革
一
、
浮
二

之
江
中
一
。
呉
人
憐
レ
之
、
為
立
一
両
於
江
上
一
。
因
命
日
二
膏
山
一

0

（
『
史
記
」
伍
子
膏
列
伝
）

さ
ら
に
、
漢
詩
文
が
好
ん
で
伍
子
膏
の
廟
を
詠
む
こ
と
の
、
よ
り
直
接
的
な
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
以
下
の
『
白
氏
文
集
』
の
表

現
で
あ
る
。

O
望
海
楼
明
照
一
曙
震
一
、
護
江
限
日
踏
一
一
晴
沙
一
。
譲
声
夜
入
二
伍
員
廟
一
、
柳
色
春
蔵
二
蘇
小
家
一
。

（
『
白
氏
文
集
」
巻
二
十
「
杭
州
春
望
」
附
）
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O
三
年
閑
悶
在
一
一
余
杭
一
、
曾
為
一
一
梅
花
一
酔
幾
場
。
伍
相
廟
辺
繁
似
レ
雪
、
孤
山
園
裏
麗
如
レ
粧
。

（
『
白
氏
文
集
』
巻
五
十
三
「
憶
二
杭
州
梅
花
一
因
叙
一
一
旧
遊
一
寄
一
一
粛
協
律
一
」
測
）

と
こ
ろ
が
、
白
居
易
に
は
、
そ
の
訊
喰
詩
に
、
以
下
の
ご
と
く
、
呉
玉
夫
差
の
政
道
の
在
り
方
を
詠
ん
で
、
諌
臣
と
し
て
の
伍
子
膏
の
姿
を

明
確
に
表
現
し
た
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。



古
称
国
之
宝
、
穀
米
与
一
一
賢
才
一
。
今
看
君
王
眼
、
視
レ
之
如
一
雇
灰
一
。
伍
員
諌
己
死
、
浮
屍
去
不
レ
廻
。
姑
蘇
台
下
草
、
粟
鹿
暗
生
レ

（
『
白
氏
文
集
」
巻
一
「
雑
興
三
首
（
其
三
）
」
仰
）

魔
。

従
っ
て
、
中
古
の
漢
詩
文
で
は
、
同
じ
「
白
氏
文
集
』
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
諌
臣
と
し
て
の
伍
子
膏
像
は
受
容
せ
ず
に
、
江
岸
の
伍
子

膏
の
聖
廟
に
ま
つ
わ
る
表
現
の
み
を
受
容
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
文
鳳
抄
」
と
『
管
議
抄
』
と
に
お
け
る
伍
子
膏
の
扱
わ
れ
方
の
違
い
で
あ
る
。
『
文
鳳
抄
）
』
で

lま

呉
王
夫
差
立
、
子
膏
以
諌
テ
遂
賜
レ
死
ハ
ル

O

浮
一h
l於
江
一
。
夫
差
悔
テ
与
一
一
群
臣
一
於
レ
江
テ
設
レ
祭
ヶ
置
レ
檀
ク

O

国
人
因
テ
立
レ
廟
o

〔
呉

地
記
〕
白
楽
天
詩
、
潮
声
夜
入
伍
員
廟
。
（
『
文
鳳
抄
』
巻
三
・
地
儀
部
・
江
）

-17-

O
伍
子
廟
潮
尋
陽
楼
月

O
伍
子
廟
潮
議
選
雨
白
楽
天
詩
云
ク
、
潮
声
夜
入
伍
員
廟
。

（
『
文
鳳
抄
』
巻
六
・
神
仙
部
・
神
桐
）

O
終
南
山
色
空
襲

白
楽
天
ノ
杭
州
梅
花
詩
ニ
、
伍
子
廟
辺
繁
似
レ
雪
タ
リ

o

（
『
文
鳳
抄
』
巻
八
・
草
樹
部
・
梅
）

等
と
あ
り
、
伍
子
膏
が
登
場
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
伍
子
廟
」
或
い
は
「
伍
廟
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
一
方
、
『
管
議
抄
』

(294) 

。
」
キ
J
m、



(293) 

漢
書

三
仁
去
テ
而
段
嘘
ナ
リ
、
二
老
帰
テ
而
周
織
ナ
リ
、
子
膏
死
ン
テ
而
呉
亡
ヌ
、
活
議
存
ン
テ
而
越
伯
タ
リ
、
五
投
入
テ
而
秦
喜
ヒ
、
楽
毅
出
テ
市
燕
催
ル
、

（
『
管
議
抄
』
第
九
「
興
廃
ハ
依
川
佐
」
）

と
あ
り
、
臣
の
用
捨
が
国
の
興
廃
を
左
右
す
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
伍
子
膏
を
掲
げ
る
。

こ
う
し
た
『
文
鳳
抄
』
と
『
管
議
抄
』
と
に
お
け
る
伍
子
膏
の
扱
い
方
の
相
違
は
、
漢
詩
文
と
『
太
平
記
』
や
「
平
治
物
語
』
と
に
お
け

る
伍
子
膏
の
扱
い
方
の
相
違
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
『
文
鳳
抄
』
が
作
詩
の
為
の
指
南
書
で
あ
る
一
方
、
『
管
議
抄
』
が
君
臣
の
在
り
方
を

強
く
意
識
し
た
教
訓
動
）
で
あ
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
そ
の
相
違
は
、
漢
詩
文
に
お
け
る
問
題
意
識
と
『
太
平
記
」

。
。

等
の
軍
記
物
語
に
お
け
る
問
題
意
識
の
差
異
を
知
実
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
中
古
の
漢
詩
文
で
は
成
立
し
得
な
か
っ
た
忠

臣
と
し
て
の
伍
子
膏
像
が
、
中
世
と
い
う
時
代
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
為
政
者
に
よ
る
臣
の
用
捨
が
国
の
行
方
を
左
右
す
る
よ
り
切
実
な

問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
つ
れ
、
積
極
的
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
記
述
と
の
関
連
か
ら
注
目
さ
れ
る
『
胡
曾
詩
抄
』
に
は
、
以
下
の
ご
と
く
、
国
家
の
存
亡
を
左
右
す
る
忠
臣
と
し
て
の
伍

『
太
平
記
』

子
膏
の
姿
が
記
さ
れ
る
。

伍
子
疋
円
、
賢
才
ニ
シ
テ
、
文
武
相
兼
タ
ル
名
臣
也
。
而
呉
王
夫
差
、
其
諌
言
ヲ
不
問
、
剰
議
言
ヲ
用
テ
、
子
膏
殺
ス
。
（
中
略
）
其
後

呉
王
夫
差
、
為
一
一
越
王
勾
践
イ
亡
サ
ル

o

明
朝
亦
古
丘
ト
成
ト
云
也
。
必
シ
モ
子
膏
ガ
死
シ
テ
其
翌
日
、
呉
国
ノ
亡
ス
ル
ニ
テ
ハ
ア
ラ
ズ
。

只
是
、
不
幾
速
ニ
亡
国
成
由
也
。
子
膏
ヲ
パ
、
議
シ
テ
失
ヌ
。
其
外
ノ
、
将
相
ト
シ
テ
仕
呉
臣
下
共
、
誇
思
禄
一
一
、
曾
テ
其
国
之
始
終



之
安
否
ヲ
モ
不
思
、
愚
ナ
ル
コ
ト
ヲ
咲
也
。

（
「
胡
曾
詩
抄
』
呉
江
）

以
上
の
よ
う
に
、
伍
子
膏
を
め
ぐ
る
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
諌
臣
、
忠
臣
と
し
て
の
伍
子
膏
の
造
型
、
或
い
は
そ
の
死
が
呉
国
の

滅
亡
へ
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
文
脈
は
、
為
政
者
の
資
質
や
政
治
の
在
り
方
を
よ
り
切
実
に
問
お
う
と
す
る
問
題
意
識
を
背
景
と
し
て
、

記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
漢
楚
合
戦
語
に
お
け
る
沼
増
像
の
背
景
に
も
ま
た
、
同
様
の
事
柄
を
想
定
で
き

る
、
だ
ろ
う
。
沼
増
の
名
前
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
中
古
の
漢
詩
文
に
は
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
「
胡
曾
詩
抄
』
に
は
、
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

項
羽
ガ
師
範
ト
シ
テ
、
諸
ノ
義
精
ヲ
訪
シ
臣
ハ
沼
増
也
。

コ
ノ
沼
増
ハ
カ
シ
コ
キ
者
ニ
テ
、
イ
カ
ニ
モ
高
祖
ハ
可
取
天
下
ヲ
人
也
ト
見
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シ
カ
バ
、
項
羽
申
ス
、
今
日
酒
宴
ノ
坐
ニ
テ
可
伐
度
々
申
セ
シ
ヲ
、
項
羽
不
問
。
（
中
略
）
サ
テ
此
詩
ハ
、
項
羽
、
活
増
ガ
計
ヲ
不
用
、

遂
ニ
滅
亡
セ
シ
コ
ト
ヲ
、
且
ハ
怜
ミ
且
ハ
笑
心
也
。

（
「
胡
曾
詩
抄
』
鴻
門
）

恐
ら
く
、
漢
詩
文
に
お
い
て
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
こ
の
人
物
は
、
伍
子
膏
と
同
様
に
、
臣
の
用
捨
と
い
う
問
題
へ
の
関
心
が

深
ま
る
と
と
も
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

六
、
結
び

本
稿
で
は
、
巻
二
十
八
に
引
か
れ
た
漢
楚
合
戦
語
を
取
り
上
げ
、
巻
四
の
呉
越
合
戦
語
と
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
『
太
平
記
』
に
(292) 



お
け
る
そ
の
意
味
や
機
能
、
或
い
は
当
時
の
思
想
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

嘗
て
増
田
欣
氏
は
、
『
太
平
記
」
の
、
特
に
『
史
記
」
を
淵
源
と
す
る
漢
故
事
説
話
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

(291) 

作
者
は
、
混
沌
た
る
現
実
社
会
を
と
ら
え
る
た
め
に
、
過
去
の
歴
史
、
国
家
の
治
乱
興
廃
の
歴
史
に
鑑
み
よ
う
と
し
た
。
「
蒙
縞
探
一

J古

今
之
変
化
→
、
察
一
一
安
危
之
所
由
之
と
い
う
『
太
平
記
』
の
序
の
冒
頭
の
一
句
は
、
『
太
平
記
」
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
歴
史
認
識
の
方
法
で

あ
る
。
「
史
記
』
『
文
選
』
『
論
語
』
な
ど
紀
伝
文
章
の
基
本
的
な
典
籍
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
知
識
を
も
ち
、
伝
統
的
な
学
問
教
養

を
身
に
つ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
『
太
平
記
」
作
者
が
、
未
曾
有
の
動
乱
社
会
を
生
き
て
、
そ
の
「
安
危
之
所
由
」
を
知
ろ
う
と
「
古

今
之
変
化
」
を
探
る
と
き
、
そ
れ
が
未
曾
有
の
動
乱
時
代
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
わ
が
国
の
過
去
の
歴
史
は
そ
の
対
象
と
は
な
り
え
な

い
で
、
「
異
国
ノ
例
ヲ
以
、
吾
朝
ノ
今
ヲ
計
」
（
巻
二
一

も
適
切
な
方
法
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
吋

o

「
先
帝
崩
御
事
」
）る
よ
り
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
が
作
者
に
と
っ
て
は
も
っ
と
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し
か
し
、
よ
り
具
体
的
に
、
「
太
平
記
」
に
記
さ
れ
た
あ
る
漢
故
事
説
話
が
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
示
す
先
例
と
し
て
引
か
れ
た
の
か
、
そ

の
「
古
今
之
変
化
」
が
、
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
「
安
危
之
所
由
」
を
示
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
作
品
に
引
か
れ
た
個
々
の
漢
故
事
が
、
受
容
の
径
路
や
表
現
の
仕
方
等
、
受
容
す
る
側
に
独
特
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
苧
ん
で
い
る

の
に
加
え
て
、
特
に
『
太
平
記
』
の
漢
故
事
説
話
の
場
合
に
は
、
屡
々
、
引
用
さ
れ
た
前
後
の
文
脈
か
ら
逸
脱
し
、
必
ず
し
も
引
か
れ
た
動

機
が
明
確
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
今
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
人
々
の
問
題
意
識
と
用
い
ら
れ
る
故
事
と
の
関
わ
り
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う



に
、
伍
子
膏
や
沼
増
と
い
っ
た
、
中
古
の
漢
詩
文
に
お
い
て
は
そ
の
忠
臣
ぶ
り
が
あ
ま
り
取
り
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
人
物
が
、
「
太
平
記
」

を
始
め
と
す
る
文
献
に
お
い
て
忠
臣
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
臣
の
用
捨
に
対
す
る
問
題
意
識
の
高
ま
り
が
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
新
た
な
問
題
意
識
の
芽
生
え
は
、
新
た
な
故
事
を
取
り
上
げ
る
契
機
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ま
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い

た
故
事
に
し
て
も
、
そ
の
用
い
方
、
す
な
わ
ち
そ
の
故
事
に
対
す
る
見
方
を
変
え
る
契
機
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
問
題
意

識
が
、
人
々
が
生
き
る
そ
の
時
代
に
対
す
る
彼
ら
の
考
え
方
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
作
品
に
お
け
る

故
事
の
様
態
を
探
る
こ
と
は
、
そ
の
作
品
が
背
景
に
持
つ
時
代
認
識
や
現
実
認
識
の
在
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

、
王

(1
) 

本
稿
で
は
、
古
態
と
さ
れ
る
本
文
を
考
察
の
対
象
と
し
、
テ
キ
ス
ト
は
「
神
宮
徴
古
館
本

用
い
る
。

（2
）
増
田
欣
氏
『
『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』
（
角
川
書
店
一
九
七
六
年
三
月
）
。

（3
）
前
掲
注
（
2

）
書
。

（4
）
漢
楚
合
戦
語
は
『
史
記
』
の
み
に
拠
る
と
は
限
ら
ず
、
所
謂
中
世
史
記
と
関
わ
る
可
能
性
が
高
い
。
例
え
ば
、
漢
楚
合
戦
語
に
お
い
て
、
鴻
門

の
会
の
場
面
で
項
荘
が
舞
う
「
太
平
の
曲
」
は
、
『
史
記
』
に
は
見
え
ず
、
国
会
図
書
館
本
「
和
漢
朗
詠
注
」
等
の
『
和
漢
朗
詠
集
」
の
古
注

釈
書
に
お
い
て
、
「
項
荘
之
会
鴻
門
寄
情
於
一
座
之
客
漢
祖
之
帰
浦
郡
傷
思
於
四
方
之
風
」
（
巻
下
・
帝
王
釧
）
に
付
さ
れ
た
注
に
は

「
太
平
楽
」
と
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の
漢
楚
合
戦
語
全
体
が
、
『
史
記
』
と
は
ま
っ
た
く
別
の
未
知
の
文
献
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で

き
ず
、
そ
う
し
た
場
合
、
こ
の
説
話
の
記
述
が
「
史
記
』
と
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
あ
く

ま
で
こ
の
説
話
の
性
格
、
則
ち
、
こ
の
説
話
が
ど
の
よ
う
な
志
向
を
以
て
作
ら
れ
て
い
る
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、
『
史
記
』
項
羽
本
紀
と
比

較
し
た
も
の
で
あ
る
。

太
平
記
』
（
和
泉
書
院

一
九
九
四
年
二
月
）
を

21 -(290) 



（5
）
引
用
は
、
彰
考
館
文
庫
蔵
本
（
延
宝
六
年
書
写
）
を
底
本
と
す
る
新
撰
日
本
古
典
文
庫
（
現
代
思
潮
社
）
に
拠
る
。
尚
、
京
都
大
学
史
学
研
究

室
蔵
本
に
は
、
「
呉
王
夫
差
ノ
亡
ケ
ル
ハ
、
忠
臣
伍
子
膏
ガ
イ
サ
メ
ゴ
ト
ヲ
不
用
故
也
」
と
あ
る
。

（6
）
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
学
習
院
大
学
図
書
館
蔵
本
（
九
条
家
旧
蔵
）
は
古
態
本
で
、
金
万
比
羅
本
、
古
活

字
本
に
は
、
こ
の
記
事
が
な
い
。

（7
）
他
に
『
太
平
広
記
』
（
巻
二
百
九
十
一
、
神
こ
等
に
も
伍
子
膏
の
廟
に
関
す
る
別
の
説
話
が
見
え
る
。

（8
）
例
外
と
し
て
、
大
江
匡
房
「
弁
運
命
論
」
（
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
こ
に
「
子
膏
賜
一
肩
鍍
一
、
白
起
毅
一
杜
郵
一
」
と
あ
り
、
伍
子
膏
の
死
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
臣
下
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
た
者
が
一
転
し
て
死
を
賜
る
と
い
う
、
そ
の
不
運
に
言
及
す
る
べ

く
伍
子
膏
の
抹
殺
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（9
）
引
用
は
歌
論
歌
学
集
成
別
巻
二
（
本
間
洋
一
校
注
・
三
弥
井
書
店
）
に
拠
る
。
尚
、
出
典
と
し
て
掲
げ
る
〔
呉
地
記
〕
は
、
本
間
氏
の
指
摘
に

レ
h
h守
ゐ
。

（
叩
）
引
用
は
龍
門
文
庫
善
本
叢
刊
第
三
巻
（
川
瀬
一
馬
監
修
・
勉
誠
社
）
に
拠
る
。

（
日
）
川
瀬
一
馬
氏
は
、
八
巻
本
系
統
と
十
巻
本
系
統
の
『
管
議
抄
』
の
う
ち
、
十
巻
本
が
後
の
増
補
で
あ
っ
て
、
そ
の
増
補
は
室
町
時
代
に
な
っ
て

か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
お
り
（
「
中
世
に
於
け
る
金
言
集
に
つ
い
て
」
〔
『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
輯
一
九
五
四
年
一
一

月
〕
他
）
、
こ
の
論
に
従
え
ば
、
当
該
箇
所
は
増
補
部
分
に
当
た
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
『
管
議
抄
』
と
い
う
書
物
の
性
格
と
そ
こ
に
記

さ
れ
た
伍
子
膏
像
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
こ
と
と
し
、
増
補
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
ま
た
、
『
管
議
抄
』
諸
本
の
系
統
に
つ
い
て
は
、

山
内
洋
一
郎
氏
「
庚
本
節
用
集
態
塞
門
金
言
成
句
出
典
考
」
（
『
国
語
史
学
の
為
に
第
二
部
古
辞
書
』
笠
間
書
院
一
九
八
六
年
五
月
）

が
あ
る
。

（
ロ
）
川
瀬
一
馬
氏
は
、
前
掲
注
（
叩
）
書
の
解
説
で
、
「
管
議
抄
は
、
為
長
が
北
条
幕
府
の
要
人
等
の
た
め
に
養
徳
の
啓
蒙
的
な
参
考
書
（
教
科
書
）

と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
（
中
略
）
君
臣
の
分
を
明
ら
か
に
す
る
意
識
が
強
く
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
山
崎
誠
氏
は
、
「
良

輔
（
九
条
兼
実
男
、
良
経
の
弟
）
の
教
科
書
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
」
と
推
測
し
て
い
る
（
「
菅
大
府
卿
為
長
伝
小
考
」
「
国
語
国
文
』
四

八
ー
七
一
九
七
九
年
七
月
）
。

（
日
）
引
用
は
、
黒
田
彰
編
著
「
胡
曾
詩
抄
』
（
三
弥
井
書
店
）

の
言
及
が
見
え
る
。

に
拠
る
。
尚
、
「
胡
曾
詩
抄
』
に
は
、
「
呉
宮
」
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の
項
に
も
諌
臣
と
し
て
の
伍
子
膏
へ



（U
）
前
掲
注
（
2

）
書
。

付
記小

稿
は
、
軍
記
・
語
り
物
研
究
会
第
三
五
一
回
例
会
（
二

O
O
三
年
三
月
三
O
日
）
、
二
O
O
四
年
度
慶
慮
義
塾
大
学
塞
文
学
会
（
二
O
O
四
年
六

月
二
四
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

-23-(288) 


