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現
代
日
本
の「
三
国
志
」受
容
に
お
け
る「
合
理
性
」と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
再
構
築
に
つい
て

─
吉
川
英
治
・
柴
田
錬
三
郎
・
陳
舜
臣
・
三
好
徹
・
北
方
謙
三
・
宮
城
谷
昌
光
の
描
く
陳
宮
像
─吉

永
　
壮
介

一
、
序
言

中
国
古
典
文
芸
の
領
域
を
超
え
て
︑
現
代
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
も
﹁
三
国
志
﹂
は
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
の
巨
大
コ
ン
テ
ン
ツ
を

形
成
し
て
い
る
︒
間
断
無
き
受
容
と
再
生
産
に
は
︑
各
分
野
の
制
作
者
に
固
有
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
︑
あ
る
い
は
共
通
す
る
事
情
が
存
す
る
で
あ

ろ
う
︒
そ
の
膨
大
な
全
貌
を
網
羅
的
に
把
握
し
続
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
現
代
日
本
の
長
編
小
説
を
対
象
と
し
て
︑﹁
三
国
志
﹂

の
物
語
が
再
生
産
さ
れ
続
け
る
要
因
の
一
端
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

小
説
作
品
を
論
じ
る
に
あ
た
り
︑
主
題
︑
プ
ロ
ッ
ト
︑
文
体
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
︑
史
実
と
虚
構
︑
古
典
性
と
現
代
性
︑
作
家
論
等
︑
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
諸
相
は
異
な
る
︒
本
稿
で
は
︑
サ
ブ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
陳
宮
と
い
う
人
物
に
着
目
す
る
︒

﹃
三
国
志
演
義
﹄
に
お
け
る
陳
宮
像
は
︑
大
枠
に
お
い
て
正
史
﹃
三
国
志
﹄
と
も
一
致
す
る
︒
忠
誠
心
と
知
謀
を
有
し
な
が
ら
︑
な
に
ゆ
え
曹
操

か
ら
離
反
し
て
呂
布
を
主
君
に
選
び
︑
最
後
は
傲
然
と
死
途
に
就
い
た
の
か
︒
陳
宮
の
生
き
様
の
不
整
合
性
は
︑
膨
大
な
登
場
人
物
群
の
な
か
で

異
色
で
あ
り
︑
古
来
多
く
の
読
者
の
感
興
を
誘
い
︑
ま
た
不
審
の
念
も
抱
か
せ
て
き
た
︒



─ 80─ （177）

陸
続
と
新
た
な
作
品
が
市
場
に
問
わ
れ
る
に
は
︑
先
行
作
品
と
の
差
異
化
が
そ
の
前
提
と
な
ろ
う
︒
以
下
︑
吉
川
英
治
︑
柴
田
錬
三
郎
︑
陳
舜

臣
︑
三
好
徹
︑
北
方
謙
三
︑
宮
城
谷
昌
光
の
諸
作
家
が
﹁
三
国
志
﹂
の
長
編
小
説
を
リ
ラ
イ
ト
す
る
に
あ
た
り
︑
先
行
作
品
の
陳
宮
像
に
感
じ
た

で
あ
ろ
う
違
和
感
︑
換
言
す
れ
ば
︑
陳
宮
像
を
支
え
る
合
理
性
の
陥
穽
へ
の
疑
念
が
︑
新
た
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
造
形
の
動
機
を
な
し
た
で
あ
ろ
う

点
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

二
、
正
史
『
三
国
志
』、『
三
国
志
演
義
』
に
見
え
る
陳
宮
像

ま
ず
陳
寿
の
正
史
﹃
三
国
志
﹄︵
以
下
﹃
三
国
志
﹄
と
記
す
︶
の
陳
宮
の
事
績
を
概
観
し
た
う
え
で
︑﹃
三
国
志
演
義
﹄︵
以
下
﹃
演
義
﹄
と
略

し
︑
特
に
明
記
し
な
い
場
合
は
毛
宗
崗
本
を
指
す
︶
の
陳
宮
像
と
照
合
す
る
︒

　
﹃
三
国
志
﹄
に
は
陳
宮
は
立
伝
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
武
帝
紀
︑
呂
布
伝
︑
荀
彧
伝
︑
程
昱
伝
等
の
記
載
を
紡
ぎ
あ
わ
せ
て
事
績
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
︒﹃
三
国
志
﹄
武
帝
紀
・
裴
松
之
注
引
﹃
世
語
﹄
に
は
︑
兗
州
刺
史
・
劉
岱
の
戦
死
を
受
け
て
︑
陳
宮
が
曹
操
に
兗
州
を
支
配
下
に
お
さ

め
る
よ
う
進
言
し
た
旨
︑
ま
た
陳
宮
が
兗
州
の
別
駕
や
治
中
を
説
得
し
て
鮑
信
ら
の
賛
同
を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

（
（

︒
こ
の
間
の
動
向
に
つ

い
て
︑
渡
邉
義
浩
氏
は
﹁
曹
操
の
兗
州
支
配
は
︑
兗
州
の
﹁
名
士
﹂
で
あ
る
陳
宮
及
び
鮑
信
の
規
制
力
に
依
拠
し
て
い
た
﹂
と
指
摘
す
る（

（
（

︒
劉
岱

が
戦
死
し
た
初
平
三
年
︵
一
九
二
年
︶
の
時
点
で
は
︑
陳
宮
は
曹
操
を
高
く
評
価
し
︑
曹
操
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
兗
州
の
利
益
と
も
一
致
す
る

と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
徐
州
侵
攻
と
民
衆
虐
殺
の
争
乱
を
経
て
︑
曹
操
は
兗
州
の
名
士
の
支
持
を
失
っ
た
︒
こ
と
に
兗
州
の

名
士
・
辺
譲
を
殺
害
し
た
こ
と
が
引
き
金
と
な
り
︑
興
平
元
年
︵
一
九
四
年
︶︑
陳
宮
は
張
邈
と
と
も
に
曹
操
に
叛
旗
を
翻
し
︑
呼
応
し
た
呂
布

と
合
力
し
て
兗
州
を
席
巻
し
た
︒﹃
三
国
志
﹄
に
は
︑
兗
州
の
名
士
と
し
て
の
影
響
力
を
以
て
群
雄
の
間
を
立
ち
回
る
陳
宮
の
姿
が
描
出
さ
れ
て

い
る（

（
（

︒
建
安
元
年
︵
一
九
六
年
︶︑
郝
萌
が
呂
布
に
反
乱
を
起
こ
し
た
際
に
は
︑
陳
宮
も
そ
の
一
味
で
あ
る
と
疑
わ
れ
た
が
︑
し
か
し
陳
宮
が
大

将
の
身
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
不
問
に
さ
れ
た
こ
と
が
﹃
三
国
志
﹄
呂
布
伝
・
裴
松
之
注
引
﹃
英
雄
記
﹄
見
え
る（

（
（

︒
そ
の
後
︑
袁
術
︑
劉
備
︑
曹
操

と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
果
て
に
呂
布
は
滅
ぼ
さ
れ
︑
曹
操
に
捕
わ
れ
た
陳
宮
は
降
伏
よ
り
も
死
を
選
ん
だ
︒

次
い
で
︑﹃
演
義
﹄
に
お
け
る
陳
宮
像
を
た
ど
る
︒
陳
宮
が
﹃
演
義
﹄
に
初
登
場
す
る
の
は
第
四
回
﹁
廢
漢
帝
陳
留
踐
位 

謀
董
賊
孟
德
獻
刀
﹂
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で
あ
る（

（
（

︒
董
卓
暗
殺
に
失
敗
し
た
曹
操
は
中
牟
県
で
捕
え
ら
れ
る
が
︑
県
令
・
陳
宮
は
曹
操
の
漢
王
朝
へ
の
忠
義
の
志
に
感
動
し
︑
曹
操
を
都

に
送
還
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
︑
大
事
を
な
す
べ
く
行
動
を
共
に
す
る
︒
呂
伯
奢
一
家
を
皆
殺
し
に
し
た
う
え
に
︑﹁
私
が
天
下
の
人
に
背
こ
う
と

も
︑
天
下
の
人
が
私
に
背
く
よ
う
な
こ
と
は
さ
せ
ぬ（

（
（

︒﹂
と
言
い
放
つ
曹
操
を
見
て
︑
陳
宮
は
曹
操
を
殺
害
す
べ
き
か
迷
う
が
︑﹁
私
は
国
の
た
め

に
彼
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か
ら
︑
彼
を
殺
す
こ
と
は
義
に
悖
る
︒
彼
を
見
棄
て
て
よ
そ
へ
行
っ
た
方
が
よ
い（

（
（

︒﹂
と
考
え
を
変
え
︑
そ

の
場
を
離
れ
て
立
ち
去
っ
た
︵﹃
演
義
﹄
第
五
回
︶︒

後
に
︑
曹
操
が
父
・
曹
嵩
の
仇
討
ち
の
た
め
徐
州
に
侵
攻
し
た
際
︑
東
郡
の
従
事
で
あ
っ
た
陳
宮
は
曹
操
の
も
と
を
訪
れ
て
民
衆
を
虐
殺
せ
ぬ

よ
う
諫
め
る
︒
し
か
し
曹
操
に
︑﹁
貴
公
は
昔
︑
私
を
見
棄
て
て
去
っ
た
で
は
な
い
か
︒
い
ま
さ
ら
何
の
面
目
が
あ
っ
て
︑
ま
た
や
っ
て
来
て
見ま

み

え
る
の
か（

（
（

﹂
と
取
り
合
っ
て
も
ら
え
ぬ
と
︑
陳
宮
は
陶
謙
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
と
し
て
張
邈
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
︒
後
に
︑
陳
宮
は
張
邈
と

呂
布
を
扇
動
し
て
曹
操
に
叛
旗
を
翻
さ
せ
て
兗
州
を
攻
め
︑
一
時
は
大
い
に
曹
操
を
追
い
詰
め
る
が
︑
曹
操
に
敗
れ
る
と
劉
備
を
頼
っ
て
落
ち
延

び
る
︒
や
が
て
劉
備
か
ら
徐
州
を
奪
い
取
る
が
︑
陳
宮
の
策
を
用
い
ぬ
呂
布
は
曹
操
と
の
戦
い
に
敗
れ
て
︑
陳
宮
ら
と
と
も
に
捕
縛
さ
れ
る
︒
曹

操
に
見
苦
し
く
命
乞
い
を
す
る
呂
布
を
尻
目
に
︑
陳
宮
は
残
さ
れ
る
老
母
と
妻
子
の
行
く
末
を
曹
操
に
託
し
て
︑
自
ら
は
潔
く
死
を
選
ん
だ
︵﹃
演

義
﹄
第
十
回
~
第
十
九
回
︶︒
助
け
て
く
れ
た
劉
備
か
ら
徐
州
を
奪
う
よ
う
呂
布
に
勧
め
︑
最
終
的
に
呂
布
と
と
も
に
死
途
に
就
く
展
開
は
︑﹃
三

国
志
平
話
﹄
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒
但
し
﹃
三
国
志
平
話
﹄
で
は
︑
陳
宮
が
︑
自
分
の
息
子
を
生
か
し
て
お
け
ば
後
の
禍
の
種
と
な
る
の
で
︑
母

と
妻
だ
け
は
救
っ
て
欲
し
い
と
申
し
出
て
︑
曹
操
は
そ
の
言
葉
通
り
に
陳
宮
と
息
子
は
殺
し
た
と
す
る
︒﹃
三
国
志
平
話
﹄
が
陳
宮
の
息
子
も
殺

さ
れ
た
と
す
る
意
図
は
不
明
瞭
で
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
﹃
三
国
志
﹄
呂
布
伝
に
︑
曹
操
が
陳
宮
に
対
し
て
︑
老
母
と
娘
は
生
か
し
て
お
い
て
や
り

た
い
か
と
尋
ね
る
場
面
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
男
児
は
斬
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い（

（
（

︒ 

　
﹃
演
義
﹄
の
陳
宮
像
を
﹃
三
国
志
﹄
と
照
合
す
る
と
︑
曹
操
と
の
出
会
い
の
場
面
に
お
い
て
す
で
に
虚
構
が
施
さ
れ
て
い
る
︒﹃
三
国
志
﹄
武
帝

紀
は
︑
董
卓
は
曹
操
を
驍
騎
校
尉
に
命
じ
て
と
も
に
事
を
謀
ろ
う
と
し
た
が
︑
曹
操
は
姓
名
を
変
え
て
間
道
で
東
の
郷
里
へ
と
逃
走
す
る
途
中
︑

中
牟
県
を
過
ぎ
る
と
き
に
亭
長
に
疑
わ
れ
︑
捕
え
ら
れ
た
と
記
す
︒
そ
こ
に
は
﹃
演
義
﹄
に
見
え
る
董
卓
暗
殺
失
敗
の
記
載
は
無
い
︒
但
し
︑

﹁
中
牟
県
を
過
ぎ
る
と
き
に
亭
長
に
疑
わ
れ
︑
捕
え
ら
れ
て
県
に
連
行
さ
れ
た
が
︑
街
に
曹
操
の
こ
と
を
知
る
者
が
い
て
︑
頼
み
込
ん
で
く
れ
た
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お
か
げ
で
釈
放
さ
れ
た（
（1
（

︒﹂
と
見
え
︑
裴
松
之
注
引
﹃
世
語
﹄
に
︑﹁
中
牟
県
の
功
曹
が
逃
亡
中
の
曹
操
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
が
︑
世
の
中
が

乱
れ
て
お
り
︑
天
下
の
俊
英
を
捕
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
︑
県
令
に
進
言
し
て
曹
操
を
釈
放
さ
せ
た（
（（
（

︒﹂
と
見
え
る
︒
こ
の
功
曹
︑
あ

る
い
は
県
令
が
︑﹃
演
義
﹄
の
こ
の
場
面
に
登
場
す
る
陳
宮
の
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
︒
但
し
︑
石
井
仁
氏
が
﹁
功
曹
以
下
︑
県
の
役
人
に
は
現
地
人

が
あ
て
ら
れ
る
の
で
︑
陳
宮
の
可
能
性
は
絶
対
に
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
陳
宮
は
﹁
東
郡
の
人
﹂
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ（
（1
（

︒﹂
と
指
摘
し
て
お

り
︑
中
牟
県
で
の
曹
操
と
陳
宮
と
の
顚
末
は
︑﹃
演
義
﹄
が
後
の
曹
操
と
の
確
執
へ
の
伏
線
と
し
て
配
置
し
た
虚
構
で
あ
る
︒
ま
た
呂
伯
奢
一
家

殺
害
に
つ
い
て
は
︑
武
帝
紀
・
裴
松
之
注
引
﹃
魏
書
﹄﹃
世
語
﹄﹃
雑
記
﹄
に
見
え
︑
そ
の
う
ち
の
﹃
魏
書
﹄
に
は
数
騎
の
供
を
引
き
連
れ
て
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
や
は
り
陳
宮
の
名
は
見
え
な
い
︒

　
﹃
三
国
志
﹄
呂
布
伝
・
裴
松
之
注
引
魚
氏
﹃
典
略
﹄
は
︑
陳
宮
を
剛
直
で
壮
烈
な
気
質
で
あ
る
と
評
し
て
い
る（
（1
（

︒
し
か
し
︑﹃
三
国
志
﹄
の
陳
宮

の
事
績
を
見
る
に
︑
彼
の
名
声
の
基
盤
は
兗
州
に
由
来
し
︑
兗
州
に
お
け
る
利
害
関
係
の
た
だ
中
に
身
を
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
故
に
︑
結

果
と
し
て
激
動
す
る
時
勢
を
遠
望
す
る
定
見
に
乏
し
く
右
往
左
往
す
る
振
る
舞
い
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
曹
操
の
能
力
を
評
価
し
な
が

ら
も
す
ぐ
に
離
反
し
︑
主
君
と
し
て
は
曹
操
に
劣
る
と
思
わ
れ
る
呂
布
を
担
ぎ
上
げ
︑
そ
の
呂
布
を
も
裏
切
る
計
画
に
加
担
し
た
節
が
あ
り
︑
し

か
し
最
後
に
は
潔
く
死
途
に
つ
い
た
︒
陳
宮
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
見
定
め
る
こ
と
を
難
し
く
さ
せ
る
要
素
は
︑
こ
う
し
た
混
乱
し

た
事
績
を
断
片
的
に
伝
え
る
﹃
三
国
志
﹄
に
す
で
に
起
因
し
て
い
る
︒

　
﹃
三
国
志
﹄﹃
演
義
﹄
の
い
ず
れ
で
も
︑
呂
布
は
裏
切
り
を
重
ね
る
無
思
慮
・
無
節
操
な
武
将
と
い
う
造
形
で
あ
る（
（1
（

︒
そ
の
呂
布
に
仕
え
た
と
い

う
選
択
は
︑
大
義
と
い
う
思
想
面
︑
策
士
と
い
う
能
力
面
の
い
ず
れ
か
ら
言
っ
て
も
﹃
演
義
﹄
の
陳
宮
の
人
物
像
と
乖
離
す
る
︒﹃
演
義
﹄
で
陳

宮
が
曹
操
を
見
限
る
場
面
に
︑
毛
宗
崗
は
﹁
陳
宮
が
曹
操
に
随
わ
な
か
っ
た
の
は
︑
人
を
見
る
目
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
後
に
呂
布
に
従
う
こ
と
に
な
る
と
は
︑
ま
だ
人
を
見
る
目
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹂
と
い
う
評
を
差
し
挟
ん
で
い
る（
（1
（

︒
こ
の

毛
宗
崗
評
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
︑
出
処
進
退
の
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
生
じ
る
陳
宮
の
人
物
形
象
の
不
安
定
さ
は
︑
少
な
か
ら
ぬ
読
者
に
不
審

の
念
を
生
じ
さ
せ
︑
そ
の
生
の
軌
跡
に
歪
つ
な
関
心
を
寄
せ
さ
せ
る
で
ろ
あ
う（
（1
（

︒

史
実
︑
そ
し
て
物
語
上
の
陳
宮
の
人
生
の
不
合
理
性
と
い
う
点
に
着
目
し
て
︑
以
下
︑
現
代
日
本
の
長
編
小
説
に
お
け
る
陳
宮
像
の
受
容
と
再
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構
築
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

三
、
現
代
日
本
の
長
編
小
説
に
お
け
る
陳
宮
像

（
一
）
吉
川
英
治
『
三
国
志
』
の
陳
宮
像

現
代
日
本
の
﹁
三
国
志
﹂
受
容
に
お
い
て
︑
吉
川
英
治
︵
一
八
九
二
~
一
九
六
二
︶
の
長
編
小
説
﹃
三
国
志
﹄
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
︒
吉
川
﹃
三
国
志
﹄
が
創
作
に
あ
た
っ
て
底
本
と
し
た
の
が
︑
毛
宗
崗
本
﹃
演
義
﹄
で
は
な
く
︑
江
戸
時
代
以
来
日
本
で
の

﹁
三
国
志
﹂
受
容
の
主
流
で
あ
っ
た
李
卓
吾
本
﹃
演
義
﹄
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が（

（1
（

︑
陳
宮
の
人
物
像
に
つ
い
て

は
李
卓
吾
本
と
毛
宗
崗
本
に
大
き
な
差
違
は
無
い
た
め
︑
本
稿
で
は
毛
宗
崗
本
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
る
︒

吉
川
﹃
三
国
志
﹄
で
陳
宮
が
登
場
す
る
の
は
︑
中
牟
県
で
曹
操
が
捕
え
ら
れ
た
く
だ
り
で
あ
り
︑
呂
伯
奢
一
家
殺
害
の
顚
末
と
あ
わ
せ
て
﹃
演

義
﹄
を
踏
襲
し
て
い
る
︵﹁
偽
忠
狼
心
﹂︶︒
但
し
︑
吉
川
﹃
三
国
志
﹄
で
は
︑
陳
宮
は
逃
亡
の
途
中
で
曹
操
を
見
捨
て
ず
︑
曹
操
の
郷
里
に
と
も

に
落
ち
延
び
︑
打
倒
董
卓
の
檄
文
を
し
た
た
め
︑﹁
彼
は
︑
心
の
底
か
ら
国
を
憂
え
て
い
る
真
の
志
士
で
あ
る
︒
そ
の
文
は
︑
読
む
者
を
し
て
奮

起
せ
し
め
ず
に
お
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
︵﹁
競
う
南
風
﹂︶︒ 

呂
伯
奢
一
家
殺
害
の
直
後
に
︑﹁
曹
操
に
は
︑
曹
操
の
人
生

観
が
あ
り
︑
陳
宮
に
は
ま
た
︑
陳
宮
の
道
徳
観
が
あ
る
︒
そ
れ
は
違
う
も
の
で
あ
っ
た
︒﹂
と
い
う
一
節
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑

吉
川
が
陳
宮
を
﹁
志
士
﹂
と
し
て
評
価
し
︑
人
格
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
曹
操
と
対
比
的
に
人
物
像
を
造
形
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
窺
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
陳
宮
の
登
場
は
こ
の
場
面
以
降
し
ば
し
途
絶
え
︑
次
に
姿
を
見
せ
る
の
は
曹
操
の
徐
州
侵
攻
の
虐
殺
を
諫
め
る
場
面
で
あ
る
︒
そ
こ

で
は
﹁
陳
宮
は
︑
か
つ
て
曹
操
が
都
か
ら
落
ち
て
来
る
途
中
︑
共
に
心
肚
を
吐
い
て
︑
将
来
を
盟
い
合
っ
た
が
︑
や
が
て
曹
操
の
性
行
を
知
っ

て
︑︵
こ
の
人
は
︑
王
道
に
拠
っ
て
︑
真
に
国
を
憂
う
る
英
雄
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
国
乱
を
し
て
︑
い
よ
い
よ
禍
乱
へ
追
い
込
む
覇
道
の
姦
雄
だ
︶

と
怖
れ
を
な
し
て
︑
途
中
の
旅
籠
か
ら
彼
を
見
限
り
︑
彼
を
捨
て
て
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
旧
知
で
あ
っ
た
︒﹂
と
リ
マ
イ
ン
ド
さ
れ
る

︵﹁
秋
雨
の
頃
﹂︶︒
曹
操
の
故
郷
ま
で
落
ち
延
び
て
檄
文
を
書
い
た
く
だ
り
と
明
ら
か
に
齟
齬
を
来
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
を
吉
川
が
設
定
ミ
ス
と
し

て
自
覚
し
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
︒
お
そ
ら
く
吉
川
は
当
初
陳
宮
に
﹃
演
義
﹄
と
は
異
な
る
趣
向
の
役
回
り
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
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で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
意
図
を
果
た
せ
ず
し
て
︑﹃
演
義
﹄
の
既
定
路
線
を
踏
襲
す
る
形
で
陳
宮
を
物
語
に
回
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

（1
（

︒

呂
布
の
謀
士
と
な
っ
た
陳
宮
は
で
あ
る
が
︑﹁
む
ず
か
し
や
の
陳
宮
﹂︵﹁
花
嫁
﹂︶︑﹁
陳
宮
は
近
頃
︑
自
分
の
言
が
事
ご
と
に
容
れ
ら
れ
な
い
の

で
︑
お
れ
に
す
ね
て
い
る
ふ
う
が
あ
っ
た
﹂︑﹁
悲
し
い
哉
︑
わ
が
主
君
は
︑
死
な
な
け
れ
ば
目
の
醒
め
な
い
お
人
だ
﹂︵﹁
奇
計
﹂︶
と
い
っ
た
具

合
に
︑
君
臣
の
信
頼
関
係
に
間
隙
が
生
じ
て
く
る
様
子
が
差
し
挟
ま
れ
つ
つ
︑
曹
操
に
捕
縛
さ
れ
て
最
期
を
迎
え
る
場
面
で
は
︑
陳
宮
の
相
反
す

る
二
つ
の
思
い
が
描
出
さ
れ
る
︒
一
つ
は
︑﹁
運
命
は
皮
肉
を
極
む
︒
時
の
経
過
に
従
っ
て
起
る
そ
の
皮
肉
な
結
果
を
︑
俳
優
自
身
も
知
ら
ず
に

演
じ
て
い
る
の
が
︑
人
生
の
舞
台
で
あ
る
︒︵
略
︶︵
─
も
し
︑
曹
操
を
︑
そ
の
む
か
し
中
牟
の
関
門
で
助
け
な
ど
し
な
か
っ
た
ら
︑
今
日
の
俺

も
︑
こ
ん
な
運
命
に
は
な
る
ま
い
に
︶
と
︑
そ
の
眼
は
︑
過
去
の
悔
み
と
恨
み
を
︑
あ
り
あ
り
と
語
っ
て
い
た
︒﹂
と
い
う
一
節
で
あ
り
︑
陳
宮

が
自
分
の
選
択
し
た
人
生
の
帰
結
に
つ
い
て
釈
然
と
し
な
い
内
面
が
浮
か
び
上
が
る
︒
も
う
一
つ
は
そ
の
直
後
︑
曹
操
か
ら
﹁
予
を
︑
不
義
の
人

物
と
い
い
な
が
ら
︑
し
か
ら
ば
な
ぜ
︑
呂
布
の
よ
う
な
︑
暴
逆
の
臣
を
扶
け
て
︑
そ
の
禄
を
喰
ん
で
き
た
か
﹂
と
罵
ら
れ
る
と
︑﹁
い
か
に
も
呂

布
は
暗
愚
で
粗
暴
の
大
将
に
ち
が
い
な
い
︒
し
か
し
彼
に
は
汝
よ
り
も
多
分
に
善
性
が
あ
る
︒
正
直
さ
が
あ
る
︒
す
く
な
く
も
︑
汝
の
ご
と
く
︑

酷
薄
で
詐い

つ
言わ

り
が
多
く
︑
自
己
の
才
謀
に
慢
じ
て
︑
遂
に
は
︑
上
を
も
犯
す
よ
う
な
奸
雄
で
は
絶
対
に
な
い
﹂
と
傲
然
と
言
い
放
つ
く
だ
り
で
あ
る

︵﹁
白
門
楼
始
末
﹂︶︒
後
者
の
セ
リ
フ
は
﹃
演
義
﹄
第
十
九
回
に
も
同
様
の
内
容
が
見
え
る
︒
咀
嚼
し
き
れ
な
い
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
想
い
は
︑
吉

川
自
身
に
と
っ
て
も
未
解
決
の
問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
吉
川
が
そ
の
矛
盾
を
当
初
か
ら
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
︑
あ
る
い
は
執
筆
の
過
程
に

お
い
て
︑
陳
宮
の
人
物
像
を
煮
詰
め
き
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
の
結
末
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
論
断
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
曹
操
の
も
と
を
離
れ

た
場
面
に
お
け
る
設
定
ミ
ス
と
も
思
わ
れ
る
展
開
に
鑑
み
る
と
︑
吉
川
も
自
ら
が
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
陳
宮
像
を
消
化
し
き
れ
ぬ
ま
ま
物
語
か

ら
退
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
未
解
決
の
構
想
は
︑
陳
宮
斬
首
の
場
面
に
抒
情
と
な
っ
て
表
出
さ
れ
る
︒﹁
曹

操
は
︑
階
上
の
廊
に
立
ち
上
が
っ
て
︑
し
き
り
と
涙
を
流
し
て
い
た
︒︵
略
︶
陳
宮
は
︑
死
の
莚
に
す
わ
っ
て
︑
黙
然
と
首
を
の
べ
て
い
た
が
︑

ふ
と
︑
薄
曇
り
の
空
を
啼
き
渡
る
二
︑
三
羽
の
鴻
の
影
に
面
を
あ
げ
て
︑
静
か
に
︑
刑
吏
の
戟
を
振
り
向
き
︑﹁
も
う
︑
よ
ろ
し
い
か
﹂
と
︑
あ

べ
こ
べ
に
促
し
た
︒
一
閃
の
刑
刀
は
下
っ
た
︒
頸
骨
が
戞
と
鳴
っ
て
︑
噴
血
の
下
︑
首
は
四
尺
も
飛
ん
だ
︒﹂
陳
宮
に
対
し
て
何
ら
か
の
想
い

が
︑
吉
川
に
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
吉
川
﹃
三
国
志
﹄
が
果
た
せ
な
か
っ
た
陳
宮
像
の
再
構
築
は
︑
課
題
と
し
て
︑
あ
る
い
は
創
造
の
余
地
と
し
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て
︑
以
後
の
作
家
た
ち
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

（
二
）
柴
田
錬
三
郎
『
三
国
志 

英
雄
こ
こ
に
あ
り
』
の
陳
宮
像

柴
田
錬
三
郎
︵
一
九
一
七
~
七
八
︶
に
は
︑﹁
三
国
志
﹂
に
取
材
し
た
長
編
小
説
と
し
て
﹃
三
国
志 

英
雄
こ
こ
に
あ
り
﹄︵
一
九
六
六
~
六

八
︶︑﹃
英
雄 

生
き
る
べ
き
か
死
す
べ
き
か
﹄︵
一
九
七
四
~
七
六
︶
が
あ
る
︒

　
﹁
柴
錬
三
国
志
﹂
は
基
本
的
に
は
﹃
演
義
﹄
準
拠
の
作
品
で
あ
る
︒
中
牟
県
で
の
逃
亡
か
ら
呂
伯
奢
一
家
殺
害
を
経
て
︑
不
仁
で
あ
る
と
し
て

陳
宮
に
見
捨
て
ら
れ
た
曹
操
は
﹁
お
れ
か
ら
は
な
れ
去
っ
た
の
は
︑
将
来
大
将
軍
に
立
身
す
る
の
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ぞ
︑
陳
宮
！
﹂

と
嘯
い
て
い
る
︵﹁
遁
走
行
﹂﹁
逃
亡
者
陳
宮
﹂﹁
挙
兵
十
七
鎮
﹂︶︒
そ
の
後
︑
陳
宮
は
張
邈
と
組
み
︑
呂
布
を
招
き
入
れ
て
兗
州
と
濮
陽
を
奪
わ

せ
る
が
︵﹁
徐
州
太
守
﹂︶︑
陳
宮
の
献
策
を
用
い
ぬ
呂
布
は
次
第
に
窮
地
に
陥
っ
て
ゆ
く
︒
陳
宮
は
呂
布
に
仕
え
る
こ
と
の
空
し
さ
に
暗
然
と
す

る
が
︑
謀
士
の
地
位
を
捨
て
去
れ
な
い
︒
最
期
は
打
ち
据
え
ら
れ
た
た
め
に
﹁
痴
呆
﹂
の
よ
う
に
な
っ
た
呂
布
と
と
も
曹
操
の
前
に
引
き
据
え
ら

れ
︑﹁
呂
布
は
志
操
高
潔
に
は
あ
ら
ざ
る
者
乍
ら
︑
汝
の
ご
と
き
︑
詐
術
多
く
し
て
︑
下
を
欺
き
︑
上
を
犯
す
が
ご
と
き
奸
雄
に
は
あ
ら
ず
﹂
と

曹
操
に
薄
ら
笑
い
を
見
せ
な
が
ら
斬
首
さ
れ
た
︵﹁
呂
布
悲
惨
﹂︶︒ 

吉
川
﹃
三
国
志
﹄
が
陳
宮
に
何
ら
か
の
新
た
な
存
在
意
義
を
与
え
よ
う
と
し

た
形
跡
が
見
え
る
の
に
対
し
て
︑﹁
柴
錬
三
国
志
﹂
の
陳
宮
は
︑﹃
演
義
﹄
の
陳
宮
像
を
継
承
し
て
お
り
︑
積
極
的
に
は
創
意
を
加
え
て
い
な
い
︒

（
三
）
陳
舜
臣
『
秘
本
三
国
志
』
の
陳
宮
像

陳
舜
臣
︵
一
九
二
四
~
二
〇
一
五
︶
の
﹃
秘
本
三
国
志
﹄︵
一
九
七
四
~
七
七
︶
は
︑﹃
演
義
﹄
等
の
既
成
の
物
語
に
依
存
せ
ず
︑
正
史
準
拠
で

新
た
な
﹁
三
国
志
﹂
を
再
構
築
し
た
作
品
で
あ
る
︒
道
教
の
五
斗
米
道
や
仏
教
か
ら
の
民
衆
目
線
で
社
会
を
描
い
て
い
る
点
に
お
い
て
画
期
的
な

作
品
で
あ
り
︑
ま
た
︑﹁
曹
操
ほ
ど
現
実
主
義
に
徹
し
た
人
物
は
︑
当
代
︑
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
︒
冷
静
に
現
実
を
み
つ
め
︑
利
害
を
計
算

し
尽
し
て
か
ら
行
動
す
る
﹂
と
張
邈
に
述
べ
さ
せ
る
ほ
ど
︑
曹
操
の
評
価
が
高
い
点
も
特
徴
的
で
あ
る
︵﹁
天
日
︑
た
め
に
暗
し
﹂︶︒

　
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
は
﹃
三
国
志
﹄
準
拠
の
た
め
︑
中
牟
県
で
曹
操
の
逃
亡
を
助
け
る
の
は
陳
宮
で
は
な
く
功
曹
で
あ
る
︵﹁
曹
操
︑
東
へ
帰
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る
﹂︶︒ 

陳
宮
は
曹
操
の
徐
州
侵
攻
の
場
面
で
留
守
部
隊
を
預
か
る
部
将
と
し
て
登
場
す
る
︒
望
ま
し
い
君
主
と
謀
士
の
関
係
性
に
つ
い
て
︑
陳

宮
自
身
に
﹁
私
は
力
は
力
︑
知
は
知
︑
そ
れ
ぞ
れ
分
け
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
︒
力
は
あ
く
ま
で
強
く
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
は
知
に

よ
っ
て
う
ご
か
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
︒
知
が
力
を
使
役
し
︑
制
御
す
る
の
で
す
︒
力
が
自
分
で
う
ご
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
﹂
と
語
ら
せ
て

お
り
︑﹁
覇
王
を
操
る
︒
そ
れ
が
陳
宮
の
念
願
で
あ
っ
た
︒
張
良
が
劉
邦
を
助
け
て
天
下
を
取
ら
せ
た
よ
う
に
︑
自
分
も
英
傑
を
操
っ
て
︑
天
下

に
覇
を
唱
え
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
た
︒﹂
と
陳
宮
の
志
向
を
明
示
す
る
︵﹁
天
日
︑
た
め
に
暗
し
﹂︶︒
し
か
し
︑
も
と
よ
り
曹
操
は
陳
宮
に
あ
や

つ
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
︒
陳
宮
は
︑
曹
操
が
﹁
部
分
的
に
陳
宮
の
知
を
採
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
全
面
的
に
と
り
あ
げ
て
く
れ
た

こ
と
は
な
い
﹂
こ
と
に
不
満
を
募
ら
せ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
こ
れ
は
片
思
い
の
現
象
で
あ
る
︒
陳
宮
に
し
て
み
れ
ば
︑
曹
操
が
力
だ
け
の
人
物
で
あ

っ
て
く
れ
れ
ば
よ
い
と
願
っ
た
の
に
︑
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
︒
こ
れ
ま
た
片
思
い
と
な
っ
た
︒﹂
と
し
て
陳
宮

が
曹
操
の
も
と
か
ら
離
反
し
て
︑
操
り
や
す
い
呂
布
に
鞍
替
え
す
る
心
的
状
況
を
措
定
す
る
︵﹁
片
思
い
崩
れ
﹂︶︒

曹
操
の
観
察
を
借
り
て
︑﹁
陳
宮
な
ど
は
︑
問
題
に
な
ら
な
い
人
物
で
あ
り
﹂
と
語
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
陳
舜
臣
の
陳
宮
に
対
す
る
評

価
は
高
く
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︵﹁
天
日
︑
た
め
に
暗
し（

（1
（

﹂︶︒
処
刑
さ
れ
る
際
︑
陳
宮
の
妻
子
の
面
倒
を
曹
操
が
み
る
こ
と
を
約
束
し
︑﹁
陳
宮

は
呂
布
と
ち
が
っ
て
︑
そ
の
最
期
は
き
わ
め
て
素
直
で
あ
っ
た
︒﹂
と
い
う
一
文
で
陳
宮
の
命
運
は
恬
淡
と
尽
き
る
︵﹁
片
思
い
崩
れ
﹂︶︒

　
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
は
正
史
準
拠
で
あ
り
︑﹃
演
義
﹄
が
陳
宮
に
課
し
た
漢
王
朝
へ
の
忠
義
や
大
義
と
い
っ
た
理
念
の
軛
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
た
め
陳
宮
が
曹
操
か
ら
呂
布
へ
と
鞍
替
え
を
す
る
理
由
に
つ
い
て
︑
比
較
的
容
易
に
合
理
的
な
理
由
を
設
定
し
や
す
く
︑﹃
秘
本
三
国
志
﹄

は
そ
の
解
釈
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
︒﹃
三
国
志
﹄
や
﹃
演
義
﹄
で
突
き
当
た
る
整
合
性
の
欠
如
は
︑
裏
返
せ
ば
︑
現
代
的
な
再
生
産
の
意
義
を

付
与
で
き
る
余
地
で
あ
る
︒﹃
秘
本
三
国
志
﹄
で
は
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
陳
宮
で
は
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
サ
ブ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
行

動
に
も
目
こ
ぼ
し
な
く
合
理
的
解
釈
の
網
を
張
り
巡
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
は
︑
推
理
小
説
作
家
で
も
あ
る
陳
舜
臣
な
ら
で
は
の
人
物
造
形
で
あ
ろ

う
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹃
演
義
﹄
の
物
語
の
範
疇
か
ら
歴
史
解
釈
へ
と
踏
み
出
す
ス
テ
ッ
プ
の
一
つ
を
︑
陳
宮
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
再
構
築

に
よ
っ
て
も
体
現
し
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
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（
四
）
三
好
徹
『
興
亡
三
国
志
』
の
陳
宮
像

三
好
徹
︵
一
九
三
一
~
二
〇
二
一
︶
の
﹃
興
亡
三
国
志
﹄︵
一
九
八
七
~
九
七
︶
は
︑
基
本
的
に
は
﹃
演
義
﹄
の
流
れ
に
沿
っ
て
執
筆
さ
れ
た

作
品
で
あ
る
が
︑
詩
人
で
も
あ
る
曹
操
へ
の
共
感
が
示
さ
れ
︑
ま
た
随
所
に
﹃
三
国
志
﹄
を
引
用
し
つ
つ
物
語
を
再
構
築
す
る
︒

　
﹃
興
亡
三
国
志
﹄
で
は
︑﹃
演
義
﹄
と
は
順
序
を
入
れ
替
え
て
︑
呂
伯
奢
事
件
の
後
に
陳
宮
が
登
場
し
て
中
牟
県
の
逃
亡
を
助
け
る
顚
末
が
描
か

れ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹃
演
義
﹄
と
は
異
な
り
︑
反
董
卓
連
合
の
際
に
も
陳
宮
は
曹
操
に
臣
従
し
て
い
る
︵
第
十
章
﹁
群
雄
会
盟
﹂︶︒
曹
操
が
兗
州

の
牧
に
な
る
際
に
陳
宮
が
一
役
買
っ
て
い
る
点
は
︑﹃
三
国
志
﹄
に
拠
っ
て
い
る
︒
そ
の
時
期
に
曹
操
に
仕
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
︑
曹
操

を
見
捨
て
る
こ
と
に
な
る
呂
伯
奢
事
件
に
は
関
与
し
て
い
な
い
よ
う
に
順
序
を
入
れ
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
︒

曹
操
の
徐
州
侵
攻
に
際
し
て
陳
宮
は
離
反
す
る
決
意
を
す
る
が
︑
そ
の
理
由
は
複
合
的
に
構
成
さ
れ
る
︒
呂
伯
奢
一
家
殺
害
︑
徐
州
侵
攻
に
加

え
て
︑
曹
操
の
盟
友
で
あ
る
鮑
信
の
戦
死
が
︑
実
は
曹
操
自
身
の
も
く
ろ
み
に
沿
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
抱
き
︑
曹
操
が

大
義
に
悖
る
奸
雄
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
陳
宮
は
憂
え
る
こ
と
に
な
る
︵
第
十
七
章
﹁
報
讐
雪
恨
﹂︶︒
鮑
信
が
曹
操
の
思
惑
に
よ
っ
て
戦
死
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
三
好
の
創
作
で
あ
る
︒
ま
た
︑
曹
操
を
裏
切
り
呂
布
を
兗
州
に
導
き
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
誰
に
も
話
し

た
こ
と
は
な
い
が
︑
じ
つ
は
︑
皆
殺
し
作
戦
を
中
止
さ
せ
て
曹
操
の
声
望
に
傷
が
つ
か
な
い
よ
う
に
事
態
を
収
拾
し
た
か
っ
た
の
だ
︒
あ
る
意
味

で
︑
そ
れ
は
曹
操
に
対
す
る
陳
宮
の
一
方
的
な
思
い
で
あ
っ
た
︒
男
と
男
だ
か
ら
︑
恋
と
は
い
え
な
い
が
︑
そ
れ
に
似
た
感
情
と
い
っ
て
い
い

か
も
し
れ
な
い
︒﹂
と
し
て
お
り
︑
こ
れ
も
三
好
の
大
胆
な
創
作
で
あ
る
︵
第
二
十
六
章
﹁
煩
悩
児
﹂︶︒
こ
れ
ら
は
陳
宮
が
曹
操
を
裏
切
る
思
想

的
・
政
治
的
に
十
分
な
合
理
性
を
﹃
演
義
﹄﹃
三
国
志
﹄
に
見
出
だ
せ
ず
︑
架
空
に
よ
る
創
作
に
よ
っ
て
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
一
方
的
な
思
い
﹂
の
一
節
は
︑
前
述
の
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
の
﹁
片
思
い
﹂
を
彷
彿
と
さ
せ
る
︒
思
想
的
・
政

治
的
な
理
由
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
ず
に
︑
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
領
域
に
も
踏
み
込
む
動
機
を
も
創
作
し
て
傍
証
を
固
め
て
︑
合
理
的
な
解
釈
を

成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
が
両
者
に
共
通
す
る
︒

エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
理
由
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
の
解
析
は
︑
お
そ
ら
く
牽
強
付
会
で
は
な
い
︒
陳
宮
が
呂
布
の
も
と
を
離
れ
ら
れ
な
い
理

由
に
つ
い
て
︑﹁
呂
布
の
も
と
を
去
ら
ず
に
い
る
自
分
の
心
の
片
隅
に
︑
貂
蟬
が
ど
う
い
う
運
命
を
た
ど
る
の
か
︑
最
後
ま
で
見
と
ど
け
た
い
と
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い
う
思
い
の
あ
る
こ
と
を
陳
宮
は
自
覚
し
て
い
た
︒
美
し
い
花
も
い
つ
の
日
か
散
る
と
き
が
く
る
︒
そ
の
花
び
ら
を
掌
に
受
け
と
め
て
や
れ
る

の
は
︑
自
分
し
か
い
な
い
の
で
は
な
い
か
︙
︙
︒﹂
と
い
う
独
白
が
な
さ
れ
る
︵
第
二
十
六
章
﹁
煩
悩
児
﹂︶︒
唐
突
に
も
思
わ
れ
る
こ
の
独
白
こ

そ
︑
思
想
的
・
政
治
的
な
視
座
の
み
で
は
陳
宮
が
呂
布
の
も
と
に
い
る
理
由
を
説
明
し
き
れ
ず
︑
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
領
域
で
の
補
塡
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
︒
陳
宮
離
反
の
理
由
を
筆
者
の
架
空
に
よ
る
創
作
と
流
動
的
な
感
情
と
に
依
拠
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を

﹃
三
国
志
﹄
や
﹃
演
義
﹄
の
不
整
合
を
埋
め
る
複
合
的
で
斬
新
な
創
意
と
み
る
か
︑
苦
渋
の
補
塡
と
み
る
か
は
︑
読
者
に
よ
っ
て
判
断
が
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
錯
綜
し
た
理
由
付
け
の
果
て
に
︑
曹
操
に
敗
れ
て
縛
に
つ
い
た
陳
宮
に
︑﹁
呂
布
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
本
当
の
わ
け
は
︑
皆
殺
し

作
戦
を
中
止
さ
せ
て
︑
曹
操
の
声
望
に
傷
が
つ
か
な
い
よ
う
に
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
こ
の
期
に
及
ん
で
口
に
は
出
せ
な
か
っ
た
︒

い
え
ば
︑
見
苦
し
い
言
い
わ
け
と
受
け
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
述
懐
さ
せ
︑
呂
布
へ
の
仕
官
は
曹
操
を
守
る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
こ

と
が
再
度
確
認
さ
れ
る
︵
第
三
十
章
﹁
許
田
の
狩
﹂︶︒
本
来
で
あ
れ
ば
こ
の
述
懐
の
み
で
も
良
い
と
こ
ろ
に
︑
様
々
な
理
由
が
付
さ
れ
た
の
は
︑

三
好
の
陳
宮
へ
の
思
い
入
れ
の
強
さ
と
︑
合
理
性
の
担
保
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
安
と
が
な
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑﹃
興
亡
三
国
志
﹄
に
は
︑
陳
宮
の
義
弟
な
る
鄭
欽
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
︒
鄭
欽
は
﹃
三
国
志
﹄
に
も
﹃
演
義
﹄
に
も
登
場
し
な
い

﹃
興
亡
三
国
志
﹄
が
創
造
し
た
架
空
の
人
物
で
あ
る
︒
鄭
欽
は
登
場
早
々
に
︑
曹
操
に
対
し
て
︑
漢
室
の
た
め
に
戦
う
の
か
︑
そ
れ
と
も
天
下
万

民
の
た
め
に
戦
う
の
か
と
い
う
﹁
易
姓
革
命
﹂
に
関
わ
る
と
も
言
え
る
重
大
な
問
い
か
け
を
な
す
︵
第
九
章
﹁
曹
操
起
つ
﹂︶︒
そ
れ
は
為
政
者
と

し
て
の
あ
り
方
へ
の
問
い
を
発
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
政
治
家
の

評
伝
を
数
多
く
手
が
け
た
三
好
徹
な
ら
で
は
の
重
要
な
立
ち
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
登
場
時
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
︒
鄭
欽
は
曹

操
を
評
し
て
︑﹁
非
情
に
し
て
有
情
で
す
︒
悪
鬼
の
よ
う
な
武
人
ぶ
り
を
発
揮
し
た
か
と
思
う
と
︑
一
転
し
て
次
の
日
に
は
︑
憂
愁
の
詩
を
つ
く

る
︒
人
は
誰
し
も
多
少
は
矛
盾
し
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
︑
彼
の
場
合
は
特
別
だ
し
︑
あ
る
い
は
稀
有
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
曹
操
の
合
理
性
と
多
面
的
な
内
面
を
現
代
的
視
点
か
ら
照
射
す
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
︵
第
十
七
章
﹁
報
讐
雪

恨
﹂︶︒
そ
う
し
た
重
要
な
役
回
り
が
与
え
ら
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
陳
宮
の
義
弟
と
い
う
設
定
で
あ
る
の
は
︑
三
好
が
高
く
評
価
す
る
曹
操
を
描
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写
す
る
に
あ
た
り
︑
陳
宮
と
い
う
存
在
が
特
別
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
︒

鄭
欽
は
︑
陳
宮
が
離
反
し
た
後
も
謀
臣
と
し
て
曹
操
に
仕
え
続
け
︑
群
臣
と
は
異
な
る
卓
見
を
し
ば
し
ば
披
露
す
る
︒
し
か
し
︑
次
第
に
影
が

薄
く
な
り
︑
曹
操
の
死
と
と
も
に
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト
す
る
か
の
よ
う
に
物
語
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
︒
陳
宮
が
物
語
か
ら
退
場
し
た
後
︑
本
来

で
あ
れ
ば
︑
鄭
欽
に
よ
っ
て
陳
宮
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
曹
操
の
輪
郭
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
構
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
︑

結
果
的
に
鄭
欽
の
存
在
感
は
宙
に
浮
い
た
形
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
そ
れ
は
︑
陳
宮
を
現
代
の
合
理
的
な
解
釈
の

も
と
で
物
語
に
組
み
込
む
こ
と
の
難
し
さ
が
︑
そ
れ
に
付
随
し
て
設
定
さ
れ
た
鄭
欽
と
い
う
架
空
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
も
波
及
し
た
結
果
で
あ
る

と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
︒

（
五
）
北
方
謙
三
『
三
国
志
』
の
陳
宮
像

北
方
謙
三
︵
一
九
四
七
~
︶
の
﹃
三
国
志
﹄︵
一
九
九
六
~
九
八
︶
は
︑
正
史
準
拠
を
標
榜
し
て
い
る（

11
（

︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
関
羽
の
青
龍
偃

月
刀
や
呂
布
の
方
天
戟
等
の
﹃
演
義
﹄
に
拠
る
ア
イ
テ
ム
や
設
定
が
見
ら
れ
︑
ま
た
正
史
準
拠
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
自
由
で
破
天
荒
な
設
定

や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
横
溢
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
正
史
準
拠
と
い
う
よ
り
は
︑﹃
演
義
﹄
準
拠
で
は
な
い
︑
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
︒

北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
中
牟
県
の
く
だ
り
に
は
︑
県
令
も
陳
宮
も
登
場
し
な
い
︒
陳
宮
が
登
場
す
る
の
は
︑
曹
操
が
兗
州
で
黄
巾
賊
と
の
死
闘
を

繰
り
広
げ
る
場
面
で
あ
る
︒﹁
東
武
陽
の
陳
宮
が
︑
意
外
な
商
才
を
発
揮
し
て
︑
馬
か
ら
武
器
ま
で
集
め
て
く
る
の
だ
︒
兵
糧
も
︑
さ
ら
に
増
え

て
い
る
の
だ
と
い
う
︒﹂
と
紹
介
さ
れ
︵﹁
降
旗
﹂︶︑
以
後
も
商
才
に
長
け
た
実
務
家
の
文
官
と
し
て
曹
操
に
重
宝
さ
れ
る
役
回
り
を
与
え
ら
れ
て

い
る
︒

曹
操
へ
の
裏
切
り
に
つ
い
て
は
︑﹁
陳
宮
は
︑
な
ぜ
裏
切
っ
た
の
か
︒
そ
の
才
は
︑
こ
れ
か
ら
も
っ
と
役
に
立
つ
と
︑
曹
操
は
は
っ
き
り
認
め

て
い
た
︒
そ
れ
を
言
外
に
伝
え
る
よ
う
な
︑
仕
事
も
与
え
て
き
た
︒
そ
れ
が
流
浪
し
て
い
た
呂
布
を
招
き
入
れ
た
と
い
う
の
だ
︒
張
邈
の
反
逆
よ

り
︑
ず
っ
と
わ
か
り
に
く
か
っ
た
︒
自
分
と
呂
布
を
較
べ
︑
呂
布
を
主
に
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
か
︒﹂
と
し
て
︑
陳
宮
の
行
動
の
不
合
理
性

を
明
示
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
曹
操
を
裏
切
っ
た
理
由
を
呂
布
に
問
わ
れ
た
陳
宮
は
︑﹁
曹
操
は
︑
政
事
ま
で
わ
が
手
で
な
そ
う
と
い
う
野
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心
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
万
能
の
王
た
ら
ん
と
︑
望
ん
で
い
る
の
で
す
﹂﹁
平
定
を
す
る
力
と
︑
政
事
を
な
す
力
と
は
︑
別
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
︒﹂
と
こ
た
え
る
︒
軍
事
の
み
に
興
味
を
示
し
︑
政
治
に
は
関
与
し
な
い
と
い
う
呂
布
こ
そ
が
︑
陳
宮
に
と
っ
て
は
理
想
の
君
主

で
あ
り
︑
も
し
呂
布
が
政
治
に
も
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
れ
ば
︑﹁
や
は
り
私
は
裏
切
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
﹂
と
ま
で
言
わ
し
め
て
︑
こ
れ
を

﹁
陳
宮
の
夢
﹂
と
称
し
て
い
る
︵﹁
黒
き
け
も
の
﹂︶︒
君
主
に
は
軍
事
的
な
牽
引
力
を
発
揮
さ
せ
︑
自
身
は
謀
士
と
し
て
政
治
を
執
る
と
い
う
﹁
陳

宮
の
夢
﹂
は
︑
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
の
陳
宮
が
求
め
た
も
の
と
相
似
で
あ
る
︒
陳
宮
の
造
反
に
つ
い
て
︑
三
好
﹃
興
亡
三
国
志
﹄
が
﹁
片
思

い
﹂
と
い
う
表
現
で
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
動
機
に
踏
み
込
ん
だ
点
と
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
が
軍
事
と
政
治
の
分
業
と
い
う
視
点
か
ら
陳
宮
が
君
主

を
鞍
替
え
し
た
と
い
う
解
釈
は
︑
い
ず
れ
も
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
と
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
直
接
的
に
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
の

影
響
を
蒙
っ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
陳
舜
臣
が
﹃
演
義
﹄
を
離
れ
て
正
史
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
得
た
現
代
的
な
解
釈
の
方
向
性
が
︑
妥

当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
︒

北
方
﹃
三
国
志
﹄
で
は
︑
陳
宮
は
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
な
実
務
家
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
︑
劉
備
陣
営
と
の
接
見
に
お
い
て
は
卑
屈
な
愛
想
笑
い

を
浮
か
べ
る
様
子
が
描
出
さ
れ
る
︒
麋
竺
の
言
葉
を
借
り
て
︑﹁
野
心
を
捨
て
き
れ
な
い
男
で
す
︒
い
や
︑
野
心
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
︑
と
申

し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
︒﹂﹁
陳
宮
に
は
︑
自
分
よ
り
優
れ
た
大
将
は
必
要
な
い
の
で
す
︒
王
佐
の
才
と
も
︑
ま
た
違
い
ま
す
︒
天
下
に
立
ち
た

い
︒
し
か
し
︑
ど
こ
か
自
信
に
欠
け
る
︒
そ
れ
で
︑
御
し
や
す
い
武
将
と
組
も
う
と
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
︒﹂
と
評
し
︑
さ
ら
に
は
呂

布
に
よ
っ
て
陳
宮
の
人
生
が
損
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
呂
布
が
陳
宮
に
よ
っ
て
﹁
稀
代
の
将
軍
﹂
に
な
り
損
な
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で

い
る
︵﹁
流
浪
果
て
な
き
﹂︶︒ 

ま
た
︑
呂
布
が
陳
宮
に
﹁
天
下
を
取
れ
る
ぞ
﹂
と
言
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
︑
陳
宮
は
そ
ば
に
は
お
ら
ず
︑﹁
こ

の
騎
馬
隊
の
動
き
に
︑
陳
宮
の
馬
で
付
い
て
く
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
︒
呂
布
は
苦
笑
し
︑
赤
兎
の
腹
を
さ
ら
に
股
で
締
め
あ
げ
た
︒﹂
と
い
う
一

節
が
あ
る
︵﹁
光
の
矢
﹂︶︒
北
方
は
︑
最
も
思
い
入
れ
の
あ
る
人
物
は
誰
か
と
問
わ
れ
た
際
に
呂
布
と
答
え
て
い
る（

1（
（

︒
北
方
﹃
三
国
志
﹄
が
呂
布

の
純
粋
さ
を
賛
美
し
︑
ま
た
馬
や
騎
馬
隊
へ
の
思
い
入
れ
が
非
常
に
強
い
作
品
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
赤
兎
馬
に
つ
い
て
い
け
ず
に
呂
布
の

視
界
か
ら
消
え
た
陳
宮
に
は
︑
隠
喩
と
い
う
に
は
明
確
す
ぎ
る
低
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
﹁
志
﹂

と
い
う
概
念
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
一
つ
と
し
て
登
場
人
物
の
相
関
性
を
形
成
す
る
が
︑
劉
備
に
﹁
陳
宮
に
︑
わ
れ
ら
の
志
を
語
ろ
う
と
い
う
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気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
語
っ
て
い
い
人
間
だ
と
︑
陳
宮
の
こ
と
は
思
え
な
か
っ
た
の
だ
﹂
と
断
じ
ら
れ
た
時
点
で
︑
陳
宮
は
主
役
た
ち
の
土
俵

に
は
上
れ
な
い
烙
印
を
押
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵﹁
追
撃
は
わ
れ
に
あ
り
﹂︶︒﹁
陳
宮
と
い
う
男
が
嫌
い
で
は
な
い
の
だ
﹂﹁
陳
宮
を
︑
見
捨
て
る
わ

け
に
は
い
か
ん
︒
返
し
て
貰
う
ぞ
﹂
と
い
う
呂
布
と
の
関
係
性
に
一
抹
の
救
い
は
あ
る
が
︑
曹
操
へ
の
内
応
者
に
捕
縛
さ
れ
て
︑
馬
に
縛
り
つ
け

ら
れ
た
ま
ま
叫
ん
で
い
る
姿
が
︑
陳
宮
に
与
え
ら
れ
た
最
期
の
描
写
で
あ
る
︵﹁
海
鳴
り
の
日
﹂︶︒
後
に
兵
糧
の
備
蓄
に
窮
し
た
曹
操
が
︑﹁
兵
糧

を
集
め
る
こ
と
に
関
し
て
︑
あ
れ
ほ
ど
の
才
覚
を
持
っ
た
者
は
︑
い
ま
の
幕
僚
の
中
に
は
い
な
い
︒﹂︵﹁
遠
い
雷
鳴
﹂︶
と
述
懐
す
る
場
面
が
あ
る

が
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
に
お
け
る
陳
宮
は
︑
天
下
の
政
治
を
執
る
野
心
を
捨
て
ら
れ
ぬ
︑
兵
糧
の
調
達
に
長
け
た
実
務
家
に
過
ぎ
な
い
︒

北
方
﹃
三
国
志
﹄
の
陳
宮
像
は
︑﹃
三
国
志
﹄
に
も
﹃
演
義
﹄
に
も
直
接
の
論
拠
を
求
め
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
︑
輪

郭
は
ぶ
れ
て
い
な
い
︒
軍
事
と
政
治
を
分
担
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
呂
布
を
君
主
に
選
ん
だ
と
い
う
点
は
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
と
共
通
す
る

と
指
摘
し
た
が
︑
し
か
し
北
方
﹃
三
国
志
﹄
は
造
反
の
理
由
と
し
て
感
情
的
な
側
面
に
は
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
︒
思
想
的
・
政
治
的
な
理
由
の

み
で
合
理
的
に
処
理
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
北
方
は
陳
宮
と
い
う
人
物
に
対
し
て
︑
吉
川
英
治
︑
三
好
徹
ほ
ど
の
思
い
入
れ
が
無
い
が
ゆ
え

に
︑
ぶ
れ
が
生
じ
る
ほ
ど
複
雑
な
設
定
を
講
ず
る
必
要
が
無
く
︑
合
理
性
が
揺
る
が
な
い
範
囲
内
で
の
人
物
造
形
が
容
易
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
︒

（
六
）
宮
城
谷
昌
光
『
三
国
志
』
の
陳
宮
像

宮
城
谷
昌
光
︵
一
九
四
五
~
︶
の
﹃
三
国
志
﹄︵
二
〇
〇
一
~
一
三
︶
は
︑
現
代
日
本
の
長
編
小
説
と
し
て
の
﹁
三
国
志
﹂
受
容
に
お
い
て
︑

北
方
﹃
三
国
志
﹄
と
双
璧
を
な
す
作
品
で
あ
る
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
は
正
史
準
拠
で
あ
り
︑﹃
演
義
﹄
的
要
素
は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る（

11
（

︒

中
牟
県
で
の
顚
末
で
は
︑
県
令
が
曹
操
を
釈
放
し
て
い
る
︒
呂
伯
奢
事
件
に
も
触
れ
ら
れ
る
が
︑
陳
宮
は
登
場
し
な
い
︵﹁
義
挙
﹂︶︒
陳
宮
の

名
が
見
え
る
の
は
︑
兗
州
の
黄
巾
賊
と
の
闘
い
で
劉
岱
戦
死
の
報
が
曹
操
の
陣
に
届
く
場
面
で
あ
る
︒﹁
剛
直
烈
壮
﹂﹁
海
内
の
名
士
の
多
く
と

交
わ
り
を
結
ん
だ
﹂
と
い
う
﹃
三
国
志
﹄
呂
布
伝
・
裴
松
之
注
引
魚
氏
﹃
典
略
﹄
の
一
節
を
引
用
し
た
う
え
で
︑﹁
そ
う
と
う
に
頭
の
切
れ
る
男

だ
︒
曹
操
は
陳
宮
を
そ
う
観
て
い
る
︒
そ
の
怜
悧
さ
は
大
胆
さ
を
包
含
し
て
い
る
の
で
︑
陳
宮
の
発
言
に
は
お
も
い
が
け
な
さ
が
あ
る
︒﹂
と
評
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す
る
︵﹁
兗
州
﹂︶︒
後
に
張
邈
に
も
陳
宮
を
﹁
怜
悧
す
ぎ
る
﹂
と
評
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︵﹁
親
友
﹂︶︑
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
の
陳
宮
評
の
基

調
を
そ
こ
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
ま
た
︑
兗
州
を
お
さ
え
る
た
め
に
陳
宮
が
述
べ
た
計
略
に
つ
い
て
︑﹁
大
計
だ
な
︒
曹
操
は
胸
裡
に

ふ
る
え
を
お
ぼ
え
た
︒﹂﹁
陳
宮
の
功
の
大
き
さ
は
︑
曹
操
が
も
っ
と
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
︒﹂
と
す
る
︵﹁
兗
州
﹂︶︒
宮
城
谷
は
﹁
劉
備
の
し
て

い
る
戦
い
や
移
動
︑
権
謀
術
数
ば
か
り
で
は
つ
ま
ら
な
い
︒
国
の
政
治
に
こ
そ
︑
定
着
し
た
人
間
の
苦
悩
が
あ
り
︑
喜
び
が
あ
り
ま
す
︒﹂
と
述

べ
る
よ
う
に（

11
（

︑
歴
史
を
描
く
際
に
戦
争
よ
り
も
政
治
を
重
視
す
る
た
め
︑
勢
力
基
盤
を
持
た
な
か
っ
た
曹
操
を
兗
州
の
支
配
者
に
押
し
上
げ
た
陳

宮
の
政
治
的
・
戦
略
的
な
知
見
と
実
行
力
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
︒

曹
操
の
信
頼
す
る
盟
友
で
あ
っ
た
張
邈
が
︑
陳
宮
と
と
も
に
曹
操
に
叛
旗
を
翻
す
際
に
︑﹁
曹
操
の
何
が
︑
ど
の
よ
う
に
恐
い
の
か
︑
う
ま
く

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
曹
操
と
の
友
情
を
想
う
た
び
に
息
苦
し
く
な
る
︒
そ
う
い
う
張
邈
の
心
情
は
︑
曹
操
が
恐
い
の
で
は
な
く
︑
曹

操
を
裏
切
る
か
も
し
れ
な
い
自
分
が
恐
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
説
明
さ
れ
る
︵﹁
親
友
﹂︶︒
宮
城
谷
は
史
書
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
古
典
世
界
の
再
構
築
を
目
指
す
志
向
の
強
い
作
家
で
あ
る
が
︑
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
な
お
︑
張
邈
の
離
反
に
つ
い
て
は
現
代
的
で
エ
モ
ー
シ

ョ
ナ
ル
な
解
釈
を
挟
ま
な
け
れ
ば
整
合
性
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁
か
つ
て
曹
操
を
兗
州
牧
の
席
に
か
つ
ぎ
あ
げ

た
陳
宮
の
知
力
の
す
ご
み
を
知
っ
て
い
る
張
邈
は
︑
─
こ
の
男
が
︑
曹
操
を
裏
切
る
の
か
︒﹂﹁
陳
宮
の
信
念
の
よ
う
な
も
の
が
︑
張
邈
の
う
し

ろ
め
た
さ
と
不
安
を
消
し
た
と
い
っ
て
よ
い
︒﹂
と
述
べ
︵﹁
三
城
﹂︶︑
陳
宮
の
知
力
と
信
念
と
い
う
︑
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
や
北
方
﹃
三
国

志
﹄
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
陳
宮
の
存
在
感
を
描
出
し
て
い
る
︒

陳
宮
が
曹
操
を
裏
切
っ
た
動
機
に
つ
い
て
は
︑
徐
州
の
虐
殺
に
よ
っ
て
人
々
の
支
持
を
失
っ
た
曹
操
に
か
わ
り
︑
呂
布
に
よ
っ
て
中
原
を
平
定

さ
せ
て
天
子
を
迎
え
︑
漢
王
朝
の
復
興
を
果
た
す
︑
と
い
う
未
来
図
を
思
い
描
い
て
い
た
と
す
る
︒
呂
布
に
自
分
の
献
策
を
用
い
ら
れ
な
い
陳
宮

は
︑
呂
布
が
天
下
を
統
べ
る
器
量
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
が
︑﹁
そ
れ
で
も
陳
宮
は
曹
操
の
も
と
へ
も
ど
る
気
が
な
い
︒
─
曹
操
は
︑
嫌
い
だ
︒

陳
宮
の
こ
の
嫌
悪
感
は
︑
自
分
で
も
説
明
が
つ
か
な
い
︒
あ
え
て
い
え
ば
︑
い
ま
曹
操
が
国
権
を
に
ぎ
っ
て
い
る
図
は
︑
か
つ
て
宦
官
ど
も
が
天

子
に
は
り
つ
い
て
悪
政
を
お
こ
な
っ
て
い
る
図
に
似
て
い
る
︒﹂
と
考
え
る
︵﹁
下
邳
﹂︶︒
そ
し
て
曹
操
は
﹁
陳
宮
の
抜
群
の
才
器
を
愛
し
︑
背
か

れ
て
も
憎
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
﹂
た
め
に
陳
宮
を
救
お
う
と
す
る
が
︑
陳
宮
が
拒
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
こ
こ
ま
で
く
る
と
陳
宮
は
情
念
の
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人
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
︒﹂
と
述
べ
︑
総
括
的
に
︑﹁
曹
操
を
こ
ば
み
つ
づ
け
た
陳
宮
と
︑
そ
の
陳
宮
を
愛
し
つ
づ
け
た
曹
操
と
の
関
係

は
︑
ど
う
表
現
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
利
害
を
越
え
た
何
か
が
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
︒﹂
と
結
ん
で
い
る
︵﹁
逐
勝
﹂︶︒

　
﹁
怜
悧
﹂
と
評
さ
れ
た
策
士
に
似
合
わ
ず
︑
陳
宮
の
出
処
進
退
の
根
拠
は
最
終
的
に
﹁
嫌
悪
感
﹂
や
﹁
情
念
﹂
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
点

で
は
︑
前
述
の
張
邈
が
曹
操
か
ら
離
反
し
た
心
情
の
解
釈
と
同
じ
位
相
に
あ
る
︒
本
稿
で
対
象
と
し
た
六
名
の
作
家
の
な
か
で
は
︑
史
書
に
基
づ

い
た
合
理
性
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
最
も
強
い
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
に
お
い
て
す
ら
︑﹁
嫌
い
だ
﹂
と
い
う
感
情
論
に
収
斂
さ
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
吉
川
英
治
以
来
の
作
家
た
ち
が
意
欲
を
見
せ
な
が
ら
も
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︑
現
代
的
視
点
に
よ
る
陳

宮
像
の
再
構
築
の
難
し
さ
が
︑
こ
こ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

四
、
結
語

　
﹃
演
義
﹄
の
序
盤
︑
曹
操
と
の
関
係
性
の
も
と
で
重
要
な
立
ち
位
置
を
占
め
る
陳
宮
は
︑
才
覚
が
あ
り
大
義
を
重
ん
じ
る
人
物
と
し
て
登
場
す

る
︒
そ
れ
が
何
故
曹
操
を
裏
切
り
︑
曹
操
よ
り
も
君
主
と
し
て
の
力
量
が
劣
る
呂
布
に
仕
え
て
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
は
︑

多
く
の
読
者
が
疑
問
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄
も
お
そ
ら
く
﹃
演
義
﹄
の
陳
宮
像
の
齟
齬
と
そ
の
重
要
性
を
意
識
し

て
お
り
︑﹃
演
義
﹄
と
は
異
な
る
設
定
を
施
し
て
物
語
に
登
場
さ
せ
た
が
︑
途
中
で
そ
の
意
図
は
潰
え
て
﹃
演
義
﹄
と
同
様
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像

に
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
柴
田
錬
三
郎
﹃
三
国
志 

英
雄
こ
こ
に
あ
り
﹄
は
﹃
演
義
﹄
路
線
の
継
承
で
あ
り
︑
基
本
的
に
は
陳
宮
像
も
﹃
演
義
﹄

を
踏
襲
し
て
い
る
︒﹃
演
義
﹄
か
ら
の
完
全
な
脱
却
を
果
た
し
た
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄
は
︑
謀
臣
と
し
て
政
治
的
才
幹
を
発
揮
し
た
い
と
い

う
欲
求
か
ら
︑
陳
宮
は
曹
操
で
は
な
く
呂
布
を
選
ん
だ
と
解
釈
し
た
︒
そ
こ
に
︑
陳
宮
の
曹
操
へ
の
﹁
片
思
い
﹂
と
い
う
感
情
面
で
の
関
係
性
を

も
補
塡
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
陳
舜
臣
は
吉
川
﹃
三
国
志
﹄
が
果
た
せ
な
か
っ
た
現
代
的
な
合
理
性
の
付
与
に
よ
る
陳
宮
像
の
再
構
築
を
ひ
と
ま
ず

果
た
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
そ
の
後
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
作
品
群
で
も
︑
陳
宮
像
は
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
︒
三
好
徹
﹃
興
亡
三
国
志
﹄
は
︑
曹
操
が
盟
友
・
鮑
信
の

死
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
に
加
え
て
︑
徐
州
侵
攻
の
蛮
行
を
諫
め
て
曹
操
の
声
望
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
︑
陳
宮
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は
敢
え
て
呂
布
に
寝
返
っ
た
︑
と
い
う
設
定
を
付
し
た
︒
こ
こ
で
は
陳
宮
の
裏
切
り
の
理
由
は
い
ず
れ
も
架
空
の
設
定
に
依
拠
し
て
い
る
︒
さ
ら

に
思
想
的
・
政
治
的
な
理
由
付
け
だ
け
で
は
陳
宮
の
裏
切
り
の
正
当
性
が
担
保
で
き
な
い
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︑
陳
舜
臣
と
同
様
に
曹
操
へ

の
﹁
片
思
い
﹂
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
表
現
を
用
い
つ
つ
︑
情
念
的
な
動
機
が
次
々
と
付
加
さ
れ
て
ゆ
く
︒
北
方
謙
三
﹃
三
国
志
﹄
で
は
︑

君
主
に
は
軍
事
を
担
当
さ
せ
て
陳
宮
は
謀
士
と
し
て
政
治
を
執
り
た
い
︑
と
い
う
欲
求
か
ら
︑
陳
宮
は
曹
操
で
は
な
く
呂
布
を
選
ぶ
︒
こ
れ
も
陳

舜
臣
と
同
様
の
発
想
で
あ
る
︒
宮
城
谷
昌
光
﹃
三
国
志
﹄
は
︑
陳
宮
の
﹁
怜
悧
﹂
な
知
力
・
政
治
力
を
高
く
評
価
す
る
が
︑
し
か
し
最
終
的
に
は

説
明
の
つ
か
な
い
﹁
嫌
悪
感
﹂﹁
情
念
﹂
に
よ
っ
て
陳
宮
は
曹
操
で
は
な
く
呂
布
へ
の
臣
従
を
貫
き
︑
身
を
滅
ぼ
し
て
ゆ
く
︒
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄

は
︑
厳
格
な
正
史
準
拠
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
か
え
っ
て
妥
当
性
の
あ
る
離
反
の
理
由
を
帰
納
的
に
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
最
終
的
に
感

情
論
に
強
く
依
拠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

政
治
と
軍
事
の
分
割
担
当
と
い
う
発
想
と
︑
曹
操
と
の
感
情
面
で
の
関
係
性
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
理
由
付
け
を
想
定
し
た
点
は
陳
舜
臣
の

創
意
で
あ
り
︑
は
か
ら
ず
も
三
好
︑
北
方
︑
宮
城
谷
の
三
氏
が
そ
の
路
線
上
で
陳
宮
像
の
再
構
築
を
図
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像
を

再
構
築
す
る
際
に
は
︑
ま
ず
思
想
的
・
政
治
的
な
合
理
性
を
想
定
し
︑
そ
れ
で
妥
当
性
を
担
保
で
き
な
い
場
合
に
は
感
情
面
か
ら
の
理
由
付
け
を

す
る
︑
と
い
う
重
層
的
な
陳
舜
臣
の
手
法
の
実
効
性
が
示
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒
思
想
的
・
政
治
的
側
面
を
狭
義
の
合
理
性
と
す
れ
ば
︑

そ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
感
情
面
に
踏
み
込
む
こ
と
は
広
義
に
お
け
る
現
代
的
な
合
理
性
の
付
与
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

現
代
的
視
点
か
ら
見
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
る
先
行
作
品
の
合
理
性
の
陥
穽
は
︑
往
々
に
し
て
新
た
な
翻
案
創
作
の
意
欲
の
淵
源
と
な
る
︒
長

編
小
説
と
い
う
限
ら
れ
た
分
野
の
サ
ブ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
陳
宮
像
で
あ
っ
て
も
︑
現
代
に
お
い
て
再
構
築
す
る
に
あ
た
り
︑

そ
こ
に
注
が
れ
る
創
意
と
苦
心
の
痕
跡
は
顕
著
で
あ
る
︒﹁
三
国
志
﹂
を
め
ぐ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
︑﹃
演
義
﹄﹃
正
史
﹄
と
い
う
確
固
た
る
古
典
的

﹁
聖
典
﹂
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
︑
常
に
各
時
代
の
合
理
性
で
補
塡
し
続
け
よ
う
と
い
う
欲
求
が
刺
激
さ
れ
て
き
た
︒
次
々
と
新
た
に
覆
い
被
さ
っ

て
く
る
﹁
現
代
﹂
に
お
い
て
︑
先
行
作
品
へ
の
疑
問
や
各
時
代
の
合
理
性
の
限
界
に
よ
る
不
備
は
常
に
発
見
さ
れ
続
け
︑
そ
れ
が
已
む
こ
と
な
き

新
た
な
再
生
産
へ
と
導
く
原
動
力
の
一
つ
と
な
り
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
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注（
（
）	
世
語
曰
：
岱
既
死
︐
陳
宮
謂
太
祖
曰
：
﹁
州
今
無
主
︐
而
王
命
斷
絶
︐
宮
請
説
州
中
︐
明
府
尋
往
牧
之
︐
資
之
以
收
天
下
︐
此
霸
王
之
業
也
︒﹂

宮
説
別
駕
︑
治
中
曰
：
﹁
今
天
下
分
裂
而
州
無
主
；
曹
東
郡
︐
命
世
之
才
也
︐
若
迎
以
牧
州
︐
必
寧
生
民
︒﹂
鮑
信
等
亦
謂
之
然
︒︵﹃
三
国
志
﹄

武
帝
紀
・
裴
松
之
注
引
﹃
世
語
﹄︶　

以
下
︑﹃
三
国
志
﹄
の
引
用
は
中
華
書
局
本
に
よ
る
︒

（
（
）	

渡
邉
義
浩
﹃
三
国
政
権
の
構
造
と
﹁
名
士
﹂﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
二
九
一
頁
︑
参
照
︒

（
（
） 

渡
邉
義
浩
氏
は
︑
辺
譲
殺
害
に
よ
る
陳
宮
の
反
乱
を
﹁
曹
操
最
大
の
危
機
﹂
と
評
し
て
い
る
︒︵
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
︵
三
︶﹄
巻
末
﹁
も
っ
と
知
り
た

い
三
国
志
︵
三
︶
曹
操
の
革
新
性
﹂
新
潮
文
庫
︑
二
〇
一
三
年
︑
四
五
七
頁
︶

（
（
） 

布
問
性
︐
言
﹁
萌
受
袁
術
謀
︒﹂﹁
謀
者
悉
誰
？
﹂
性
言
﹁
陳
宮
同
謀
︒﹂
時
宮
在
坐
上
︐
面
赤
︐
傍
人
悉
覺
之
︒
布
以
宮
大
將
︐
不
問
也
︒︵﹃
三
国
志
﹄

呂
布
伝
・
裴
松
之
注
引
﹃
英
雄
記
﹄︶　

な
お
︑
黄
巾
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ズ
編
﹃
出
身
地
で
わ
か
る
三
国
志
の
法
則
﹄︵K

O
EI

︑
一
九
九
五
年
︑
一
五
〇
~

一
五
二
頁
︶
は
︑
郝
萌
の
反
乱
に
つ
い
て
︑
郝
萌
が
河
内
の
出
身
で
あ
り
︑
ま
た
陳
宮
は
兗
州
出
身
で
あ
る
点
に
着
目
し
て
︑
呂
布
軍
は
幷
州
出
身
者

に
よ
る
同
郷
意
識
が
強
く
︑
そ
こ
か
ら
生
じ
る
排
他
的
性
格
に
よ
っ
て
幷
州
以
外
の
出
身
者
が
共
謀
し
て
反
逆
し
た
と
指
摘
す
る
︒

（
（
） 

﹃
三
国
演
義
﹄︵
毛
宗
崗
本
︶
の
引
用
は
︑
上
海
古
籍
出
版
社
﹃
三
国
演
義
︵
上
・
下
︶﹄︵
一
九
八
九
年
︶
に
拠
り
︑
北
京
大
学
出
版
社
﹃
三
国
演
義 

会

評
本
︵
上
・
下
︶﹄︵
中
国
古
典
小
説
戯
曲
研
究
資
料
叢
書
︑
一
九
八
六
年
︶
も
参
照
し
た
︒

（
（
） 

寧
敎
我
負
天
下
人
︐
休
敎
天
下
人
負
我
︒︵﹃
演
義
﹄
第
四
回
︶
な
お
︑﹃
三
国
志
﹄
武
帝
紀
・
裴
松
之
注
引
孫
盛
﹃
雑
記
﹄
は
﹁
寧
我
負
人
︐
毋
人
負

我
﹂
と
記
す
︒

（
（
） 

我
爲
國
家
︐
跟
他
到
此
︐
殺
之
不
義
︒
不
若
棄
而
他
往
︒︵﹃
演
義
﹄
第
五
回
︶︶　

な
お
︑
京
劇
・
滇
劇
・
晋
劇
・
漢
劇
等
︑
多
く
の
地
方
劇
で
﹁
曹
操
を

捉
え
る
﹂
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
旨
︑
李
殿
元
・
李
紹
先
﹃
三
国
志
考
証
学
﹄︵
和
田
武
司
・
訳
︑
講
談
社
︑
一
九
九
六
年
︶︑
三
七
~
三
八
頁
に
見
え
る
︒

（
（
） 

公
昔
棄
我
而
去
︐
今
有
何
面
目
︐
復
來
相
見
？
︵﹃
演
義
﹄
第
十
回
︶

（
（
） 

﹃
三
国
志
平
話
﹄
は
︑
国
会
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
﹃
至
治
新
刊
全
相
平
話
三
国
志
﹄︵https://w

w
w.digital.archives.go.jp/D

A
S/pickup/

view
/detail/detailA

rchives/0503000000/0000000810/01

︑
二
〇
二
二
年
一
一
月
二
〇
日
閲
覧
︶︑
及
び
鍾
兆
華
﹃
元
刊
全
相
平
話
五
種
校
注
﹄
巴

蜀
書
社
︑
一
九
八
九
年
︑
参
照
︒
な
お
︑
曹
操
が
陳
宮
の
妻
子
を
保
護
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
高
島
俊
男
氏
は
︑﹁
胡
三
省
︵﹃
通
鑑
﹄
の
注
釈
者
︶
は
︑

﹁
き
っ
と
陳
宮
の
妻
子
は
何
も
で
き
な
い
と
い
う
確
証
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
身
も
蓋
も
な
い
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒﹂
と
述
べ
る
︒︵﹃
三
国

志 

き
ら
め
く
群
像
﹄
ち
く
ま
文
庫
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
一
〇
頁
︶　

ま
た
︑
石
井
仁
氏
は
﹁
曹
操
は
陳
宮
の
遺
族
を
手
あ
つ
く
保
護
し
︑
父
親
が
わ
り
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に
な
っ
て
︑
そ
の
娘
を
と
つ
が
せ
た
と
い
う
︒
義
兄
弟
の
関
係
で
も
結
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
史
書
は
何
も
伝
え
な
い
︒﹂
と
述
べ
る
︒︵﹃
曹
操　

魏
の
武
帝
﹄
二
〇
〇
〇
年
︑
新
人
物
往
来
社
︑
一
四
六
頁
︶

（
（0
） 
出
關
︐
過
中
牟
︐
爲
亭
長
所
疑
︐
執
詣
縣
︐
邑
中
或
竊
識
之
︐
爲
請
得
解
︒︵﹃
三
国
志
﹄
武
帝
紀
︶

（
（（
） 

時
掾
亦
已
被
卓
書
；
唯
功
曹
心
知
是
太
祖
︐
以
世
方
亂
︐
不
宜
拘
天
下
雄
儁
︐
因
白
令
釋
之
︒︵﹃
三
国
志
﹄
武
帝
紀
・
裴
松
之
注
引
﹃
世
語
﹄︶

（
（（
） 

石
井
仁
﹃
曹
操　

魏
の
武
帝
﹄︵
新
人
物
往
来
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︑
七
七
頁
︑
参
照
︒﹃
三
国
志
﹄
呂
布
伝
・
裴
松
之
注
引
魚
氏
﹃
典
略
﹄
は
﹁
陳
宮

字
公
台
︑
東
郡
人
也
︒﹂
と
記
す
︒

（
（（
） 

剛
直
烈
壯
︐
少
與
海
内
知
名
之
士
皆
相
連
結
︒︵﹃
三
国
志
﹄
呂
布
伝
・
裴
松
之
注
引
魚
氏
﹃
典
略
﹄︶

（
（（
） 

呂
布
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
︑
柴
田
﹃
英
雄 

こ
こ
に
あ
り
﹄
で
は
﹁
呂
布
は
︑
も
と
も
と
︑
女
色
耽
溺
の
人
で
は
な
か
っ
た
﹂︵﹁
眼
球
を
く
ら

う
﹂︶
と
し
て
お
り
︑
北
方
﹃
三
国
志
﹄
や
宮
城
谷
﹃
三
国
志
﹄
で
も
︑
従
来
の
無
思
慮
・
無
節
操
な
猛
将
と
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
の
人
物
像
を
提

示
し
て
い
る
︒
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹃
三
国
志　

Three K
ingdom

s

﹄
で
も
新
た
な
呂
布
像
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
領
域
に
お
け
る
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
像
の
改
変
は
旺
盛
に
な
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
） 

陳
宮
不
隨
曹
操
︐
可
謂
知
人
；
然
後
來
却
隨
呂
布
︐
則
猶
未
爲
知
人
也
︒︵﹃
演
義
﹄
第
五
回
︑
毛
宗
崗
評
︶

（
（（
） 

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
﹁
陳
宮
﹂
は
︑﹁
史
実
上
の
彼
の
行
動
に
は
不
明
な
点
が
多
く
︑
各
創
作
物
で
は
知
謀
に
長
け
た
策
士
と
い
う
人
物
像
を
基
調
と
し
︑

様
々
な
陳
宮
像
が
描
か
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒︵https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/%

E9%
99%

B
3%

E5%
A

E%
A

E#cite_note-ryofuhon-4

︑
二

〇
二
二
年
一
一
月
一
九
日
閲
覧
︶

（
（（
） 

日
本
に
お
け
る
﹁
三
国
志
﹂
受
容
︑
及
び
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄
に
つ
い
て
は
︑
雑
喉
潤
﹃
三
国
志
と
日
本
人
﹄︵
講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
〇
二
年
︶︑

田
中
尚
子
﹃
三
国
志
享
受
史
論
考
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
武
内
真
彦
﹁
泣
か
ず
に
魏
延
を
焼
き
殺
す　

吉
川
英
治
の
読
ん
だ
三
国
志
﹂︵﹃
ア

ジ
ア
遊
学
﹄N

o.105

︑
二
〇
〇
七
年
一
二
月
︶︑﹃
僕
ら
の
三
国
志
大
全
﹄︵
綜
合
図
書
︑
二
〇
一
三
年
︶︑
袴
田
郁
一
﹁
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄
の
原
書

と
そ
の
文
学
性
─
近
代
日
本
に
お
け
る
﹁
三
国
志
﹂
の
受
容
と
展
開
﹂︵﹃
三
国
志
研
究
﹄
第
八
号
︑
二
〇
一
三
年
九
月
︶︑
長
尾
直
茂
﹃
本
邦
に
お
け

る
三
国
志
演
義
受
容
の
諸
相
﹄︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
箱
崎
み
ど
り
﹃
愛
と
欲
望
の
三
国
志
﹄︵
講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
一
九
年
︶
等
︑
参

照
︒
な
お
︑
本
稿
の
各
小
説
作
品
の
引
用
は
︑
吉
川
英
治
﹃
三
国
志
﹄︵
講
談
社
吉
川
英
治
文
庫
︑
一
九
七
五
年
︶︑
柴
田
錬
三
郎
﹃
三
国
志 

英
雄
こ
こ

に
あ
り
﹄︵
講
談
社
文
庫
︑
一
九
七
五
年
︶︑
陳
舜
臣
﹃
秘
本
三
国
志
﹄︵
新
潮
文
庫
︑
一
九
八
二
年
︶︑
三
好
徹
﹃
興
亡
三
国
志
﹄︵
集
英
社
文
庫
︑
二

〇
一
五
~
一
六
年
改
訂
新
版
︶︑
北
方
謙
三
﹃
三
国
志
﹄︵
ハ
ル
キ
文
庫
︑
二
〇
〇
一
~
〇
二
年
︶︑
宮
城
谷
昌
光
﹃
三
国
志
﹄︵
二
〇
〇
八
~
一
五
年
︶

に
拠
る
︒
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（
（（
） 

上
永
哲
矢
氏
は
︑﹁
吉
川
英
治
は
︑
当
初
陳
宮
に
原
作
以
上
の
重
要
な
役
回
り
を
与
え
る
つ
も
り
が
︑
途
中
で
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
く
な
る
と
思
い
な

お
し
﹁
演
義
﹂
の
展
開
通
り
に
話
を
戻
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
陳
宮
が
曹
操
軍
を
離
脱
す
る
く
だ
り
が
な
く
︑
設
定
ミ
ス
で
処
理
さ
れ
た
の
は
返
す
返
す

も
惜
し
い
か
ぎ
り
だ
︒﹂
と
指
摘
す
る
︒︵﹁
英
雄
で
あ
る
曹
操
を
︑
共
犯
者
の
陳
宮
は
ど
こ
で
見
限
っ
た
!?
﹂︵﹁
歴
史
人
︵
こ
こ
か
ら
は
じ
め
る
！
三

国
志
入
門
第
27
回
︶﹂︑https://w

w
w.rekishijin.com

/12160

︑
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
九
日
閲
覧
︶

（
（（
） 

陳
舜
臣
﹃
曹
操 

魏
の
曹
一
族
﹄
に
も
陳
宮
は
登
場
す
る
が
︑
曹
操
に
叛
旗
を
翻
し
︑
呂
布
と
と
も
に
殺
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
︑
能
力

や
性
格
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒

（
（0
） 

拙
論
﹁
現
代
日
本
の
﹁
三
国
志
﹂
受
容
に
お
け
る
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
─
北
方
謙
三
と
宮
城
谷
昌
光
の
両
極
性
─
﹂︵﹃
藝
文
研
究
﹄
第
一
一
六

号
︑
二
〇
一
九
年
六
月
︶︑
参
照
︒

（
（（
） 

北
方
謙
三
監
修
﹃
三
国
志
読
本　

北
方
三
国
志
別
巻
﹄︵
ハ
ル
キ
文
庫
︑
二
〇
〇
二
年
︶︑
六
七
頁
︑
参
照
︒

（
（（
） 

注
20
前
掲
拙
論
︑
参
照
︒

（
（（
） 

宮
城
谷
昌
光
﹃
三
国
志
読
本
﹄︵
文
春
文
庫
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
八
〇
頁
︑
参
照
︒


