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一
　
は
じ
め
に

　
が
し
ん
し
よ
う
た
ん

　
「
臥
薪
嘗
胆
」
は
、
主
に
『
総
合
国
語
』
の
史
伝
の
単
元
で
よ
く
採
ら
れ
て
い
る
教
材
で
あ

る
。
筆
者
は
か
つ
て
公
立
高
等
学
校
の
教
員
と
し
て
、
国
語
の
授
業
を
担
当
し
て
い
た
。
筆
者

は
何
回
と
な
く
こ
の
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
授
業
を
行
っ
た
が
、
や
り
や
す
さ
と
同
時
に
や
り
に
く

さ
が
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
や
り
に
く
さ
は
、
多
分
に
そ
の
出
典
で
あ
る
『
十
八
史

略
』
と
い
う
書
物
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
『
十
八
史
略
』
教
材
に
は
、
他
に
「
先
づ
随
よ
り
始
め
よ
」
「
鶏
鳴
狗
盗
」
な
ど
い
く
つ
か
あ

る
。
「
臥
薪
嘗
胆
」
も
短
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
小
話
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
読
ん
で
み
る
と
文
章
は
け
っ
こ
う
む
ず
か
し
い
。
「
臥
薪
嘗
胆
」

の
特
殊
な
点
は
、
数
十
年
に
わ
た
る
歴
史
が
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

教
材
に
は
長
所
と
短
所
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
で
は
、
本
文
の
中
で
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
問

題
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
下
に
『
十
八
史
略
』
教
材
の
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
な
が
ら
「
臥
薪
嘗
胆
」

の
授
業
展
開
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
本
文
（
段
落
分

け
）
を
、
便
宜
上
大
修
館
書
店
の
『
総
合
国
語
　
改
訂
版
』
に
し
た
が
っ
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

＝
　
「
臥
薪
嘗
胆
」
教
材
の
長
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
「
臥
薪
嘗
胆
」
は
五
つ
の
段
落
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
要
点
を
、
本
文

と
共
に
記
し
て
み
よ
う
。

123

し
　
し
よ
　
　
　
　
　
　
こ
う
り
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い

子
菅
が
呉
王
閨
魔
に
仕
え
、
楚
の
都
郭
に
攻
め
入
っ
た
こ
と
。

（
呉
王
闘
盧
、
挙
伍
員
謀
国
事
。
員
、
字
子
脊
、
楚
人
伍
奢
之
子
。
奢
諌
而
奔
呉
、
以
呉

兵
入
郭
。
）

　
　
　
ふ
　
さ

子
菅
は
夫
差
に
も
仕
え
、
夫
差
は
父
の
仇
討
ち
の
た
め
薪
申
に
寝
起
き
し
、
遂
に
越
を

破
っ
た
こ
と
。

（
呉
伐
越
、
閨
盧
傷
而
死
。
子
不
差
立
。
子
菅
復
事
之
。
夫
差
志
復
離
、
朝
夕
臥
薪
中
、

出
入
使
人
呼
日
、
「
夫
差
而
忘
越
人
之
殺
而
父
邪
。
」
周
敬
王
二
十
六
年
、
夫
差
敗
越
干
夫

板
。
）

　
　
ニ
う
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
も
　
　
な

越
王
句
践
が
会
稽
山
で
許
し
を
請
い
、
国
に
帰
っ
た
あ
と
胆
を
嘗
め
て
復
讐
の
気
持
ち
を
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は
ん
れ
い

忘
れ
ず
、
萢
姦
と
兵
を
訓
練
し
た
こ
と
。

（
越
王
句
践
以
余
兵
棲
会
稽
山
、
請
為
臣
妻
為
妾
。
子
膏
言
、
「
不
可
。
」
太
宰
伯
語
受
越

賂
、
説
夫
差
赦
越
。
句
践
反
国
、
懸
胆
於
坐
臥
、
即
仰
胆
、
嘗
之
日
、
「
女
、
忘
会
稽
之

恥
邪
。
」
挙
国
政
属
大
夫
種
、
而
与
萢
姦
治
兵
、
事
謀
呉
。
）

　
　
　
た
い
さ
い
ひ
　
　
ざ
ん
げ
ん

子
菅
が
太
宰
話
の
議
言
に
よ
っ
て
、
呉
王
か
ら
死
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
。
’

（
太
宰
語
、
譜
子
青
恥
謀
不
用
怨
望
。
夫
差
、
乃
賜
子
青
属
鎮
之
剣
。
子
膏
告
其
家
人
日
、

「
必
樹
吾
墓
槙
。
槙
可
材
也
。
扶
吾
目
、
懸
東
門
。
以
観
越
兵
之
滅
呉
。
」
乃
自
到
。
夫
差

取
其
　
盛
以
鴎
夷
、
投
之
江
。
呉
人
憐
之
、
立
祠
江
上
、
命
日
膏
山
。
）

越
が
呉
を
攻
め
、
夫
差
は
子
脊
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
と
言
っ
て
死
ん
だ
こ
と
。

（
越
、
十
年
生
聚
、
十
年
教
訓
。
周
元
王
四
年
、
越
伐
呉
。
呉
三
戦
三
北
。
夫
差
上
姑
蘇
、

亦
請
成
於
越
。
萢
姦
不
可
。
夫
差
日
、
「
吾
無
以
見
子
膏
。
」
為
瞑
冒
乃
死
。
）

所
だ
け
「
太
宰
話
、
譜
子
菅
恥
謀
不
用
怨
望
。
」
が
上
下
点
ま
で
使
わ
れ
て
お
り
、
指
導
す
る

の
に
ち
ょ
う
ど
良
い
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
入
門
期
を
過
ぎ
、
少
し
ず
つ
漢
文
を
読
み
慣
れ
て

き
た
段
階
で
あ
る
と
し
て
も
手
頃
な
教
材
で
あ
る
。
以
上
、
文
法
や
訓
読
の
指
導
と
い
う
点
か

ら
見
て
も
こ
の
教
材
は
長
所
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
　
「
臥
薪
嘗
胆
」
教
材
の
短
所
と
授
業
展
開
の
工
夫

　
『
十
八
史
略
』
は
、
「
〈
史
記
〉
以
下
の
十
七
正
史
に
宋
代
の
史
料
を
加
え
十
八
史
と
し
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
り

れ
を
簡
略
に
し
た
史
書
」
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
の
価
値
は
乏
し
く
俗
書
と
も
言
わ
れ
る
が
、

膨
大
な
中
国
の
歴
史
を
短
く
か
つ
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
あ
り
有
益
な
書
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
高
校
で
の
漢
文
教
材
と
し
て
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ

る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
つ
つ
、
授
業
展
開
の
工
夫
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
「
臥
薪
嘗
胆
」
．
は
、
呉
越
の
数
十
年
に
わ
た
る
攻
防
を
背
景
と
し
た
話
で
あ
り
、
本
来
の
歴

史
書
で
あ
れ
ば
、
呉
王
閨
盧
の
こ
と
か
ら
夫
差
の
死
に
至
る
ま
で
は
多
く
の
叙
述
が
費
や
さ
れ

る
べ
き
豊
富
な
材
料
に
満
ち
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
は
、
以
上
要
約
し
た

よ
う
に
実
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
そ
の
歴
史
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
教
材
と
し
て
見
て
も
、
こ
の
話
は
復
讐
と
い
う
テ
ー
マ
が
極
め
て
分
か
り
や
す
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
分
か
り
や
す
さ
は
、
「
臥
薪
」
と
「
嘗
胆
」
と
い
う
印
象
的
で
具
体
性

　
　
　
　
　
　
つ
い

を
持
っ
た
語
が
対
と
な
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
最
も
大
き
な
理
由
が
あ
ろ
う
。
加
え
て
、

呉
と
越
の
対
立
の
構
図
の
な
か
に
は
、
王
と
臣
下
の
組
み
合
わ
せ
の
対
比
も
巧
み
に
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
い
ろ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
対
比
を
話
の
軸
と
し
て
据
え
な
が
ら
、
賄
賂
を
も
ら
っ
て
読
言
す
る
太

宰
話
の
、
悪
役
と
し
て
の
人
物
像
が
描
か
れ
、
子
膏
と
夫
差
の
二
人
が
そ
の
死
に
臨
ん
で
残
し

た
特
異
な
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
こ
の
史
伝
に
奥
行
き
の
深
さ
を
与
え
て
い
る
。

以
上
は
、
学
習
者
に
史
伝
教
材
を
興
味
深
く
学
習
し
て
も
ら
う
と
い
う
点
に
お
い
て
、
充
分
な

長
所
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
文
法
や
訓
読
の
指
導
に
お
い
て
は
、
使
役
（
「
出
入
使
人
呼
」
）
、
疑
問
（
「
而
忘
越
人
之

殺
而
父
邪
。
」
）
の
句
法
は
重
要
で
あ
る
。
「
謀
ら
し
む
」
「
赦
さ
し
む
」
や
「
詠
せ
ら
れ
て
」
な

ど
文
脈
上
の
使
役
・
受
身
の
用
法
も
学
習
で
き
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
句
法
で
は
な
い
が
、

「
盛
以
鴎
夷
」
は
「
A
以
B
」
（
A
す
る
に
B
を
以
て
す
）
と
い
う
構
文
で
、
頻
出
の
構
文
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け
　
　
　
ひ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

る
。
こ
こ
で
ぜ
ひ
訳
し
方
を
説
明
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
「
以
ゐ
る
」
「
為
る
」
な
ど
の

語
の
読
み
方
も
覚
え
さ
せ
た
い
し
、
返
り
方
に
つ
い
て
は
、
大
体
が
平
易
で
あ
る
中
に
、
一
か

①
第
一
段
落

　
　
　
か
ふ
り
よ
　
　
ご
う
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ
な
　
し
　
し
よ

　
（
呉
王
閨
盧
、
伍
員
を
挙
げ
て
国
事
を
謀
ら
し
む
。
員
、
字
は
子
膏
、

　
ち
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
　
　
　
　
え
い
　
　
い

奢
詠
せ
ら
れ
て
呉
に
奔
り
、
呉
の
兵
を
以
ゐ
て
郭
に
入
る
。
）

そ
　
ひ
と
ご
　
し
や

楚
人
伍
奢
の
子
な
り
。

　
筆
者
は
高
校
教
員
だ
っ
た
頃
、
事
前
の
教
材
研
究
を
し
て
い
て
こ
の
第
一
段
落
で
ハ
タ
と
ゆ

き
づ
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
物
関
係
が
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
と
し
て
い
る
上
に
、
こ
の
段

落
の
持
つ
意
味
は
何
な
の
か
と
い
う
困
惑
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

　
本
文
は
呉
王
を
主
語
と
し
て
始
ま
っ
て
い
る
が
、
呉
王
の
話
が
す
ぐ
に
子
膏
の
話
に
変
わ
り
、

子
脊
は
「
呉
に
奔
」
っ
た
か
と
思
う
と
そ
の
ま
ま
今
度
は
「
郭
に
入
る
。
」
へ
と
続
い
て
い
て
、

何
を
述
べ
て
い
る
の
か
分
か
り
に
く
い
。
こ
の
箇
所
は
つ
ま
り
、
子
菅
自
身
の
復
讐
が
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
せ
ん
し

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
作
者
曾
先
之
が
、
い
く
つ
か
の
記
述
を
圧
縮
し
て
ま
と
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
う

こ
と
が
分
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
原
因
で
あ
る
。
た
だ
、
「
奢
詠
せ
ら
れ
て
」
と
あ
っ
て
そ

こ
に
復
雌
言
の
発
端
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
文
章
上
の
欠
陥
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
文
章
を
圧
縮
し
て
書
い
て
い
る
の
は
高
い
技
術
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

テ
ー
マ
の
一
貫
性
と
い
う
意
図
も
考
え
ら
れ
る
の
で
巧
み
な
文
章
表
現
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
文
の
難
し
さ
に
加
え
て
、
こ
の
教
材
を
読
み
は
じ
め
た
ば

か
り
の
段
階
で
「
閏
盧
」
「
伍
員
」
「
子
青
」
「
伍
奢
」
と
、
立
て
続
け
に
画
数
の
多
い
人
名
や

似
通
っ
た
人
名
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
、
読
解
に
手
間
取
っ
て
い
る
と
、
学
習
者
は
先
を

読
も
う
と
い
う
意
欲
を
そ
が
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
教
材
の
短

（40）
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所
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
事
情
も
踏
ま
え
て
、
教
科
書
の
脚
注
に
は
「
郭
に
入
る
」
に
つ
い
て
、
「
父
の

奢
の
復
讐
の
た
め
に
郭
に
攻
め
入
っ
た
。
」
旨
の
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ

う
し
た
注
は
理
解
の
手
助
け
に
な
り
、
有
益
で
あ
る
。
注
が
な
け
れ
ば
解
説
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。　

さ
て
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
に
授
業
を
行
っ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
物
が
多
く
出
て

く
る
と
、
人
物
関
係
を
図
示
し
て
解
説
す
る
と
い
う
方
法
が
多
く
行
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
方

法
に
よ
っ
て
丁
寧
に
こ
の
第
一
段
落
を
解
説
す
る
や
り
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
筆

者
の
経
験
で
は
人
物
関
係
に
深
入
り
し
な
い
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
教
材
の
中
心
は
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
「
臥
薪
」
と
「
嘗
胆
」
が
語
ら
れ
る
、
二
段
落
と
三
段
落
で

あ
る
。
こ
の
第
一
段
落
の
叙
述
の
中
心
は
子
膏
に
あ
り
、
子
膏
の
復
讐
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
子
膏
が
夫
差
の
父
の
時
か
ら
呉
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
、
以
下
の
文
に
続
く
要
点

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
優
先
し
て
授
業
を
行
う
の
が
よ
い
。

　
高
校
の
現
場
で
は
、
一
定
量
の
教
材
を
こ
な
し
て
い
く
た
め
に
教
材
に
か
け
ら
れ
る
時
間
は

限
ら
れ
て
い
る
。
ま
し
て
、
漢
文
に
あ
て
ら
れ
る
時
間
は
少
な
く
、
で
き
る
だ
け
要
領
よ
く
教

材
を
終
わ
ら
せ
た
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
ず
は
話
の
展
開
を
シ
ン
プ
ル
に
と
ら
え
る
こ
と
が
、

学
習
者
が
意
欲
的
に
こ
の
教
材
に
取
り
組
む
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②

第
二
段
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
ニ
れ

（〔

＝
l
呉
越
を
伐
つ
。
〔
b
〕
閨
盧
傷
つ
き
て
死
す
。
子
の
夫
差
立
つ
。
子
膏
復
た
之
に

つ
か
　
　
　
　
　
　
　
あ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
ち
ゆ
う
　
ム

事
ふ
。
夫
差
雛
を
復
せ
ん
と
志
す
。
朝
夕
薪
中
に
臥
し
、
出
入
す
る
こ
と
に
人
を
し
て
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
ぢ

ば
し
め
て
曰
は
く
、
「
夫
差
、
而
越
人
の
而
の
父
を
殺
し
し
を
忘
れ
た
る
か
。
」
と
。
周
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
せ
う

敬
王
の
二
十
六
年
、
夫
差
越
を
夫
椒
に
敗
る
。
）

　
段
落
が
分
け
ら
れ
、
改
行
さ
れ
て
い
る
と
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
が
、
〔
a
〕
、
つ
ま
り
第
一

段
落
の
終
わ
り
「
奢
諜
せ
ら
れ
て
呉
に
奔
り
、
呉
の
兵
を
以
ゐ
て
郭
に
入
る
。
」
か
ら
第
二
段

落
の
冒
頭
の
「
呉
越
を
伐
ち
、
」
は
実
は
全
く
つ
な
が
ら
な
い
表
現
で
、
こ
こ
に
は
大
き
な
時

間
の
隔
た
り
が
あ
る
。
通
常
、
「
そ
の
後
」
と
語
を
補
っ
て
訳
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
さ

ら
に
〔
b
〕
、
つ
ま
り
「
呉
越
を
伐
ち
」
の
あ
と
に
「
閨
盧
傷
き
て
死
す
。
」
と
続
い
て
い
る
箇

所
に
つ
い
て
、
こ
の
間
に
も
「
そ
の
戦
い
で
（
呉
は
敗
れ
）
」
な
ど
と
補
う
必
要
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
呉
が
越
を
攻
め
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
ん
で
い
る
の
が
相
手
の
楚
の
側
で
は
な
く
、

攻
め
た
側
の
呉
の
王
な
の
で
あ
る
。
も
し
補
い
の
語
や
解
説
が
な
け
れ
ば
、
奇
異
に
思
う
学
習

者
も
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
第
二
段
落
で
は
次
の
よ
う
な
ま
と
め
が
考
え
ら
れ
る
。
板
書
の
図
は
で
き
る
だ

け
簡
素
な
方
が
よ
い
。

③

（
呉
王
）
夫
差
　
ー
（
臣
下
）
伍
子
膏

　
　
　
　
＝

　
　
　
「
臥
薪
」
↑
父
の
仇
討
ち
の
た
め

第
三
段
落

（
越
王
爺
蹴
、
余
兵
を
以
ゐ
て
会
織
虻
に
樹
み
、
臣
と
か
り
妻
は
灘
と
為
ら
ん
と
請
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
さ
い
は
く
ひ
　
　
　
ま
ひ
な
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

子
膏
言
ふ
、
「
不
可
な
り
。
」
と
。
太
宰
伯
話
越
の
賂
を
受
け
、
夫
差
に
説
き
て
越
を
赦
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
　
　
　
き
も
　
　
ざ
　
ぐ
わ
　
　
か
　
　
　
　
す
な
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

し
む
。
〔
c
〕
句
践
国
に
反
り
、
胆
を
坐
臥
に
懸
け
、
即
ち
胆
を
仰
ぎ
之
を
嘗
め
て
日
は

　
　
な
ん
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ふ
し
よ
う
し
よ
く
　
　
　
し
か

く
、
「
女
、
会
稽
の
恥
を
忘
れ
た
る
か
。
」
と
。
国
政
を
挙
げ
て
大
夫
種
に
属
し
、
而
し
て

は
ん
れ
い

萢
姦
と
兵
を
治
め
、
呉
を
謀
る
を
事
と
す
。
）

　
こ
こ
で
は
「
太
宰
伯
話
越
の
賂
を
受
け
、
夫
差
に
説
き
て
越
を
赦
さ
し
む
。
」
と
あ
り
、
そ

の
あ
と
に
「
句
践
国
に
反
り
、
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
宰
話
の
勧
め
に
よ
っ
て

呉
王
は
句
践
を
許
し
た
の
だ
と
、
読
者
は
自
然
に
分
か
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
初
に

「
臣
と
為
り
妻
は
妾
と
為
ら
ん
と
請
ふ
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
こ
の
願
い
の
結
末

は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
臣
と
為
り
妻
は

妾
と
為
ら
」
ず
に
済
ん
だ
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
越
王
が
許
さ
れ
て
国
に
帰
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
願
い
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
太
宰
話
の
助
言
は
あ

く
ま
で
、
子
脊
の
越
王
を
許
し
て
は
い
け
な
い
（
1
1
殺
す
べ
き
だ
）
と
い
う
主
張
に
対
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
助
言
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
「
臣
と
為
り
妻
は
妾
と
為
ら
」
ず
に
済
ん

だ
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
故
事
成
語
と
し
て
の
「
会
稽
の
恥
」
は
、
ご
く
簡
単
に
は
「
敗
戦
の
恥
」
の
意
で
用
い
ら
れ

る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
の
だ
が
、
の
ち
に
越
王
が
言
う
「
会
稽
の
恥
」
と
は
こ
の
と
き
の

越
王
の
屈
辱
の
申
し
出
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
「
臣
と
為
り
妻
は
妾
と
為
」
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う

か
ら
こ
そ
の
屈
辱
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
『
十
八
史
略
』
の
こ
の
物
足
ら
な
い
表
現
は
、
曾

せ
ん
し

先
之
の
責
任
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
史
記
』
「
越
王
句
践
世
家
」
で

（41）



「臥薪嘗胆」の授業

も
、
太
宰
話
が
呉
王
を
説
得
し
た
言
葉
の
あ
と
す
ぐ
に
「
呉
既
に
越
を
赦
す
。
」
と
続
い
て
い

て
、
や
は
り
越
王
の
申
し
出
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ザ

　
な
ぜ
『
史
記
』
が
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
事
情
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
『
呉
越
春
秋
』
第
七
「
勾
践
入
臣
外
伝
」
に
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
か
な
り
詳
し
い
記
述

が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
子
膏
の
懸
命
な
諌
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
差
は
越
王
を
殺

さ
ず
、
車
の
馬
を
御
し
た
り
、
馬
を
養
っ
た
り
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
越
王
は
ふ
ん
ど
し
の
よ
う
な
も
の
を
つ
け
、
粗
い
布
の
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
夫
人
は

　
　
縁
な
し
の
裳
を
き
、
前
襟
を
左
に
合
わ
せ
る
橘
を
つ
け
て
い
た
。
夫
が
飼
料
を
切
り
き
ざ

　
　
ん
で
馬
を
養
い
、
妻
は
水
を
汲
み
、
掃
除
を
し
た
。
三
年
間
怒
る
こ
と
な
く
、
顔
に
恨
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　
　
の
気
配
を
あ
ら
わ
さ
な
か
っ
た
。

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
驚
く
べ
き
記
述
も
あ
る
。
病
気
に
な
っ
た
夫
差
に
対
し
、

句
践
は
萢
姦
に
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
を
問
う
て
い
る
。
萢
姦
は
夫
差
を
見
舞
う
よ
う
に

言
う
。

　
　
大
王
（
越
王
）
が
ご
自
分
の
方
か
ら
請
う
て
お
会
い
で
き
た
ら
、
呉
王
の
糞
を
求
め
、
そ

　
　
れ
を
嘗
め
、
顔
色
を
見
、
拝
礼
し
て
祝
う
べ
き
で
す
。
そ
れ
は
死
ぬ
よ
う
な
病
気
で
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

　
　
と
い
い
、
癒
え
て
起
き
上
が
る
日
を
約
束
さ
れ
る
よ
う
に
。

　
そ
し
て
、
句
践
は
実
際
に
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
。
句
践
は
無
事
に
越
に
帰
る
た
め
に
、
筆

舌
に
尽
く
し
が
た
い
辛
苦
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
話
を
授
業
実
践
に
も
ど
そ
う
。
〔
c
〕
つ
ま
り
「
句
践
国
に
反
り
、
」
の
前
に
、
何
ら

か
の
補
い
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
、
こ
こ
に
は
「
こ
う
し
て
」
「
そ
の
後
」
な
ど
の
補
い
を
入

れ
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
授
業
で
は
本
文
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
口
語
訳
と
し
て

は
そ
れ
で
充
分
だ
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
こ
は
話
の
ヤ
マ
場
と
し
て
、
少
し
時
間
を
と
っ
て

学
習
者
に
問
い
か
け
て
み
た
い
。
「
臣
下
と
な
り
、
妻
は
召
使
い
に
な
る
と
書
い
て
あ
っ
た
け

ど
、
そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
。
も
ち
ろ
ん
、
本
文
か
ら
は
明
確
な
答
え
は
出

な
い
。
「
君
た
ち
の
想
像
と
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
」
と
考
え
さ
せ
て
み
た
い
。
授
業
者
が
最

終
的
に
用
意
す
る
解
説
と
し
て
は
「
あ
る
歴
史
書
に
よ
る
と
、
句
践
は
呉
王
の
下
僕
と
し
て
車

の
御
者
と
な
り
、
夫
人
も
水
く
み
や
掃
除
な
ど
を
し
て
、
三
年
間
怒
る
こ
と
な
く
、
顔
に
恨
み

の
気
配
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
屈
辱
の
生
活
に
耐
え
忍
ん
だ
ら
し
い
。
」
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け

に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
こ
の
教
材
に
対
す
る
関
心
は
深
ま
り
、
次
に
続
く
「
嘗
胆
」
の
記
述
は

さ
ら
に
重
み
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
二
段
落
と
同
様
に
、
こ
の
段
落
で
も
次
の
よ
う
な
板
書
が
考
え
ら
れ
る
。
図
示
す
る
に
は

そ
れ
ぞ
れ
授
業
者
の
や
り
方
が
あ
ろ
う
が
、

な
い
。

前
段
と
の
対
比
が
考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

（
越
王
）
句
践
ー
　
（
臣
下
）
萢
姦

　
　
　
　
＝

　
　
　
「
嘗
胆
」
↑
「
会
稽
の
恥
」
を
忘
れ
な
い
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね

　
以
上
、
特
に
読
解
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
の
補
足
を
中
心
に
述
べ
て
み
た
。
簡
潔
を
宗
と

す
る
漢
文
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
教
材
で
も
適
切
に
語
を
補
う
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

『
十
八
史
略
』
教
材
で
は
特
に
こ
の
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

④

第
四
段
落

　
　
　
　
　
　
は
か
り
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ん
ば
う
　
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は

（
太
宰
話
、
子
菅
謀
の
用
ゐ
ら
れ
ざ
る
を
恥
ぢ
て
怨
望
す
と
讃
す
。
夫
差
乃
ち
子
膏
に

し
よ
く
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
う

属
鎮
の
剣
を
賜
ふ
。
子
青
其
の
家
人
に
告
げ
て
曰
は
く
、
「
必
ず
吾
が
墓
に
槙
を
樹
ゑ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ

槙
は
材
と
す
べ
き
な
り
。
吾
が
目
を
扶
り
て
、
東
門
に
懸
け
よ
。
以
て
越
兵
の
呉
を
滅
ぼ

　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
い

す
を
観
ん
。
」
と
。
乃
ち
自
到
す
。
夫
差
其
の
　
を
取
り
、
盛
る
に
鴎
夷
を
以
て
し
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
　
　
　
　
　
　
ほ
ニ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

江
に
投
ず
。
呉
人
之
を
憐
れ
み
、
祠
を
江
上
に
立
て
、
命
づ
け
て
膏
山
と
日
ふ
。
）

　
こ
の
段
落
で
は
と
り
た
て
て
教
材
と
し
て
の
短
所
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
を
読
ん
で
学

習
者
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
段
落
は
短
い
が
、
い
く
つ
か
の
事
柄
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
し
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
太
宰
話
の
読
言
、
夫
差
の
子
膏
に
対
す
る
死
の
命
じ
方
、

死
に
臨
ん
で
の
子
菅
の
言
葉
、
そ
れ
に
対
す
る
夫
差
の
仕
打
ち
、
呉
の
人
々
の
同
情
、
と
盛
り

だ
く
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の
中
で
一
読
し
て
気
に
な
る
の
は
、
な
ぜ
夫
差
は
そ
こ
ま
で
子
菅
に
ひ

ど
い
仕
打
ち
を
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
の
代
か
ら
仕
え
て
き
た
忠
臣
に
死
を
命

じ
た
上
に
、
亡
骸
を
袋
に
入
れ
て
川
に
捨
て
さ
せ
る
と
は
～

　
本
文
を
た
ど
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
特
に
「
槙
は
材
と
す
べ
き
な
り
。
」
と
関
係
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
つ
ぎ

て
い
る
と
分
か
る
。
授
業
を
進
め
る
段
階
で
は
、
「
ひ
さ
ぎ
は
、
棺
の
材
料
に
で
き
る
。
」
と
訳

し
て
、
そ
れ
で
は
誰
が
入
る
棺
な
の
か
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
答
え
、
つ
ま
り

夫
差
が
入
る
棺
な
の
だ
と
考
え
る
た
め
の
根
拠
の
一
つ
が
、
後
に
描
写
さ
れ
た
こ
の
夫
差
の
激

し
い
怒
り
の
振
る
舞
い
な
の
で
あ
る
。

　
実
は
、
「
子
膏
其
の
家
人
に
告
げ
て
曰
は
く
」
以
降
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
「
伍
子
膏
列
伝
」

と
こ
の
描
写
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
だ
が
、
大
き
な
違
い
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
『
史
記
』
で

（42）

・
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は
、
子
膏
の
自
到
の
あ
と
に
、
「
呉
王
之
を
聞
い
て
大
い
に
怒
る
。
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
こ
と

　
　
ハ
　
り

で
あ
る
。
曾
先
之
は
呉
王
が
怒
っ
た
と
い
う
記
述
を
削
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
所
で

あ
ろ
う
か
、
短
所
で
あ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
「
怒
る
」
と
書
い
て
あ
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
呉
王

の
怒
り
は
そ
の
振
る
舞
い
に
表
れ
て
い
る
し
、
こ
の
箇
所
は
授
業
展
開
の
中
で
「
槙
は
材
と
す

べ
き
な
り
。
」
と
関
係
さ
せ
て
本
文
読
解
の
材
料
と
し
て
生
か
す
こ
と
も
で
き
る
。
曾
先
之
も

「
呉
王
之
を
聞
い
て
大
い
に
怒
る
」
は
な
く
て
も
文
章
と
し
て
成
り
立
つ
と
考
え
て
こ
の
言
葉

を
削
っ
た
に
違
い
な
い
。

⑤

第
五
段
落

　
　
　
　
せ
い
し
ゆ
う

（
越
、
十
年
生
聚
し
、
十
年
教
訓
す
。
周
の
元
王
の
四
年
、
越
呉
を
伐
つ
。
呉
三
た
び
戦

　
　
　
　
に
　
　
　
　
こ
そ
　
　
　
　
ま
た
ひ
ら
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
き

ひ
三
た
び
北
ぐ
。
夫
差
姑
蘇
に
上
り
、
亦
た
成
を
越
に
請
ふ
。
萢
姦
可
か
ず
。
夫
差
日
は

　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
き
ほ
う
　

つ
く

く
、
「
吾
以
て
子
膏
を
見
る
無
し
。
」
と
。
瞑
冒
を
為
り
て
乃
ち
死
せ
り
。
）

　
第
四
段
落
に
お
け
る
子
青
の
死
に
続
き
、
こ
の
段
落
で
は
夫
差
の
死
が
述
べ
ら
れ
て
終
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
挿
話
は
、
互
い
に
関
連
を
持
ち
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
特
異
な
死
の

在
り
方
が
描
写
さ
れ
、
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
故
事
を
さ
ら
に
重
厚
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
注
目
し
て
よ
い
と
思
う
の
は
、
傍
線
部
の
、
夫
差
の
和
解
の
申
し
出
に
対
し
て

き「
可
か
ず
。
」
と
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
の
が
、
越
王
で
は
な
く
萢
姦
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
越
王
の
態
度
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
本
来
な
ら
説
明
が
必
要
な
箇

所
な
の
で
あ
る
が
、
曾
先
之
は
『
史
記
」
の
こ
ま
か
な
描
写
を
切
り
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
「
越
王
句
践
世
家
」
に
よ
れ
ば
、
「
句
践
忍
び
ず
、
之
を
許
さ
ん
と
欲
す
。
」
と
あ
り
、

越
王
は
呉
王
を
許
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
越
王
の
こ
と
を
述
べ
な
い
の
は

欠
点
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
読
ん
で
い
る
と
き
に
は
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
を
持
た
な
い
記
述

だ
と
も
言
え
る
。
曾
先
之
に
は
、
越
王
に
と
っ
て
萢
姦
と
い
う
臣
下
の
存
在
が
大
き
い
こ
と
を

示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
「
臥
薪
」
「
嘗
胆
」
の
主
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
を

述
べ
て
し
ま
え
ば
あ
と
は
テ
ン
ポ
良
く
話
を
終
わ
ら
せ
た
い
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。⑥

振
り
返
り

　
以
上
で
段
落
ご
と
の
検
討
は
終
わ
っ
た
。
以
下
に
は
、

こ
の
物
語
の
内
容
を
振
り
返
っ
て
み

た
い
。
授
業
実
践
で
そ
れ
を
行
う
か
否
か
を
別
に
し
て
、
考
え
て
み
た
い
の
は
こ
の
話
の
主

人
公
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
話
は
そ
も
そ
も
史
書
の
記
述
を
切
り
詰
め
た
も
の
で
、

新
し
く
創
作
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
初
め
か
ら
完
結
さ
れ
た
物
語
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の

問
い
は
あ
く
ま
で
理
解
を
深
め
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
あ
る
学
習
者
は
、
結
局
越
が
勝
っ
た
の
だ
か
ら
越
王
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
一
つ
の
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
復
讐
が
テ
ー
マ
の
話
で
あ
り
、
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
タ
イ

ト
ル
か
ら
し
て
も
主
人
公
は
呉
王
越
王
の
二
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
別
の
考

え
方
も
あ
る
。
全
体
の
記
述
の
仕
方
を
見
る
と
、
議
言
に
よ
っ
て
死
を
賜
る
こ
と
に
な
る
子

膏
に
関
す
る
記
述
が
多
く
、
第
三
段
落
以
外
は
す
べ
て
子
脊
が
関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス

ト
ー
リ
ー
の
全
体
か
ら
は
、
子
膏
が
事
実
上
の
主
人
公
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
呉
越

の
抗
争
に
お
け
る
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
。
こ
の
本
文
は
『
十
八
史
略
』
の
「
春
秋
戦
国
」

の
「
呉
」
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
典
拠
も
『
史
記
』
「
呉
太
伯
世
家
」
「
伍
子
菅
列
伝
」
に

多
く
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
子
脊
が
主
人
公
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
別
の
考
え
方
も
で
き
る
。
子
脊
と
萢
姦
の
二
人
が
実
は
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
見

方
で
あ
る
。
子
菅
に
関
す
る
記
述
は
多
い
も
の
の
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
夫
差
の
も
と

に
子
青
が
い
た
よ
う
に
句
践
の
も
と
に
は
萢
姦
が
い
て
、
こ
の
二
人
の
名
臣
の
存
在
が
そ
れ
ぞ
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

れ
の
王
の
命
運
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
呉
王
、
越
王
二
人
の
結
末

の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
名
臣
の
言
葉
に
従
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
る
と
言
え
る
。

　
子
膏
と
萢
姦
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
樋
、
そ
れ
は
授
業
で
深
入
り
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
た
だ
、
呉
王
越
王
の
対
比
と
と
も
に
こ
の
名
臣
二
人
の
対
比
を
考
え
て
お
く
こ

と
は
、
こ
の
小
文
が
緊
密
な
構
成
に
よ
っ
て
印
象
的
な
物
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
要
因
と
し

て
き
ち
ん
と
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
第
二
、
第
三
の
段
落
に
お
い
て
図
を
ま
と
め
た

と
き
に
、
臣
下
の
二
人
を
対
比
的
に
書
い
た
の
は
、
そ
の
意
味
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

五
　
ま
と
め

　
「
臥
薪
嘗
胆
」
は
よ
く
知
ら
れ
た
故
事
を
中
心
と
し
て
興
味
深
い
内
容
を
持
ち
、
中
国
古
代

の
歴
史
が
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
史
伝
教
材
で
あ
る
。
文
法
や
訓
読
の
指
導
に
つ
い

て
も
効
果
的
な
材
料
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
十
八
史
略
』
の
文
章
は
教
材
と
し
て
見
る
と
簡
略

化
さ
れ
た
叙
述
の
中
に
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
「
臥
薪
嘗
胆
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
教
材

と
し
て
の
短
所
で
は
あ
る
が
、
授
業
者
が
そ
の
点
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
授
業
展
開
の
中
で
そ

の
欠
点
は
充
分
補
え
る
も
の
で
あ
る
。
『
十
八
史
略
』
の
作
者
曾
先
之
は
史
書
の
記
述
に
基
づ



「臥薪嘗胆」の授業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

き
な
が
ら
、
作
者
な
り
の
配
慮
を
凝
ら
し
て
文
章
の
簡
略
化
に
努
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
む

し
ろ
授
業
者
は
、
簡
潔
な
文
体
の
特
性
に
留
意
す
る
こ
と
で
読
解
指
導
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、

短
所
を
長
所
に
変
え
て
漢
文
学
習
の
効
果
を
さ
ら
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
。

注
（
1
）
　
段
落
分
け
の
仕
方
に
つ
い
て
は
教
科
書
各
社
に
よ
っ
て
少
し
違
い
が
見
ら
れ
る
。
六
段
落
に
分

　
　
け
て
い
る
教
科
書
も
あ
る
。

（
2
）
　
訳
し
方
は
「
A
を
す
る
の
に
B
に
よ
る
」
、
ま
た
は
「
B
で
A
す
る
」
で
あ
る
。

（
3
）
　
「
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
　
第
四
巻
」
（
平
凡
社
・
一
九
六
〇
年
）
三
〇
二
頁
。

（
4
）
　
「
史
記
」
「
伍
子
青
列
伝
」
で
は
、
「
越
王
勾
践
乃
以
鈴
兵
五
千
人
、
棲
於
會
稽
之
上
、
使
大
夫

　
　
種
厚
幣
遺
呉
太
宰
話
以
請
和
、
求
委
國
爲
臣
妾
。
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
使
」
の
係
り
に
つ

　
　
い
て
、
新
釈
漢
文
体
系
゜
。
°
。
「
史
記
八
（
列
伝
一
）
」
（
水
沢
利
忠
著
・
明
治
書
院
・
一
九
九
〇
年
）

　
　
で
は
「
「
請
和
」
ま
で
と
せ
ず
、
「
臣
妾
」
ま
で
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
「
委
國
爲
臣
妾
」
も
講
話

　
　
の
条
件
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
三
五
頁
）
。

（
5
）
　
新
釈
漢
文
体
系
紡
「
史
記
五
（
世
家
上
）
」
（
吉
田
賢
抗
著
・
明
治
書
院
・
一
九
七
七
年
）
で
は
、

　
　
「
越
世
家
第
十
一
」
の
「
呉
既
赦
越
、
句
践
反
国
」
の
語
釈
に
、
「
呉
越
春
秋
を
案
ず
る
に
、
呉
は

　
　
越
を
赦
し
罷
め
帰
る
。
句
践
と
妻
と
呉
に
入
朝
し
、
之
を
留
め
て
三
年
を
絵
ゆ
。
乃
ち
賂
を
行
ひ

　
　
て
始
め
て
釈
き
帰
る
を
得
た
り
。
…
史
記
に
こ
れ
を
言
は
ず
。
前
書
は
晩
く
出
で
、
史
遷
は
見
る

　
　
に
及
ば
ざ
る
の
み
」
と
い
う
明
の
陳
震
の
言
葉
を
載
せ
て
い
る
（
五
百
頁
）
。

（
6
）
　
東
洋
文
庫
脇
「
呉
越
春
秋
」
（
平
凡
社
・
佐
藤
武
敏
訳
注
・
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。
二
〇
三

　
　
頁
。
原
文
は
「
越
王
服
憤
鼻
、
着
樵
頭
。
夫
人
衣
無
縁
之
裳
、
施
左
關
之
橘
。
夫
研
到
養
馬
、
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
び
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
と
う

　
　
給
水
除
糞
混
掃
。
三
年
不
温
怒
、
而
無
恨
色
（
越
王
積
鼻
を
服
し
、
樵
頭
を
着
る
。
夫
人
無
縁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
く
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
さ
う

　
　
裳
を
衣
、
左
闘
の
嬬
を
施
す
。
夫
は
研
到
し
馬
を
養
ひ
、
妻
は
水
を
給
し
糞
を
除
き
混
掃
す
。
三

　
　
年
温
怒
せ
ず
し
て
、
恨
色
無
し
）
。
」
。
（
周
生
春
著
「
呉
越
春
秋
　
輯
校
匿
考
」
上
海
古
籍
出
版

　
　
社
・
一
九
九
七
年
）
＝
＝
頁
。

（
7
）
　
前
掲
書
「
呉
越
春
秋
」
二
〇
八
頁
。
原
文
は
「
願
大
王
請
求
問
病
、
得
見
、
因
求
其
糞
而
嘗
之
、

　
　
観
其
顔
色
、
當
拝
賀
焉
、
言
其
不
死
、
以
疹
起
日
期
之
（
願
は
く
は
大
王
請
ひ
て
病
を
問
は
ん
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
と
を
求
め
、
見
ゆ
る
を
得
ば
、
因
り
て
其
の
糞
を
求
め
て
之
を
嘗
め
、
其
の
顔
色
を
観
、
當
に
拝

　
　
し
て
焉
を
賀
す
べ
し
、
其
の
不
死
を
言
ひ
、
疹
ゆ
る
を
以
て
起
日
之
を
期
せ
ん
こ
と
を
）
。
」
前
掲

　
　
書
＝
一
五
頁
。

（
8
）
　
「
十
八
史
略
」
が
省
略
の
多
い
文
章
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
材
と
し
て
注
意
を
促
す
見
解
は
以

　
　
前
か
ら
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
星
野
謙
一
郎
氏
は
「
漢
文
教
材
研
究
講
座
「
十
八
史
略
」
の
指
導

　
　
1
」
「
「
十
八
史
略
」
解
題
」
（
月
刊
国
語
教
育
第
六
巻
第
六
号
・
一
九
八
六
年
）
の
中
で
、
「
十
八

　
　
史
略
」
は
「
教
え
る
立
場
に
な
る
と
か
な
り
厄
介
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
歴
史
書
か
ら

　
　
の
引
き
写
し
で
あ
る
た
め
に
省
略
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
な
い
と
説
明
が

　
　
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
向
高
亜
由
美
氏
の
「
「
臥
薪
嘗
胆
」
に
お
け

　
　
る
授
業
の
試
み
」
（
大
修
館
書
店
「
漢
文
教
室
」
第
一
八
八
号
・
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、
「
十
八
史

　
　
略
」
は
省
略
が
多
い
こ
と
か
ら
「
史
話
と
し
て
の
面
白
さ
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
り
に
く
い
」
と

　
　
し
て
、
「
史
記
」
の
ロ
語
訳
を
用
い
て
グ
ル
ー
プ
学
習
に
取
り
組
ま
せ
、
「
十
八
史
略
」
と
「
史

　
　
記
」
の
記
述
の
違
い
に
気
付
か
せ
よ
う
と
し
た
試
み
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
「
伍
子
青
列
伝
」
の
記
述
は
「
乃
告
其
舎
人
日
、
必
樹
吾
墓
上
以
梓
。
令
可
以
爲
器
。
而
扶
吾

　
　
眼
、
縣
呉
東
門
之
上
。
以
観
越
冠
之
人
滅
呉
也
。
乃
自
到
死
。
呉
王
聞
之
大
怒
、
乃
取
子
脊
　
、

　
　
盛
以
鴎
夷
革
、
浮
之
江
中
。
呉
人
憐
之
、
立
祠
於
江
上
、
因
命
日
膏
山
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
な

　
　
お
、
『
左
伝
」
哀
公
十
一
年
に
は
、
「
將
死
日
、
樹
吾
墓
槙
。
槙
可
材
也
。
」
と
の
記
述
が
見
え
る
。

（
1
0
）
　
た
と
え
ば
子
膏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
復
讐
に
関
し
て
、
「
史
記
」
に
は
、
郭
に
入
っ
た
あ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ば
ね

　
　
父
と
兄
の
仇
で
あ
る
楚
の
平
王
の
墓
を
暴
い
て
、
そ
の
　
を
掘
り
出
し
、
三
百
回
む
ち
打
っ
た
と

　
　
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
萢
姦
に
つ
い
て
は
、
「
史
記
』
に
、
そ
の
後
結
局
越
を
離
れ
、
姓
名
も
変
え
、
　
⑭

　
　
や
が
て
巨
万
の
富
を
な
し
た
等
々
の
記
述
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
若
林
力
氏
の
「
教
材
研
究
・
臥
薪
嘗
胆
に
つ
い
て
」
（
大
修
館
書
店
「
漢
文
教
室
」
第
一
五
三

　
　
号
・
一
九
八
五
年
）
は
「
臥
薪
嘗
胆
」
の
出
典
に
つ
い
て
丁
寧
に
考
察
し
て
い
る
が
、
「
嘗
胆
」

　
　
に
比
し
て
「
臥
薪
」
が
辞
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
、
文
末
に
、
「
『
十
八
史
略
」
そ

　
　
の
も
の
が
歴
史
と
文
学
の
結
体
の
上
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
呉
王
美
差
の
「
臥

　
　
薪
」
が
曾
先
之
の
創
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
向
に
さ
し
つ
か
え
な
い
。
私
は
む
し
ろ
そ
の
ほ

　
　
う
が
史
話
と
し
て
面
白
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
「
朝
夕
臥
薪
中
」
は

　
　
「
史
記
」
に
は
な
い
描
写
で
あ
る
し
、
夫
差
の
「
夫
差
而
忘
越
人
之
殺
而
父
邪
。
」
も
、
も
と
も
と

　
　
夫
差
の
父
の
言
葉
で
あ
っ
た
（
「
史
記
」
「
呉
太
伯
世
家
」
「
伍
子
菅
列
伝
」
）
。


