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毛
宗
崗
本
『
三
国
志
演
義
』
の
関
心
の
在
り
処

─
呉
と
魏
の
関
わ
り
と
人
物
評
価
か
ら
─

鵜
浦
　
恵

一
　
は
じ
め
に

　

現
代
に
お
い
て
も
な
お
広
く
読
ま
れ
続
け
て
い
る
﹃
三
国
志
演
義
﹄
は
︑
そ
の
名
の
通
り
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
鼎
立
時
代
を
描
い
た
も
の
だ

が
︑
漢
王
朝
を
受
け
継
が
ん
と
す
る
﹁
善
﹂
と
し
て
描
か
れ
る
蜀
︑
一
方
で
漢
王
朝
か
ら
帝
位
を
簒
奪
し
た
﹁
悪
﹂
と
し
て
描
か
れ
る
魏
の
二
国

の
対
立
の
他
に
︑
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
呉
と
い
う
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑﹃
三
国
志
演
義
﹄
の
物
語
は
深
み
を
増
し
︑
読
者
の
心
を
摑
ん
で

き
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
あ
る
時
は
蜀
と
手
を
結
び
魏
に
対
抗
し
︑
ま
た
あ
る
時
は
魏
と
同
盟
関
係
を
築
い
て
蜀
に
立
ち
は
だ
か
る
呉
は

物
語
の
中
で
ジ
ョ
ー
カ
ー
的
な
役
割
を
持
ち
︑
単
調
な
善
悪
の
二
項
対
立
に
陥
る
こ
と
を
防
い
で
い
る1

︒

　

さ
て
︑
そ
の
﹃
三
国
志
演
義
﹄
に
は
様
々
な
版
本
が
存
在
す
る
が
︑
そ
の
中
で
通
行
本
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
は
清
代
初
期
に
刊
行
さ

れ
た
﹃
毛
宗
崗
批
評
三
国
志
﹄︵
以
下
︑
毛
宗
崗
本
と
称
す
る
︶
で
あ
る2

︒
そ
の
首
巻
に
は
毛
宗
崗
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
﹁
讀
三
國
志
法
﹂

や
﹁
凡
例
﹂
が
附
さ
れ
︑
本
書
の
特
徴
や
過
去
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
改
訂
︑
修
正
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
か
な
り
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
作
ら

れ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る3

︒
ま
た
︑
各
回
の
前
に
付
け
ら
れ
た
﹁
総
評
﹂
や
本
文
の
間
に
付
け
ら
れ
た
﹁
挟
批
﹂︵
以
下
︑
評
と
称
す
る
︶
に
は

﹃
三
国
志
演
義
﹄
の
文
章
技
巧
以
外
に
も
︑
様
々
な
人
物
に
対
す
る
評
価
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
評
価
に
基
づ
い
て
本
文
の
改
変
が
行
わ
れ
て
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い
る
こ
と
も
窺
え
る
︒

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
蜀
と
魏
の
は
ざ
ま
で
様
々
な
立
場
を
取
る
呉
の
人
物
に
つ
い
て
︑
毛
宗
崗
の
評
価
を
整
理
し
︑
毛
宗
崗
本
の
底
本
と
な
る

﹃
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
﹄︵
以
下
︑
李
卓
吾
本
と
称
す
る
︶
と
本
文
の
比
較
も
交
え
つ
つ
︑
魏
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
﹁
苦
肉
の
計
﹂

に
関
わ
る
人
物
及
び
張
昭
に
焦
点
を
当
て
︑
そ
の
評
価
の
特
徴
を
考
察
す
る4

︒

二
　「
苦
肉
の
計
」
に
お
け
る
評
価

　

呉
の
人
物
に
関
す
る
毛
宗
崗
の
評
に
つ
い
て
︑
そ
の
特
徴
と
し
て
彼
ら
の
人
物
像
に
関
す
る
評
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
毛
宗
崗
の
評
価
が

書
か
れ
た
評
が
︑
蜀
や
魏
の
人
物
に
比
べ
て
全
体
的
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
﹃
三
国
志
演
義
﹄
は

蜀
︵
蜀
漢
︶
を
正
統
と
し
︑
漢
王
朝
へ
の
忠
誠
心
を
主
題
と
し
て
い
る
物
語
で
あ
り
︑
そ
の
中
で
呉
と
い
う
存
在
は
あ
く
ま
で
も
蜀
と
魏
の
争
い

の
引
き
立
て
役
に
過
ぎ
な
い5

︒
し
た
が
っ
て
毛
宗
崗
の
関
心
も
希
薄
な
も
の
と
な
る
の
も
頷
け
る
が
︑
そ
の
中
で
毛
宗
崗
が
多
く
の
評
を
付
け
て

い
た
の
が
黄
蓋
︑
闞
沢
︑
甘
寧
の
三
人
で
あ
る
︒
彼
ら
は
﹃
三
国
志
演
義
﹄
第
四
十
六
回
か
ら
四
十
七
回
に
か
け
て
︑
周
瑜
と
共
謀
し
た
﹁
苦
肉

の
計
﹂
で
曹
操
を
欺
く
こ
と
に
成
功
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
蜀
と
呉
の
連
合
軍
は
赤
壁
の
戦
い
に
お
け
る
勝
利
へ
と
大
き
く
近
づ
く
こ
と
に
な
る
︒

ま
ず
は
そ
の
﹁
苦
肉
の
計
﹂
で
身
体
を
張
っ
た
黄
蓋
に
関
す
る
毛
宗
崗
の
評
を
見
て
い
く
︒

①　

黄
蓋
に
対
す
る
評
価

︵
一
︶
第
四
十
六
回　

総
評

　

黃
蓋
苦
肉
之
計
︑
苟
非
黃
蓋
之
所
自
願
︑
此
豈
周
瑜
之
所
能
使
哉
︒
周
瑜
深
欲
用
此
計
︑
而
恨
未
得
黃
蓋
之
一
人
︒
唯
黃
蓋
眞
能
舎
此
身
︑
而

後
可
行
苦
肉
之
一
計
耳
︒
作
者
於
此
︑
不
是
寫
周
瑜
之
智
︑
正
是
寫
黃
蓋
之
忠
︒
亦
只
是
寫
黃
蓋
之
忠
︑
不
是
寫
黃
蓋
之
智
︒

︵
二
︶
第
四
十
六
回
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蓋
曰
﹁
某
受
孫
氏
厚
恩
︑
雖
肝
腦
塗
地
︑
亦
無
怨
悔
︒﹂
瑜
拜
而
謝
之
曰
﹁
君
若
肯
行
此
苦
肉
計
︑
則
江
東
之
萬
幸
也
︒﹂︻
周
瑜
苦
心
︑
黃
蓋

苦
肉
︒
苦
心
不
易
︑
苦
肉
更
難
︒︼

︵
三
︶
第
四
十
九
回

　

黃
蓋
望
見
穿
絳
紅
袍
者
下
船
︑
料
是
曹
操
︑
乃
催
船
速
進
︑
手
提
利
刃
︑
高
聲
大
叫
﹁
曹
賊
休
走
︑
黃
蓋
在
此
︒﹂
操
叫
苦
連
聲
︒
張
遼
拈
弓

搭
箭
︑
覷
着
黃
蓋
較
近
︑
一
箭
射
去
︒
此
時
風
勢
正
大
︑
黃
蓋
在
火
光
中
︑
那
裏
聽
得
弓
絃
響
︑
正
中
肩
窩
︑
翻
身
落
水
︒︻
正
寫
曹
操
被
火
︑

忽
寫
黃
蓋
落
水
︒
正
快
意
時
︑
又
見
此
不
快
意
事
︑
令
人
閱
至
此
︑
不
得
不
急
欲
看
後
文
也
︒︼

　
︵
一
︶
で
は
﹁
苦
肉
の
計
﹂
に
つ
い
て
︑
実
現
を
可
能
に
し
た
の
は
黄
蓋
が
身
を
犠
牲
に
し
た
か
ら
で
あ
り
︑
傍
線
部
で
示
し
た
通
り
﹁
周
瑜

の
智
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
ま
さ
に
黄
蓋
の
忠
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
﹂
と
黄
蓋
の
功
績
を
強
調
し
て
い
る
︒︵
二
︶
は
周
瑜
が
黄
蓋

に
対
し
て
﹁
苦
肉
の
計
﹂
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
す
る
場
面
だ
が
︑
毛
宗
崗
は
﹁
周
瑜
の
苦
心
と
黄
蓋
の
苦
肉
︒
苦
心
も
易
し
く
は
な

い
が
︑
苦
肉
は
更
に
難
し
い
﹂
と
周
瑜
と
比
較
し
て
黄
蓋
の
苦
労
を
強
調
し
て
お
り
︑︵
一
︶
に
挙
げ
た
総
評
と
も
評
価
が
符
合
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒︵
三
︶
は
諸
葛
亮
と
周
瑜
に
よ
る
火
攻
め
の
計
が
成
功
し
︑
黄
蓋
が
曹
操
の
艦
隊
の
も
と
へ
乗
り
込
み
曹
操
を
窮
地
に
追
い
詰
め
た

と
こ
ろ
︑
張
遼
が
放
っ
た
矢
に
当
た
り
落
水
し
た
場
面
だ
が
︑
毛
宗
崗
は
曹
操
が
火
に
囲
ま
れ
る
姿
を
﹁
快
意
﹂︑
黄
蓋
の
落
水
を
﹁
不
快
意
﹂

と
評
し
︑
読
者
が
ハ
ラ
ハ
ラ
し
て
続
き
を
読
み
た
く
な
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
場
面
に
お
い
て
︑
黄
蓋
は
読
者
の
味
方
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑︵
三
︶
に
続
く
次
の
場
面
で
は
彼
の
﹁
忠
﹂
に
つ
い
て
再
度
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
四
︶
第
五
〇
回

　

韓
當
冒
烟
突
火
來
攻
水
寨
︑
忽
聽
得
士
卒
報
道
﹁
後
稍
舵
上
一
人
︑
高
叫
將
軍
表
字
︒﹂
韓
當
細
聽
︑
但
聞
高
叫
﹁
公
義
救
我
︒﹂
當
曰
﹁
此
黃

公
覆
也
︒﹂
急
教
救
起
︒
見
黃
蓋
負
箭
着
傷
︑
咬
出
箭
桿
︑
箭
頭
陷
在
肉
內
︒
韓
當
急
爲
脫
去
濕
衣
︑
用
刀
剜
出
箭
頭
︑
扯
旗
束
之
︑
脫
自
己
戰
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袍
與
黃
蓋
穿
了
︑
先
令
別
船
送
回
大
寨
醫
治
︒
原
來
黃
蓋
深
知
水
性
︑
故
大
寒
之
時
︑
和
甲
墮
江
︑
也
逃
得
性
命
︒︻
黃
蓋
苦
肉
於
前
︑
又
苦
肉

於
後
︑
勇
不
避
難
︑
極
寫
其
忠
︒︼

　

こ
こ
で
は
落
水
し
た
黄
蓋
を
韓
当
が
助
け
た
と
こ
ろ
︑
黄
蓋
は
矢
が
突
き
刺
さ
っ
て
負
傷
し
て
い
た
も
の
の
︑
水
に
慣
れ
て
い
た
こ
と
で
な
ん

と
か
極
寒
の
中
で
も
生
き
延
び
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
毛
宗
崗
は
黄
蓋
に
対
し
て
﹁
黄
蓋
は
以
前
も
﹃
苦
肉
﹄
を
し
た
が
︑
さ
ら
に
そ
の
後

も
﹃
苦
肉
﹄
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
勇
あ
る
者
は
困
難
を
避
け
な
い
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
忠
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
﹂
と
評
し
︑
彼
の

﹁
忠
﹂
を
強
調
し
て
い
る6

︒

　

さ
て
︑︵
一
︶
の
総
評
で
は
﹁
た
だ
黄
蓋
の
忠
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
あ
り
︑
黄
蓋
の
智
は
描
い
て
い
な
い
﹂
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
︑﹁
苦
肉

の
計
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
知
性
が
毛
宗
崗
に
絶
賛
さ
れ
た
人
物
が
い
る
︒
そ
れ
が
次
節
で
取
り
上
げ
る
闞
沢
で
あ
る
︒

②　

闞
沢
に
対
す
る
評
価

︵
一
︶
第
四
十
六
回

　

且
說
黃
蓋
臥
于
帳
中
︑
諸
將
皆
來
動
問
︑
蓋
不
言
語
︑
但
長
吁
而
已
︒
忽
報
參
謀
闞
澤
來
問
︑
蓋
令
請
入
臥
內
︑
𠮟
退
左
右
︒
闞
澤
曰
﹁
將
軍

莫
非
與
都
督
有
仇
︒﹂
蓋
曰
﹁
非
也
︒﹂
澤
曰
﹁
然
則
公
之
受
責
︑
莫
非
苦
肉
計
乎
︒﹂︻
不
用
黃
蓋
說
明
︑
先
是
闞
澤
猜
破
︒
妙
︒︼
蓋
曰
﹁
何
以

知
之
︒﹂
澤
曰
﹁
某
觀
公
瑾
舉
動
︑
已
料
著
八
九
分
︒﹂︻
唯
孔
明
便
識
得
十
分
︒︼
蓋
曰
﹁
某
受
吳
侯
三
世
厚
恩
︑
無
以
爲
報
︑
故
獻
此
計
以
破
曹

操
︒
吾
雖
受
苦
︑
亦
無
所
恨
︒
吾
遍
觀
軍
中
︑
無
一
人
可
爲
心
腹
者
︒
唯
公
素
有
忠
義
之
心
︑
敢
以
心
腹
相
告
︒﹂
澤
曰
﹁
公
之
告
我
︑
無
非
要

我
獻
詐
降
書
耳
︒﹂︻
又
不
用
黃
蓋
說
明
︑
先
是
闞
澤
猜
破
︒
妙
甚
︒︼
蓋
曰
﹁
實
有
此
意
︒
未
知
肯
否
︒﹂
闞
澤
欣
然
領
諾
︒

　
︵
一
︶
は
﹁
苦
肉
の
計
﹂
の
一
環
と
し
て
杖
刑
に
遭
っ
た
黄
蓋
の
も
と
に
闞
沢
が
訪
ね
て
き
た
場
面
で
あ
る
︒
闞
沢
が
黄
蓋
に
罰
を
受
け
た
の

は
﹁
苦
肉
の
計
﹂
の
た
め
で
は
な
い
か
と
切
り
出
し
た
と
き
︑
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
毛
宗
崗
は
﹁
黄
蓋
の
説
明
が
な
く
と
も
先
に
闞
沢
が
見
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破
っ
た
︒
素
晴
ら
し
い
︒﹂
と
評
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
黄
蓋
が
闞
沢
を
曹
操
へ
の
使
い
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
も
見
抜
い
た
あ
と
に
同
じ
文
章

で
再
度
評
価
し
︑
闞
沢
の
能
力
の
高
さ
を
強
調
し
て
い
る
︒
毛
宗
崗
が
闞
沢
を
優
れ
た
人
物
と
評
価
し
て
い
る
の
は
︑
次
の
︵
二
︶
や
︵
三
︶
で

も
見
て
取
れ
る
︒

︵
二
︶
第
四
十
七
回　

総
評

　

前
回
寫
甘
寧
︑
此
回
寫
闞
澤
︒
而
極
寫
闞
澤
︑
必
先
極
寫
曹
操
︒
不
寫
曹
操
之
奸
︑
不
顯
闞
澤
之
巧
︒
若
彼
不
知
爲
苦
肉
計
而
欺
之
不
難
︑
惟

彼
旣
知
爲
苦
肉
計
而
欺
之
之
爲
難
也
︒
彼
不
知
爲
詐
降
書
而
中
之
不
足
奇
︑
惟
彼
旣
知
爲
詐
降
書
而
我
終
能
中
之
之
爲
奇
也
︒
計
雖
巧
︑
而
無
行

計
之
人
則
亦
拙
︒
計
雖
庸
︑
而
有
行
計
之
人
則
不
庸
耳
︒

︵
三
︶
第
四
十
七
回

　

曹
操
於
几
案
上
翻
覆
將
書
看
了
十
餘
次
︑
忽
然
拍
案
張
目
大
怒
曰
﹁
黃
蓋
用
苦
肉
計
︑
令
汝
下
詐
降
書
︑
就
中
取
事
︑
却
敢
來
戲
侮
我
耶
︒﹂

︻
二
人
機
謀
被
他
明
明
道
破
︒
讀
者
至
此
︑
爲
黃
蓋
惜
︑
又
爲
闞
澤
憂
矣
︒︼
便
教
左
右
推
出
斬
之
︒
左
右
將
闞
澤
簇
下
︒︻
令
讀
者
急
殺
︒︼
澤
面

不
改
容
︑
仰
天
大
笑
︒︻
①
寫
闞
澤
眞
是
有
膽
︒︼
操
教
牽
回
︑
𠮟
曰
﹁
吾
已
識
破
奸
計
︑
汝
何
故
哂
笑
︒﹂
澤
曰
﹁
吾
不
笑
你
︒
吾
笑
黃
公
覆
不

識
人
耳
︒﹂︻
②
笑
黃
公
覆
︑
正
是
笑
你
︒
却
偏
說
不
笑
你
︑
笑
黃
公
覆
︒
寫
闞
澤
眞
是
能
言
︒︼
操
曰
﹁
何
不
識
人
︒﹂
澤
曰
﹁
殺
便
殺
︑
何
必
多

問
︒﹂︻
③
寫
闞
澤
眞
是
有
膽
︒︼

︵
四
︶
第
四
十
七
回

　

辭
別
出
營
︑
再
駕
扁
舟
︑
重
回
江
東
︑
來
見
黃
蓋
︑
細
說
前
事
︒
蓋
曰
﹁
非
公
能
辯
︑
則
蓋
徒
受
苦
矣
︒﹂︻
黃
蓋
捨
身
︑
闞
澤
掉
舌
︒
然
闞
澤

亦
惟
能
捨
身
︑
故
能
掉
舌
耳
︒
不
似
今
人
之
不
肯
捨
身
︑
但
能
掉
舌
也
︒︼
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︵
二
︶
の
総
評
で
は
︑
曹
操
の
﹁
奸
﹂
を
書
か
な
け
れ
ば
闞
沢
の
﹁
巧
﹂
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
曹
操
が
﹁
苦
肉
の
計
﹂
を
知
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
欺
く
の
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
上
で
︑
傍
線
部
で
﹁
計
略
が
巧
み
な
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
実
行
で
き
る
人
が
い
な
け
れ
ば
稚
拙
な

も
の
と
な
り
︑
計
略
が
凡
庸
な
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
実
行
で
き
る
人
が
い
れ
ば
凡
庸
な
も
の
で
は
な
く
な
る
﹂
と
し
て
お
り
︑
間
接
的
に
闞
沢
の

重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒︵
三
︶
は
闞
沢
が
曹
操
に
謁
見
し
︑
黄
蓋
か
ら
の
書
簡
を
見
せ
終
わ
っ
た
場
面
で
あ
る
︒
曹
操
は
黄
蓋

が
﹁
苦
肉
の
計
﹂
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
す
ぐ
さ
ま
見
抜
き
︑
闞
沢
を
処
刑
し
よ
う
と
す
る
が
︑
闞
沢
は
顔
色
一
つ
変
え
な
い
︒
毛
宗
崗
は
そ
れ

に
対
し
て
傍
線
部
①
で
﹁
本
当
に
闞
沢
に
度
胸
が
あ
る
様
を
描
い
て
い
る
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
同
じ
評
語
が
傍
線
部
③
に
も
あ
り
︑
曹
操
に
対
し

て
﹁
殺
す
な
ら
殺
せ
﹂
と
堂
々
と
し
て
い
る
闞
沢
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
黄
蓋
は
人
を
見
る
目
が
な
い
と
言
っ
て
笑
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
︑
傍
線
部
②
に
あ
る
よ
う
に
﹁
黄
蓋
を
笑
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
ま
さ
に
あ
な
た
を
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
あ
な
た
を
笑
っ

て
は
お
ら
ず
︑
黄
蓋
を
笑
っ
て
い
る
の
だ
と
だ
け
言
っ
て
い
る
︒
闞
沢
の
言
説
が
巧
み
で
あ
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
﹂
と
闞
沢
の
発
言
の
意
図
を

解
説
し
て
い
る
︒

　
︵
四
︶
は
無
事
曹
操
を
騙
し
終
え
︑
自
陣
に
戻
り
闞
沢
が
黄
蓋
に
報
告
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
毛
宗
崗
は
﹁
黄
蓋
は
そ
の
身
を
捨
て
︑
闞
沢

は
弁
舌
を
振
る
っ
た
︒
し
か
し
闞
沢
も
ま
た
そ
の
身
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
弁
舌
を
振
る
え
る
の
で
あ
る
︒﹂
と

こ
こ
で
も
闞
沢
の
度
胸
を
評
価
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
毛
宗
崗
は
繰
り
返
し
評
で
闞
沢
の
こ
と
を
称
賛
し
て
い
る
が
︑
毛
宗
崗
の
そ
の
評
価

が
文
章
の
改
変
に
表
れ
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
た
︒
次
に
挙
げ
る
三
つ
の
例
が
そ
う
で
あ
る
︒
比
較
対
象
と
し
て
︑
毛
宗
崗
本
の
底
本
で
あ

る
李
卓
吾
本
の
同
じ
場
面
と
併
記
す
る
︒

︵
五
︶
第
四
十
七
回

︹
李
卓
吾
本
︺

　

闞
澤
︑
字
德
潤
︑
會
稽
山
陰
人
也
︒
家
本
庄
農
︑
酷
嗜
儒
業
︑
但
家
甚
貧
︑
與
人
傭
工
︑
①
借
書
誦
︑
但
寫
一
篇
︑
並
無
遺
忘
︒
少
有
膽
氣
︑

對
答
如
流
︒
舉
孝
廉
︑
除
錢
塘
長
︒
孫
權
慕
其
名
︑
召
爲
參
謀
︒
②
因
此
黃
蓋
知
其
能
言
有
膽
︑
故
遣
往
之
︒
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︹
毛
宗
崗
本
︺

　

却
說
闞
澤
字
德
潤
︑
會
稽
山
陰
人
也
︒
家
貧
好
學
︑
①
嘗
借
人
書
來
看
︑
看
過
一
遍
︑
便
不
遺
忘
︒
口
才
辨
給
︑
少
有
膽
氣
︒︻
膽
氣
從
讀
書

得
來
︒︼
孫
權
召
爲
參
謀
︑
②
與
黃
蓋
最
相
善
︒

　

こ
の
場
面
で
は
闞
沢
の
生
い
立
ち
が
書
か
れ
て
い
る
が
︑
傍
線
部
①
に
つ
い
て
李
卓
吾
本
で
は
﹁
本
を
借
り
て
声
に
出
し
て
読
み
︑
一
度
書
き

写
し
た
だ
け
で
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
毛
宗
崗
本
で
は
﹁
い
つ
も
本
を
借
り
て
来
て
読
み
︑
一
度
読
め
ば
決
し
て
忘

れ
な
か
っ
た
﹂
と
変
え
て
お
り
︑
闞
沢
の
能
力
が
よ
り
秀
で
た
も
の
に
な
っ
て
い
る7

︒
ま
た
︑
傍
線
部
②
で
は
李
卓
吾
本
の
﹁
し
た
が
っ
て
黄
蓋

は
闞
沢
が
弁
舌
に
優
れ
度
胸
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
︑
故
に
魏
に
行
か
せ
た
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
部
分
が
毛
宗
崗
本
で
は
﹁
黄
蓋
と
最
も
仲

が
良
か
っ
た
﹂
と
さ
れ
︑
た
だ
客
観
的
な
条
件
か
ら
闞
沢
を
選
ん
だ
李
卓
吾
本
に
比
べ
て
︑
毛
宗
崗
本
で
は
二
人
の
関
係
性
が
よ
り
深
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
︒
ま
た
こ
こ
に
付
け
ら
れ
た
評
に
は
﹁
闞
沢
の
度
胸
は
読
書
か
ら
来
る
も
の
だ
﹂
と
あ
り
︑
彼
の
知
性
を
強
調
し
て
い
る
︒

︵
六
︶
第
四
十
七
回

︹
李
卓
吾
本
︺

　

闞
澤
聽
罷
曰
﹁
汝
不
惶
恐
︑
敢
誇
年
幼
熟
讀
兵
書
︒
若
戰
︑
必
被
周
瑜
擒
矣
︒
無
學
之
輩
︑
可
惜
吾
屈
死
汝
手
︒﹂
操
曰
﹁
何
謂
我
無
學
︒﹂
澤

曰
﹁
②
汝
旣
通
書
︑
不
識
機
謀
︑
不
明
道
理
︑
故
知
必
敗
耳
︒﹂
操
曰
﹁
且
放
他
︑
看
說
我
幾
般
不
是
處
︒
若
果
理
直
氣
壯
︑
必
有
議
論
︒﹂
澤
曰

﹁
某
見
汝
無
待
賢
之
禮
︑
吾
何
必
言
︒
但
有
死
而
已
︒﹂
操
曰
﹁
③
願
聞
高
論
︒﹂

︹
毛
宗
崗
本
︺

　

闞
澤
聽
罷
︑
大
笑
曰
﹁
虧
汝
不
惶
恐
︑
敢
自
誇
熟
讀
兵
書
︒
①
還
不
及
早
收
兵
回
去
︒
儻
若
交
戰
︑
必
被
周
瑜
擒
矣
︒
無
學
之
輩
︑
可
惜
吾
屈

死
汝
手
︒﹂︻
自
負
有
智
︑
偏
要
笑
他
無
學
︑
純
用
反
激
語
︒
妙
︒︼
操
曰
﹁
何
謂
我
無
學
︒﹂
澤
曰
﹁
②
汝
不
識
機
謀
︑
不
明
道
理
︑
豈
非
無
學
︒﹂

︻
妙
在
不
卽
說
︒︼
操
曰
﹁
你
且
說
我
那
幾
般
不
是
處
︒﹂
澤
曰
﹁
汝
無
待
賢
之
禮
︑
吾
何
必
言
︒
但
有
死
而
已
︒﹂︻
妙
在
不
肯
說
︒︼
操
曰
﹁
③
汝
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若
說
得
有
理
︑
我
自
然
敬
服
︒﹂︻
正
要
逼
他
說
此
一
句
︑
然
後
說
耳
︒︼

　

闞
沢
を
疑
う
曹
操
と
の
応
酬
に
お
い
て
︑
李
卓
吾
本
と
語
句
の
異
同
が
数
多
く
見
ら
れ
た
が
︑
大
き
く
異
な
る
点
の
み
述
べ
る
︒
ま
ず
毛
宗
崗

本
で
は
︑
傍
線
部
①
で
示
し
た
よ
う
に
﹁
さ
っ
さ
と
兵
を
ま
と
め
て
帰
っ
た
方
が
よ
い
﹂
と
い
う
セ
リ
フ
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
全
般
的
に

毛
宗
崗
本
は
李
卓
吾
本
の
冗
長
な
記
述
を
削
い
で
簡
潔
に
す
る
傾
向
に
あ
る
が
︑
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
セ
リ
フ
を
足
す
こ
と
で
︑
闞
沢
の
毅
然
と
し
た

態
度
が
よ
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
次
に
傍
線
部
②
で
示
し
た
と
こ
ろ
で
は
︑
曹
操
の
﹁
ど
う
し
て
私
を
無
学
と
言
う
の

か
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑
李
卓
吾
本
は
﹁
お
ま
え
は
既
に
書
に
通
じ
て
お
き
な
が
ら
︑
臨
機
応
変
の
計
略
を
知
ら
ず
︑
道
理
も
わ
か
っ
て
い

な
い
の
だ
か
ら
︑
必
ず
敗
れ
る
と
わ
か
る
の
だ
﹂
と
返
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
毛
宗
崗
本
は
最
初
の
句
を
削
除
し
た
上
で
最
後
を
﹁
ど
う
し
て
無

学
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
﹂
と
し
て
い
る
︒
毛
宗
崗
本
の
方
が
曹
操
の
問
い
に
沿
っ
た
答
え
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
無
学
﹂
の
語
を
繰
り
返
し
述

べ
る
こ
と
で
︑
直
前
に
付
け
ら
れ
た
評
に
あ
る
よ
う
に
︑
己
の
学
を
鼻
に
か
け
て
い
る
曹
操
に
対
す
る
痛
烈
な
反
駁
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
最
後
に
傍
線
部
③
で
は
︑
李
卓
吾
本
の
﹁
願
わ
く
ば
高
論
を
聞
こ
う
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
曹
操
の
セ
リ
フ
が
﹁
お
ま
え
の
話
に
筋
道
が
通

っ
て
い
る
な
ら
︑
私
は
も
ち
ろ
ん
敬
服
す
る
﹂
に
変
え
ら
れ
て
い
る
︒
毛
宗
崗
本
で
は
こ
の
時
点
で
曹
操
が
闞
沢
に
気
圧
さ
れ
て
い
る
様
子
が
表

れ
て
い
る
︒

︵
七
︶
第
四
十
七
回

︹
李
卓
吾
本
︺

　

澤
曰
﹁
豈
不
聞
﹃
背
主
作
竊
︑
安
可
期
乎
﹄︒
這
話
言
那
背
主
謀
反
︑
如
何
約
日
期
︒
倘
有
了
日
期
︑
急
下
不
得
手
︑
這
裡
接
應
︑
必
然
泄

漏
︒
只
是
但
得
便
就
行
矣
︒﹂
②
曹
操
是
箇
聰
明
人
︑
一
點
便
悟
︑
下
席
復
禮
﹁
適
來
曹
操
見
事
不
明
︑
誤
犯
尊
威
︑
幸
勿
掛
意
︒﹂

︹
毛
宗
崗
本
︺

　

澤
曰
﹁
豈
不
聞
﹃
背
主
作
竊
︑
不
可
定
期
﹄︒
儻
今
約
定
日
期
︑
急
切
下
不
得
手
︑
這
裏
反
來
接
應
︑
事
必
泄
漏
︒
但
可
覷
便
而
行
︑
豈
可
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預
期
相
訂
乎
︒
①
汝
不
明
此
理
︑
欲
屈
殺
好
人
︑
眞
無
學
之
輩
也
︒﹂︻
寫
闞
澤
眞
是
能
讀
書
人
︒
方
見
孔
明
激
孫
權
︑
激
周
瑜
︑
又
見
闞
澤
激

曹
操
︒
愈
出
愈
奇
︒︼
②
操
聞
言
︑
改
容
下
席
而
謝
曰
﹁
某
見
事
不
明
︑
誤
犯
尊
威
︑
幸
勿
掛
懷
︒﹂︻
惟
聰
明
人
能
轉
變
︑
亦
惟
聰
明
人
偏
着
騙

耳
︒
旣
已
道
破
︑
又
被
瞞
過
︒︼

　
︵
六
︶
か
ら
続
く
こ
の
場
面
で
は
︑
曹
操
が
闞
沢
を
疑
っ
た
理
由
で
あ
る
︑
黄
蓋
か
ら
の
降
参
の
書
に
期
日
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
す

る
弁
明
が
始
ま
る
︒
傍
線
部
①
で
示
し
た
よ
う
に
︑
毛
宗
崗
本
は
闞
沢
の
セ
リ
フ
の
最
後
に
﹁
お
ま
え
は
こ
の
道
理
も
わ
か
ら
ず
︑
立
派
な
人
を

無
実
の
罪
で
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
本
当
に
無
学
の
輩
だ
﹂
と
い
う
一
文
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︑︵
六
︶
で
挙
げ
た
場
面
か
ら
数
え
る

と
三
回
目
の
﹁
無
学
﹂
と
い
う
語
の
使
用
と
な
る
が
︑
毛
宗
崗
本
で
は
曹
操
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
言
葉
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
︒
直
後
の
評
で
は
﹁
闞
沢
が
ま
こ
と
に
書
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
︒﹂
と
闞
沢
の
知
性
は
こ
こ
で
も
示
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑
曹
操
の
反
応
も
両
版
本
間
で
大
き
く
異
な
る
︒
傍
線
部
②
の
よ
う
に
李
卓
吾
本
で
は
﹁
曹
操
は
聡
明
な
人
で
あ
る
か
ら
︑
す
ぐ
に

理
解
し
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
毛
宗
崗
本
で
は
﹁
曹
操
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
﹂
に
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
︑
曹
操
を
褒
め
る
よ
う
な
表
現

を
排
除
す
る
と
と
も
に
︑
闞
沢
に
よ
っ
て
完
全
に
説
き
伏
せ
ら
れ
た
様
を
描
く
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
毛
宗
崗
の
闞
沢
に
対
す
る
評
価
は
非
常
に
高
く
︑
闞
沢
の
優
れ
た
側
面
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
本
文
の
改
変
も
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
し
︑︵
二
︶
で
挙
げ
た
総
評
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
曹
操
の
﹁
奸
﹂
た
る
側
面
を
描
く
こ
と
で
闞
沢
の
巧
み
さ
が
際
立

つ
の
で
あ
り
︑
二
人
の
描
写
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
︒

　
﹁
苦
肉
の
計
﹂
の
成
功
に
は
︑
も
う
一
人
の
武
将
の
活
躍
も
欠
か
せ
な
い
︒
曹
操
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
ス
パ
イ
で
あ
る
蔡
和
︑
蔡
仲
を
闞
沢
と

と
も
に
欺
き
︑
内
応
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
人
物
︑
甘
寧
で
あ
る
︒

③　

甘
寧
に
対
す
る
評
価

︵
一
︶
第
四
十
六
回
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周
瑜
勃
然
變
色
︑
大
怒
曰
﹁
吾
奉
主
公
之
命
督
兵
破
曹
︑
敢
有
再
言
降
者
必
斬
︒
今
兩
軍
相
敵
之
際
︑
汝
敢
出
此
言
慢
我
軍
心
︑
不
斬
汝
首
︑

難
以
服
衆
︒﹂
喝
左
右
將
黃
蓋
斬
訖
報
來
︒
黃
蓋
亦
怒
曰
﹁
吾
自
隨
破
虜
將
軍
︑
縱
橫
東
南
︑
已
歷
三
世
︑
那
有
你
來
︒﹂
瑜
大
怒
︑
喝
令
速
斬
︒

甘
寧
進
前
告
曰
﹁
公
覆
乃
東
吳
舊
臣
︑
望
寬
恕
之
︒﹂
瑜
喝
曰
﹁
汝
何
敢
多
言
︑
亂
吾
法
度
︒﹂
先
𠮟
左
右
將
甘
寧
亂
棒
打
出
︒︻
前
收
二
蔡
是
假

喜
︑
今
打
黃
蓋
定
是
假
怒
︑
想
甘
寧
早
已
心
照
矣
︒︼
衆
官
皆
跪
告
曰
﹁
黃
蓋
罪
固
當
誅
︑
但
於
軍
不
利
︒
望
都
督
寬
恕
︑
權
且
記
罪
︒
破
曹
之

後
︑
斬
亦
未
遲
︒﹂
瑜
怒
未
息
︒
衆
官
苦
苦
告
求
︒

︵
二
︶
四
十
七
回

　

澤
至
寧
寨
︑
寧
接
入
︒
澤
曰
﹁
將
軍
昨
爲
救
黃
公
覆
︑
被
周
公
瑾
所
辱
︑
吾
甚
不
平
︒﹂︻
妙
在
反
言
以
試
之
︒︼
寧
笑
而
不
答
︒︻
寫
甘
寧
是
解

人
︒
笑
者
︑
與
闞
澤
會
意
也
︒
不
答
者
︑
瞞
着
二
蔡
也
︒︼
正
話
間
︑
蔡
和
︑
蔡
中
至
︒
澤
以
目
送
甘
寧
︑︻
甘
寧
以
笑
︑
闞
澤
以
目
︒
一
笑
一

目
︑
如
相
問
答
︒︼

　
︵
一
︶
で
は
︑
周
瑜
が
諸
将
の
前
で
わ
ざ
と
黄
蓋
と
言
い
争
い
︑
黄
蓋
が
斬
ら
れ
よ
う
と
し
た
際
︑
甘
寧
が
進
み
出
て
周
瑜
を
諫
め
た
も
の

の
︑
周
瑜
は
聞
き
入
れ
ず
︑
諸
将
の
再
三
に
わ
た
る
懇
願
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
黄
蓋
は
杖
刑
と
な
る
︒
こ
の
場
面
で
は
︑
本
文
だ
け
を
読
む
と
あ

た
か
も
甘
寧
は
他
の
諸
将
と
同
じ
よ
う
に
本
気
で
周
瑜
が
黄
蓋
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
︑
傍
線
部
で
示
し
た

よ
う
に
毛
宗
崗
は
﹁
甘
寧
は
す
で
に
も
う
心
の
中
で
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
実
際
に
︑︵
二
︶
で
挙
げ
た
場

面
か
ら
は
甘
寧
が
﹁
本
気
だ
と
思
っ
て
諫
め
る
﹂
と
い
う
演
技
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
ま
た
︑︵
二
︶
で
付
け
ら
れ
た
評
に

は
傍
線
部
の
通
り
﹁
甘
寧
は
物
事
の
意
味
を
よ
く
理
解
す
る
人
物
で
あ
る
︒
笑
っ
た
の
は
闞
沢
の
意
を
汲
み
取
っ
た
か
ら
で
あ
り
︑
答
え
な
か
っ

た
の
は
蔡
和
蔡
仲
を
騙
す
た
め
で
あ
る
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
甘
寧
と
以
心
伝
心
で
﹁
苦
肉
の
計
﹂
を
進
め
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
な

お
︑
甘
寧
に
つ
い
て
は
﹁
苦
肉
の
計
﹂
以
外
の
と
こ
ろ
で
も
称
賛
す
る
よ
う
な
評
が
あ
り8

︑
毛
宗
崗
が
彼
の
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
毛
宗
崗
は
﹁
苦
肉
の
計
﹂
に
大
き
く
貢
献
し
た
黄
蓋
︑
闞
沢
︑
甘
寧
に
対
し
て
総
じ
て
好
意
的
な
評
を
付
け
て
お
り
︑
そ
れ
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に
合
わ
せ
た
本
文
の
改
変
も
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
漢
王
朝
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
曹
操
は
︑
毛
宗
崗
本
に
お
い
て
﹁
奸
﹂
絶
と
さ

れ
︑
徹
底
し
た
悪
役
と
し
て
一
貫
性
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る9

︒
従
っ
て
︑
毛
宗
崗
に
と
っ
て
﹁
苦
肉
の
計
﹂
の
一
段
は
︑
曹
操
の
﹁
奸
﹂
絶
た

る
側
面
を
強
調
し
た
上
で
︑
そ
の
曹
操
が
見
事
に
し
て
や
ら
れ
る
様
を
痛
快
に
描
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
格
好
の
題
材
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
特

に
そ
の
胆
力
と
機
転
︑
弁
舌
の
巧
み
さ
を
直
接
曹
操
に
対
し
て
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
闞
沢
に
対
し
て
︑
毛
宗
崗
は
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
毛
宗
崗
が
彼
ら
を
手
放
し
に
褒
め
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
︑
彼
ら
が
蜀
と
は
殆
ど
直
接
干
戈
を
交
え
て
い
な
い
こ
と

も
指
摘
で
き
よ
う10

︒
彼
ら
の
行
為
は
呉
と
い
う
国
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
と
も
に
曹
操
へ
と
立
ち
向
か
う
こ
と
で
︑
間
接
的
な
が
ら
も

充
分
﹃
三
国
志
演
義
﹄
の
主
題
で
あ
る
漢
王
朝
へ
の
忠
誠
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　

一
方
︑
曹
操
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
毛
宗
崗
か
ら
低
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た
人
物
も
い
る
︒
次
章
で
は
幾
度
と
な
く
孫
権
に

対
し
て
魏
と
戦
わ
な
い
こ
と
を
進
言
し
た
張
昭
へ
の
評
価
を
見
て
い
く
︒

三
　
張
昭
に
対
す
る
評
価

　

張
昭
は
周
瑜
の
進
言
を
通
し
て
張
紘
と
共
に
孫
策
に
招
か
れ
︑
そ
の
後
も
長
く
呉
に
仕
え
続
け
た
人
物
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
呉
の
人
物
に

対
す
る
毛
宗
崗
の
評
は
全
体
的
に
少
な
い
が
︑
そ
の
中
で
張
昭
に
つ
い
て
は
︑
彼
を
批
判
す
る
よ
う
な
評
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
た
︒

︵
一
︶
第
三
十
八
回

　

建
安
七
年
︑
曹
操
破
袁
紹
︑
遣
使
往
江
東
︑
命
孫
權
遣
子
入
朝
隨
駕
︒
權
猶
豫
未
決
︒
吳
太
夫
人
命
周
瑜
︑
張
昭
等
面
議
︒
張
昭
曰
﹁
操
欲
令

我
遣
子
入
朝
︑
是
牽
制
諸
侯
之
法
也
︒
然
若
不
令
去
︑
恐
其
興
兵
下
江
東
︑
勢
必
危
矣
︒﹂︻
①
旣
知
遣
質
之
爲
牽
制
︑
而
又
憂
不
遣
質
之
將
危
︑

是
首
鼠
兩
端
之
語
︒︼
周
瑜
曰
﹁
將
軍
承
父
兄
餘
資
︑
兼
六
郡
之
衆
︑
兵
精
糧
足
︑
將
士
用
命
︑
有
何
逼
迫
而
欲
送
質
於
人
︒
質
一
入
︑
不
得
不

與
曹
氏
連
和
︒
彼
有
命
召
︑
不
得
不
往
︒
如
此
則
見
制
於
人
也
︒
不
如
勿
遣
︑
徐
觀
其
變
︑
別
以
良
策
禦
之
︒﹂︻
②
孔
明
爲
玄
德
畫
策
︑
只
數
語

決
疑
︒
周
瑜
爲
孫
權
畫
策
︑
亦
只
數
語
決
疑
︒︼
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︵
二
︶
第
三
十
八
回

　

至
來
年
春
︑
孫
權
商
議
欲
伐
黃
祖
︒
張
昭
曰
﹁
居
喪
未
及
期
年
︑
不
可
動
兵
︒﹂
周
瑜
曰
﹁
報
讐
雪
恨
︑
何
待
期
年
︒﹂︻
伐
人
之
喪
不
可
︑
喪

中
伐
人
亦
不
可
︒
然
以
報
父
讐
則
無
不
可
也
︒
若
論
報
讐
︑
正
當
服
縞
素
而
興
師
︑
何
待
服
除
之
有
︒
張
昭
之
見
︑
往
往
不
及
周
瑜
︒︼

　
︵
一
︶
は
曹
操
が
袁
紹
を
打
ち
破
っ
た
の
ち
︑
孫
権
に
対
し
て
息
子
を
入
朝
さ
せ
ろ
と
命
じ
て
き
た
場
面
で
あ
る
︒
孫
権
は
判
断
に
困
り
︑
母

の
呉
太
夫
人
が
周
瑜
や
張
昭
ら
を
呼
び
寄
せ
て
相
談
す
る
が
︑
そ
こ
で
張
昭
は
曹
操
が
諸
侯
を
牽
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
︑
し
か
し
息
子
を

送
ら
な
け
れ
ば
曹
操
は
軍
勢
を
率
い
て
江
東
に
攻
め
寄
せ
て
き
て
危
険
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
こ
の
意
見
に
対
し
て
︑
毛
宗
崗
は
傍
線
部
①
で

示
し
た
よ
う
に
﹁
す
で
に
人
質
を
送
る
こ
と
が
牽
制
だ
と
分
か
っ
て
お
き
な
が
ら
︑
さ
ら
に
人
質
を
送
ら
な
い
場
合
の
危
険
を
心
配
し
て
お
り
︑

ど
っ
ち
つ
か
ず
の
意
見
で
あ
る
﹂
と
批
判
し
て
い
る
︒
対
照
的
に
︑
人
質
を
送
ら
ず
︑
情
勢
の
変
化
を
ゆ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
を
述
べ
た
周
瑜
に

つ
い
て
は
︑
傍
線
部
②
の
通
り
﹁
孔
明
が
玄
德
の
た
め
に
策
略
を
め
ぐ
ら
す
際
︑
た
っ
た
数
語
で
疑
問
は
解
決
す
る
︒
周
瑜
が
孫
権
の
た
め
に
策

略
を
め
ぐ
ら
す
際
も
ま
た
︑
た
っ
た
数
語
で
疑
問
は
解
決
す
る
の
で
あ
る
﹂
と
孔
明
と
並
べ
て
称
賛
し
て
い
る
︒

　
︵
二
︶
は
孫
権
の
母
の
呉
太
夫
人
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
に
︑
孫
権
が
孫
堅
の
仇
で
あ
る
黄
祖
を
征
伐
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
臣
下
に
相
談
し

た
場
面
で
あ
る
︒
張
昭
は
母
上
の
喪
に
服
し
て
一
年
経
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
兵
を
動
か
す
こ
と
を
否
定
し
︑
周
瑜
は
仇
を
討
ち
恨
み
を
雪
ぐ
た

め
に
は
一
年
待
つ
必
要
は
な
い
と
説
い
て
い
る
︒
毛
宗
崗
は
評
に
お
い
て
周
瑜
の
意
見
に
賛
同
し
て
お
り
︑
下
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
﹁
張
昭
の

見
識
は
往
々
に
し
て
周
瑜
に
及
ば
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
い
ず
れ
の
場
面
で
も
張
昭
を
周
瑜
よ
り
も
評
価
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
窺
え

る
︒

︵
三
︶
第
四
十
三
回

　

昭
曰
﹁
若
此
︑
是
先
生
言
行
相
違
也
︒
先
生
自
比
管
︑
樂
︒
管
仲
相
桓
公
︑
霸
諸
侯
︑
一
匡
天
下
︒
樂
毅
扶
持
微
弱
之
燕
︑
下
齊
七
十
餘
城
︒
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此
二
人
者
︑
眞
濟
世
之
才
也
︒
先
生
在
草
廬
之
中
︑
但
笑
傲
風
月
︑
抱
膝
危
坐
︒
今
旣
從
事
劉
豫
州
︑
當
爲
生
靈
興
利
除
害
︑
剿
滅
亂
賊
︒︻
①

不
責
其
不
降
曹
︑
反
責
其
不
攻
曹
︑
惡
極
︒︼
且
劉
豫
州
未
得
先
生
之
時
︑
尙
且
縱
橫
寰
宇
︑
割
據
城
池
︒︻
②
此
句
更
惡
︒︼
今
得
先
生
︑
人
皆

仰
望
︒
雖
三
尺
童
蒙
︑
亦
謂
彪
虎
生
翼
︑
將
見
漢
室
復
興
︑
曹
氏
卽
滅
矣
︒
朝
廷
舊
臣
︑
山
林
隱
士
︑
無
不
拭
目
而
待
︑
以
爲
拂
高
天
之
雲
翳
︑

仰
日
月
之
光
輝
︑
拯
民
于
水
火
之
中
︑
措
天
下
于
衽
席
之
上
︑
在
此
時
也
︒︻
③
故
意
先
將
他
極
口
一
贊
︒︼
何
先
生
自
歸
豫
州
︑
曹
兵
一
出
︑
棄

甲
拋
戈
︑
望
風
而
竄
︒
上
不
能
報
劉
表
以
安
庶
民
︑
下
不
能
輔
孤
子
而
據
疆
土
︑
乃
棄
新
野
︑
走
樊
城
︑
敗
當
陽
︑
奔
夏
口
︑
無
容
身
之
地
︒
是

豫
州
旣
得
先
生
之
後
︑
反
不
如
其
初
也
︒︻
④
將
他
極
口
一
貶
︒
說
玄
德
反
不
如
初
︑
是
更
進
一
層
︑
其
語
尤
惡
︒︼
管
仲
︑
樂
毅
︑
果
如
是
乎
︒

愚
直
之
言
︑
幸
勿
見
怪
︒﹂︻
⑤
當
面
搶
白
︒︼

︵
四
︶
第
四
十
三
回

　

孔
明
聽
罷
︑
啞
然
而
笑
曰
﹁
鵬
飛
萬
里
︑
其
志
豈
羣
鳥
能
識
哉
︒
譬
如
人
染
沉
疴
︑
當
先
用
糜
粥
以
飮
之
︑
和
藥
以
服
之
︒
待
其
腑
臟
調
和
︑

形
體
漸
安
︑
然
後
相
肉
食
以
補
之
︑
猛
藥
以
治
之
︒
則
病
根
盡
去
︑
人
得
全
生
也
︒
若
不
待
氣
脈
和
緩
︑
便
投
以
猛
藥
厚
味
︑
欲
求
安
保
︑
誠
爲

難
矣
︒﹂︻
先
生
忽
然
講
醫
道
︑
隱
然
笑
張
昭
是
庸
臣
謀
國
︑
如
庸
醫
殺
人
也
︒︼

　
︵
三
︶
は
諸
葛
亮
が
孫
権
に
曹
操
と
の
開
戦
を
決
意
さ
せ
る
べ
く
単
身
呉
に
渡
り
︑
孫
権
に
会
う
前
に
呉
の
臣
下
た
ち
と
舌
戦
を
交
え
る
場
面

で
あ
る
︒
真
っ
先
に
話
し
か
け
た
非
開
戦
派
の
張
昭
は
︑
諸
葛
亮
が
劉
備
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
成
果
を
上
げ
て
お
ら
ず
曹
操
に
負
け
続

け
て
い
る
こ
と
を
責
め
立
て
る
が
︑
毛
宗
崗
は
張
昭
の
言
動
に
つ
い
て
︑
傍
線
部
①
﹁
曹
操
に
降
伏
し
な
か
っ
た
こ
と
を
責
め
ず
︑
か
え
っ
て
曹

操
を
攻
撃
し
な
か
っ
た
こ
と
を
責
め
る
︑
非
常
に
悪
質
で
あ
る
︒﹂
②
﹁
こ
の
言
葉
は
さ
ら
に
悪
質
だ
︒﹂
③
﹁
わ
ざ
と
彼
の
こ
と
を
ま
ず
褒
め
ち

ぎ
っ
て
い
る
﹂
④
﹁
口
を
極
め
て
彼
の
こ
と
を
貶
し
て
い
る
︒
玄
德
に
つ
い
て
事
態
が
最
初
よ
り
も
悪
く
な
っ
て
い
る
な
ど
と
言
う
の
は
︑
よ
り

一
層
悪
質
だ
︒﹂
⑤
﹁
面
と
向
か
っ
て
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
﹂
と
立
て
続
け
に
批
判
し
て
い
る
︒
な
お
︑
二
重
傍
線
部
を
引
い
た
箇
所
は
李
卓
吾

本
で
は
﹁
此
所
謂
﹃
達
則
兼
善
于
天
下11

﹄﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
毛
宗
崗
は
こ
の
部
分
を
続
く
次
の
評
に
符
合
す
る
よ
う
に
書
き
換
え
て
い
る
︒
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自
身
は
曹
操
と
戦
わ
な
い
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
︑
劉
備
た
ち
に
は
﹁
逆
賊
﹂
曹
操
と
戦
う
よ
う
に
責
め
る
と
い
う
張
昭
の
理
不
尽
さ
︑
醜
悪
さ

が
︑
毛
宗
崗
本
で
は
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

続
く
︵
四
︶
の
場
面
で
は
︑
諸
葛
亮
が
重
病
に
か
か
っ
た
者
に
対
す
る
治
療
の
喩
え
を
用
い
て
張
昭
に
反
論
し
て
い
る
︒
こ
の
喩
え
に
つ
い

て
︑
毛
宗
崗
は
評
に
お
い
て
﹁
先
生
が
突
然
医
術
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
︑
張
昭
は
凡
庸
な
臣
下
と
し
て
国
事
を
謀
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
凡
庸
な

医
者
が
患
者
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
と
暗
に
笑
っ
て
い
る
の
だ
﹂
と
張
昭
に
対
す
る
厳
し
い
評
価
を
見
せ
て
い
る
︒
さ
ら
に
次
の
箇
所

で
は
︑
毛
宗
崗
は
直
接
的
に
張
昭
の
能
力
に
つ
い
て
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
︒

︵
五
︶
第
四
十
四
回
総
評

　

張
昭
有
負
孫
策
付
託
之
重
︒
或
解
之
曰
﹁
內
事
不
決
問
張
昭
﹂︑
原
不
當
以
外
事
問
之
︒
不
知
天
下
未
有
能
謀
內
事
而
不
能
謀
外
事
者
︑
又
未

有
不
能
謀
外
事
而
能
謀
內
事
者
︒
攘
外
乃
所
以
安
內
︑
外
患
至
而
不
能
捍
︑
謂
之
知
內
︑
吾
不
信
也
︒

　

こ
こ
で
毛
宗
崗
は
孫
策
が
孫
権
に
対
し
て
﹁
内
の
事
は
張
昭
に
相
談
せ
よ
﹂
と
言
い
残
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
そ
も
そ
も
張
昭
に
は
外
の
事
を

相
談
し
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
り
︑
張
昭
の
能
力
に
大
い
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

　

ま
た
︑︵
一
︶︵
二
︶
に
あ
っ
た
よ
う
な
︑
他
の
臣
下
と
張
昭
を
比
較
す
る
評
に
は
下
記
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

︵
六
─
Ａ
︶
第
五
十
六
回

　

顧
雍
曰
﹁
許
都
豈
無
細
作
在
此
︒
若
知
孫
︑
劉
不
睦
︑
操
必
使
人
勾
結
劉
備
︒
備
懼
東
吳
︑
必
投
曹
操
︒
若
是
則
江
南
何
日
得
安
︒
爲
今
之

計
︑
莫
若
使
人
赴
許
都
︑
表
劉
備
爲
荊
州
牧
︒
曹
操
知
之
︑
則
懼
而
不
敢
加
兵
於
東
南
︒
且
使
劉
備
不
恨
於
主
公
︒
然
後
使
心
腹
用
反
間
之
計
︑

令
曹
︑
劉
相
攻
︑
吾
乘
隙
而
圖
之
︑
斯
爲
得
耳
︒﹂︻
顧
雍
之
見
︑
更
勝
張
昭
︒︼

︵
六
─
B
︶
第
七
十
三
回
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顧
雍
曰
﹁
雖
是
說
詞
︑
其
中
有
理
︒
今
可
一
面
送
滿
寵
回
︑
約
會
曹
操
首
尾
相
擊
︒
一
面
使
人
過
江
︑
探
雲
長
動
靜
︑
方
可
行
事
︒﹂︻
張
昭
只

要
和
魏
︑
顧
雍
却
有
兩
說
︒︼

︵
六
─
Ⅽ
︶
第
七
十
三
回

　

權
曰
﹁
孤
亦
欲
取
荊
州
久
矣
︒﹂
隲
曰
﹁
今
曹
仁
見
屯
兵
於
襄
陽
︑
樊
城
︑
又
無
長
江
之
險
︑
旱
路
可
取
荊
州
︒
如
何
不
取
︑
却
令
主
公
動

兵
︒
只
此
便
見
其
心
︒﹂︻
步
隲
略
有
見
識
︑
張
昭
不
如
也
︒︼

　

い
ず
れ
も
張
昭
が
意
見
を
述
べ
た
直
後
や
︑
あ
る
い
は
張
昭
が
同
席
し
て
い
る
場
で
顧
雍
や
歩
隲
が
発
言
し
た
際
に
付
け
ら
れ
た
評
で
あ
り
︑

張
昭
よ
り
も
顧
雍
や
歩
隲
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
わ
ざ
わ
ざ
張
昭
の
失
敗
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
う
な
評
も
見
ら
れ
る
︒

︵
七
︶
第
四
十
四
回

　

瑜
曰
﹁
臣
爲
將
軍
決
一
血
戰
︑
萬
死
不
辭
︒
只
恐
將
軍
狐
疑
不
定
︒﹂
權
拔
佩
劍
砍
面
前
奏
案
一
角
曰
﹁
諸
官
將
有
再
言
降
操
者
︑
與
此
案
同
︒﹂

︻
張
昭
此
時
大
難
爲
情
︒︼

︵
八
︶
第
八
十
二
回

　

却
說
張
昭
見
孫
權
曰
﹁
諸
葛
子
瑜
知
蜀
兵
勢
大
︑
故
假
以
請
和
爲
辭
︑
欲
背
吳
入
蜀
︑
此
去
必
不
回
矣
︒﹂
權
曰
﹁
孤
與
子
瑜
︑
有
生
死
不
易

之
盟
︒
孤
不
負
子
瑜
︑
子
瑜
亦
不
負
孤
︒
昔
子
瑜
在
柴
桑
時
︑
孔
明
來
吳
︑
孤
欲
使
子
瑜
留
之
︒
子
瑜
曰
﹃
弟
已
事
玄
德
︑
義
無
二
心
︒
弟
之
不

留
︑
猶
瑾
之
不
往
︒﹄
其
言
足
貫
神
明
︑
今
日
豈
肯
降
蜀
乎
︒
孤
與
子
瑜
︑
可
謂
神
交
︑
非
外
言
所
得
間
也
︒﹂︻
①
朋
友
不
相
信
︑
而
君
臣
之
相

信
如
此
︑
爲
朋
友
者
︑
可
以
愧
矣
︒︼
正
言
間
︑
忽
報
諸
葛
瑾
回
︒
權
曰
﹁
孤
言
若
何
︒﹂
張
昭
滿
面
羞
慚
而
退
︒︻
②
眞
正
可
羞
︒︼

　
︵
七
︶
は
周
瑜
が
孫
権
に
曹
操
と
戦
う
よ
う
説
得
に
成
功
し
た
場
面
で
あ
る
︒
張
昭
は
こ
の
場
面
の
前
で
開
戦
に
反
対
し
曹
操
に
降
伏
す
る
理
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由
を
述
べ
て
い
た
が
︑
周
瑜
に
反
論
さ
れ
︑
そ
の
ま
ま
孫
権
は
開
戦
の
意
志
を
決
め
︑
曹
操
へ
の
降
伏
を
再
度
言
う
も
の
が
あ
れ
ば
一
角
を
切
り

落
と
さ
れ
た
机
と
同
じ
に
な
る
と
ま
で
言
い
放
つ
︒
そ
こ
で
毛
宗
崗
は
わ
ざ
わ
ざ
﹁
張
昭
は
こ
の
時
大
い
に
決
ま
り
が
悪
か
っ
た
で
あ
ろ
う
﹂
と

い
う
評
を
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

同
じ
よ
う
な
状
況
は
︵
八
︶
の
場
面
で
も
起
こ
っ
て
い
る
︒
荊
州
を
取
り
返
そ
う
と
劉
備
の
も
と
へ
諸
葛
瑾
が
交
渉
し
に
行
っ
た
際
︑
張
昭
は

諸
葛
瑾
は
呉
を
裏
切
っ
て
蜀
に
つ
こ
う
と
し
て
お
り
︑
も
う
帰
っ
て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
と
孫
権
に
進
言
す
る
︒
し
か
し
孫
権
は
き
っ
ぱ
り
と
張
昭

の
意
見
を
否
定
し
︑
諸
葛
瑾
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
を
見
せ
る
︒
そ
こ
で
ち
ょ
う
ど
二
人
が
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
諸
葛
瑾
が
帰
っ
て
来
た

た
め
︑
張
昭
は
恥
じ
入
り
な
が
ら
退
出
す
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
の
毛
宗
崗
の
評
は
傍
線
部
①
﹁
友
人
が
信
じ
て
い
な
い
の
に
君
臣
は
互
い
に
こ
ん

な
に
も
信
じ
あ
っ
て
い
る
︒
友
人
た
る
も
の
と
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
﹂
②
﹁
本
当
に
恥
ず
か
し
い
﹂
と
︑
張
昭
の
狭
量
さ
を
強
調
し
︑
ま
た
す

で
に
恥
じ
入
っ
て
い
る
彼
に
対
し
て
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　

張
昭
を
褒
め
る
よ
う
な
評
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い12

が
︑﹁
こ
れ
ま
で
の
張
昭
の
策
略
の
中
で
︑
唯
一
な
ん
と
か
人
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
も

の
だ13

﹂﹁
張
昭
は
何
度
も
戦
わ
な
い
こ
と
を
主
と
し
て
き
た
が
︑
こ
の
場
面
で
は
度
胸
が
あ
る14

﹂﹁
張
昭
は
こ
の
時
は
非
常
に
度
胸
を
見
せ
て
い

る15

﹂
と
い
う
よ
う
に
や
や
皮
肉
め
い
た
も
の
が
多
く
︑
毛
宗
崗
の
張
昭
に
対
す
る
冷
淡
な
評
価
は
一
貫
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
背
景

と
し
て
は
︑
す
で
に
述
べ
て
き
て
い
る
よ
う
に
彼
が
徹
底
し
た
非
戦
論
者
で
あ
り
︑
一
時
的
と
は
い
え
主
君
で
あ
る
孫
権
に
曹
操
へ
の
降
伏
を
勧

め
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
赤
壁
の
戦
い
の
場
面
で
は
他
に
も
諸
葛
亮
と
舌
戦
を
交
え
る
非
戦
論
者
も
い
た
が
︑
物
語
の
中
で
幾
度
と
な

く
戦
い
を
避
け
る
よ
う
に
進
言
す
る
場
面
が
出
て
く
る
の
は
張
昭
だ
け
で
あ
る
︒
毛
宗
崗
に
よ
っ
て
酷
評
さ
れ
る
人
物
に
は
直
接
関
羽
や
諸
葛
亮

に
敵
対
す
る
場
合
や
︑
曹
操
に
降
り
蜀
や
漢
王
朝
に
仇
な
す
場
合
が
多
い
が
︑
張
昭
の
よ
う
に
間
接
的
な
が
ら
漢
王
朝
に
不
利
に
働
く
者
に
も
︑

同
じ
よ
う
に
毛
宗
崗
の
鋭
い
眼
差
し
が
注
が
れ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒

四
　
お
わ
り
に

　

魏
蜀
呉
の
ど
の
国
で
あ
っ
て
も
︑
そ
こ
の
主
君
と
臣
下
全
員
が
一
枚
岩
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
︒
曹
操
と
名
参
謀
で
あ
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る
荀
彧
と
は
漢
王
朝
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
か
ら
決
別
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
最
も
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
蜀
に
お
い
て
も
裏
切
者

は
絶
え
ず
出
て
く
る
︒
常
に
魏
と
蜀
の
間
で
三
国
鼎
立
の
た
め
の
バ
ラ
ン
サ
ー
の
よ
う
に
働
く
呉
に
は
︑
な
お
さ
ら
様
々
な
立
場
や
考
え
を
持
っ

た
人
物
た
ち
が
お
り
︑
そ
れ
が
わ
か
り
や
す
い
形
で
描
出
さ
れ
た
の
が
赤
壁
の
戦
い
前
に
お
け
る
開
戦
論
者
と
非
戦
論
者
の
対
立
で
あ
ろ
う
︒
呉

が
劉
備
た
ち
と
同
盟
を
結
ぶ
の
か
︑
魏
に
降
伏
す
る
の
か
は
劉
備
ら
の
存
亡
に
と
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
毛
宗
崗
の

関
心
が
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
呉
の
人
物
に
ま
で
注
が
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑
呉
と
い
う
一
つ
の
国
の
中
で
︑
知
恵

や
勇
気
︑
忠
義
の
心
を
も
っ
て
﹁
苦
肉
の
計
﹂
を
成
功
さ
せ
て
曹
操
に
立
ち
向
か
っ
た
者
た
ち
と
︑
赤
壁
の
戦
い
で
の
勝
利
に
何
も
寄
与
す
る
こ

と
も
な
く
︑
そ
の
後
も
非
戦
論
者
と
し
て
あ
り
続
け
た
者
と
の
︑
鮮
や
か
な
対
比
が
毛
宗
崗
の
手
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
︑
魏
と
の
関
わ
り
か
ら
呉
に
お
け
る
毛
宗
崗
の
関
心
の
所
在
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き

た
が
︑
他
の
人
物
に
お
け
る
評
価
や
︑
本
文
の
改
変
の
傾
向
︑
及
び
そ
れ
ら
と
魏
や
蜀
と
い
っ
た
他
勢
力
と
の
比
較
な
ど
︑
考
察
す
べ
き
点
は
多

く
︑
今
後
も
様
々
な
視
点
か
ら
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
︒

註1 

金
文
京
氏
は
﹃
三
国
志
演
義
の
世
界　

増
補
版
﹄︵
東
方
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︶
の
第
一
章
﹁
物
語
は
﹃
三
﹄
か
ら
は
じ
ま
る
﹂
に
お
い
て
︑﹁
し
か
も

三
者
鼎
立
と
い
う
の
は
︑
分
裂
と
抗
争
の
関
係
の
中
で
は
も
っ
と
も
安
定
し
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
そ
こ
で
は
︑
安
定
の
中
に
抗
争
が
あ

り
︑
抗
争
の
中
に
安
定
が
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
持
続
す
る
緊
張
感
に
富
む
︑
き
わ
め
て
ス
リ
リ
ン
グ
な
関
係
で
あ
る
こ
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
三
角
関
係
に
如

実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
︒
あ
る
意
味
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
関
係
の
原
型
を
み
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い

る
︒
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2 

﹁
三
国
志
演
義
﹄
の
諸
版
本
に
つ
い
て
は
中
川
諭
﹃﹃
三
國
志
演
義
﹄
版
本
の
研
究
﹄︵
汲
古
書
院
︑
一
九
九
八
年
︶
及
び
注
一
前
掲
書
を
参
照
︒

3 
毛
宗
崗
本
の
特
徴
に
つ
い
て
は
︑
仙
石
知
子
﹃
毛
宗
崗
批
評
﹃
三
國
志
演
義
﹄
の
研
究
﹄︵
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
七
年
︶
に
過
去
の
研
究
と
あ
わ
せ
て

詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
デ
ィ
テ
ー
ル
に
及
ぶ
毛
宗
崗
本
の
改
変
に
つ
い
て
は
︑
仙
石
氏
の
同
書
の
他
︑
拙
稿
﹁
毛
宗
崗
本
﹃
三
国
志
演

義
﹄
の
特
徴
─
曹
操
臣
下
の
文
官
に
お
け
る
人
物
描
写
の
比
較
の
試
み
─
﹂︵﹃
慶
應
義
塾
中
国
文
学
会
報
﹄
第
三
号
︑
二
〇
一
九
年
三
月
︶
及
び

﹁
毛
宗
崗
本
﹃
三
国
志
演
義
﹄
に
お
け
る
魏
の
降
将
─
関
羽
と
の
関
わ
り
か
ら
見
る
張
遼
・
徐
晃
・
龐
德
に
つ
い
て
─
﹂︵﹃
藝
文
研
究
﹄
第
一
二

〇
号
︑
二
〇
二
一
年
︶
で
も
毛
宗
崗
に
よ
る
人
物
評
価
と
絡
め
て
指
摘
し
て
い
る
︒

4 

比
較
す
る
版
本
に
つ
い
て
︑﹃
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
﹄
と
題
す
る
も
の
は
複
数
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
最
も
古
い
呉
観
明
本
を
用
い
る
︵
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
年
︶︶︒
毛
宗
崗
本
は
﹃
三
國
演
義
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︶

及
び
﹃
三
国
演
義　

会
評
本
﹄︵
北
京
大
学
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
︶
を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑
比
較
の
際
に
は
現
存
す
る
最
古
の
版
本
と
さ
れ
る
嘉
靖

本
も
用
い
た
が
︑
李
卓
吾
本
と
大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
特
に
本
文
に
記
載
は
し
な
い
︒
字
体
は
繁
体
字
で
統
一
し
︑
毛
宗
崗
の
評
に
つ

い
て
は
必
要
箇
所
の
み
︻
︼
で
囲
ん
で
示
し
た
︒

5 

﹃
三
国
志
演
義
﹄
は
蜀
の
人
物
を
よ
り
よ
く
描
く
た
め
︑
呉
の
人
物
は
全
体
的
に
能
力
を
低
く
描
い
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
特
に

孔
明
と
深
く
関
わ
っ
た
魯
粛
や
周
瑜
︑
ま
た
関
羽
を
追
い
詰
め
た
呂
蒙
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
に
表
れ
る
︒
注
1
前
掲
書
や
伊
藤
晋
太
郎
﹁﹃
三

国
志
演
義
﹄
に
お
け
る
呂
蒙
像
に
つ
い
て
﹂︵﹃
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
﹄
第
一
〇
一
号
︑
二
〇
一
八
年
十
月
︶
な
ど
参
照
︒
毛
宗
崗
も
彼
ら
に
対
し

て
様
々
な
評
を
つ
け
て
い
る
が
︑
彼
ら
に
関
す
る
毛
宗
崗
の
評
価
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒

6 

黄
蓋
の
﹁
忠
﹂
に
つ
い
て
は
︑
第
九
十
六
回
の
総
評
で
も
甘
寧
︑
闞
沢
及
び
同
じ
よ
う
に
魏
に
偽
り
の
降
参
を
し
た
周
魴
と
共
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
評
に
よ
れ
ば
呉
の
人
が
多
く
偽
り
を
為
す
の
は
主
君
に
報
い
る
た
め
の
﹁
忠
﹂
で
あ
り
︑
呉
に
は
そ
う
い
っ
た
﹁
忠
﹂
を
持
つ
人
物
が
多
い
と
し

て
い
る
︒︵﹁
黃
蓋
︑
甘
寧
︑
闞
澤
之
後
︑
復
有
周
魴
︑
何
南
人
之
多
詐
歟
︒
不
知
此
非
南
人
詐
也
︑
乃
南
人
之
忠
也
︒
用
以
欺
敵
︑
則
謂
之
詐
︒
用
以

報
主
︑
則
謂
之
忠
︒
不
當
曰
南
人
多
詐
︑
正
當
曰
南
人
多
忠
耳
︒﹂︶

7 

闞
沢
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
﹃
三
国
志
﹄﹁
闞
沢
伝
﹂
に
も
記
載
が
あ
り
︑
李
卓
吾
本
に
近
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
︒﹁
闞
澤
字
德
潤
︑
會
稽
山
陰
人

也
︒
家
世
農
夫
︑
至
澤
好
學
︑
居
貧
無
資
︑
常
爲
人
傭
書
︑
以
供
紙
筆
︑
所
寫
旣
畢
︑
誦
讀
亦
遍
︒
追
師
論
講
︑
究
覽
羣
籍
︑
兼
通
曆
數
︑
由
是
顯
名
︒

察
孝
廉
︑
除
錢
唐
長
︑
遷
郴
令
︒﹂

8 

例
え
ば
第
三
十
八
回
の
総
評
で
は
唐
の
軍
人
李
勣
と
比
較
し
て
甘
寧
の
﹁
忠
﹂
を
称
賛
し
て
い
る
︒︵﹁
唐
徐
世
勣
起
于
盜
賊
之
中
︑
而
甘
寧
亦
起
于
盜

賊
之
中
︒
世
勣
初
號
﹃
無
賴
賊
﹄︑
繼
號
﹃
難
當
賊
﹄︑
末
號
﹃
佳
賊
﹄︑
而
甘
寧
亦
號
﹃
錦
帆
賊
﹄︒
然
世
勣
阿
附
武
后
︑
而
甘
寧
忠
事
孫
權
︒
則
世
勣
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之
佳
不
必
佳
︑
而
甘
寧
之
錦
乃
眞
錦
也
︒﹂︶

9 
毛
宗
崗
は
﹁
讀
三
國
志
法
﹂
に
お
い
て
﹁
吾
以
爲
﹃
三
國
﹄
有
三
奇
︑
可
稱
三
絕
︒
諸
葛
孔
明
一
絕
也
︑
關
雲
長
一
絕
也
︑
曹
操
亦
一
絕
也
︒︵
中
略
︶

有
此
三
奇
︑
乃
前
後
史
之
所
絕
無
者
︒
故
讀
遍
諸
史
︑
而
愈
不
得
不
喜
讀
﹃
三
國
志
﹄
也
︒﹂
と
諸
葛
亮
を
﹁
智
﹂
絶
︑
関
羽
を
﹁
義
﹂
絶
︑
曹
操
を

﹁
奸
﹂
絶
に
位
置
づ
け
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
を
強
化
す
る
よ
う
な
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
三
前
掲
仙
石
書
で
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

10 

例
え
ば
関
羽
と
の
関
係
に
よ
っ
て
毛
宗
崗
の
評
価
が
変
わ
り
得
る
こ
と
は
︑
注
三
前
掲
拙
稿
︵
二
〇
二
一
︶
で
も
論
じ
て
い
る
︒

11 

こ
の
部
分
は
﹃
孟
子
﹄﹁
尽
心
章
句
上
第
九
﹂
の
次
の
語
を
引
用
し
て
い
る
︒﹁
窮
則
獨
善
其
身
︑
達
則
兼
善
天
下
︒﹂︵
テ
キ
ス
ト
は
全
釈
漢
文
大
系
︑

集
英
社
︑
一
九
七
三
年
を
参
照
︒︶

12 

毛
宗
崗
は
﹁
讀
三
國
志
法
﹂
に
お
い
て
人
や
物
事
を
思
料
す
る
の
に
優
れ
た
人
材
と
し
て
張
昭
の
名
を
挙
げ
て
い
る
︒﹁
三
國
之
有
三
絕
︑
固
已
︒
然

吾
自
三
絕
而
外
︑
更
遍
觀
乎
三
國
之
前
︑
三
國
之
後
︑
問
有
運
籌
帷
幄
︑
如
徐
庶
︑
龐
統
者
乎
︒
問
有
行
軍
用
兵
如
周
瑜
︑
陸
遜
︑
司
馬
懿
者
乎
︒
問

有
料
人
料
事
如
郭
嘉
︑
程
昱
︑
荀
彧
︑
賈
詡
︑
步
隲
︐
虞
翻
︐
顧
雍
︐
張
昭
者
乎
︒﹂

13 

﹁
向
來
子
布
畫
策
︑
唯
此
差
強
人
意
︒﹂︵
第
三
十
九
回
︶

14 

﹁
張
昭
屢
次
以
不
戰
爲
主
︑
此
番
却
有
膽
氣
︒﹂︵
第
六
十
八
回
︶

15 

﹁
子
布
此
時
頗
有
膽
氣
︒﹂︵
第
八
十
二
回
︶

︻
付
記
︼
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
二
〇
二
二
年
度
慶
應
義
塾
学
事
振
興
資
金
に
よ
る
補
助
を
受
け
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
す
る
︒


