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江
戸
時
代
に
お
け
る『
三
国
志
演
義
』
受
容
の一様
相

─
『
三
国
志
画
伝
』
と
『
通
俗
三
国
志
』
の
比
較
を
中
心
に
─

鵜
浦
　
恵

は
じ
め
に

明
代
に
成
立
し
た
白
話
小
説
﹃
三
国
志
演
義
﹄︵
以
下
﹃
演
義
﹄︶
は
︑
そ
の
後
中
国
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
伝
播
し
︑
特
に
日
本
に
お

い
て
は
他
国
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
盛
ん
に
︑
且
つ
多
種
多
様
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
る
︒
江
戸
時
代
に
﹃
演
義
﹄
の
完
訳
が
な
さ
れ
て
以
降
︑

﹃
演
義
﹄
の
受
容
層
は
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
て
き
た
が
︑
そ
の
中
で
も
庶
民
へ
の
普
及
に
お
い
て
絵
入
り
本（

（
（

が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
︒
な
ぜ

な
ら
︑
絵
入
り
本
は
長
大
で
登
場
人
物
も
多
い
﹃
演
義
﹄
の
物
語
を
︑
わ
か
り
や
す
く
要
約
し
︑
さ
ら
に
異
国
の
物
語
で
も
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い

よ
う
に
視
覚
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

さ
て
︑
江
戸
時
代
に
は
そ
の
よ
う
な
﹃
演
義
﹄
の
絵
入
り
本
が
数
多
く
出
た
が
︑
そ
の
中
に
文
政
十
三
年
︵
一
八
三
〇
︶
か
ら
天
保
六
年
︵
一

八
三
五
︶
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
合
巻
﹃
三
国
志
画
伝
﹄︵
重
田
貞
一
作
︑
歌
川
国
安
画
︒
以
下
﹃
画
伝
﹄︶
と
い
う
作
品
が
あ
る
︒
こ
の
﹃
画

伝
﹄
の
文
章
・
絵
の
分
量
は
そ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
﹃
演
義
﹄
の
絵
入
り
本
に
比
べ
て
飛
躍
的
に
増
え
︑
ま
た
文
章
も
﹃
演
義
﹄
の
完
訳

で
あ
る
﹃
通
俗
三
国
志
﹄︵
以
下
﹃
通
俗
﹄︶
を
基
に
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
作
者
の
創
作
と
見
ら
れ
る
部
分
も
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
の
﹃
通
俗
﹄
の
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ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
し
か
な
か
っ
た
絵
入
り
本
と
は
大
き
く
異
な
る
︒
重
田
貞
一
と
は
十
返
舎
一
九
の
本
名
で
あ
る
が
︑
当
時
既
に
一
流
の
戯
作

者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
一
九
が
手
掛
け
た
と
い
う
点
で
も
︑﹃
画
伝
﹄
は
三
国
志
の
受
容
史
の
中
で
注
目
に
値
す
る
作
品
と
考
え
ら

れ
る
︒

本
稿
で
は
︑
そ
の
﹃
画
伝
﹄
の
文
章
の
基
と
な
っ
た
﹃
通
俗
﹄
と
の
比
較
を
通
し
て
︑
主
と
し
て
文
章
の
側
面
か
ら
﹃
画
伝
﹄
の
特
徴
を
明
ら

か
に
し
︑
日
本
の
三
国
志
受
容
史
に
お
け
る
﹃
画
伝
﹄
の
役
割
を
検
討
す
る
︒

一
　『
通
俗
三
国
志
』
に
つ
い
て

﹃
演
義
﹄
が
初
め
て
日
本
に
伝
来
し
た
時
期
を
特
定
す
る
の
は
難
し
い
が
︑
現
存
す
る
最
も
古
い
記
録
と
し
て
︑
林
羅
山
の
慶
長
九
年
︵
一
六

〇
四
︶
の
読
書
目
録
︵﹃
羅
山
林
先
生
集
﹄
附
録
巻
第
一
﹁
年
譜
﹂
上
︶
に
﹃
通
俗
演
義
三
国
志
﹄
の
書
名
が
あ
る（

（
（

︒
そ
れ
以
外
に
個
人
の
読
書

記
録
や
蔵
書
目
録
︑
ま
た
幕
府
の
蔵
書
目
録
な
ど
か
ら
︑
一
七
〇
〇
年
ま
で
の
間
に
﹃
演
義
﹄
の
版
本
と
し
て
は
少
な
く
と
も
五
種
類
伝
来
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る（

（
（

︒
一
七
〇
〇
年
代
に
お
け
る
唐
話
学
の
流
行
に
先
立
っ
て
︑
白
話
で
あ
り
つ
つ
も
漢
文
の
素
養
が
あ
れ
ば
通
読
に
は
さ

ほ
ど
支
障
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
﹃
演
義
﹄
は
︑
江
戸
初
期
の
知
識
人
に
よ
っ
て
既
に
関
心
を
払
わ
れ
て
い
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
外
国
文
学
の
受
容
に
は
翻
訳
と
い
う
工
程
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
︑
翻
訳
な
く
し
て
受
容
層
の
拡
大
は
あ
り
得
な
い
︒﹃
演
義
﹄
が

日
本
で
初
め
て
翻
訳
さ
れ
た（

（
（

の
は
元
禄
二
年
︵
一
六
八
九
︶
の
こ
と
で
︑﹃
通
俗
三
国
志
﹄
の
書
名
で
元
禄
五
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
︒
翻
訳

者
は
﹁
湖
南
文
山
﹂
と
称
す
る
人
物
で（

（
（

︑
用
い
た
﹃
演
義
﹄
の
底
本
は
李
卓
吾
系
の
版
本
だ
っ
た
と
目
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
全
五
十
巻
か
ら
な
り
︑

﹃
演
義
﹄
の
第
一
回
か
ら
第
百
二
十
回
ま
で
を
訳
し
︑
各
回
の
題
名
も
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹃
演
義
﹄
を
始
め
と
し
た
章
回
小
説
の

特
徴
で
あ
る
﹁
且
聴
下
回
分
解
﹂
の
よ
う
な
決
ま
り
文
句
を
用
い
て
次
の
回
へ
と
話
を
続
け
る
構
成
を
全
く
踏
襲
せ
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
回
で
話
を

完
結
さ
せ
て
お
り
︑﹃
演
義
﹄
が
講
談
の
趣
を
残
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
﹃
通
俗
﹄
は
読
み
物
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
て
い
る
と
言
え
る
︒

翻
訳
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑﹁
大
む
ね
原
文
に
か
な
り
忠
実
に
沿
い
︑
し
か
も
わ
か
り
や
す
く
こ
な
れ
た
日
本
文
に
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る（

（
（

﹂

と
さ
れ
︑
逐
語
訳
で
は
な
く
︑﹁
随
意
に
補
足
・
省
略
を
含
む
自
在
な
も
の（

（
（

﹂
で
あ
る
︒
ま
た
︑
田
中
尚
子
氏
は
︑
湖
南
文
山
の
翻
訳
の
態
度
に
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は
多
分
に
﹃
太
平
記
﹄
等
の
軍
記
に
お
け
る
表
現
の
影
響
が
見
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
﹃
通
俗
﹄
が
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
こ
と
に
結
び
つ
い
て

い
る
と
し
て
い
る（

（
（

︒
こ
の
文
山
訳
の
﹃
通
俗
﹄
は
そ
の
後
も
繰
り
返
し
刊
行
さ
れ
︑
長
ら
く
﹃
演
義
﹄
訳
本
の
主
流
で
あ
り
続
け
︑
明
治
時
代
に

至
っ
て
も
複
数
の
出
版
社
か
ら
度
々
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
通
俗
﹄
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
︑
三
国
志
を
扱
っ
た
絵
入
り
本
や
浄
瑠
璃
︑
歌
舞
伎
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（（
（

︒﹃
演
義
﹄
を
原
文
で
読
む
こ

と
が
で
き
る
層
は
白
話
に
せ
よ
漢
文
に
せ
よ
相
当
な
素
養
が
求
め
ら
れ
︑
ま
た
︑
翻
訳
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
長
大
な
﹃
演
義
﹄
の
物
語
を
︑
文

字
の
み
を
媒
体
と
し
て
理
解
す
る
の
は
難
し
い
層
も
少
な
か
ら
ず
い
た
で
あ
ろ
う
︒
受
容
層
の
拡
大
に
お
い
て
草
双
紙
や
歌
舞
伎
︑
人
形
劇
な
ど

が
及
ぼ
し
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
特
に
絵
入
り
本
は
平
易
な
文
を
用
い
て
物
語
を
紡
ぎ
︑
同
時
に

異
国
の
世
界
を
視
覚
化
す
る
こ
と
で
︑
受
容
の
拡
大
に
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
に
一
八
世
紀
前
半
か
ら
一
九
世

紀
半
ば
ま
で
の
お
よ
そ
百
年
間
に
︑
様
々
な
種
類
の
絵
入
り
本（

（（
（

が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
通
俗
﹄
に
忠
実
に
基
づ
い
た
︑
い
わ
ば
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
版
と
い
っ
た
作
品
が
多
く
︑
分
量
も
少
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒

二
　『
三
国
志
画
伝
』
に
つ
い
て

﹃
三
国
志
画
伝
﹄
と
は
︑
文
政
十
三
年
︵
一
八
三
〇
︶
か
ら
天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶
に
か
け
て
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
全
十
編
の
合
巻
で
あ

り
︑
文
章
を
重
田
貞
一
︑
挿
絵
を
歌
川
国
安
が
手
掛
け
て
い
る
︒
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
重
田
貞
一
と
は
江
戸
時
代
後
期
を
代
表
す
る
戯
作
者
で

あ
る
十
返
舎
一
九
の
本
名
で
︑
歌
川
国
安
は
初
代
歌
川
豊
国
の
門
人
の
浮
世
絵
画
家
で
あ
る
︒
両
人
と
も
刊
行
の
途
中
で
没
し
て
お
り
︑
九
編

︵
天
保
五
年
刊
︶
の
序
に
お
け
る
作
者
や
巻
末
の
作
者
︑
画
工
の
署
名
に
は
﹁
故
人
﹂
の
字
が
添
え
ら
れ
︑
十
編
も
同
様
で
あ
る
︒
十
編
の
序
に

は
﹁
其
餘
は
續
編
に
譲
る
も
の
な
ら
ん
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
十
編
の
終
わ
り
も
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
来
は
そ
の
続
き
も
構
想
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

︒

﹃
画
伝
﹄
は
そ
の
後
も
幾
度
か
重
版
さ
れ
て
お
り
︑
筆
者
の
確
認
し
た
限
り
で
は
︑
嘉
永
六
年
刊
︑
明
治
年
間
刊
︵
共
に
専
修
大
学
図
書
館
蔵
︶

が
現
存
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
の
﹃
画
伝
﹄
は
刊
年
不
明
で
は
あ
る
が
︑
国
立
国
会
図
書
館
蔵
の
天
保
年
間
刊
︑
専
修
大
学
の
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嘉
永
六
年
刊
︑
明
治
年
間
刊
い
ず
れ
と
も
装
丁
が
異
な
っ
て
お
り
︑
国
会
図
書
館
蔵
の
も
の
と
同
じ
版
で
は
あ
る
が
︑
別
刷
り
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
画
伝
﹄
が
読
者
か
ら
一
定
の
支
持
を
得
︑
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
︒

内
容
は
黄
巾
の
乱
が
起
き
る
所
か
ら
劉
備
が
漢
中
を
巡
り
曹
操
と
争
う
場
面
ま
で
︵﹃
演
義
﹄
第
一
～
七
十
回
︑﹃
通
俗
﹄
巻
之
一
～
三
十
冒
頭

に
相
当
︶
を
扱
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ま
で
の
三
国
志
を
扱
っ
た
絵
本
読
本
や
︑
名
場
面
の
み
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
た
草
双
紙
に
比
べ
文
章
の
量
は
飛

躍
的
に
増
え
︑
物
語
を
詳
細
に
綴
っ
て
い
る
︒﹃
通
俗
﹄
と
広
範
囲
で
文
章
が
重
複
す
る
部
分
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
や
︑﹃
通
俗
﹄
が
原
文

で
あ
る
﹃
演
義
﹄
を
誤
訳
乃
至
改
変
し
た
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
重
田
貞
一
自
身
が
﹃
演
義
﹄
を
訳
し
た
の
で
は
な

く
︑
専
ら
湖
南
文
山
訳
﹃
通
俗
﹄
を
参
照
し
て
文
章
を
書
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

挿
絵
に
つ
い
て
も
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
比
べ
圧
倒
的
に
数
が
多
く
︑
五
百
枚
近
く（

（（
（

に
の
ぼ
り
︑
即
ち
﹃
画
伝
﹄
に
よ
っ
て
初
め
て
視
覚
化
さ
れ

た
場
面
が
大
量
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
画
風
こ
そ
江
戸
武
者
絵
の
様
式
を
踏
ま
え
て
は
い
る
が
︑
異
国
趣
味
を
色
濃
く
映
し
出
し
︑
戦
争

場
面
で
は
兵
器
や
軍
船
を
詳
細
に
描
出
し
た
り
︑
戦
争
の
場
面
に
お
け
る
地
図
や
軍
勢
配
置
図
な
ど
を
挿
入
し
た
り
︑
読
者
が
よ
り
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
持
て
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

十
返
舎
一
九
の
代
表
作
と
い
う
と
﹃
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
が
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
同
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
笑
い
の
要
素
は
﹃
画
伝
﹄

に
は
一
切
な
い
︒﹁
重
田
貞
一
﹂
と
い
う
本
名
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
こ
れ
ま
で
の
戯
作
と
は
異
な
る
︑
三
国
志
の
物
語
を
真
摯
に
物
語

ろ
う
と
い
う
作
者
の
姿
勢
が
窺
え
る
︒

三
　『
三
国
志
画
伝
』
と
『
通
俗
三
国
志
』
と
の
比
較

前
章
で
重
田
貞
一
は
﹃
通
俗
﹄
を
参
照
し
て
文
章
を
書
い
て
い
る
と
述
べ
た
が
︑﹃
通
俗
﹄
の
文
章
を
広
範
囲
で
借
用
し
た
部
分
は
全
体
か
ら

見
る
と
多
く
は
な
く
︑
寧
ろ
省
略
や
改
変
︑
或
い
は
﹃
通
俗
﹄
に
は
全
く
な
い
新
し
い
展
開
を
加
え
て
い
る
も
の
が
目
立
つ
︒
そ
こ
で
︑﹃
画
伝
﹄

の
文
章
と
﹃
通
俗
﹄
と
を
比
較
し
て
異
同
が
見
ら
れ
た
個
所
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
つ
つ
分
類
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
や
作
者
の
意
図
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
た
︒
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①　

地
名
・
人
名
の
異
同

﹃
演
義
﹄
及
び
﹃
通
俗
﹄
に
は
多
く
の
地
名
・
人
名
が
登
場
す
る
が
︑﹃
画
伝
﹄
は
そ
の
よ
う
な
固
有
名
詞
に
関
す
る
異
同
が
多
く
見
ら
れ
た
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
の
パ
タ
ー
ン
を
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

︵
ア
︶
同
音
に
よ
る
異
同

　

地
名
や
人
名
に
お
い
て
︑
音
読
み
が
同
じ
で
あ
る
別
の
漢
字
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
二
か
所
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑﹃
画
伝
﹄
一

編
十
四
ウ
十
五
オ
の
画
題
﹁
何
進
奸
悪
董
太
公
併
に
董
超
を
擒
す
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
に
出
て
く
る
﹁
董
太
公
﹂
及
び
﹁
董
超
﹂
の
﹃
通
俗
﹄

に
お
け
る
表
記
は
﹁
董
太
后
﹂
と
﹁
董
重
﹂
で
あ
り
︑
下
線
部
が
そ
れ
ぞ
れ
同
音
異
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑﹃
画
伝
﹄

三
編
三
十
九
ウ
四
十
オ
の
画
題
は
﹁
郭
賀
の
計
略　

沂
水
を
防
ぎ
城
中
を
水
責
に
せ
ん
と
す
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
郭
賀
﹂
と
い
う

人
物
は
︑﹃
通
俗
﹄
で
﹁
郭
嘉
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
︑
先
ほ
ど
と
同
様
下
線
部
が
同
音
異
字
に
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の

よ
う
な
異
同
は
ひ
ら
が
な
を
多
用
し
漢
字
を
殆
ど
用
い
な
い
本
文
に
は
見
ら
れ
ず
︑
画
題
に
の
み
起
こ
る
現
象
で
あ
る
︒

︵
イ
︶
似
た
字
形
に
よ
る
異
同

　
﹃
画
伝
﹄
本
文
に
お
い
て
︑﹃
通
俗
﹄
と
は
全
く
異
な
る
固
有
名
詞
と
な
っ
て
い
る
が
︑
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
変
換
す
る
と
本
来
の
字
と
よ

く
似
た
字
に
な
る
ケ
ー
ス
が
八
か
所
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
画
伝
﹄
二
編
二
十
三
オ
で
許
褚
が
名
乗
り
を
あ
げ
る
際
の
台
詞
に
﹁
わ
れ
せ

う
こ
く
の
き
ょ
ち
ょ　

あ
ざ
な
は
ち
う
よ
う
と
い
ふ
も
の
な
り
︵
我
譙
国
の
許
褚
字
は
仲
よ
う
と
い
ふ
も
の
な
り（

（（
（

︶﹂
と
あ
る
が
︑
本
来
許

褚
の
字
は
﹁
仲
康
﹂
で
あ
り
︑﹃
通
俗
﹄
で
も
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
異
同
の
原
因
と
し
て
︑﹁
康
﹂
を
﹁
庸
﹂
と
混
同
し
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
同
じ
よ
う
な
異
同
は
地
名
で
も
起
き
て
お
り
︑﹃
画
伝
﹄
五
編
十
八
オ
で
曹
操
が
袁
譚
討
伐
の
た
め
﹁
せ
い
へ

い
の
ぢ
ん
を
は
ら
ひ
て　

よ
く
し
う
さ
し
て
ぞ
し
ん
は
つ
し
け
る
︵
西
平
の
陣
を
払
ひ
て
よ
く
州
さ
し
て
ぞ
進
発
し
け
る
︶﹂
と
い
う
描
写

が
あ
る
が
︑﹃
通
俗
﹄
の
同
じ
場
面
︵
巻
之
十
三
﹁
袁
譚
袁
尚
争
冀
州
﹂︶
で
は
﹁
即
時
に
西
平
の
陣
を
収
め
て
冀
州
へ
ぞ
向
ひ
け
る
﹂
と
な

っ
て
い
る
︒
恐
ら
く
︑﹁
冀
﹂
を
﹁
翼
﹂
と
混
同
し
て
﹁
よ
く
し
う
﹂
と
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
画
伝
﹄
は
次
の
ペ
ー
ジ
の
十
八
ウ
で
も

﹁
よ
く
し
う
﹂
と
書
い
て
お
り
︑
誤
植
で
は
な
く
作
者
の
誤
認
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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︵
ウ
︶
人
名
が
連
な
っ
て
書
か
れ
た
際
の
区
切
り
方
に
よ
る
異
同

　

こ
れ
は
一
例
の
み
だ
が
︑
人
名
が
連
な
っ
て
出
て
き
た
際
に
︑
そ
の
区
切
り
方
を
間
違
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︒﹃
画
伝
﹄
一
編
九
オ

で
︑﹁
く
は
う
き
ん
の
ぞ
く
ま
つ
た
く
ほ
ろ
び
う
せ　

そ
の
ほ
か
そ
の
よ
と
う
て
う
こ
う
か
ん
ち
う
そ
ん
ち
う
と
い
ふ
も
の　

う
ち
も
ら
さ

れ
の
あ
ぶ
れ
も
の
ど
も
十
ま
ん
よ
き
を
し
た
が
へ
︵
中
略
︶
ゑ
ん
じ
や
う
に
お
し
よ
せ
て
う
こ
う
か
ん
を
う
ち
と
り　

ち
う
そ
ん
ち
う
は
ご

ぐ
ん
の
そ
ん
け
ん
と
い
ふ
も
の
に
う
た
れ
て
︵
黄
巾
の
賊
全
く
滅
び
失
せ
︑
そ
の
他
そ
の
余
党
趙
弘
韓
忠
孫
仲
と
い
ふ
も
の
討
ち
も
ら
さ
れ

の
あ
ぶ
れ
者
ど
も
十
万
余
騎
を
従
へ
︵
中
略
︶
宛
城
に
押
し
寄
せ
趙
弘
韓
を
う
ち
と
り
︑
忠
孫
仲
は
呉
郡
の
孫
堅
と
い
ふ
も
の
に
討
た
れ

て
︶﹂
と
い
う
場
面
が
出
て
く
る
が
︑
下
線
部
の
﹁
て
う
こ
う
か
ん
ち
う
そ
ん
ち
う
﹂
は
﹃
通
俗
﹄
で
趙
弘
︑
韓
忠
︑
孫
仲
の
三
人
と
し
て

登
場
し
て
お
り
︵
巻
之
一
﹁
安
喜
縣
張
飛
鞭
督
郵
﹂︶︑
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
物
に
討
た
れ
る
な
ど
明
確
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑﹁
て
う
こ
う
か
ん
﹂﹁
ち
う
そ
ん
ち
う
﹂
の
二
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
﹃
画
伝
﹄
の
ミ
ス
で
あ
る
と
わ
か
る
︒
こ
の
場
面
は
﹃
通

俗
﹄
に
比
べ
て
大
幅
に
省
略
さ
れ
て
お
り
︑﹃
画
伝
﹄
の
作
者
は
物
語
を
省
略
す
る
際
に
デ
ィ
テ
ー
ル
の
部
分
ま
で
殆
ど
気
を
遣
っ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

︵
エ
︶
他
の
人
物
と
の
混
同
︑
或
い
は
省
略
に
よ
る
異
同

　
﹃
画
伝
﹄
一
編
三
十
七
オ
に
﹁
こ
の
と
き
そ
ん
け
ん
は
く
は
い
り
ょ
う
と
い
ふ
大
し
や
う
と
た
た
か
ひ
い
た
る
が　

く
は
い
り
よ
う
か
な

は
ず
山
の
う
へ
に
に
げ
の
ぼ
る
︵
こ
の
時
孫
堅
は
蒯
良
と
い
ふ
大
将
と
戦
ひ
い
た
る
が　

蒯
良
敵
は
ず
山
の
上
に
逃
げ
の
ぼ
る
︶﹂
と
い
う

場
面
が
あ
る
が
︑﹃
通
俗
﹄
の
同
じ
場
面
︵
巻
之
三
﹁
孫
堅
浮
江
戰
劉
表
﹂︶
で
は
︑
孫
堅
と
戦
っ
た
の
は
呂
公
と
い
う
劉
表
配
下
の
大
将
で

あ
り
︑
蒯
良
は
呂
公
に
指
示
を
出
し
た
だ
け
で
あ
る
︒
単
純
に
混
同
し
た
も
の
か
︑
も
し
く
は
登
場
人
物
を
減
ら
す
た
め
に
意
図
的
に
改
変

し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
よ
う
に
︑﹃
画
伝
﹄
で
は
あ
る
人
物
の
名
前
が
他
の
人
物
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
二

十
一
か
所
見
ら
れ
る
︒

︵
オ
︶
地
名
と
人
名
の
混
同
に
よ
る
異
同

　
﹃
画
伝
﹄
六
編
二
十
五
ウ
に
﹁
又
て
う
さ
ん
う
て
い
と
い
ふ
二
人
の
も
の
い
で
て
な
ん
も
ん
せ
ん
と
す
る
を
﹂
と
あ
る
が
︑
同
場
面
を
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﹃
通
俗
﹄︵
巻
之
十
七
﹁
孔
明
舌
戰
呉
群
儒
﹂︶
で
は
﹁
又
呉
郡
の
張
温
︑
烏
程
の
駱
統
二
人
︑
進
み
出
て
難
問
せ
ん
と
し
け
れ
ば
﹂
と
書
い

て
お
り
︑﹃
画
伝
﹄
の
﹁
て
う
さ
ん
﹂
は
単
純
な
ミ
ス
︑
ま
た
﹁
う
て
い
﹂
は
駱
統
の
出
身
地
を
名
前
と
し
て
混
同
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑﹃
画
伝
﹄
一
編
十
七
ウ
十
八
オ
の
画
題
に
﹁
李
儒
董
卓
百
官
を
會
し
て
天
位
を
定
ん
と
す　

并
州
刺
史
董
卓
を
拱
む　

清
秀
五
原

郡
の
呂
布
﹂
と
あ
り
︑﹁
清
秀
﹂
が
地
名
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
︑﹃
通
俗
﹄
の
当
該
箇
所
︵
巻
之
一
﹁
呂
布
刺
殺
丁
建
陽
﹂︶
を
見
る

と
﹁
眉
目
清
秀
︑
五
原
郡
の
呂
布
﹂
と
あ
り
︑
地
名
で
は
な
く
呂
布
を
形
容
す
る
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
作
者
が
﹁
清
秀
﹂
に

つ
い
て
人
物
を
形
容
す
る
語
で
は
な
く
︑
地
名
と
混
同
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
カ
︶
そ
の
他

　

上
記
以
外
の
理
由
︑
或
い
は
単
純
な
ミ
ス
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
異
同
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
画
伝
﹄
一
編
十
七
ウ
に
﹁
み
か
ど
な
ら

び
に
ち
ん
り
う
わ
う
は　

て
う
せ
い
た
ん
け
い
二
人
に
い
さ
な
は
れ
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
て
う
せ
い
﹂
は
﹃
通
俗
﹄
で
は

﹁
張
譲
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
画
伝
﹄
も
そ
の
直
後
︵
十
八
オ
︶
で
は
﹁
て
う
せ
う
た
ん
け
い
は
と
ち
う
よ
り
に
げ
う
せ
﹂
と
﹃
通
俗
﹄
に
則

っ
て
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
最
初
の
﹁
て
う
せ
い
﹂
は
単
純
な
誤
植
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な
異
同
は
全
て
こ
の
項
に
分
類

し
た
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
に
つ
い
て
編
ご
と
に
該
当
箇
所
の
数
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

 

︵
ア
︶ 

︵
イ
︶ 

︵
ウ
︶ 

︵
エ
︶ 
︵
オ
︶ 

︵
カ
︶

一
編　
　

１　
　
　

５　
　
　

１　
　
　

２　
　
　

１　
　
　

３

二
編　
　

１　
　
　

１　
　
　
　
　
　
　

１　
　
　
　
　
　
　

１

三
編　
　

１　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　
　
　
　
　
　
　

３

四
編　
　
　
　
　
　

１　
　
　
　
　
　
　

４

五
編　
　
　
　
　
　

１　
　
　
　
　
　
　

３　
　
　
　
　
　
　

１

六
編　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４　
　
　

１　
　
　

３
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七
編　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　
　
　
　
　
　
　

１

八
編　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

九
編　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

十
編

こ
の
表
を
見
る
と
︑
一
編
が
最
も
異
同
が
多
く
︑
次
第
に
そ
の
数
が
減
っ
て
い
き
︑
十
編
に
な
る
と
物
語
の
省
略
や
改
変
は
見
ら
れ
る
も
の

の
︑
固
有
名
詞
の
異
同
は
全
く
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
執
筆
・
刊
行
の
際
に
﹃
通
俗
﹄
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
厳
密
な
校
正
は
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
刊
行
が
進
む
に
つ
れ
作
者
が
よ
り
丁
寧
に
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

②　

物
語
の
構
成
に
お
け
る
異
同

﹃
通
俗
﹄
と
比
べ
て
︑﹃
画
伝
﹄
に
は
物
語
の
構
成
を
改
変
し
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
︑
そ
れ
ら
は
以
下
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

︵
ア
︶
話
を
簡
潔
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
意
図
が
あ
る
も
の

﹃
画
伝
﹄
で
は
︑
論
功
行
賞
な
ど
の
因
果
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
︑﹃
通
俗
﹄
の
構
成
を
改
変
し
て
い
る
箇
所
が
あ

る
︒
例
え
ば
︑﹃
画
伝
﹄
二
編
二
十
三
ウ
二
十
四
オ
に
お
い
て
︑
曹
操
が
汝
南
潁
川
を
平
ら
げ
︑
許
褚
が
曹
操
方
に
降
参
し
た
直
後
に
朝
廷

か
ら
建
徳
将
軍
費
亭
侯
に
報
じ
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑﹃
通
俗
﹄
で
は
︑
許
褚
が
味
方
と
な
っ
た
︵
巻
之
五
﹁
曹
操
定
陶
破
呂
布
﹂︶

後
さ
ら
に
濮
陽
・
定
陶
に
て
呂
布
と
戦
い
︑
敗
れ
た
呂
布
が
玄
徳
の
元
に
落
ち
行
く
場
面
を
挟
ん
で
か
ら
︑
汝
南
潁
川
を
平
ら
げ
た
こ
と
に

対
し
て
帝
が
曹
操
を
建
徳
将
軍
費
亭
侯
に
封
じ
る
記
述
が
出
て
く
る
︵
巻
之
五
﹁
李
傕
郭
汜
亂
長
安
﹂︶︒﹃
画
伝
﹄
は
直
接
の
因
果
関
係
が

あ
る
場
面
を
並
べ
る
こ
と
で
︑
物
語
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
︒

︵
イ
︶
読
者
に
対
し
て
ど
ん
で
ん
返
し
の
効
果
が
あ
る
も
の

　

あ
る
計
略
に
関
し
て
︑
実
行
し
た
後
に
初
め
て
そ
れ
が
計
略
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
︑
い
わ
ば
﹁
ど
ん
で
ん
返
し
﹂
の
よ
う
な
効
果
を

齎
す
構
成
の
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹃
通
俗
﹄
に
お
い
て
曹
操
と
呂
布
が
濮
陽
で
戦
う
折
︵
巻
之
四
﹁
陶
謙
再
譲
徐
州
﹂︶︑
陳

宮
が
呂
布
に
対
し
て
濮
陽
に
住
む
田
氏
と
い
う
富
豪
に
曹
操
へ
の
内
通
の
書
簡
を
書
か
せ
︑
曹
操
を
城
内
に
誘
き
よ
せ
る
計
略
を
提
案
す
る
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場
面
が
あ
る
が
︑﹃
画
伝
﹄
で
は
そ
の
場
面
は
描
か
れ
ず
︑
田
氏
が
曹
操
に
内
通
の
書
簡
を
送
っ
た
と
の
み
書
か
れ
︑
書
簡
の
真
偽
に
つ
い

て
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
後
曹
操
が
書
簡
に
従
っ
て
濮
陽
城
に
押
し
寄
せ
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
﹁
か
ね
て
で
ん
し
の
に
せ
ひ
つ
を
も

つ
て
は
か
り
し
こ
と
ゆ
へ
︵
か
ね
て
田
氏
の
偽
筆
を
も
っ
て
謀
り
し
こ
と
ゆ
へ
︶﹂
と
明
か
し
︑
読
者
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
曹
操
が
罠
に
は

め
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
画
伝
﹄
の
文
章
に
は
﹃
通
俗
﹄
の
文
章
よ
り
も
簡
潔
に
わ
か
り
や
す
く
︑
ま
た
物
語
に
臨
場
感
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
作
者

の
工
夫
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
特
に
︑︵
イ
︶
で
示
し
た
ど
ん
で
ん
返
し
効
果
を
齎
す
構
成
の
改
変
は
全
十
編
の
う
ち
十
一
か
所
に
も
の
ぼ
り
︑

意
図
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

③　

物
語
の
省
略
と
傾
向

﹃
画
伝
﹄
は
概
ね
﹃
通
俗
﹄
の
文
章
の
要
点
を
満
遍
な
く
抽
出
し
︑
適
宜
省
略
し
な
が
ら
物
語
を
綴
っ
て
い
る
が
︑
か
な
り
の
分
量
︑
例
え
ば

﹃
演
義
﹄
原
文
及
び
﹃
通
俗
﹄
で
一
つ
の
章
回
に
あ
た
る
話
を
殆
ど
︑
或
い
は
丸
ご
と
省
略
し
て
い
る
所
も
あ
る
︒
該
当
箇
所
を
表
に
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
︒

﹃
画
伝
﹄
編
数　
　
　
　
　
　
﹃
通
俗
﹄
該
当
箇
所
︵
李
卓
吾
本
﹃
演
義
﹄
章
回
数
︶　　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
考

二
編　
　
　
　
　
　
　

巻
之
五
﹁
楊
奉
董
承
救
御
駕
﹂︵
第
十
三
回
後
半
︶　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
幅
に
省
略
し
て
い
る

五
編　
　
　
　
　
　
　

巻
之
十
二
﹁
曹
操
倉
亭
破
袁
紹
﹂︵
第
三
十
一
回
前
半
︶　　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
ぼ
全
て
省
略

八
編　
　
　
　
　
　
　

巻
之
二
十
三
﹁
曹
操
大
宴
銅
雀
臺
﹂︵
第
五
十
六
回
前
半
︶　　
　
　
　
　
　
　

全
て
省
略

九
編　
　
　
　
　
　
　

巻
之
二
十
五
﹁
曹
操
興
兵
下
江
東（

（（
（

﹂︵
第
六
十
一
回
後
半
︶　　
　
　
　
　
　
　

全
て
省
略

十
編　
　
　
　
　
　
　

巻
之
二
十
九
﹁
曹
操
試
神
卜
管
輅
﹂﹁
耿
紀
韋
晃
討
曹
操
﹂︵
第
六
十
九
回
︶　  

全
て
省
略

こ
れ
以
外
で
は
︑﹃
通
俗
﹄
巻
之
八
﹁
白
門
樓
曹
操
斬
呂
布
﹂
中
の
呂
布
が
袁
術
の
元
に
娘
を
送
り
届
け
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
場
面
︑
巻
之

九
﹁
青
梅
煮
酒
論
英
雄
﹂
中
の
公
孫
瓉
が
袁
紹
に
敗
れ
る
場
面
︑
ま
た
巻
之
二
十
五
﹁
張
松
入
魏
難
楊
修
﹂
中
の
張
松
が
許
都
へ
行
き
曹
操
や
楊

修
に
会
う
場
面
も
そ
れ
ぞ
れ
﹃
演
義
﹄
及
び
﹃
通
俗
﹄
に
お
い
て
は
一
つ
の
章
回
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
︑
相
当
の
字
数
が
割
か
れ
て
い
る
が
︑
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﹃
画
伝
﹄
に
お
い
て
は
全
て
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

省
略
し
た
内
容
を
見
る
と
︑
曹
操
側
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
大
き
く
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
が
目
立
つ
︒
例
え
ば
曹
操
が
魏
公
の
位
に
昇
る
﹃
通

俗
﹄
巻
之
二
十
五
﹁
曹
操
興
兵
下
江
東
﹂
や
︑
曹
操
を
中
心
に
物
語
が
紡
が
れ
て
い
く
巻
之
二
十
九
﹁
曹
操
試
神
卜
管
輅
﹂﹁
耿
紀
韋
晃
討
曹
操
﹂

な
ど
が
全
て
省
略
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
劉
備
が
登
場
す
る
場
面
で
こ
の
よ
う
に
大
き
く
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
︒﹃
画
伝
﹄
六
編

の
序
に
て
作
者
は
劉
備
・
関
羽
・
張
飛
を
指
し
て
﹁
三
雄
す
で
に
此
三
国
志
巻
中
の
眼
目
な
り
﹂
と
書
い
て
い
る
が
︑
劉
備
た
ち
を
主
人
公
と
し

て
物
語
を
展
開
さ
せ
る
た
め
︑
劉
備
と
並
ん
で
登
場
回
数
の
多
い
曹
操
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
省
略
し
て
い
く
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

④　

女
性
の
描
き
方

﹃
画
伝
﹄
で
女
性
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
に
着
目
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
た
︒

︵
ア
︶
巻
頭
の
人
物
紹
介
と
図
像

﹃
画
伝
﹄
は
各
編
の
初
め
に
何
人
か
の
人
物
紹
介
と
そ
の
人
物
の
絵
が
あ
る
が
︑
全
十
編
計
六
十
九
名
の
内
︑
女
性
が
十
六
名
を
占
め
て

お
り
︑
各
編
に
必
ず
一
名
は
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
演
義
﹄
全
体
の
男
女
比
を
鑑
み
れ
ば
︑
そ
の
割
合
は
か
な
り
高
い
と
言
え
る
︒
ま
た
︑﹃
画

伝
﹄
本
文
で
は
孫
翊
の
妻
徐
氏
が
夫
の
仇
で
あ
る
嬀
覧
・
戴
員
ら
を
討
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
︵﹃
通
俗
﹄
巻
之
十
六
﹁
孫
權
渡
江
黄
祖
﹂︶
が
省
略

さ
れ
︑
徐
氏
と
い
う
人
物
自
体
も
登
場
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
︑
巻
頭
の
人
物
紹
介
で
は
徐
氏
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
女
性
を

な
る
べ
く
取
り
上
げ
て
視
覚
化
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
何
太
后
や
貂
蟬
︑
糜
夫
人
等
有
名
ま
た
は
物
語
上
重
要
で
あ
る
女
性
以
外
に
も
︑
話
の
筋
に
は
あ
ま
り
影
響
し
な
い
︑
或
い
は
一

度
し
か
出
て
こ
な
い
人
物
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
﹃
画
伝
﹄
四
編
に
出
て
く
る
董
承
の
妾
雲
英
や
︑
上
述
し
た
孫
翊
の
妻
徐
氏
な
ど

は
﹃
演
義
﹄
の
主
要
な
人
物
と
は
言
え
ず
︑
一
度
し
か
出
て
こ
な
い
が
︑
そ
の
他
の
よ
り
登
場
回
数
の
あ
る
男
性
人
物
よ
り
も
優
先
的
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

名
前
が
特
に
書
か
れ
て
い
な
い
女
性
の
場
合
︑
作
者
側
で
独
自
に
名
前
を
つ
け
て
い
る
例
も
あ
る
︒﹃
通
俗
﹄
巻
之
五
﹁
李
傕
郭
汜
亂
長
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安
﹂
に
登
場
す
る
楊
彪
の
妻
は
李
卓
吾
本
﹃
演
義
﹄
で
も
﹃
通
俗
﹄
で
も
名
前
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
画
伝
﹄
二
編
で
は
本
文
に
お

け
る
挿
絵
の
画
題
及
び
巻
頭
の
人
物
紹
介
に
お
い
て
﹁
佳
成
﹂
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
通
俗
﹄
巻
之
二
十
七
﹁
楊
阜
借

兵
破
馬
超
﹂
に
登
場
す
る
姜
叙
の
母
も
名
前
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
画
伝
﹄
九
編
冒
頭
の
絵
で
は
楊
阜
と
の
血
縁
関
係
も
踏
ま
え
て

か
﹁
楊
氏
﹂
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る（

（（
（

︒

　

さ
ら
に
︑
李
卓
吾
本
﹃
演
義
﹄
及
び
﹃
通
俗
﹄
に
は
登
場
し
な
い
﹃
画
伝
﹄
独
自
の
女
性
登
場
人
物
も
巻
頭
で
描
か
れ
て
お
り
︑﹃
画
伝
﹄

七
編
に
登
場
す
る
魏
延
の
娘
で
あ
る
魏
氏
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
魏
氏
に
纏
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
後
述
す
る
が
︑﹃
画
伝
﹄
に
は
他
に
も
独
自

に
創
作
さ
れ
た
人
物
が
登
場
す
る
中
で
︑
唯
一
の
女
性
で
あ
る
魏
氏
の
み
が
巻
頭
で
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
︑﹃
画
伝
﹄

が
女
性
の
描
き
方
に
重
き
を
置
い
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

︵
イ
︶
人
物
像
の
改
変

﹃
画
伝
﹄
に
登
場
す
る
女
性
の
中
に
は
︑﹃
通
俗
﹄
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
性
格
・
性
質
が
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
が
い
る
︒
最
も
多
い
の

は
﹃
演
義
﹄
或
い
は
﹃
通
俗
﹄
に
そ
の
よ
う
な
描
写
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
﹁
淫
奔
﹂
な
ど
の
負
の
性
格
が
加
え
ら
れ
て
い
る
人
物
で
︑
以
下

の
四
人
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒

・　

鄒
氏
︵
三
編
︶

　

鄒
氏
と
は
張
済
の
妻
で
あ
り
︑
夫
の
死
後
︑
後
を
継
い
だ
甥
の
張
繡
が
曹
操
に
一
度
降
伏
し
た
際
に
曹
操
に
気
に
入
ら
れ
︑
曹
操
は

鄒
氏
と
の
関
係
に
溺
れ
た
結
果
︑
張
繡
に
敗
れ
る
こ
と
と
な
る
︒﹃
画
伝
﹄
三
編
巻
頭
で
は
鄒
氏
を
﹁
性
淫
奔
﹂
と
し
︑
十
五
ウ
の
挿

絵
の
画
題
に
﹁
鄒
氏
の
淫
奔
曹
操
へ
媚
を
献
ず
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
ま
た
本
文
で
も
﹁
此
女
も
い
ん
ほ
ん
な
る
せ
い
し
つ
に
て
﹂
と
書

い
て
お
り
︑﹃
画
伝
﹄
に
お
い
て
は
鄒
氏
の
性
格
が
﹁
淫
奔
﹂
で
統
一
さ
れ
︑
能
動
的
に
曹
操
と
関
係
を
持
っ
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　

鄒
氏
と
曹
操
の
関
係
に
つ
い
て
︑
原
文
で
あ
る
李
卓
吾
本
﹃
演
義
﹄
に
お
い
て
鄒
氏
は
曹
操
よ
り
正
室
と
な
る
こ
と
を
約
束
さ
れ

た
う
え
で
関
係
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
の
場
合
は
曹
操
と
鄒
氏
の
不
貞
は
さ
ほ
ど
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒﹃
通
俗
﹄
で
も
同
様
で
あ
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る
︒
た
だ
し
︑
毛
宗
崗
本
﹃
演
義
﹄
で
は
曹
操
の
奸
雄
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
た
め
︑
二
人
の
関
係
が
改
変
さ
れ
て
お
り
︑﹁
鄒

氏
を
淫
乱
な
悪
の
女
性
と
し
て
描
い
た
う
え
で
︑
毛
宗
崗
は
︑
鄒
氏
に
溺
れ
た
こ
と
を
曹
操
大
敗
の
原
因
と
し
て
い
る（

（（
（

﹂︒
し
か
し
︑

﹃
画
伝
﹄
に
お
い
て
鄒
氏
の
淫
乱
な
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
曹
操
を
貶
め
る
た
め
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く
﹁
淫
乱
な
女
性
に

よ
っ
て
男
性
が
惑
わ
さ
れ
︑
敗
北
を
喫
す
る
か
命
を
落
と
す
﹂
と
い
う
構
図
を
多
く
取
り
上
げ
︑
物
語
性
を
付
与
し
よ
う
と
の
意
図
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
構
図
が
以
下
の
女
性
た
ち
と
も
共
通
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
︒

・　

厳
氏
︵
三
編
︶

　

厳
氏
は
呂
布
の
正
妻
で
あ
り
︑
呂
布
が
下
邳
に
て
曹
操
と
争
っ
て
い
る
時
︑
城
を
出
て
戦
お
う
と
す
る
呂
布
を
幾
度
も
引
き
留
め
る

様
子
が
﹃
通
俗
﹄
で
も
﹃
画
伝
﹄
で
も
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
画
伝
﹄
本
文
で
は
厳
氏
の
性
格
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
巻
頭
で

は
﹁
㛺

（
（（
（

性
惰
弱
﹂
や
﹁
外
菩
薩
内
夜
叉
﹂
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
︑﹁
呂
布
屢
爛
遺
感
情
︑
惰
軍
事
于
︑
遂
殞
命
﹂
と
あ
り
︑
彼
女

に
よ
っ
て
呂
布
が
命
を
落
と
し
た
と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
︒

・　

雲
英
︵
四
編
︶

　

雲
英
は
董
承
の
愛
妾
で
あ
り
︑
下
僕
の
秦
慶
童
と
密
通
し
て
い
た
が
︑
そ
の
こ
と
を
董
承
に
罰
せ
ら
れ
恨
み
に
思
っ
た
秦
慶
童
は
︑

董
承
の
曹
操
を
殺
害
す
る
計
画
を
密
告
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
董
承
の
一
族
は
誅
殺
さ
れ
る
︒﹃
画
伝
﹄
本
文
は
雲
英
に
つ
い
て
秦
慶
童

と
﹁
く
ら
き
所
に
て
ひ
そ
ひ
そ
と
さ
さ
や
き
ゐ
た
る
﹂︵
三
編
二
十
四
オ
︶
と
し
か
書
い
て
お
ら
ず
︑
彼
女
の
性
格
や
言
動
に
つ
い
て

は
一
切
描
い
て
い
な
い
︒﹃
通
俗
﹄
で
も
同
様
に
︑
雲
英
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
画
伝
﹄
四
編
巻
頭
に
は

﹁
㛺
妾
雲
英
﹂
と
書
か
れ
︑﹁
㛺
婦
不
正
者
﹂
の
代
表
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
︑
非
常
に
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
や
は
り
こ

こ
で
も
女
性
に
よ
っ
て
男
性
が
身
を
滅
ぼ
す
と
い
う
構
図
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
厳
氏
と
共
に
本
文
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
性

質
が
巻
頭
の
人
物
紹
介
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
読
者
に
ま
ず
強
い
印
象
を
与
え
よ
う
と
い
う
作
り
手
の
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
︒
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・　

李
春
香
︵
八
編
︶

　

李
春
香
は
黄
奎
の
愛
妾
で
あ
る
が
︑
黄
奎
の
弟
の
苗
沢
と
密
通
し
て
お
り
︑
苗
沢
の
指
示
に
よ
り
李
春
香
は
黄
奎
か
ら
馬
騰
と
企
ん

だ
曹
操
謀
殺
の
企
て
を
聞
き
出
し
︑
苗
沢
は
そ
れ
を
曹
操
に
密
告
し
た
た
め
︑
黄
奎
及
び
馬
騰
一
族
は
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

﹃
画
伝
﹄
本
文
は
李
春
香
に
つ
い
て
﹁
き
は
め
て
い
ん
ほ
ん
に
し
て
﹂
と
﹃
通
俗
﹄
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
彼
女
の
性
格
を
書
き

︵
八
編
二
十
ウ
︶︑
ま
た
同
編
巻
頭
で
は
﹁
㛺
婦
李
春
香
﹂﹁
㛺
姓
多
淫
﹂﹁
施
姦
計
悪
名
蓋
世
﹂
と
︑
雲
英
と
同
じ
よ
う
に
非
常
に
否
定

的
に
描
い
て
お
り
︑
黄
奎
と
馬
騰
の
謀
反
が
露
呈
し
た
原
因
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
画
伝
﹄
は
﹃
演
義
﹄
や
﹃
通
俗
﹄
に
比
べ
て
女
性
の
登
場
人
物
を
よ
り
多
く
取
り
上
げ
︑
さ
ら
に
は
独
自
の
性
格
・
性
質

を
女
性
た
ち
に
付
与
し
て
描
い
て
い
る
︒︵
イ
︶
で
述
べ
た
四
人
に
関
し
て
︑
鄒
氏
や
雲
英
︑
李
春
香
が
﹁
淫
奔
﹂
と
評
さ
れ
る
の
は
実
際
に
夫

や
主
人
に
対
し
て
不
貞
を
働
い
て
い
る
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
呂
布
の
正
妻
で
あ
る
厳
氏
も
﹁
㛺
﹂
婦
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

や
は
り
﹁
淫
乱
な
女
性
に
よ
っ
て
男
性
が
惑
わ
さ
れ
︑
敗
北
を
喫
す
る
か
命
を
落
と
す
﹂
と
い
う
構
図
を
繰
り
返
し
描
き
︑
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
貞
婦
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
徐
氏
や
魏
氏
︑
楊
氏
と
の
対
比
が
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
る
︒
江
戸
後
期
に
水
滸

伝
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
曲
亭
馬
琴
の
﹃
傾
城
水
滸
伝
﹄︵
文
政
八
年
︵
一
八
二
五
︶
～
天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶︶
は
水
滸
伝
の
好
漢
た
ち
を

女
性
に
翻
案
し
た
作
品
で
︑
第
二
編
以
降
は
歌
川
国
安
が
挿
絵
を
手
掛
け
て
い
る
が
︑﹃
画
伝
﹄
が
女
性
を
多
く
取
り
上
げ
る
背
景
に
は
そ
の
影

響
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

⑤　

戦
争
場
面
の
描
き
方

﹃
演
義
﹄
に
は
戦
争
の
場
面
が
数
多
く
出
て
く
る
が
︑﹃
画
伝
﹄
は
多
く
の
戦
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
︒
し
か
し
︑
中
に
は
﹃
通
俗
﹄
そ
の

ま
ま
に
描
写
︑
或
い
は
﹃
通
俗
﹄
以
上
に
詳
細
に
描
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
曹
操
が
下
邳
に
て
呂
布
と
戦
っ
た
際
︵﹃
通
俗
﹄
巻
之

八
﹁
白
門
樓
曹
操
斬
呂
布
﹂︶︑
郭
嘉
と
荀
彧
の
計
略
に
よ
り
沂
水
と
泗
水
を
せ
き
止
め
︑
下
邳
城
を
水
責
め
に
す
る
場
面
が
あ
る
が
︑
計
略
の
実

行
に
関
し
て
﹃
通
俗
﹄
が
﹁
人
夫
一
萬
を
擇
ん
で
︑
沂
水
泗
水
の
流
を
引
き
︑
大
軍
を
皆
高
き
處
に
移
さ
し
む
﹂
と
し
か
書
い
て
い
な
い
の
に
対

し
︑﹃
画
伝
﹄
は
﹁
両
人
五
千
に
ん
の
に
ん
ぶ
を
引
て
川
か
み
に
い
た
り　

ち
う
や
を
わ
か
た
ず
大
い
し
を
山
よ
り
こ
ろ
が
し
お
と
し　

あ
る
ひ
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は
い
し
を
た
は
ら
に
つ
め　

ち
く
ぼ
く
を
き
り
た
ふ
し　

い
わ
を
ほ
り
お
こ
し
川
を
せ
き　

し
ろ
の
ほ
り
へ
の
こ
ら
ず
水
を
お
と
し
け
れ
ば
︵
両

人
五
千
人
の
人
夫
を
引
て
川
上
に
至
り　

昼
夜
を
わ
か
た
ず
大
石
を
山
よ
り
転
が
り
落
と
し　

或
ひ
は
石
を
俵
に
つ
め
竹
木
を
伐
り
た
ふ
し
岩
を

掘
り
起
こ
し　

川
を
塞
き
城
の
堀
へ
残
ら
ず
水
を
落
と
し
け
れ
ば
︶﹂︵
三
編
三
十
九
ウ
四
十
オ
︶
と
具
体
的
な
方
法
を
書
き
加
え
て
い
る
︒

他
に
も
︑﹃
通
俗
﹄
で
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
︑
武
器
や
兵
器
に
詳
細
な
説
明
を
加
え
た
り
︑
戦
の
場
面
に
お
い
て
具
体
的
な
兵

数
や
船
の
数
を
書
き
加
え
た
り
し
て
い
る
箇
所
も
多
い
︒﹃
画
伝
﹄
の
挿
絵
は
戦
争
の
場
面
を
よ
り
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
述
べ
た
が
︑
挿
絵
の
み
な
ら
ず
文
章
の
面
に
お
い
て
も
︑
戦
争
の
場
面
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
よ
う
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
︒

⑥　

物
語
自
体
の
改
変

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
画
伝
﹄
は
﹃
通
俗
﹄
に
様
々
な
脚
色
を
加
え
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
出
し
て
い
る
が
︑
人
物
像
や
戦
争
描

写
だ
け
で
は
な
く
︑
物
語
そ
の
も
の
に
大
き
く
手
を
加
え
て
い
る
箇
所
が
二
つ
あ
る
︒

一
つ
目
は
赤
壁
の
戦
い
に
お
い
て
︑
周
瑜
が
黄
蓋
に
曹
操
方
へ
偽
り
の
降
伏
を
さ
せ
る
場
面
で
︑﹃
通
俗
﹄︵
巻
之
十
九
﹁
黄
蓋
献
計
破
曹
操
﹂

﹁
闞
沢
詐
献
降
参
書
﹂︶
で
は
初
め
か
ら
偽
り
の
降
伏
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
画
伝
﹄︵
六
編
三
十
六
丁
ウ
三
十
七
丁
オ
︶
で

は
黄
蓋
が
周
瑜
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
計
略
で
あ
る
と
い
う
描
写
は
な
い
ま
ま
黄
蓋
は
曹
操
に
降
ろ
う
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
黄

蓋
の
代
わ
り
に
曹
操
へ
降
参
の
書
簡
を
持
っ
て
い
く
人
物
が
﹃
演
義
﹄
及
び
﹃
通
俗
﹄
に
登
場
す
る
闞
沢
で
は
な
く
︑
黄
蓋
の
弟
と
い
う
設
定
の

﹁
こ
う
へ
い
﹂
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
人
物
に
な
っ
て
い
る
︒
画
題
に
も
﹁
黄
蓋
兄
弟
反
心
曹
操
へ
内
應
の
書
を
贈
る
﹂
と
は
っ
き
り
と
﹁
黄
蓋
兄

弟
﹂
と
し
て
登
場
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
こ
こ
で
は
恰
も
黄
蓋
が
本
当
に
曹
操
に
降
伏
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
︒

新
し
く
創
ら
れ
た
人
物
は
﹁
こ
う
へ
い
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
と
う
い
つ
︵
東
逸（

（（
（

︶﹂
と
い
う
名
の
黄
蓋
の
家
来
も
登
場
す
る
︒
こ
の
人
物
は
黄

蓋
よ
り
柴
桑
に
残
っ
て
い
た
黄
蓋
の
妻
子
に
西
山
へ
隠
れ
る
よ
う
伝
え
る
役
割
を
与
え
ら
れ
る
︒﹃
画
伝
﹄
六
編
三
十
九
ウ
四
十
オ
に
は
黄
蓋
の

行
動
を
疑
っ
た
周
瑜
が
︑
魯
粛
に
東
逸
が
黄
蓋
の
書
簡
を
持
っ
て
柴
桑
の
城
下
に
至
っ
た
と
こ
ろ
を
捕
ら
え
さ
せ
︑
周
瑜
が
彼
を
尋
問
す
る
と
い
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う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
二
丁
に
も
わ
た
っ
て
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
ま
た
﹃
通
俗
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
設
定
だ
が
︑
周
瑜
の
も
と
に
縛
め
ら

れ
た
東
逸
の
存
在
を
知
っ
た
蔡
和
・
蔡
仲
が
黄
蓋
の
降
参
の
こ
と
を
曹
操
に
書
簡
で
報
告
し
︑
そ
こ
で
よ
う
や
く
曹
操
が
黄
蓋
の
書
簡
を
信
じ
︑

﹁
こ
う
へ
い
﹂
を
呉
の
陣
中
へ
送
り
返
す
︑
と
い
う
よ
う
に
自
然
な
形
で
辻
褄
を
合
わ
せ
て
い
る
︒
黄
蓋
が
己
の
妻
子
の
こ
と
を
気
に
掛
け
る
と

い
う
描
写
は
﹃
通
俗
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
そ
れ
以
前
に
曹
操
方
か
ら
降
参
し
て
き
た
蔡
和
・
蔡
仲
の
二
人
に
つ
い
て
周
瑜
が
﹁
妻
子
を
率
ゐ

來
ら
ざ
る
は
︑
是
詐
な
る
驗
な
り
﹂︵﹃
通
俗
﹄
巻
之
十
九
﹁
黄
蓋
献
計
破
曹
操
﹂︶
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
﹃
画
伝
﹄
は
意
識
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い（

（（
（

︒
黄
蓋
の
降
参
と
い
う
赤
壁
の
戦
い
に
お
い
て
重
要
な
場
面
を
詳
細
に
描
く
こ
と
で
︑
物
語
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
与
し
︑
ま
た
既
存
の

三
国
志
物
に
は
な
か
っ
た
演
出
で
読
者
に
新
鮮
な
印
象
を
与
え
よ
う
と
い
う
作
者
の
工
夫
が
表
れ
て
い
る
︒

な
お
︑
黄
蓋
の
降
参
が
周
瑜
と
の
計
略
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
は
︑﹃
画
伝
﹄
七
編
十
三
丁
オ
に
お
い
て
︑
諸
葛
亮
が
七
星
檀
に
て

祈
禱
し
た
後
の
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
は
一
貫
し
て
本
物
の
降
参
か
の
よ
う
に
描
い
て
お
り
︑
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
ど
ん
で
ん
返
し
の
効
果
を
齎
し

て
い
る
︒

次
に
物
語
に
大
き
く
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
魏
延
の
娘
魏
氏
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
︒﹃
通
俗
﹄
巻
之
二
十
一
﹁
黄
忠
魏
延
献

長
沙
﹂
で
︑
魏
延
は
主
君
の
長
沙
太
守
韓
玄
を
裏
切
っ
て
殺
し
︑
そ
の
ま
ま
関
羽
に
降
る
が
︑﹃
画
伝
﹄
で
は
そ
の
場
面
で
魏
延
の
息
子
魏
秀
と

娘
魏
氏
と
い
う
︑﹃
演
義
﹄﹃
通
俗
﹄
と
も
に
出
て
こ
な
い
独
自
の
人
物
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
︒
黄
忠
の
叛
心
を
疑
っ
た
韓
玄
が
黄
忠
を
処
刑
し

よ
う
と
し
︑
魏
延
が
黄
忠
を
助
け
る
と
こ
ろ
ま
で
は
﹃
通
俗
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
︑
魏
延
が
韓
玄
に
斬
っ
て
か
か
っ
た
際
︑﹁
そ
の
と
き
ぎ
ゑ
ん

の
子
に
ぎ
し
う
と
い
ふ
わ
か
も
の　

や
り
を
と
つ
て
か
ん
げ
ん
を
つ
き
こ
ろ
す
﹂︵﹃
画
伝
﹄
七
編
三
十
五
オ
︶
と
唐
突
に
魏
秀
が
登
場
す
る
︒

続
く
三
十
五
ウ
で
は
︑
魏
延
が
関
羽
に
降
参
し
た
後
︑
魏
氏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
魏
延
の
娘
魏
氏
は
韓
玄
に
嫁
い
だ
﹁
せ
い

し
つ
た
だ
し
く
心
た
け
き
も
の
﹂
で
あ
り
︑
韓
玄
が
自
分
の
父
と
弟
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
︑
夫
の
仇
と
は
い
え
父
を
殺
す
に
は
忍

び
な
か
っ
た
も
の
の
︑
弟
魏
秀
を
自
ら
矛
を
も
っ
て
突
き
殺
し
︑
ま
た
魏
氏
自
身
も
そ
の
直
後
に
矛
を
喉
に
突
き
通
し
て
自
害
し
て
い
る
︒
そ

の
行
為
に
対
し
て
﹃
画
伝
﹄
は
﹁
み
る
人
み
な
そ
の
ぎ
し
ん
を
か
ん
じ　

な
み
だ
を
な
が
さ
ぬ
は
な
し
﹂
と
人
々
か
ら
の
賛
美
を
書
き
︑
さ
ら

に
﹁
ぎ
ゑ
ん
も
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
か
ん
し
ん
し　

か
ん
げ
ん
の
む
く
ろ
と
と
も
に　

あ
つ
く
こ
れ
を
ほ
う
ふ
り
け
る
﹂
と
肯
定
的
に
描
い
て
い
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る
︒﹃
画
伝
﹄
で
こ
の
後
こ
の
場
面
に
触
れ
た
記
述
は
全
く
な
く
︑
魏
秀
も
魏
氏
も
こ
の
場
面
以
外
で
は
一
切
登
場
し
な
い
︒
た
だ
﹁
夫
の
仇
を

討
つ
女
性
﹂
を
描
く
た
め
だ
け
に
挿
入
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

草
双
紙
の
歴
史
の
中
で
︑
享
和
か
ら
文
化
初
年
︵
一
八
〇
一
～
一
八
〇
八
︶
に
か
け
て
︑
敵
討
物
の
黄
表
紙
が
流
行
し
た
が
︑
作
者
の
重
田
貞

一
が
敢
え
て
﹃
通
俗
﹄
に
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
創
作
し
︑
さ
ら
に
架
空
の
人
物
で
あ
る
魏
氏
を
巻
頭
の
人
物
紹
介
と
挿
絵
に
も
載
せ
る
な
ど
大

き
く
扱
っ
て
い
る
の
は
︑
や
は
り
読
者
が
敵
討
ち
の
物
語
を
好
ん
で
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
読
者
の
嗜
好
を
反
映
さ
せ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

さ
て
︑﹃
画
伝
﹄
は
以
上
の
よ
う
に
物
語
の
大
き
な
改
変
を
行
っ
て
い
る
が
︑
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
異
同
と
は
対
照
的
に
い
ず
れ
も
非
常

に
整
合
性
が
取
れ
て
い
る
︒
他
に
も
整
合
性
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
︑
蔡
瑁
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
蔡
瑁
は
荊
州
の
劉
表
の
下
に
い
た
人
物

で
︑﹃
通
俗
﹄
で
は
劉
表
の
跡
を
継
い
だ
劉
琮
に
付
き
従
い
曹
操
に
降
り
︑
そ
の
後
赤
壁
の
戦
い
に
お
い
て
張
允
と
共
に
水
軍
の
大
都
督
を
任
さ

れ
た
も
の
の
︑
周
瑜
の
計
略
に
騙
さ
れ
た
曹
操
に
よ
っ
て
二
人
と
も
処
刑
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹃
画
伝
﹄
で
は
曹
操
が
劉
琮
を
地
方
に
送
り
そ
の

途
中
で
謀
殺
し
た
際
︵﹃
通
俗
﹄
巻
之
十
六
﹁
玄
徳
敗
走
江
陵
﹂︶
に
︑
蔡
瑁
・
張
允
も
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︵
六
編
十
五
ウ
︶︒
な
ぜ
そ
の

場
面
で
死
な
せ
た
か
は
不
明
だ
が
︑
作
者
は
そ
こ
で
蔡
瑁
・
張
允
の
代
わ
り
に
﹁
さ
い
ゑ
い
・
て
う
へ
い
﹂
と
い
う
人
物
を
創
り
出
し
︑
そ
の
後

﹃
通
俗
﹄
で
蔡
瑁
・
張
允
と
な
っ
て
い
る
所
を
全
て
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
人
物
二
人
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
辻
褄
を
合
わ
せ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑

蔡
瑁
の
弟
で
あ
る
蔡
和
・
蔡
仲
が
偽
っ
て
呉
の
陣
に
降
る
場
面
︵﹃
通
俗
﹄
巻
之
十
九
﹁
黄
蓋
献
計
破
曹
操
﹂︶
で
︑
二
人
は
﹁
四
人
け
う
だ
い
の

う
ち
そ
う
り
や
う
さ
い
ぼ
う
は
さ
き
だ
つ
て
け
い
し
う
の
し
ろ
に
て
ほ
ろ
び　

二
な
ん
さ
い
ゑ
い
は　

此
せ
つ
つ
み
な
く
し
て
そ
う
ゝ
に
こ
ろ
さ

れ
た
り
︵
四
人
兄
弟
の
内
総
領
蔡
瑁
は
先
立
っ
て
荊
州
の
城
に
て
滅
び　

二
男
さ
い
ゑ
い
は
此
節
罪
無
く
し
て
曹
操
に
殺
さ
れ
た
り
︶﹂︵﹃
画
伝
﹄

六
編
三
十
六
オ
︶
と
述
べ
︑
四
人
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
作
者
の
整
合
性
を
図
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

湖
南
文
山
に
よ
る
日
本
初
の
﹃
演
義
﹄
の
完
訳
以
来
︑
そ
の
﹃
通
俗
﹄
を
基
に
し
て
絵
入
り
本
や
浄
瑠
璃
︑
歌
舞
伎
な
ど
︑
江
戸
時
代
の
人
々
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は
多
様
な
形
で
三
国
志
の
物
語
を
楽
し
ん
で
き
た
︒
そ
の
中
で
も
絵
入
り
本
は
︑
中
国
に
関
す
る
知
識
に
乏
し
い
大
衆
で
も
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
な

が
ら
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
︑
画
期
的
な
媒
体
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

そ
の
中
で
︑
本
稿
の
主
題
で
あ
る
﹃
画
伝
﹄
は
湖
南
文
山
訳
﹃
通
俗
﹄
を
基
に
し
て
は
い
る
が
︑
両
者
の
文
章
を
比
較
す
る
と
︑
作
者
に
よ
っ

て
大
き
く
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
︒
地
名
や
人
名
な
ど
の
細
か
い
部
分
は
作
者
の
ミ
ス
と
考
え
ら
れ
る
異
同
が

目
立
ち
︑
粗
雑
な
印
象
を
受
け
る
が
︑
物
語
の
構
成
を
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
し
た
り
︑
戦
争
場
面
を
具
体
的
に
わ
か
り
や
す
く
描
い
た
り
な

ど
︑
読
者
に
読
ま
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
独
自
の
女
性
の
描
き
方
や
﹃
通
俗
﹄
に
は
な
い
人
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
創
作
し
て
物
語

を
大
き
く
改
変
し
て
お
り
︑﹃
画
伝
﹄
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
﹁﹃
通
俗
﹄
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
﹂
と
い
う
よ
り
も
︑
近
代
に
お
け
る
吉
川
英
治
の

﹃
三
国
志
﹄
の
よ
う
な
翻
案
小
説
の
濫
觴
と
し
て
再
評
価
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
三
国
志
を
扱
っ
た
数

多
の
作
品
の
中
で
︑﹃
画
伝
﹄
が
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
な
く
明
治
に
至
っ
て
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
翻
案
小
説
と
し
て
の
﹃
画
伝
﹄
の
性
格
が

支
持
を
得
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
︑
三
国
志
の
受
容
史
の
中
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

﹃
通
俗
﹄
か
ら
派
生
し
た
そ
の
他
の
絵
入
り
本
と
の
比
較
や
︑﹃
水
滸
伝
﹄
な
ど
江
戸
時
代
に
人
気
を
博
し
た
他
の
白
話
小
説
と
の
比
較
︑
或
い

は
作
者
の
重
田
貞
一
に
よ
る
改
変
が
彼
自
身
の
独
創
な
の
か
︑
他
作
品
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
か
な
ど
︑
検
証
し
き
れ
な
か
っ
た
点
も
多
い
が
︑
江
戸
時

代
に
お
け
る
白
話
小
説
の
受
容
は
近
年
研
究
が
進
ん
で
き
て
い
る
分
野
で
も
あ
り
︑
本
稿
が
今
後
の
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

︻
使
用
底
本
︼

﹃
三
国
志
画
伝
﹄ 

慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
︵
刊
年
不
明
︶

 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
︵
文
政
十
三
～
天
保
六
年
刊
︶

﹃
通
俗
三
国
志
﹄ 

﹃
対
訳
中
国
歴
史
小
説
選
集　

李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
﹄︵
ゆ
ま
に
書
房
︑
一
九
八
四
︶
を
参
照
︒
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注（
（
） 
本
稿
に
お
い
て
﹁
絵
入
り
本
﹂
と
は
草
双
紙
及
び
絵
本
読
本
も
含
め
た
挿
絵
入
り
の
本
全
体
を
指
す
︒

（
（
） 

中
村
幸
彦
﹁
唐
話
の
流
行
と
白
話
文
学
書
の
輸
入
﹂︵
中
村
幸
彦
﹃
中
村
幸
彦
著
述
集　

第
七
巻
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
四
年
所
収
︶
参
照
︒﹃
羅
山

林
先
生
集
﹄
は
寛
文
二
年
︵
一
六
六
二
︶
に
林
羅
山
撰
︑
林
鵞
峯
編
で
刊
行
さ
れ
た
︒

（
（
） 

井
上
泰
山
﹁
日
本
人
と
﹃
三
国
志
演
義
﹄
─
江
戸
時
代
を
中
心
と
し
て
﹂︵﹃
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
﹄
二
九
号
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︑
二
三
頁
︶

参
照
︒
五
種
類
と
は
﹃
通
俗
演
義
三
国
志
﹄﹃
新
鋟
全
像
大
字
通
俗
演
義
三
国
志
伝
﹄︵
劉
龍
伝
本
︶﹃
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
﹄﹃
二
刻
英
雄
譜
﹄﹃
三

国
英
雄
志
伝
﹄︵
楊
美
生
本
︶
で
あ
る
︒

（
（
） 

た
だ
し
︑
部
分
訳
で
は
中
江
藤
樹
が
著
者
と
言
わ
れ
て
い
る
寛
文
二
年
︵
一
六
六
二
︶
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
為
人
鈔
﹄
の
方
が
早
く
︑﹃
通
俗
三
国
志
﹄

の
作
者
は
翻
訳
の
際
に
こ
の
﹃
為
人
鈔
﹄
を
参
照
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
徳
田
武
﹁
本
邦
最
初
の
﹃
三
国
演
義
﹄
の
翻
訳

─
﹃
為
人
鈔
﹄
に
就
い
て
─
﹂︵﹃
近
世
近
代
小
説
と
中
国
白
話
文
学
﹄
所
収
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
︶
参
照
︒

（
（
） 

翻
訳
者
の
﹁
湖
南
文
山
﹂
の
正
体
に
つ
い
て
︑
確
か
な
こ
と
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
︑
徳
田
武
氏
や
長
尾
直
茂
氏
が
詳
し
い
検
証
を
行
っ
て
い
る
︒
徳

田
武
﹁﹃
通
俗
三
国
志
﹄
の
訳
者
﹂︵
同
氏
著
﹃
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説
﹄
所
収
︑
青
裳
堂
書
店
︑
一
九
八
七
年
︶
及
び
長
尾
直
茂
﹁﹁
前
期
通
俗

物
﹂
小
考
─
﹃
通
俗
三
国
志
﹄﹃
通
俗
漢
楚
軍
談
﹄
を
め
ぐ
っ
て
─
﹂︵﹃
上
智
大
学
国
文
学
論
集
﹄
二
四
号
︑
一
九
九
一
年
一
月
︶
参
照
︒

（
（
） 

小
川
環
樹
﹁
文
山
譯
の
原
本
﹂︵﹃
中
国
小
説
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
︶
参
照
︒
ま
た
徳
田
武
氏
は
そ
れ
を
承
け
て
︑﹃
対
訳
中

国
歴
史
小
説
選
集
四
﹄︵
ゆ
ま
に
書
房
︑
一
九
八
四
年
︶
に
お
い
て
李
卓
吾
本
の
中
で
も
蓬
左
文
庫
所
蔵
の
﹃
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
﹄︵
呉
観
明
本
︶

を
﹃
通
俗
三
国
志
﹄
の
底
本
と
定
め
て
い
る
︵
第
六
巻
解
説
︑
二
〇
九
頁
～
二
一
〇
頁
参
照
︶︒
た
だ
し
長
尾
直
茂
氏
は
同
じ
李
卓
吾
本
で
も
宮
内
庁

書
陵
部
所
蔵
の
所
謂
緑
䕃
堂
本
を
底
本
と
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
︵
同
氏
﹁﹃
通
俗
三
国
志
﹄
述
作
に
関
す
る
二
︑
三
の
問
題
﹂︵﹃
上
智
大
学
国
文

学
論
集
﹄
二
六
号
︑
一
九
九
三
年
一
月
︶
参
照
︶︒
こ
こ
で
は
呉
観
明
本
と
し
て
論
じ
る
︒

（
（
） 

注
六
前
掲
徳
田
氏
﹃
対
訳
中
国
歴
史
小
説
選
集
四
﹄
第
六
巻
解
説
︑
二
一
一
頁

（
（
） 

長
尾
直
茂
﹁
江
戸
時
代
元
禄
期
に
お
け
る
﹃
三
国
志
演
義
﹄
翻
訳
の
一
様
相
─
﹃
通
俗
三
国
志
﹄
の
俗
語
翻
訳
を
中
心
と
し
て
─
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄

京
都
帝
国
大
学
国
文
学
会
編
︑
六
六
号
︑
一
九
九
七
年
八
月
︶
三
九
頁

（
（
） 

田
中
尚
子
﹁﹃
通
俗
三
国
志
﹄
試
論
―
軍
記
の
表
現
の
援
用
と
そ
の
指
向
性
﹂︵﹃
三
国
志
享
受
史
論
考
﹄
所
収
︑
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶
参
照
︒

（
（0
） 

三
国
志
物
の
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
は
鳥
居
フ
ミ
子
﹁
中
国
的
素
材
の
日
本
演
劇
化
─
﹃
三
国
志
演
義
﹄
と
浄
瑠
璃
﹂︵﹃
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
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所
紀
要
﹄
五
九
号
︑
一
九
九
八
年
︶
に
詳
し
い
︒

（
（（
） 
﹁
様
々
な
絵
入
り
本
﹂
に
つ
い
て
は
上
田
望
﹁
日
本
に
お
け
る
﹃
三
国
演
義
﹄
の
受
容
︵
前
篇
︶
翻
訳
と
挿
図
を
中
心
に
﹂︵﹃
金
沢
大
学
中
国
語
学
中

国
文
学
教
室
紀
要
﹄
九
号
︑
二
〇
〇
六
年
三
月
︶
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
名
及
び
詳
細
な
解
説
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 
金
文
京
氏
私
蔵
の
嘉
永
年
間
に
再
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹃
画
伝
﹄
に
は
続
編
と
な
る
﹁
廿
一
編
﹂︵
嘉
永
七
年
甲
寅
ノ
春
新
板
︑﹁
廿
一
﹂
と
あ
る

が
︑
一
編
の
上
下
そ
れ
ぞ
れ
を
数
え
て
い
る
た
め
実
際
に
は
十
編
の
続
き
で
あ
る
︶
が
あ
る
が
︑
後
世
の
偽
作
の
可
能
性
も
あ
る
︒

（
（（
） 

﹃
画
伝
﹄
の
ペ
ー
ジ
数
自
体
は
各
編
四
十
丁
の
計
四
百
丁
で
あ
る
が
︑
五
丁
一
冊
の
草
双
紙
を
合
冊
し
た
合
巻
形
式
で
あ
る
た
め
︑
各
冊
の
最
初
と
最

後
の
挿
絵
は
半
丁
で
独
立
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
分
け
て
数
え
た
場
合
︑
四
百
八
十
八
種
の
挿
絵
が
描
か
れ
て
い
る
︒
な
お
︑﹃
画
伝
﹄
以
前
で
最
も

挿
絵
の
数
の
多
い
絵
入
り
本
は
﹃
絵
本
三
国
志
﹄︵
都
賀
大
陸
作
︑
桂
宗
信
画
︑
天
明
八
年
︵
一
七
八
八
︶
刊
行
︑
全
十
巻
︶
だ
が
︑
そ
れ
で
も
百
四

十
九
種
に
留
ま
る
︒

（
（（
） 

﹃
画
伝
﹄
の
挿
絵
に
つ
い
て
は
梁
蘊
嫻
﹁﹃
三
国
志
画
伝
﹄
に
お
け
る
﹃
通
俗
三
国
志
﹄
の
理
解
―
挿
絵
を
手
掛
か
り
と
し
て
︵
研
究
発
表
︶﹂︵﹃
国

際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
﹄
三
〇
号
︑
二
〇
〇
七
年
三
月
︶
で
既
に
様
々
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

以
下
︑﹃
画
伝
﹄
の
翻
刻
は
筆
者
に
よ
る
も
の
︒
適
宜
語
と
語
の
間
に
空
白
を
入
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
文
意
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
は
括
弧
内
に
漢

字
を
用
い
て
表
記
を
改
め
た
も
の
を
附
す
︒

（
（（
） 

李
卓
吾
本
﹃
演
義
﹄
で
は
﹁
曹
操
興
兵
下
江
南
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹃
通
俗
﹄
の
表
記
に
従
っ
た
︒

（
（（
） 

姜
叙
の
母
は
楊
阜
の
姑
︵
父
親
の
姉
妹
︶
で
あ
る
︒
た
だ
し
﹁
楊
氏
﹂
は
そ
の
直
後
に
出
て
く
る
馬
超
の
妻
の
名
前
で
も
あ
り
︑
そ
れ
と
混
同
し
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
︒

（
（（
） 

渡
辺
義
浩
・
仙
石
知
子
﹃﹁
三
国
志
﹂
の
女
性
た
ち
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
六
五
頁

（
（（
） 

心
の
汚
れ
た
女
︵﹃
大
漢
和
辞
典
﹄︶

（
（0
） 

本
文
で
は
ひ
ら
が
な
で
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
画
題
で
は
﹁
東
逸
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

た
だ
し
﹃
画
伝
﹄
で
は
周
瑜
の
こ
の
台
詞
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

︻
付
記
︼
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
平
成
二
九
年
度
慶
應
義
塾
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
る
補
助
を
受
け
た
︒
こ
こ
に
記
し
て

感
謝
す
る
︒


