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本
稿
は
、
陳
軫
の
「
蛇
足
故
事
」
及
び
「
管
与
の
説
」「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
と
い
う
三
つ
の
故
事
が
そ
れ
ぞ
れ
「
戦
国
故
事
」
に
お
い
て
は
寓
話

と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
陳
軫
の
「
管
与
の
説
」「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
と
同
じ
「
強
者
同
士
が
闘
い
合
う
と
、
と
も
に
疲

弊
し
て
第
三
者
の
餌
食
に
な
る
」
と
い
う
筋
立
て
を
も
つ
寓
話
や
比
喩
の
使
用
例
が
説
客
の
弁
論
中
に
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
説
客
が
用
い
た
こ
れ

ら
の
秀
逸
な
比
喩
表
現
に
は
、
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦
略
を
め
ぐ
る
弁
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
戦
国
中
期
の
時
代
性
の
刻
印
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
戦
国
中
期
の
説
客
の
「
揣
摩
」
の
術
（
君
主
の
本
心
を
推
し
当
て
な
が
ら
、
君
主
を
奮
起
さ
せ
る
弁
論
術
）
の
核
心
は
名
声
と
実
利
の
両
面
を
同
時

に
満
足
す
る
計
略
を
提
案
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
弁
論
中
で
の
比
喩
表
現
の
使
用
は
君
主
が
計
略
を
聞
い
て
納
得
す
る
た
め
の
下
地
を
作
る
意
味
が
あ
っ
た
こ

と
を
述
べ
る
。
最
後
に
、
以
上
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
故
事
成
語
の
由
来
と
意
味
を
研
究
す
る
際
の
留
意
点
を
述
べ
る
。

一　

は
じ
め
に

蛇
足
と
い
う
故
事
成
語
が
あ
る
。
日
本
語
と
し
て
の
「
蛇
足
」
は
、
例
え
ば
、『
広
辞
苑（

１
）』

に
、

　

�［
戦
国
策
斉
策
］（
蛇
の
絵
を
描
く
競
争
で
、
早
く
描
き
上
げ
た
者
は
足
ま
で
書
き
そ
え

て
負
け
に
な
っ
た
と
い
う
故
事
か
ら
）
あ
っ
て
も
益
の
な
い
余
計
な
物
事
。
あ
っ
て
も

無
駄
に
な
る
も
の
。
じ
ゃ
そ
く
。「
─
な
が
ら
申
し
上
げ
ま
す
」

と
あ
る
よ
う
に
、
通
常
、
余
計
な
付
け
足
し
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
書
が

［
戦
国
策
斉
策
］
と
出
典
を
明
記
す
る
よ
う
に
、
成
語
と
し
て
の
「
蛇
足
」
は
『
戦
国
策（

２
）』

斉
策
二
が
載
せ
る
次
の
故
事
を
典
故
と
す
る
。

楚
に
祠ま

つ

る
者
有
り
。
其
の
舎
人
に
卮し

酒し
ゆ

を
賜
う
。
舎
人
相あ

い

謂
い
て
曰
く
、
数
人
之
を
飲
め

ば
足
ら
ず
、
一
人
之
を
飲
め
ば
餘あ

ま

り
有
り
。
請
う
、
地
に
画
き
て
蛇
を
為
し
、
先
に
成

る
者
酒
を
飲
ま
ん
と
。
一
人
の
蛇�

先
に
成
り
、
酒
を
引
き
て
且ま

さ

に
之
を
飲
ま
ん
と
し
て
、

乃す
な
わ

ち
左
手
も
て
卮

さ
か
ず
き

を
持
し
、
右
手
も
て
蛇
を
画
き
て
曰
く
、
吾�

能
く
之
が
足
を
為
せ

り
と
。
未
だ
成
ら
ざ
る
に
、
一
人
の
蛇
成
り
、
其
の
卮
を
奪
い
て
曰
く
、
蛇�

固も
と

よ
り
足

無
し
。
子�

安な

ん
ぞ
能
く
之
が
足
を
為
さ
ん
と
。
遂
に
其
の
酒
を
飲
む
。
蛇
の
足
を
為
せ

る
者
、
終つ

い

に
其
の
酒
を
失
う
（
楚
有
祠
者
。
賜
其
舍
人
卮
酒
。
舍
人
相
謂
曰
、
数
人
飲
之

不
足
、
一
人
飲
之
有
餘
。
請
画
地
為
蛇
、
先
成
者
飲
酒
。
一
人
蛇
先
成
、
引
酒
且
飲
之
、

乃
左
手
持
卮
、
右
手
画
蛇
、
曰
、
吾
能
為
之
足
。
未
成
、
一
人
之
蛇
成
、
奪
其
卮
曰
、
蛇

固
無
足
、
子
安
能
為
之
足
。
遂
飲
其
酒
。
為
蛇
足
者
、
終
亡
其
酒
）。

戦
国
遊
説
の
士
の
弁
論
術
と
し
て
の
比
喩
表
現
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楚
の
祭
祀
を
司
る
者
が
そ
の
食
客
た
ち
に
卮
に
入
れ
た
酒
を
ふ
る
ま
っ
た
際
、
食
客
た
ち

は
、
酒
は
数
人
で
飲
め
ば
不
足
す
る
が
一
人
で
飲
め
ば
十
分
な
量
だ
と
し
て
、
地
面
に
先
に

蛇
の
絵
を
描
い
た
者
が
酒
を
す
べ
て
飲
め
る
こ
と
に
し
た
。
先
に
蛇
を
描
い
た
者
は
、
酒
を

独
り
占
め
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
勢
い
余
っ
て
さ
ら
に
蛇
の
絵
に
足
を
付
け
足
し
た
た

め
に
、
結
局
酒
を
飲
め
な
か
っ
た
こ
と
を
笑
う
故
事
で
あ
る
。「
蛇
足
」
と
い
う
成
語
の
出

典
と
し
て
、『
戦
国
策
』
の
右
の
故
事
を
指
摘
す
る
こ
と
自
体
は
正
し
い
。
し
か
し
、「
蛇

足
」
と
い
う
故
事
成
語
の
教
材
と
し
て
は
、「
蛇
足
故
事
」
を
単
独
で
取
り
上
げ
る
の
で
な
く
、

「
蛇
足
故
事
」
を
内
に
含
む
「
戦
国
故
事（

３
）」

を
取
り
上
げ
る
の
が
望
ま
し
い（

４
）。

な
ぜ
な
ら
、『
戦

国
策
』
に
お
け
る
「
蛇
足
故
事
」
は
、
陳
軫
な
る
説
客（

５
）が

楚
の
将
軍
昭
陽
を
説
得
す
る
た
め

の
寓
話
と
し
て
本
来
用
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、「
戦
国
故
事
」
を
見
る
こ
と
に
よ
り
は

じ
め
て
、
説
客
の
説
得
に
果
た
す
寓
話
の
機
能
を
考
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

陳
軫
に
限
ら
ず
、『
戦
国
策
』
や
『
史
記（

６
）』

が
載
せ
る
説
客
の
弁
論
に
は
、
し
ば
し
ば
寓

話
や
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
説
客
が
用
い
た
寓
話
・
比
喩
の
機
能
や
意
味
合
い
を
「
戦

国
故
事
」
の
文
脈
の
も
と
で
捉
え
る
と
と
も
に
、
説
客
の
そ
う
し
た
比
喩
表
現
の
使
用
を
弁

論
術
の
角
度
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
『
戦
国
策
』
所
載
の
説
客
陳
軫
が
弁
論
に
用
い
た
「
蛇
足
故
事
」
及
び

「
管か

ん

与よ

の
説
」「
卞べ

ん

荘そ
う

子し

が
虎
を
殺
し
た
話
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
「
戦
国
故
事
」
の
中

で
は
寓
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、『
史
記
』『
戦
国
策
』
を
材
料

と
し
て
、
陳
軫
の
二
つ
の
寓
話
と
類
似
す
る
筋
立
て
を
も
つ
寓
話
な
い
し
比
喩
の
使
用
例
が

説
客
の
合が

つ

従し
よ
う

・
連れ

ん

衡こ
う

の
外
交
戦
略（

７
）を

め
ぐ
る
弁
論
中
に
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
連
衡

論
者
の
張
儀
と
合
従
論
者
の
蘇
秦
の
弁
論
中
に
合
従
・
連
衡
に
関
わ
る
比
喩
の
使
用
例
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、『
史
記
』
所
載
の
蘇
秦
・
張
儀
の
伝
記
お
よ
び

『
韓
非
子
』
説
難
篇
を
手
が
か
り
に
、
戦
国
中
期
の
説
客
が
用
い
た
比
喩
表
現
の
役
割
を
弁

論
術
の
角
度
か
ら
捉
え
直
す
。
最
後
に
、
以
上
の
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
故
事
成
語
の
由
来

と
意
味
を
研
究
す
る
際
の
留
意
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二
、
寓
話
と
し
て
の
「
蛇
足
故
事
」
と
「
管
与
の
説
」「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」

ま
ず
「
蛇
足
故
事
」
が
本
来
、
寓
話
で
あ
る
こ
と
を
、『
戦
国
策
』
斉
策
二
の
「
戦
国
故

事
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
楚
の
将
軍
昭
陽
が
、
楚
の
た
め
に
魏
を
伐
ち
、
軍
を
破

り
将
を
殺
し
て
八
城
を
奪
取
し
た
の
ち
、
兵
を
移
し
て
斉
を
攻
め
よ
う
と
し
た
際
、
説
客
の

陳
軫
は
斉
王
の
使
者
と
な
っ
て
、
昭
陽
に
面
会
し
た
。
陳
軫
は
、
楚
の
法
で
は
、
軍
を
破
り

将
を
殺
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
官
爵
は
何
で
す
か
と
た
ず
ね
る
と
、
昭
陽
は
、
官
は
上
柱
国

で
、
爵
は
上
執
珪
で
す
と
答
え
、
陳
軫
は
そ
れ
よ
り
も
貴
い
位
は
何
で
す
か
と
た
ず
ね
る

と
、
昭
陽
は
令
尹
だ
け
で
す
と
答
え
た
。
す
る
と
陳
軫
は
、
令
尹
は
貴
い
官
職
で
す
が
、
楚

王
が
二
人
の
令
尹
を
置
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
れ
で
は
例
え
話
を
し
ま
し
ょ
う
と
し

て
「
蛇
足
故
事
」
を
切
り
出
し
た
の
ち
、
今
、
君
は
楚
の
大
臣
と
し
て
魏
を
攻
め
、
軍
を
破

り
将
を
殺
し
て
八
城
を
奪
取
し
た
う
え
で
、
兵
を
弱
め
ず
、
斉
を
攻
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
斉
は
君
を
甚
だ
畏
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
名
声
は
十
分
で
す
、
さ
ら
に

上
の
官
位
を
加
え
よ
う
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
戦
勝
を
続
け
て
止
む
こ
と
を
知
ら
な
い
も

の
は
、
死
後
に
今
の
爵
位
が
後
任
の
者
に
渡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
蛇
の
足
を
描
い

た
よ
う
な
も
の
で
す
と
述
べ
る
と
、
昭
陽
は
も
っ
と
も
だ
と
し
て
、
軍
を
解
い
て
引
き
上
げ

た（
８
）。

こ
れ
が
「
蛇
足
故
事
」
が
置
か
れ
た
「
戦
国
故
事
」
の
文
脈
で
あ
る
。

右
の
説
客
陳
軫
の
弁
論
に
は
二
つ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
説
得
内
容
に

適
合
す
る
寓
話
と
し
て
「
蛇
足
故
事
」
を
機
能
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
陳
軫
は
、
蛇
の
絵

を
描
く
競
争
中
、
蛇
に
足
を
添
え
た
者
が
酒
を
飲
み
損
な
っ
た
と
い
う
「
蛇
足
故
事
」
を
、

昭
陽
が
い
く
ら
戦
績
を
重
ね
て
も
、
楚
が
令
尹
を
二
人
は
置
か
な
い
以
上
、
地
位
の
向
上
は

望
め
な
い
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
た
比
喩
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
昭

陽
に
説
得
を
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
徴
の
第
二
は
、
説
得
の
受
け

入
れ
が
、
真
の
目
的
の
達
成
に
結
び
つ
く
よ
う
に
計
略
を
巧
み
に
組
み
立
て
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
陳
軫
の
弁
論
は
、
本
来
、
楚
の
昭
陽
に
対
し
て
斉
へ
の
攻
撃
を
止
め
さ
せ
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
昭
陽
に
対
し
て
、
地
位
の
向
上
は
こ
れ

以
上
は
望
め
な
い
点
に
注
意
を
向
け
、
蛇
足
の
比
喩
を
用
い
る
こ
と
で
、
知
足
の
実
践
す
な

わ
ち
斉
へ
攻
撃
の
取
り
や
め
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
蛇
足
故
事
」
に
関
わ
る
「
戦
国
故
事
」
は
、『
史
記
』
楚
世
家
に
も
記
載
が

あ
る
。
谷
口
匡
氏
の
論
文
「「
蛇
足
」
故
事
を
「
説
」
と
し
て
読
む（

９
）」

は
、『
戦
国
策
』
と
『
史

記
』
の
両
者
の
記
載
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
の
相
違
点
を
挙
げ
る
な
か
で
、『
戦
国
策
』
に

は
な
く
、『
史
記
』
に
あ
る
記
述
で
最
も
注
目
す
べ
き
部
分
と
し
て
、
陳
軫
が
「
蛇
足
」
の

例
え
話
を
し
、
そ
の
趣
旨
を
説
明
し
た
の
ち
に
「
こ
れ
が
蛇
を
描
い
て
足
を
つ
け
る
説
で
あ

り
ま
す
（
此
為
蛇
為
足
之
説
也
）」
と
述
べ
る
箇
所
を
挙
げ
、
こ
の
蛇
を
描
い
て
足
を
つ
け

る
説
（
為
蛇
為
足
之
説
）
と
あ
る
場
合
の
「
説
」
と
は
、
当
時
、
臣
下
が
君
主
に
対
し
て
自

説
を
主
張
す
る
の
に
用
い
た
弁
論
を
い
う
と
す
る
。
そ
し
て
谷
口
氏
は
『
史
記
』
と
『
戦
国

策
』
の
関
係
に
つ
い
て
、「『
漢
書
』
司
馬
遷
伝
の
賛
に
『
史
記
』
の
材
料
を
『
戦
国
策
』
か

ら
採
っ
た
か
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
が
、
劉
向
が
編
集
し
た
古
本
『
戦
国
策
』
を
指
す
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
成
立
は
『
史
記
』
よ
り
遅
れ
る
た
め
、
矛
盾
が
生
じ
る
。
よ
っ
て
現
在
で
は

『
戦
国
策
』
と
『
史
記
』
が
共
通
に
基
づ
い
て
い
る
戦
国
故
事
が
あ
り
、
傾
向
と
し
て
、『
戦

（�256�）－263－
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国
策
』
は
本
来
の
故
事
に
比
較
的
忠
実
に
、『
史
記
』
は
脚
色
を
加
え
て
編
集
さ
れ
た
と
考

え
る
の
が
一
般
的
」
だ
と
し
た
う
え
で
、「
蛇
足
」
故
事
の
古
い
形
を
伝
え
る
の
は
『
戦
国
策
』

で
、『
史
記
』
で
は
意
識
的
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
り
、『
史
記
』

に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
「
為
蛇
為
足
之
説
」
と
の
一
文
を
つ
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
遊

説
家
と
し
て
は
張
儀
の
陰
に
隠
れ
た
感
の
あ
る
彼
に
対
す
る
、
司
馬
遷
の
積
極
的
評
価
が
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
本
稿
で
は
、『
史
記
』
の
「
為
蛇
為
足
之
説
」

の
「
説
」
の
理
解
、
お
よ
び
『
史
記
』
と
『
戦
国
策
』
の
関
係
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
右
の

谷
口
氏
の
所
説
に
従
う
。

今
、
谷
口
匡
氏
の
論
文
に
拠
り
つ
つ
、『
史
記
』
楚
世
家
に
載
る
陳
軫
の
「
蛇
足
故
事
」

を
用
い
た
弁
論
が
「
為
蛇
為
足
之
説
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
。
そ
こ
で
さ

ら
に
、『
戦
国
策
』
秦
策
二
の
記
載
に
よ
り
、
陳
軫
が
用
い
た
「
管
与
の
説
」
及
び
「
卞
荘

子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
が
寓
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
「
戦
国
故
事
」
と
の
関
係
か

ら
確
認
し
て
い
く
。
楚
が
斉
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
た
（
楚
絶
斉
）
の
で
、
斉
が
兵
を
挙
げ
て

楚
を
伐
っ
た
際
、
説
客
の
陳
軫
が
楚
懐
王
に
対
し
て
領
地
を
割
譲
す
る
こ
と
で
、
東
に
は
斉

と
和
解
し
、
西
に
は
秦
と
講
和
す
る
の
が
最
上
と
進
言
し
た
の
を
受
け
、
楚
懐
王
は
陳
軫
を

秦
に
派
遣
し
た
。
そ
し
て
陳
軫
は
楚
を
救
う
た
め
に
、
秦
恵
文
王
に
対
し
て
、「
王
は
管
与

の
説
を
聞
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
王
不
聞
夫
管
与
之
説
乎
）」
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。

　
　

�

両
虎
の
人
を
諍あ

ら
そ

い
て
闘
う
者
有
り
。
管
荘
子�

将ま
さ

に
之
を
殺
さ
ん
と
す
。
管
与�

之
を

止と
ど

め
て
曰
く
、
虎
は
戻
虫
、
人
は
甘
餌
な
り
。
今�

両
虎�

人
を
諍
い
て
闘
え
ば
、
小

な
る
者
は
必
ず
死
し
、
大
な
る
者
は
必
ず
傷い

た

ま
ん
。
子�

傷
虎
を
待
ち
て
之
を
刺
せ
ば
、

則
ち
是
れ
一
挙
し
て
両
虎
を
兼
ぬ
る
な
り
。
一
虎
を
刺
す
の
労
無
く
し
て
、
両
虎
を
刺

す
の
名
有
り
と
。
斉
・
楚�

今
戦
う
。
戦
え
ば
必
ず
敗
る
。
敗
る
れ
ば
、
王�

兵
を
起
こ

し
て
之
を
救
え
。
斉
を
救
う
の
利
有
り
て
、
楚
を
伐
つ
の
害
無
し
（
王
不
聞
管
与
之
説

乎
。
有
両
虎
諍
人
而
闘
者
。
管
荘
子
将
刺
之
。
管
与
止
之
曰
、
虎
者
戻
虫
、
人
者
甘
餌

也
。
今
兩
虎
諍
人
而
闘
、
小
者
必
死
、
大
者
必
傷
。
子
待
傷
虎
而
刺
之
、
則
是
一
挙
而

兼
両
虎
也
。
無
刺
一
虎
之
労
、
而
有
刺
両
虎
之
名
。
斉
楚
今
戦
、
戦
必
敗
。
敗
、
王
起

兵
救
之
、
有
救
斉
之
利
、
而
無
伐
楚
之
害
）。

陳
軫
が
用
い
た
「
管
与
の
説
」
と
は
、
虎
は
貪
欲
な
動
物
で
、
人
は
う
ま
い
餌
で
あ
る
か

ら
、
両
虎
が
人
を
食
い
殺
そ
う
と
し
て
闘
い
合
え
ば
、
小
虎
は
死
に
、
大
虎
も
傷
つ
く
の
で
、

こ
れ
ら
を
ど
ち
ら
も
刺
し
殺
そ
う
と
す
る
よ
り
は
、
い
っ
た
ん
静
観
し
て
小
虎
が
死
に
、
大

虎
が
傷
む
の
を
待
っ
て
、
傷
ん
だ
大
虎
を
刺
し
殺
し
た
方
が
よ
く
、
そ
う
す
れ
ば
一
挙
両
得

の
功
名
が
得
ら
れ
る
と
管
与
が
管
荘
子
に
勧
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
「
管
与
の
説
」

は
、
小
虎
は
斉
を
、
大
虎
は
楚
を
、
人
は
領
土
を
、
管
荘
子
は
秦
を
、
管
与
は
陳
軫
を
そ
れ

ぞ
れ
喩
え
る
。
陳
軫
は
こ
の
「
管
与
の
説
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
斉
・
楚
を
敢
え
て
戦
わ
せ
、

斉
が
敗
れ
る
の
を
待
っ
て
斉
を
救
え
ば
、
斉
を
救
っ
た
と
の
名
声
を
得
る
と
同
時
に
楚
を
伐

つ
こ
と
に
伴
う
損
害
が
な
い
と
い
う
一
挙
両
得
の
計
略
を
秦
王
に
分
か
り
や
す
く
進
言
し
た
。

陳
軫
は
、
斉
と
の
交
わ
り
を
絶
つ
こ
と
で
斉
か
ら
討
伐
の
兵
を
挙
げ
ら
れ
た
楚
が
秦
に
背
後

か
ら
攻
撃
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
秦
恵
文
王
が
「
管
与
の
説
」
に
よ
る
一
挙
両
得
の
計

略
を
採
用
す
る
よ
う
説
得
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

陳
軫
の
「
管
与
の
説
」
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
『
史
記
』
張
儀
列
伝
が
載
せ
る
陳
軫
の
伝

記
で
は
「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
と
な
っ
て
い
る
。
張
儀
列
伝
で
は
、
韓
魏
が
攻
め

合
っ
て
、
一
年
経
っ
て
も
和
解
し
な
い
と
い
う
状
況
を
救
済
す
る
か
否
か
、
判
断
に
迷
っ
て

い
た
秦
恵
文
王
に
対
し
て
、
秦
を
訪
れ
た
陳
軫
は
、「
あ
の
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
を
王

に
お
聞
か
せ
し
た
者
は
あ
り
ま
し
ょ
う
か
（
亦
嘗
有
以
夫
卞
荘
子
刺
虎
聞
於
王
者
乎
）」
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

荘
子�

虎
を
刺
さ
ん
と
欲
す
。
館か

ん

豎じ
ゆ

子し�

之
を
止と

ど

め
て
曰
く
、
両
虎
方ま

且さ

に
牛
を
食
ら
わ

ん
と
す
。
甘
き
を
食
ら
え
ば
必
ず
争
い
、
争
え
ば
則
ち
必
ず
闘
う
。
闘
え
ば
則
ち
大
な

る
者
傷
み
、
小
な
る
者
死
す
。
傷
む
に
従
り
て
之
を
刺
せ
ば
、
則
ち
一
挙
し
て
必
ず
双

虎
の
名
有
り
と
。
卞
荘
子
以
て
然
り
と
為
し
、
立
ち
て
之
を
須
つ
。
頃
く
有
り
て
、
両

虎
果
た
し
て
闘
い
、
大
な
る
者
傷
み
、
小
な
る
者
亡
ぶ
。
傷
む
に
従
り
て
之
を
伐
て
ば
、

一
挙
し
て
果
た
し
て
双
虎
の
功
有
り
。
今�

韓
・
魏
相
攻
め
て
、
期
年
に
し
て
解
か
ず
。

是
れ
必
ず
大
国
傷
み
、
小
国
亡
ぶ
。
傷
む
に
従
り
て
之
を
伐
て
ば
、
一
挙
し
て
必
ず
両

実
有
り
。
此
れ
猶な

お

荘
子
虎
を
刺
す
が
ご
と
き
の
類
な
り
（
荘
子
欲
刺
虎
、
館
竪
子
止
之
、

曰
、
両
虎
方
且
食
牛
。
食
甘
必
争
、
争
則
必
闘
、
闘
則
大
者
傷
、
小
者
死
。
従
傷
而
刺

之
、
一
挙
必
有
双
虎
之
名
。
卞
荘
子
以
為
然
、
立
須
之
。
有
頃
、
両
虎
果
闘
、
大
者
傷
、

小
国
死
。
荘
子
従
傷
者
而
刺
之
、
一
挙
果
有
双
虎
之
功
。
今
韓
魏
相
攻
、
期
年
不
解
、

是
必
大
国
傷
、
小
国
亡
、
従
傷
而
伐
之
、
一
挙
必
有
両
実
。
此
猶
荘
子
刺
虎
之
類
也
）。

卞
荘
子
が
虎
を
殺
そ
う
と
し
た
際
、
館
豎
子
は
こ
れ
を
制
止
し
て
、
両
虎
が
牛
を
食
ら
わ

ん
と
し
て
闘
争
す
れ
ば
、
大
虎
が
傷
み
、
小
虎
が
死
ぬ
の
で
、
こ
の
時
、
傷
ん
だ
大
虎
を
殺

せ
ば
、
一
挙
両
得
に
な
る
と
諭
し
た
。
陳
軫
は
こ
の
「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
を
引
い

た
う
え
で
、
大
国
（
魏
）
と
小
国
（
韓
）
を
戦
わ
せ
、
大
国
が
傷
み
小
国
が
滅
ん
だ
段
階
で

討
伐
の
兵
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
一
挙
に
し
て
韓
・
魏
を
滅
ぼ
す
と
い
う
功
名
が
得
ら
れ
る
と

弁
論
し
た
。
つ
ま
り
「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
に
対
応
す
る
「
戦
国
故
事
」
は
、「
管

与
の
説
」
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
話
は
、
い
ず
れ
も
両
虎
の
闘
争
を

モ
チ
ー
フ
と
し
て
「
両
虎
が
闘
い
合
う
と
、
と
も
に
疲
弊
し
て
、
こ
れ
ら
を
独
り
占
め
で
き
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る
の
で
、
敢
え
て
両
虎
を
闘
わ
せ
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
一
挙
両
得
の
方
法
を
示
唆
す
る
寓

話
で
あ
り
、
陳
軫
は
こ
の
寓
話
に
よ
り
、
両
国
（
斉
・
楚
ま
た
は
韓
・
魏
）
を
敢
え
て
闘
わ

せ
て
と
も
に
疲
弊
す
る
の
を
待
つ
の
が
よ
い
と
の
趣
旨
の
弁
論
を
行
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き

る
。

三
、
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦
略
を
め
ぐ
る
弁
論
に
用
い
ら
れ
た
比
喩
表
現

本
節
で
は
、『
史
記
』『
戦
国
策
』
を
材
料
と
し
て
、
陳
軫
の
「
管
与
の
説
」「
卞
荘
子
が

虎
を
殺
し
た
話
」
と
類
似
す
る
筋
立
て
を
も
つ
寓
話
・
比
喩
が
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦
略
を

め
ぐ
る
説
客
の
弁
論
中
に
複
数
例
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
連
衡
論
者
の
張
儀
と
合
従
論
者
の

蘇
秦
の
弁
論
中
に
合
従
・
連
衡
に
関
わ
る
比
喩
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
「
陳
軫
は
游
説
の
士
な
り
。
張
儀
と
倶
に
秦
恵
文
王
に
事
え
、
皆�

貴
重
せ
ら
れ
て
寵
を
争
う
。
…
秦
に
居
る
こ
と
期
年
、
秦
恵
王
終
に
張
儀
を
相
と
し
た
れ
ば
、

陳
軫
楚
に
奔
る
（
陳
軫
者
游
説
之
士
。
与
張
儀
倶
事
秦
恵
王
、
皆
貴
重
争
寵
。
…
居
秦
期
年
、

秦
恵
王
終
相
張
儀
、
而
陳
軫
奔
楚
）」
と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
陳
軫
は
、
当
初
、
遊
説
の
士

と
し
て
秦
恵
文
王
の
寵
愛
を
張
儀
と
争
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
秦
恵
王
が
張
儀
を
宰
相
に
任
じ

た
た
め
、
陳
軫
は
楚
に
出
奔
し
た
と
い
う
。『
史
記
』
六
国
年
表
に
よ
る
と
、
秦
恵
文
王
が

張
儀
を
初
め
て
宰
相
に
任
じ
た
の
は
恵
文
王
元
年
（
前
三
二
八
）で
、
恵
文
王
初
更
二
年
（
前

三
二
二
）
に
張
儀
は
秦
の
宰
相
の
任
を
解
か
れ
、
魏
の
宰
相
と
な
っ
て
い
る
。
前
節
で
見
た

『
戦
国
策
』
斉
策
二
で
は
、
陳
軫
は
斉
の
使
者
と
し
て
楚
の
昭
陽
に
弁
論
を
行
う
者
で
あ
っ

た
が
、
谷
口
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、『
史
記
』
楚
世
家
の
「
戦
国
故
事
」
に
は
、
楚
懐
王

六
年
（
前
三
二
三
）
と
い
う
紀
年
が
付
さ
れ
、
ま
た
「
陳
軫
適
為
秦
使
斉
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。
こ
の
『
史
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
陳
軫
は
、
秦
の
使
者
で
あ
り
な
が
ら
、
斉
の
た

め
に
楚
の
将
軍
昭
陽
に
献
策
し
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
陳
軫
は
、
諸
侯
の
利
害
・
対

立
の
構
図
を
把
握
し
て
、
変
動
す
る
国
際
状
況
へ
の
対
応
策
を
随
時
講
じ
る
こ
と
が
で
き
た

人
物
で
あ
っ
た
。

一
方
、『
史
記
』
楚
世
家
に
よ
る
と
、
楚
懐
王
の
十
一
年
（
前
三
一
八
）
に
、
蘇
秦
が
統

括
者
と
な
っ
て
山
東
の
六
国
（
斉
・
燕
・
楚
・
韓
・
魏
・
趙
）
の
合
従
の
盟
約
を
取
り
結
ん

だ
際
、
楚
懐
王
は
合
従
の
長
と
な
っ
た
。
同
じ
く
、
楚
世
家
及
び
張
儀
列
伝
に
よ
る
と
、
楚

懐
王
の
十
六
年
（
前
三
一
三
）、
秦
は
斉
を
伐
と
う
と
し
た
が
、
楚
と
斉
と
が
合
従
の
盟
約

を
結
ん
だ
の
を
憂
慮
し
た
秦
恵
文
王
は
、
宰
相
の
張
儀
を
解
任
し
て
、
楚
に
派
遣
し
、
も
し

楚
が
斉
と
の
合
従
の
同
盟
を
絶
つ
な
ら
ば
、
秦
は
楚
に
商し

よ
う

・
於お

の
地
六
百
里
四
方
を
献
じ

る
と
言
わ
せ
た
。
そ
の
際
、
陳
軫
は
、
秦
が
楚
を
重
ん
じ
る
の
は
、
斉
と
結
ん
で
い
る
た
め

で
あ
り
、
も
し
関
を
閉
ざ
し
て
斉
と
の
盟
約
を
絶
て
ば
楚
は
孤
立
す
る
の
で
、
秦
は
商
・
於

の
地
六
百
里
四
方
は
与
え
る
は
ず
が
な
い
と
し
て
諫
め
た
が
、
懐
王
は
こ
れ
を
聴
か
ず
、
張

儀
を
宰
相
に
任
じ
て
、
懐
王
に
合
従
の
盟
約
を
破
棄
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
第
一
節
で
見
た

『
戦
国
策
』
秦
策
二
の
陳
軫
の
逸
話
の
冒
頭
に
「
楚
絶
斉
」
と
あ
っ
た
の
は
、
楚
が
斉
と
の

合
従
の
盟
約
を
絶
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
際
、
陳
軫
は
、
楚
の
客
卿
の
立
場
か
ら
、
楚
に

と
っ
て
は
斉
・
秦
と
和
解
す
る
の
が
上
策
と
し
て
、
秦
王
に
「
管
与
の
説
」
に
よ
る
一
挙
両

得
の
計
略
を
献
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
よ
る
と
、
張
儀
は
、
右
の
よ
う
に
六
国
の
従
約
を
解
い
て
秦

と
盟
約
を
結
ば
せ
る
連
衡
策
を
推
し
進
め
た
人
物
で
あ
る
。
先
述
の
張
儀
が
楚
王
に
対
し
て

行
っ
た
商
・
於
の
地
六
百
里
四
方
を
献
じ
る
と
い
う
献
策
は
実
行
に
移
さ
れ
ず
、
張
儀
は
、

臣
が
献
じ
る
と
言
っ
た
の
は
六
里
四
方
だ
と
詭
弁
を
弄
し
た
の
で
、
楚
懐
王
の
怒
り
を
買
い
、

楚
は
秦
を
攻
撃
し
た
も
の
の
、
楚
は
か
え
っ
て
秦
と
斉
の
連
合
軍
の
攻
撃
に
遭
い
、
秦
に
よ

り
丹
陽
・
漢
中
の
地
を
切
り
取
ら
れ
、
の
ち
楚
は
秦
を
再
度
、
藍
田
に
お
い
て
攻
撃
し
た
が

大
敗
し
た
の
で
、
秦
に
両
城
を
与
え
る
こ
と
で
和
平
し
た
。
秦
は
さ
ら
に
黔け

ん

中ち
ゆ
う

の
地
を
商
・

於
の
地
と
交
換
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
、
領
地
の
交
換
で
は
な
く
黔
中
の
地
と
張
儀
一
人

と
を
交
換
し
、
怨
み
を
晴
ら
し
た
い）

（1
（

と
し
た
の
で
、
張
儀
は
楚
に
お
も
む
く
と
、
楚
の
臣
下

の
靳
尚
と
楚
王
の
夫
人
の
鄭
袖
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
赦
免
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
蘇

秦
の
死）

（（
（

を
聞
い
た
張
儀
は
、
楚
懐
王
に
向
け
て
秦
と
結
ぶ
連
衡
策）

（1
（

を
献
策
す
る
。
張
儀
は
、

秦
は
天
下
の
半
分
を
領
有
し
、
兵
力
は
四
方
の
敵
に
当
た
れ
る
ほ
ど
強
く
、
か
つ
険
阻
な
山

脈
に
包
ま
れ
黄
河
を
帯
び
、
四
方
が
塞
が
っ
た
要
害
の
地
で
あ
り
、
ま
た
虎
賁
の
勇
士
百
万

あ
ま
り
、
兵
車
千
台
、
騎
馬
一
万
匹
、
山
の
ご
と
き
食
糧
の
備
蓄
を
も
ち
、
さ
ら
に
法
令
に

よ
っ
て
士
卒
が
厳
し
く
統
率
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
た
う
え
で
「
そ
の
う
え
合
従
論

者
は
群
羊
を
駆
り
立
て
て
猛
虎
を
攻
め
る
の
と
違
い
は
な
く
、
虎
と
羊
と
で
は
相
手
に
な
ら

ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
今
、
王
は
猛
虎
に
与
せ
ず
群
羊
を
仲
間
に
さ
れ
ま
す
の
は
、
恐
れ

な
が
ら
大
王
の
過
ち
か
と
思
わ
れ
ま
す
（
且
夫
為
従
者
、
無
以
異
於
駆
群
羊
而
攻
猛
虎
。
虎

之
与
羊
不
格
明
矣
。
今
王
不
与
猛
虎
而
与
群
羊
、
臣
窃
以
為
大
王
之
計
過
也
）」
と
述
べ
た
。

張
儀
は
、
六
国
を
群
羊
に
、
秦
を
猛
虎
に
な
ぞ
ら
え
、
六
国
が
合
従
の
盟
約
を
結
び
束
に

な
っ
て
秦
を
攻
撃
し
た
と
こ
ろ
で
、
秦
の
圧
倒
的
な
国
力
に
は
到
底
匹
敵
で
き
な
い
と
諭
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
張
儀
は
「
お
よ
そ
天
下
の
強
国
は
、
秦
で
な
け
れ
ば
楚
、
楚
で

な
け
れ
ば
秦
で
あ
っ
て
、
両
国
が
争
い
合
っ
て
も
、
勢
い
と
し
て
両
立
し
ま
せ
ん
。
…
そ
も

そ
も
秦
が
十
五
年
間
、
函
谷
関
を
出
て
斉
・
趙
を
攻
め
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
の
は
、
天
下
を

併
呑
し
よ
う
と
の
心
を
ひ
そ
か
に
も
つ
か
ら
で
す
。
楚
は
か
つ
て
秦
と
の
間
に
揉
め
事
が
起

こ
っ
て
、
漢
中
に
戦
っ
て
楚
は
敗
れ
、
珪
を
執
る
列
侯
七
十
人
あ
ま
り
が
、
漢
中
に
死
に
ま
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し
た
。
楚
王
は
大
い
に
怒
り
、
兵
を
挙
げ
て
藍
田
に
闘
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
世
に
言
う
両
虎

相
搏
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
い
秦
・
楚
が
と
も
に
疲
弊
す
れ
ば
韓
・
魏
に
背

後
か
ら
制
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
計
略
と
し
て
こ
れ
以
上
危
う
い
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
（
凡
天
下
強
国
、
非
秦
而
楚
、
非
楚
而
秦
、
両
国
交
争
、
其
勢
不
両
立
。
…
且
夫
秦

之
所
以
不
出
兵
函
谷
十
五
年
以
攻
斉
趙
者
、
陰
謀
有
合
天
下
之
心
。
楚
嘗
与
秦
構
難
、
戦
於

漢
中
、
楚
人
不
勝
、
列
侯
執
珪
死
者
七
十
餘
人
、
遂
亡
漢
中
。
楚
王
大
怒
、
興
兵
襲
秦
、
戦

於
藍
田
。
此
所
謂
兩
虎
相
搏
也
。
夫
秦
楚
相
敝
而
韓
魏
以
全
制
其
後
、
計
無
危
於
此
者
矣
）」

と
述
べ
た
。
秦
は
六
国
に
よ
る
合
従
の
盟
約
が
結
ば
れ
た
十
五
年
間
、
斉
と
趙
を
攻
撃
し
な

い
の
は
、
天
下
を
併
呑
す
る
機
会
を
待
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
一
方
、
楚
が
か
つ
て
秦
と
漢

中
で
戦
っ
て
敗
れ
て
漢
中
を
失
い
、
楚
が
怒
っ
て
兵
を
秦
の
藍
田
に
差
し
向
け
た
の
は
、
あ

た
か
も
両
虎
が
戦
い
合
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
な
る
と
秦
・
楚
が
疲
弊
し
た
機
会

を
韓
・
魏
が
窺
う
こ
と
に
な
る
と
諭
し
た
の
で
あ
る
。
楚
懐
王
は
張
儀
の
献
策
を
容
れ
、
秦

と
の
和
親
を
許
可
し
た
。

こ
こ
で
張
儀
が
楚
が
秦
と
死
闘
を
繰
り
返
す
事
実
を
「
此
れ
所
謂
る
両
虎
相あ

い

搏う

つ
な
り

（
此
所
謂
兩
虎
相
搏
也
）」
と
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
所
謂
」
を
冠
し
て
「
両

虎
相
搏
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、「
両
虎
相
搏
」
と
い
う
四
文
字
は
当
時
の
成
語
と

し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
で
、「
両
虎
」
は
秦
楚
を
喩
え
て
い
る
。
張
儀
は
同
じ
弁
論
中
に
「
為

従
者
無
以
異
於
駆
群
羊
而
攻
猛
虎
」
と
「
此
所
謂
両
虎
相
搏
也
」
と
い
う
二
つ
の
比
喩
を
用

い
な
が
ら
、
楚
懐
王
に
対
し
て
、
合
従
の
盟
約
を
結
ん
だ
場
合
と
楚
単
独
の
場
合
の
い
ず
れ

に
せ
よ
秦
と
戦
う
こ
と
は
無
謀
だ
と
伝
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
張
儀
が
用
い
た
「
両
虎
相
搏
」
と
い
う
成
語
は
、
そ
の
あ
と
に
「
秦
楚
相
敝
而
韓

魏
以
全
制
其
後
」
と
つ
な
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
両
虎
が
闘
い
合
う
と
、
両
者
と
も
に

疲
弊
す
る
」
と
い
う
教
訓
を
本
来
含
ん
で
い
る）

（1
（

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
こ
の

成
語
に
は
「
強
者
同
士
が
闘
い
合
う
の
は
、
と
も
に
疲
弊
す
る
の
で
や
め
た
方
が
よ
い
」
と

い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
陳
軫
の
「
管
与
の
説
」
と
「
卞
荘
子
が

虎
を
殺
し
た
話
」
は
、
い
ず
れ
も
「
両
虎
」
の
闘
争
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、「
強
者
同
士
が

闘
い
合
う
と
、
両
者
疲
弊
し
て
と
も
に
第
三
者
の
餌
食
に
な
る
」
と
い
う
筋
立
て
を
も
つ
点

で
、
張
儀
が
引
い
た
「
両
虎
相
搏
」
と
い
う
成
語
と
共
通
す
る
。
し
か
し
陳
軫
が
引
い
た
二

つ
の
寓
話
は
、
右
の
筋
立
て
に
加
え
て
「
強
者
同
士
を
敢
え
て
闘
わ
せ
、
そ
れ
ら
が
疲
弊
し

た
の
ち
こ
れ
を
独
り
占
め
せ
よ
」
と
い
う
一
挙
両
得
の
方
法
を
示
唆
す
る
点
で
、
張
儀
が
引

い
た
「
両
虎
相
搏
」
と
い
う
成
語
が
含
む
意
味
合
い
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
、
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦
略
を
め
ぐ
る
戦
国
中
期）

（1
（

の
趨
勢
に
関
わ
っ
て
、「
強

者
同
士
が
闘
い
合
う
と
、
両
者
疲
弊
し
て
と
も
に
第
三
者
の
餌
食
に
な
る
」
と
い
う
筋
立
て

を
も
つ
寓
話
が
説
客
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
「
戦
国
故
事
」
を
三
例）

（1
（

挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
そ
の
筋
立
て
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
託
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

第
一
の
例
は
、『
史
記
』
春
申
君
伝
が
記
載
す
る
、
戦
国
四
君
の
一
人
で
あ
る
楚
の
黄こ

う

歇け
つ

（
春
申
君
）
の
上
書
で
あ
る
。
黄
歇
は
、
楚
の
懐
王
が
秦
の
誘
い
に
乗
っ
て
秦
の
朝
廷
に
参

内
し
て
欺
か
れ
、
秦
に
抑
留
さ
れ
て
死
ん
だ
こ
と
、
懐
王
の
子
の
頃
襄
王
を
秦
が
侮
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
秦
が
兵
を
挙
げ
れ
ば
楚
は
滅
ぼ
さ
れ
る
と
考
え
、
秦
昭
王
に
向
け
て
上
書

し
た
。

　
　

�

天
下�

秦
・
楚
よ
り
強
き
は
莫
し
。
今
聞
く
、
大
王�

楚
を
伐
た
ん
と
欲
す
と
。
此
れ
猶な

お

両
虎
の
相あ

い

与と
も

に
闘
う
が
ご
と
き
な
り
。
両
虎�

相
与
に
闘
え
ば
、
駑
犬�

其
の
獘
を
受
く
。

楚
に
善
く
す
る
に
如
か
ず
（
天
下
莫
強
於
秦
楚
。
今
聞
大
王
欲
伐
楚
、
此
猶
両
虎
相
与

闘
。
両
虎
相
与
闘
而
駑
犬
受
其
獘
。
不
如
善
楚
）。

黄
歇
は
、
天
下
で
秦
・
楚
以
上
の
強
国
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
今�

秦
が
楚
を
伐
つ
の

は
、
両
虎
が
闘
い
合
う
よ
う
な
も
の
で
、
両
虎
が
疲
れ
る
と
駄
犬
が
そ
の
疲
れ
に
付
け
込
む

こ
と
に
な
る
か
ら
、
秦
は
楚
と
よ
し
み
を
結
ん
で
お
い
た
方
が
よ
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
、
楚
を
攻
撃
し
て
弱
め
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
韓
・
魏
を
強
め
、
ひ
い
て
は
斉
を
強
め

る
こ
と
で
あ
り
、
韓
・
魏
・
斉
・
趙
の
四
国
が
秦
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
挙

げ
て
、
秦
は
楚
と
好
誼
を
結
ぶ
こ
と
を
献
策
す
る
と
、
こ
れ
を
秦
昭
王
は
採
用
し
て
、
秦
は

楚
と
同
盟
の
約
を
結
ん
だ
。

第
二
の
例
は
、『
戦
国
策
』
斉
策
三
が
載
せ
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

　
　

�

斉�

魏
を
伐
た
ん
と
欲
す
。
淳じ

ゆ
ん

于う

髠こ
ん�

斉
王
に
謂
い
て
曰
く
、
韓か

ん

子し

盧ろ

は
天
下
の
疾
犬

な
り
。
東と

う

郭か
く

逡し
ゆ
ん

は
、
海
内
の
狡
兔
な
り
。
韓
子
盧�

東
郭
逡
を
逐お

い
、
山
を
環め

ぐ

る
こ
と

三
た
び
、
山
を
騰の

ぼ

る
こ
と
五
た
び
。
兔
は
前
に
極
ま
り
、
犬
は
後
に
廃た

ふ

る
。
犬
兔
倶

に
罷つ

か

れ
て
、
各
其
の
処
に
死
す
。
田
夫�

之
を
見
て
、
労
勌
の
苦
無
く
し
て
其
の
功
を

擅
ほ
し
い
ま
ま

に
す
。
今�

斉
・
魏
久
し
く
相
持
し
て
其
の
兵
を
頓つ

か

れ
し
め
、
其
の
衆
を
弊つ

か

れ
し

む
れ
ば
、
臣�

強
秦
・
大
楚
の
其
の
後
を
承
け
て
、
田
夫
の
功
有
る
を
恐
る
と
。
斉
王

懼
れ
、
謝
し
て
将
に
士
を
休い

こ

わ
し
め
ん
と
す
（
斉
欲
伐
魏
。
淳
于
髠
謂
斉
王
曰
「
韓
子

盧
者
、
天
下
之
疾
犬
也
。
東
郭
逡
者
、
海
内
之
狡
兔
也
。
韓
子
盧
逐
東
郭
逡
、
環
山
者

三
、
騰
山
者
五
。
兔
極
於
前
、
犬
廃
於
後
。
犬
兔
倶
罷
、
各
死
其
処
。
田
夫
見
之
、
無

労
勌
之
苦
、
而
擅
其
功
。
今
斉
魏
久
相
持
、
以
頓
其
兵
、
弊
其
衆
、
臣
恐
強
秦
大
楚
承

其
後
、
有
田
夫
之
功
。
斉
王
懼
、
謝
将
休
士
也
）。

淳
于
髠
は
斉
宣
王
に
対
し
て
、
韓
子
盧
と
い
う
足
の
速
い
犬
が
東
郭
逡
と
い
う
す
ば
し
こ

い
兔
を
追
い
か
け
続
け
た
の
ち
、
犬
・
兔
と
も
に
倒
れ
、
田
夫
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
寓

話
を
用
い
て
、
そ
れ
と
同
様
に
、
斉
・
魏
が
闘
い
合
っ
て
と
も
に
疲
弊
す
る
と
、
強
秦
・
大
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楚
の
餌
食
に
な
る
と
し
た
。
斉
宣
王
は
こ
れ
を
聞
い
て
懼
れ
、
将
軍
を
解
任
し
、
兵
士
を
帰

休
さ
せ
た
。

第
三
の
例
は
、『
戦
国
策
』
燕
策
二
が
記
せ
る
次
の
記
事
で
あ
る
。

　
　

�
趙�

且ま
さ

に
燕
を
伐
た
ん
と
す
。
蘇
代�

燕
王
の
為
に
恵
王
に
謂
い
て
曰
く
、
今
者�

臣
来
た

り
て
易
水
を
過よ

ぎ
る
に
、
蚌
方ま

さ

に
出
で
て
曝さ

ら

す
。
而
し
て
鷸い

つ�

其
の
肉
を
啄つ

い
ば

む
に
、
蚌ば

う�
合
せ
て
其
の
喙

く
ち
ば
し

を
拑つ

ぐ

む
。
鷸
曰
く
、
今
日
雨
ふ
ら
ず
、
明
日
雨
ふ
ら
ざ
れ
ば
、
即
ち

死
蚌
有
ら
ん
と
。
蚌
亦
た
鷸
に
謂
い
て
曰
く
、
今
日
出
で
ず
、
明
日
出
で
ざ
れ
ば
、
即

ち
死
鷸
有
ら
ん
と
。
両
者
肯あ

え
て
舎す

て
ず
、
漁
者
得
て
并
せ
て
之
を
禽と

ら

う
。
今
趙
且ま

さ

に

燕
を
伐
た
ん
と
し
て
、
燕
・
趙
久
し
く
相
支さ

さ

え
て
、
以
て
大
衆
を
弊つ

か

れ
し
む
れ
ば
、
臣�

強
秦
の
漁
父
と
為
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
願
わ
く
は
王
の
之
を
熟
計
せ
ん
こ
と
を
と
。

恵
王
曰
く
、
善
し
と
。
乃
ち
止
む
（
趙
且
伐
燕
。
蘇
代
為
燕
王
謂
恵
王
曰
、
今
者
臣
来
、

過
易
水
、
蚌
方
出
曝
、
而
鷸
啄
其
肉
、
蚌
合
而
拑
其
喙
。
鷸
曰
、
今
日
不
雨
、
明
日
不

雨
、
即
有
死
蚌
。
蚌
亦
謂
鷸
曰
、
今
日
不
出
、
明
日
不
出
、
即
有
死
鷸
。
両
者
不
肯
相

舍
、
漁
者
得
而
并
禽
之
。
今
趙
且
伐
燕
、
燕
趙
久
相
支
、
以
弊
大
衆
、
臣
恐
強
秦
之
為

漁
父
也
。
故
願
王
之
熟
計
之
也
。
惠
王
曰
善
。
乃
止
）。

蘇
代
は
趙
恵
文
王
に
対
し
て
、
鷸
蚌
が
争
っ
て
両
者
疲
弊
し
、
結
局
、
両
者
と
も
漁
父
に

生
け
捕
り
に
さ
れ
た
と
い
う
寓
話
を
用
い
、
そ
れ
と
同
様
に
、
燕
・
趙
が
闘
い
合
っ
て
と
も

に
疲
弊
す
る
と
秦
に
併
合
さ
れ
る
と
説
く
と
、
趙
恵
文
王
は
こ
れ
を
認
め
、
出
兵
を
や
め
た
。

以
上
三
例
の
「
戦
国
故
事
」
の
う
ち
、
第
一
例
の
黄
歇
の
秦
昭
王
へ
の
上
書
は
、
連
衡
論

者
で
あ
っ
た
張
儀
の
没）

（1
（

後
の
秦
楚
の
状
況
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
例
の

淳
于
髠
が
献
策
し
た
斉
宣
王
は
蘇
秦
が
合
従
の
盟
約
を
取
り
付
け
た
相
手
で
あ
り
、
第
三
例

の
蘇
代
は
、
蘇
秦
の
弟
で
、
蘇
秦
の
死
後
、
蘇
秦
の
故
事
を
引
き
継
ご
う
と
し
た
人
物
で
あ

る）
（1
（

こ
と
か
ら
、
三
例
と
も
に
、
戦
国
中
期
の
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦
略
に
関
わ
る
「
戦
国
故

事
」
と
捉
え
て
お
い
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
黄
歇
が
用
い
た
「
両
虎
相
与
闘
而
駑
犬
受

其
獘
」
と
い
う
比
喩
、
淳
于
髠
の
「
田
夫
の
功
」
の
寓
話
、
蘇
代
の
「
漁
父
の
利
」
の
寓
話

は
す
べ
て
、「
両
者
が
闘
い
合
う
と
、
と
も
に
疲
弊
し
て
第
三
者
の
餌
食
に
な
る
」
と
い
う

筋
立
て
に
よ
り
、「
強
者
同
士
が
闘
い
合
う
の
は
、
と
も
に
疲
弊
す
る
の
で
や
め
た
方
が
よ

い
」
と
の
意
味
合
い
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
、
張
儀
が
引
い
た
「
両
虎
相
搏
」
と
い

う
成
語
が
も
つ
意
味
合
い
と
共
通
す
る
。

一
方
、『
史
記
』
蘇
秦
列
伝
に
見
え
る
、
蘇
秦
の
献
策
中
に
も
、
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦

略
と
関
わ
る
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
史
記
』
蘇
秦
列
伝
所
載
の
蘇
秦
が
六
国
の
合
従

の
盟
約
を
取
り
結
ぶ
た
め
楚
威
王
に
遊
説
し
た
際
の
弁
論
中
に
「
秦
は
虎
狼
の
国
に
し
て
、

天
下
を
呑
む
の
心
有
り
。
秦
は
、
天
下
の
仇
讎
な
り
。
衡
人
皆
諸
侯
の
地
を
割
き
て
以
て
秦

に
事
う
る
は
、
此
れ
所
謂
る
仇
を
養
い
て
讎
に
奉
ず
る
者
な
り
（
秦
、
虎
狼
之
国
也
、
有
呑

天
下
之
心
。
秦
、
天
下
之
仇
讎
也
。
衡
人
皆
欲
割
諸
侯
之
地
以
事
秦
、
此
所
謂
養
仇
而
奉
讎

者
也
）」
と
あ
っ
て
、
蘇
秦
は
秦
は
天
下
を
併
呑
せ
ん
と
の
欲
を
も
つ
虎
狼
の
よ
う
な
国
で

あ
る
か
ら
、
天
下
の
仇
讎
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
衡
論
者
が
自
国
の
領
地
を
割
い
て

秦
に
従
事
さ
せ
る
の
は
、
仇
讎
を
養
い
奉
ず
る
よ
う
な
も
の
だ
と
、
連
衡
策
の
愚
か
し
さ
を

指
摘
す
る
。
ま
た
蘇
秦
が
韓
宣
王
に
遊
説
し
た
際
の
言
葉
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�

大
王�

秦
に
事
う
れ
ば
、
秦
は
必
ず
宜
陽
・
成
皋）

（1
（

を
求
め
ん
。
今�

茲こ
こ

に
之
を
効い

た

せ
ば
、

明
年
又
復
た
地
を
割
く
を
求
め
ん
。
与
う
れ
ば
則
ち
地
以
て
之
に
給
す
る
無
く
、
与
え

ざ
れ
ば
則
ち
前
功
を
弃
て
て
後
禍
を
受
く
。
且
つ
大
王
の
地�

尽
く
る
有
り
て
、
秦
の

求
む
る
こ
と
已や

む
こ
と
無
し
。
此
れ
所
謂
怨う

ら
み

を
市う

り
て
禍
を
結
ぶ
者
に
し
て
、
戦
わ

ず
し
て
地
已す

で

に
削
ら
る
。
臣
聞
く
、
鄙ひ

諺げ
ん

に
曰
く
、
寧む

し

ろ
鶏
口
と
為
る
と
も
、
牛
後
と

為
る
無
か
れ
と
。
今�

大
王�

西
し
て
臂ひ

じ

を
交
わ
ら
せ
て
、
秦
に
臣
事
す
る
は
、
何
ぞ
牛

後
に
異
な
ら
ん
や
。
夫
れ
大
王
の
賢
を
以
て
、
強
韓
の
兵
を
挟は

さ

み
、
而
し
て
牛
後
の
名

有
る
は
、
臣
窃ひ

そ

か
に
大
王
の
為
に
之
を
羞は

ず
（
大
王
事
秦
、
秦
必
求
宜
陽
、
成
皋
。
今

茲
効
之
、
明
年
又
復
求
割
地
。
与
則
無
地
以
給
之
、
不
与
則
弃
前
功
而
受
後
禍
。
且
大

王
之
地
有
尽
而
秦
之
求
無
已
、
以
有
尽
之
地
而
逆
無
已
之
求
。
此
所
謂
市
怨
結
禍
者
也
、

不
戦
而
地
已
削
矣
。
臣
聞
鄙
諺
曰
、
寧
為
鶏
口
、
無
為
牛
後
。
今
大
王
西
而
交
臂
而
臣

事
秦
、
何
異
於
牛
後
乎
。
夫
以
大
王
之
賢
、
挾
強
韓
之
兵
、
而
有
牛
後
之
名
、
臣
窃
為

大
王
羞
之
）。

蘇
秦
は
韓
宣
王
に
対
し
て
秦
に
仕
え
た
場
合
は
、
宜
陽
・
成
皋
を
は
じ
め
と
す
る
領
地
の

割
譲
を
要
求
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
世
に
言
う
「
怨
を
市
り
て
禍
を
結
ぶ
」
こ

と
だ
諫
め
つ
つ
、「
寧
為
鶏
口
、
無
為
牛
後
」
と
い
う
鄙
諺）

（1
（

を
挙
げ
、
韓
王
の
賢
聖
と
兵
力

が
あ
り
な
が
ら
、
秦
に
臣
事
す
る
の
は
「
牛
後
」
に
他
な
ら
な
い
と
諭
し
て
い
る
。
蘇
秦

は
「
寧
為
鶏
口
、
無
為
牛
後
」
と
い
う
鄙
諺
に
よ
っ
て
、
合
従
策
に
加
担
し
て
弱
小
な
国
の

長
で
あ
る
方
が
、
連
衡
策
に
加
担
し
て
秦
の
属
国
と
な
る
よ
り
も
ま
し
で
は
な
い
か
と
示
唆

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鄙
諺
が
動
物
の
比
喩
を
用
い
た
簡
潔
な
成
句
で
あ
る
こ
と
が
、
鄙
語

が
示
す
教
訓
に
説
得
力
を
与
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
張
儀
の
用
い
た
「
為
従
者
無
以
異
於

駆
群
羊
而
攻
猛
虎
」
と
の
比
喩
及
び
「
両
虎
相
搏
」
と
い
う
成
語
と
、
蘇
秦
の
用
い
た
「
秦
、

虎
狼
之
国
也
、
有
呑
天
下
之
心
」
と
の
比
喩
及
び
「
寧
為
鶏
口
、
無
為
牛
後
」
と
い
う
鄙

諺
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、
合
従
策
を
否
定
す
る
立
場
と
肯
定
す
る
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
を
反
映
す

る
。
そ
し
て
陳
軫
の
「
管
与
の
説
」
と
「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
と
い
う
二
つ
の
寓
話
、

黄
歇
の
「
両
虎
相
与
闘
而
駑
犬
受
其
獘
」
と
い
う
比
喩
、
淳
于
髠
の
「
田
夫
の
功
」
の
寓
話
、

蘇
代
の
「
漁
父
の
利
」
の
寓
話
が
「
強
者
同
士
が
闘
い
合
う
と
、
と
も
に
疲
弊
し
て
第
三
者

（�260�）－259－
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の
餌
食
に
な
る
」
と
い
う
筋
立
て
を
も
つ
点
で
共
通
し
て
い
た
。
説
客
が
用
い
た
こ
れ
ら
の

秀
逸
な
比
喩
表
現
に
は
、
合
従
・
連
衡
の
外
交
戦
略
を
め
ぐ
る
弁
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
戦

国
中
期
の
時
代
性
の
刻
印
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
戦
国
中
期
の
説
客
の
弁
論
術
と
し
て
の
比
喩
表
現

第
二
節
・
第
三
節
で
は
陳
軫
そ
の
他
の
説
客
が
用
い
た
寓
話
・
比
喩
が
合
従
・
連
衡
の
外

交
戦
略
に
果
た
し
た
機
能
を
中
心
に
検
討
を
加
え
た
。
本
節
で
は
視
点
を
変
え
、『
史
記
』

の
蘇
秦
・
張
儀
の
伝
記
と
『
韓
非
子
』
説
難
篇
を
手
が
か
り
に
、
戦
国
中
期
の
説
客
が
用
い

た
比
喩
表
現
の
役
割
を
弁
論
術
の
角
度
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

　
　

�

蘇
秦
は
東
周
雒
陽
の
人
な
り
。
東
の
か
た
斉
に
事
師
し
て
、
之
を
鬼
谷
先
生
に
習
う
。

出
游
す
る
こ
と
数
歳
、
大
い
に
困く

る

し
み
て
帰
る
。
…
是
に
於
い
て
周
書
陰
符
を
得
て
、

伏
し
て
之
を
読
む
。
期
年
に
し
て
、
以
て
揣し

摩ま

を
出
し
て
曰
く
、
此
れ
以
て
当
世
の
君

に
説
く
べ
し
と
。
周
顕
王
に
説
く
を
求
む
。
…
乃
ち
西
の
か
た
秦
に
至
る
（
蘇
秦
者
東

周
雒
陽
人
也
。
東
事
師
於
斉
、
而
習
之
於
鬼
谷
先
生
。
出
游
数
歳
、
大
困
而
帰
。
…
於

是
得
周
書
陰
符
、
伏
而
読
之
。
期
年
、
以
出
揣
摩
、
曰
、
此
可
以
説
当
世
之
君
矣
。
求

説
周
顕
王
。
…
乃
西
至
秦
）。

　
　

�

張
儀
は
魏
人
な
り
。
始
め
嘗
て
蘇
秦
と
倶
に
鬼
谷
先
生
に
事
え
、
術
を
学
び
、
蘇
秦
自

ら
張
儀
に
及
ば
ず
と
以お

も

う
（
張
儀
者
、
魏
人
也
。
始
嘗
与
蘇
秦
倶
事
鬼
谷
先
生
、
学
術
、

蘇
秦
自
以
不
及
張
儀
）。

蘇
秦
は
「
周
書
陰
符）

11
（

」
な
る
書
物
を
読
ん
で
、「
揣
摩
」
の
術
を
案
出
し
た
と
い
う
。
こ

こ
に
い
う
「
揣
摩
」
と
は
何
か
。
司
馬
貞
『
史
記
索
隠）

1（
（

』
引
く
江
邃
の
説
に
「
人
主
の
情
を

揣は
か

り
、
摩は

げ
ま

し
て
之
に
近
づ
く
（
揣
人
主
之
情
、
摩
而
近
之
）」
と
あ
り
、
滝
川
亀
太
郎
『
史

記
会
注
考
証）

11
（

』
引
く
中
井
積
徳
の
説
に
「
摩ま

と
は
、
揣し

度た
く

の
後
に
在
り
て
、
手
を
以
て
之
を

摩す

り
弄
ぶ
が
如
き
な
り
。
既
に
能
く
彼
の
人
の
情
懐
に
暁
通
し
、
我
の
言
を
以
て
之
を
動
揺

上
下
し
て
、
以
て
吾
が
囊
中
に
導
き
入
る
る
な
り
。
或
い
は
之
を
揚
げ
、
或
い
は
之
を
抑
え

て
、
皆�

激
発
す
る
所
有
る
は
、
即
ち
所
謂
る
摩
な
り
（
摩
、
在
揣
度
之
後
、
如
以
手
摩
弄

之
也
。
既
能
暁
通
彼
人
之
情
懐
、
而
以
我
之
言
動
揺
上
下
之
、
以
導
入
于
吾
囊
中
也
。
或

揚
之
、
或
抑
之
、
皆
有
激
発
即
所
謂
摩
也
）」
と
あ
る
の
を
参
考
に
す
る
と
、「
揣
摩
」
と
は
、

「
君
主
の
心
中
を
推
し
当
て
な
が
ら
、
君
主
を
奮
起
さ
せ
る
こ
と
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
蘇
秦

と
張
儀
は
と
も
に
鬼
谷
先
生
に
従
事
し
て
い
る
か
ら
、
張
儀
が
学
ん
だ
「
術
」
も
ま
た
「
揣

摩
」
の
術
を
指
す）

11
（

だ
ろ
う
。「
揣
摩
」
の
弁
論
術
は
、
蘇
秦
・
張
儀
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
説
客
の
弁
論
の
実
践
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
蘇
秦
が
学
ん
だ
「
周

書
陰
符
」
と
「
揣
摩
」
の
術
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い）

11
（

が
、
戦
国
の
説
客
が

実
践
し
た
「
揣
摩
」
の
術
（
方
法
）
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
及
び
「
揣
摩
」
の
術
に
お
け
る

比
喩
表
現
の
役
割
を
考
察
で
き
る
資
料
が
あ
る
。『
韓
非
子
』
説
難
篇）

11
（

の
次
の
文
章
で
あ
る
。

　
　

�

お
よ
そ
君
主
を
説
得
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
、
説
得
内
容
を
と
と
の
え
る
難
し
さ
で
も

な
く
、
ま
た
意
見
を
分
別
し
て
明
ら
か
に
す
る
難
し
さ
で
も
な
く
、
ま
た
自
由
自
在
に

述
べ
尽
く
す
難
し
さ
で
も
な
く
、
説
得
す
る
君
主
の
本
心
に
自
分
の
説
得
内
容
を
適
合

さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。（
１
）
説
得
す
る
相
手
が
名
声
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
場
合

に
大
き
な
利
益
を
得
る
話
を
す
る
と
、
志
操
が
低
く
、
卑
賤
な
扱
い
を
受
け
た
と
思
わ

れ
、
必
ず
疎
ん
じ
ら
れ
る
。（
２
）
説
得
す
る
相
手
が
大
き
な
利
益
を
得
よ
う
と
し
て

い
る
場
合
に
、
名
声
を
高
め
る
話
を
す
る
と
、
気
が
利
か
ず
事
情
に
う
と
い
と
思
わ
れ
、

必
ず
採
用
さ
れ
な
い
。（
３
）
説
得
す
る
相
手
が
ひ
そ
か
に
大
き
な
利
益
を
得
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
上
辺
に
は
名
声
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
、
名
声
を
高
め
る
話

を
す
る
と
、
上
辺
で
は
こ
ち
ら
の
身
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
実
際
に
は
遠
ざ
け
ら
れ
、

大
き
な
利
益
を
得
る
話
を
す
る
と
、
ひ
そ
か
に
そ
の
意
見
を
用
い
な
が
ら
、
上
辺
で
は

こ
ち
ら
の
身
を
棄
て
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
よ
く
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い）

11
（

。

韓
非
は
君
主
を
説
得
す
る
難
し
さ
と
は
、
説
得
す
る
君
主
の
本
心
に
自
身
の
説
得
を
適
合

さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
説
得
す
る
相
手
が
名
声
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る

場
合
」、「
説
得
す
る
相
手
が
大
き
な
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
」、「
説
得
す
る
相
手

が
本
心
で
は
大
き
な
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
上
辺
に
は
名
声
を
高
め
よ
う
と
し
て

い
る
場
合
」
の
三
通
り
に
分
け
、
君
主
の
本
心
─
君
主
が
名
声
と
実
利
そ
れ
ぞ
れ
の
獲
得
に

関
心
を
寄
せ
る
度
合
い
─
に
か
な
う
説
得
を
行
う
こ
と
の
困
難
さ
を
力
説
す
る
。
一
方
、
説

難
篇
に
「
お
よ
そ
君
主
を
説
得
す
る
際
の
務
め
は
、
説
得
す
る
相
手
が
誇
り
と
し
て
い
る
こ

と
を
飾
り
立
て
、
恥
と
し
て
い
る
こ
と
を
隠
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
、
ま
た
相
手
が
自
分
の

智
能
を
誇
り
に
し
て
い
る
場
合
は
、
別
の
類
似
し
た
事
を
挙
げ
て
、
君
主
が
説
得
に
納
得
す

る
た
め
の
下
地
を
多
く
作
り
、
こ
ち
ら
の
説
を
採
ら
せ
な
が
ら
、
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
相

手
の
知
識
を
助
け
る
（
凡
説
之
務
、
在
知
飾
所
説
之
所
矜
而
滅
其
所
恥
。
…
有
欲
矜
以
智

能
、
則
為
之
挙
異
事
之
同
類
者
、
多
為
之
地
、
使
之
資
説
於
我
、
而
佯
不
知
也
以
資
其
智
）」

と
あ
る
。
右
の
『
韓
非
子
』
説
難
篇
の
所
説）

11
（

を
参
考
に
す
る
と
、
説
客
の
弁
論
術
と
し
て
の

「
揣
摩
」
の
術
の
核
心
は
、
名
声
と
実
利
の
両
面
を
同
時
に
満
足
す
る
計
略
を
提
案
す
る
と

こ
ろ
に
あ
り
、
弁
論
中
で
の
比
喩
表
現
の
使
用
は
君
主
が
計
略
を
聞
い
て
納
得
す
る
た
め
の

下
地
を
作
る
意
味
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る）

11
（

。

本
稿
第
一
節
で
は
、
陳
軫
が
「
管
与
の
説
」
を
用
い
て
、
斉
と
楚
を
敢
え
て
戦
わ
せ
、
両

国
が
疲
弊
す
る
の
を
待
っ
た
う
え
で
斉
を
救
え
ば
、
斉
を
救
っ
た
と
の
名
声
を
得
る
と
同
時

（�261�）－258－
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に
楚
を
伐
つ
こ
と
に
伴
う
損
失
が
な
い
と
い
う
一
挙
両
得
の
計
略
を
秦
恵
王
に
進
言
し
た
例
、

及
び
同
じ
く
陳
軫
が
「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
を
引
い
て
、
大
国
（
魏
）
と
小
国
（
韓
）

を
戦
わ
せ
、
大
国
が
傷
み
小
国
が
滅
ん
だ
段
階
で
討
伐
の
兵
を
挙
げ
る
な
ら
ば
一
挙
に
し
て

韓
・
魏
を
滅
ぼ
し
た
と
の
功
名
が
得
ら
れ
る
と
弁
論
し
た
例
を
見
た
。
第
三
節
で
は
、
蘇
秦

が
、
韓
宣
王
に
対
し
て
、
秦
に
仕
え
た
場
合
は
、
領
地
の
割
譲
を
要
求
さ
れ
続
け
る
と
い
う

実
害
を
述
べ
た
う
え
で
「
寧
為
鶏
口
、
無
為
牛
後
」
と
い
う
鄙
諺
に
よ
っ
て
「
以
大
王
之
賢
、

挾
強
韓
之
兵
、
而
有
牛
後
之
名
、
臣
窃
為
大
王
羞
之
」
と
述
べ
、
秦
に
仕
え
る
の
は
、
名
声

の
面
で
も
損
失
を
被
る
こ
と
を
述
べ
た
例
を
見
た
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
説
客
が
計
略
を
提

示
し
た
り
、
主
張
を
行
っ
た
り
す
る
際
に
、
引
用
し
た
寓
話
の
趣
旨
や
鄙
諺
の
主
題
と
関
連

さ
せ
な
が
ら
、
名
声
と
実
利
の
両
面
に
わ
た
る
利
害
得
失
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
蘇
秦
・
張
儀
を
は
じ
め
と
す
る
説
客
た
ち
の
合
従
・
連
衡
を
め
ぐ
る
外
交
戦

略
の
主
眼
は
、
複
数
の
諸
侯
の
利
害
・
対
立
関
係
の
構
図
を
描
き
な
が
ら
、
説
客
と
し
て
関

与
す
る
国
家
の
存
続
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
説
客
の
策
謀
の
在
り
方
は
、『
孫

子
』
の
謀
攻
篇）

11
（

に
「
百
戦
百
勝
は
、
善
の
善
な
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
戦
わ
ず
し
て
人
の
兵

を
屈
す
る
は
、
善
の
善
な
る
者
な
り
。
故
に
上
兵
は
謀
を
伐
ち
、
其
の
次
は
交
を
伐
ち
、
其

の
次
は
兵
を
伐
ち
、
其
の
下
は
城
を
攻
む
（
百
戦
百
勝
、
非
善
之
善
者
也
、
不
戦
而
屈
人
之

兵
、
善
之
善
者
也
。
故
上
兵
伐
謀
、
其
次
伐
交
、
其
次
伐
兵
、
其
下
攻
城
）」
と
見
え
る
よ

う
な
、
敵
の
謀
略
や
外
交
政
策
を
打
ち
破
る
こ
と
で
敵
と
戦
わ
ず
に
敵
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と

を
、
敵
の
軍
隊
や
城
市
を
実
際
に
攻
め
る
よ
り
も
上
策
と
す
る
兵
法
と
類
似
す
る
も
の
と
い

え
る
。
前
漢
の
成
帝
の
時
代
に
、
戦
国
遊
説
の
士
の
策
謀
の
書
と
し
て
『
戦
国
策
』
を
編
修

し
た
劉
向
は
そ
の
「
戦
国
策
書
録）

11
（

」
で
、
周
の
文
明
が
衰
微
し
、
道
徳
・
仁
義
を
棄
て
て
詐

謀
が
行
わ
れ
る
戦
国
の
時
代
に
な
る
と
、「
游
説
権
謀
之
徒
」
が
世
に
尊
ば
れ
、
蘇
秦
の
合

従
策
と
張
儀
の
連
横
策
が
天
下
に
行
わ
れ
た
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�

戦
国
の
時
、
君
徳�

浅
薄
な
れ
ば
、
之
が
謀
策
を
為
す
者
、
勢
に
因
り
て
資
と
為
し
、

時
に
拠
り
て
為
さ
ざ
る
を
得
ず
。
故
に
其
の
謀
は
、
急
を
扶
け
傾
を
持
す
る
に
、
一
切

の
権
を
為
す
。
以
っ
て
国
に
臨
ん
で
教
化
す
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
兵
革
も
急
を
救
う
の

勢
な
り
。
皆
高
才
秀
士�

時
君
の
能
く
行
う
所
を
度は

か

り
、
奇
策
異
智
を
出
し
、
危
を
転

じ
て
安
と
為
し
、
亡
を
運
ら
せ
て
存
と
為
せ
ば
、
亦
た
喜
ぶ
べ
し
。
皆�

観
る
べ
し
（
戦

国
之
時
、
君
徳
浅
薄
、
為
之
謀
策
者
、
不
得
不
因
勢
而
為
資
、
拠
時
而
為
。
故
其
謀
、

扶
急
持
傾
、
為
一
切
之
権
、
雖
不
可
以
臨
国
教
化
、
兵
革
救
急
之
勢
也
。
皆
高
才
秀
士
、

度
時
君
之
所
能
行
、
出
奇
策
異
智
、
転
危
為
安
、
運
亡
為
存
、
亦
可
喜
。
皆
可
観
）。

劉
向
は
い
う
。
戦
国
時
代
は
、
君
主
の
徳
が
浅
薄
だ
っ
た
た
め
、
策
謀
を
立
て
る
者
は
、

時
代
の
趨
勢
を
拠
り
所
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
策
謀
は
、
国
家
の
危
急
を

救
う
た
め
の
臨
機
応
変
の
策
で
あ
っ
て
、
民
の
教
化
に
資
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
高

才
秀
士
が
、
時
の
君
主
の
な
し
う
る
こ
と
を
推
し
量
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
策
謀
を
示
し
、
危
急

を
安
寧
へ
と
導
い
て
、
亡
び
ゆ
く
国
を
存
続
へ
と
向
か
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
観
る
べ
き
所
が
あ

る
と
。
戦
国
遊
説
の
士
が
用
い
た
寓
話
・
比
喩
は
、
右
の
劉
向
の
「
書
録
」
に
い
う
高
才
秀

士
の
「
奇
策
異
智
」
と
し
て
の
弁
論
術
の
一
部
を
成
す
も
の
だ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

本
稿
は
、
ま
ず
陳
軫
の
「
蛇
足
故
事
」
及
び
「
管
与
の
説
」「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」

と
い
う
三
つ
の
故
事
が
そ
れ
ぞ
れ
「
戦
国
故
事
」
に
お
い
て
は
寓
話
と
し
て
機
能
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
陳
軫
の
「
管
与
の
説
」「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
と
同
じ

「
強
者
同
士
が
闘
い
合
う
と
、
と
も
に
疲
弊
し
て
第
三
者
の
餌
食
に
な
る
」
と
い
う
筋
立
て

を
も
つ
寓
話
な
い
し
比
喩
の
使
用
例
が
説
客
の
弁
論
中
に
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
連
衡

論
者
の
張
儀
と
合
従
論
者
の
蘇
秦
の
弁
論
の
中
に
合
従
・
連
衡
に
関
わ
る
比
喩
の
使
用
例
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
説
客
が
用
い
た
こ
れ
ら
の
秀
逸
な
比
喩
表
現
に
は
合
従
・
連
衡
の
外

交
戦
略
を
め
ぐ
る
弁
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
戦
国
中
期
の
時
代
性
の
刻
印
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
戦
国
中
期
の
説
客
の
「
揣
摩
」
の
術
（
君
主
の
本
心
を
推
し
当
て

な
が
ら
、
君
主
を
奮
起
さ
せ
る
弁
論
術
）
の
核
心
は
名
声
と
実
利
の
両
面
を
同
時
に
満
足
す

る
計
略
を
提
案
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
弁
論
中
で
の
比
喩
表
現
の
使
用
は
君
主
が
計
略
を
聞

い
て
納
得
す
る
た
め
の
下
地
を
作
る
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

さ
て
「
は
じ
め
に
」
で
「
蛇
足
」
と
い
う
故
事
成
語
の
教
材
と
し
て
は
、「
蛇
足
故
事
」

を
内
に
含
む
「
戦
国
故
事
」
を
取
り
上
げ
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、『
戦

国
策
』『
史
記
』
を
典
故
と
す
る
「
蛇
足
」
以
外
の
故
事
成
語
を
研
究
す
る
際
に
も
言
え
る

こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
陳
軫
の
「
管
与
の
説
」
か
ら
は
、「
両
虎
人
を
諍
う
て

闘
う
」
と
い
う
成
語
が
生
ま
れ
、
ま
た
黄
歇
、
淳
于
髠
、
蘇
代
の
弁
論
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

「
両
虎�

相
与
に
闘
い
て
、
駑
犬�

其
の
獘
を
受
く
」、「
犬
兔
の
争
い
・
田
夫
の
功
」、「
鷸
蚌

の
争
い
・
漁
父
の
利
」
と
い
う
成
語
が
生
ま
れ
た
。
近
藤
光
男
氏
は
そ
の
著
『
戦
国
策）

1（
（

』
の

中
で
、「
八
五�

漁
者�

得
て
之
を
并
せ
禽
う
」
と
い
う
見
出
し
で
、「
鷸
蚌
の
争
い
・
漁
父
の
利
」

と
い
う
成
語
の
典
故
で
あ
る
『
戦
国
策
』
燕
策
二
の
「
戦
国
故
事
」
を
現
代
語
訳
・
書
き
下

し
文
・
漢
文
を
併
せ
て
掲
載
し
た
の
ち
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。

　
　

�

成
語
「
漁
父
の
利
」「
鷸
蚌
の
争
い
」
の
出
処
で
あ
る
。『
史
記
』「
春
申
君
列
伝
」
に

見
え
る
「
両
虎
相
闘
う
て
駑
犬
其
の
弊
を
受
く
」
は
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
意
と
言
っ
て
よ

（�262�）－257－
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い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
戦
国
策
』（
五
四　

秦
上
）
に
見
え
る
「
両
虎�

人
を
争
う
て

闘
う
」
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
同
意
と
は
言
え
な
い
。
積
極
的
に
闘
わ
せ
て
両
者
の
疲

弊
を
待
と
う
と
い
う
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
似
た
よ
う
な
成
語
で
も
、
原
典
で
は
少

し
ず
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
の
文
章
で
近
藤
氏
は
、
互
い
に
よ
く
似
た
意
味
を
も
つ
成
語
同
士
で
も
、
原
典
を
見
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
語
の
出
処
で
あ
る
寓
話
・
比
喩
が
説
客
の
弁
論
に
用
い
ら
れ
た
際
の
意

味
合
い
に
違
い
が
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
右
の
近
藤
氏

の
見
解
を
妥
当
と
判
断
す
る
。
す
で
に
本
稿
で
述
べ
た
通
り
、
陳
軫
が
用
い
た
「
管
与
の

説
」
と
「
卞
荘
子
が
虎
を
殺
し
た
話
」
と
い
う
二
つ
の
寓
話
は
「
強
者
同
士
を
敢
え
て
闘
わ

せ
て
、
と
も
に
疲
弊
す
る
の
を
待
つ
の
が
よ
い
」
と
い
う
意
味
合
い
を
本
来
も
つ
が
、
そ
の

一
方
で
張
儀
が
用
い
た
「
両
虎
相
搏
」
と
い
う
成
語
、
黄
歇
が
用
い
た
「
両
虎
相
与
闘
而
駑

犬
受
其
獘
」
と
い
う
比
喩
、
淳
于
髠
が
用
い
た
「
田
夫
の
功
」
の
寓
話
、
蘇
代
が
用
い
た
「
漁

父
の
利
」
の
寓
話
は
「
強
者
同
士
が
闘
い
合
う
の
は
、
と
も
に
疲
弊
す
る
の
で
や
め
た
方
が

よ
い
」
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
故
事
成
語
の
由
来
と
意
味
を

研
究
す
る
際
に
は
、
原
典
に
お
け
る
故
事
（
寓
話
・
比
喩
を
含
む
）
の
意
味
と
用
法
を
併
せ

て
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
必
須
の
作
業
と
な
る
と
言
え
よ
う
。

注

 

（
１
）『
広
辞
苑�

第
五
版
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
）

 

（
２
）『
戦
国
策
』
の
引
用
は
、
所
謂
る
姚
本
を
底
本
と
す
る
『
戦
国
策
』（
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
七
八
）
に
よ
る
。

 

（
３
）
蛇
足
の
故
事
と
そ
れ
が
説
客
に
よ
っ
て
弁
論
に
用
い
ら
れ
た
戦
国
時
代
の
故
事
と
を

対
比
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
括
弧
を
付
し
て
「
蛇
足
故
事
」「
戦
国
故
事
」
と
表
記
す
る
。

 

（
４
）
高
等
学
校
の
教
科
書
で
、「
故
事
・
寓
話
」
と
い
う
項
目
の
も
と
「
蛇
足
」
と
い
う

見
出
し
を
立
て
て
、「
蛇
足
故
事
」
を
含
む
「
戦
国
故
事
」
を
取
り
上
げ
る
も
の
が
か
つ
て

あ
っ
た
（『
高
等
学
校�

改
訂
版�

国
語
総
合
』（
第
一
学
習
社
、
二
〇
〇
八
）。
こ
れ
は
、
妥

当
な
措
置
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 

（
５
）「
説
客
」
と
い
う
語
は
、『
新
字
源
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
）
に
よ
り
、「
諸
国
を

め
ぐ
っ
て
自
分
の
意
見
を
君
主
に
説
き
す
す
め
る
者
」
の
意
で
用
い
る
。
な
お
、
本
稿
の
タ

イ
ト
ル
及
び
本
稿
第
四
節
で
は
「
説
客
」
に
つ
い
て
「
戦
国
遊
説
の
士
」
と
い
う
呼
称
を
用

い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
国
時
代
の
「
戦
国
」
と
、『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
「
陳
軫
者
游
説

之
士
」
な
ど
と
見
え
る
「
游
説
之
士
」
と
い
う
表
現
と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
６
）『
史
記
』
の
引
用
は
『
史
記
』（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
五
九
）
に
よ
る
。

 

（
７
）
合
従
は
、
蘇
秦
が
主
唱
し
た
策
で
、
斉
・
燕
・
楚
・
韓
・
魏
・
趙
の
六
国
が
南
北
に

同
盟
し
て
一
強
の
秦
に
対
抗
す
る
こ
と
。
連
衡
は
、
張
儀
が
主
唱
し
た
策
で
、
六
国
が
連
合

し
て
西
方
の
秦
と
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
。
合
従
の
「
従
」
は
「
た
て
」、
連
衡
の
「
衡
」
は
「
よ

こ
」
の
意
。

 

（
８
）
こ
の
箇
所
は
『
戦
国
策
』
斉
策
二
の
以
下
の
文
に
よ
る
。「
昭
陽
為
楚
伐
魏
、
覆
軍

殺
将
得
八
城
、
移
兵
而
攻
斉
。
陳
軫
為
斉
王
使
、
見
昭
陽
、
再
拜
賀
戦
勝
、
起
而
問
、
楚
之

法
、
覆
軍
殺
将
、
其
官
爵
何
也
。
昭
陽
曰
、
官
為
上
柱
国
、
爵
為
上
執
珪
。
陳
軫
曰
異
貴
於

此
者
何
也
。
曰
、
唯
令
尹
耳
。
陳
軫
曰
、
令
尹
貴
矣
。
王
非
置
両
令
尹
也
。
臣
窃
為
公
譬
可

也
。　

蛇
足
故
事　

今
君
相
楚
而
攻
魏
、
破
軍
殺
将
得
八
城
、
不
弱
兵
、
欲
攻
斉
。
斉
畏
公

甚
、
公
以
是
為
名
居
足
矣
、
官
之
上
非
可
重
也
。
戦
無
不
勝
而
不
知
止
者
、
身
且
死
、
爵
且

後
帰
、
猶
為
蛇
足
也
。
昭
陽
以
為
然
、
解
軍
而
去
」。

 

（
９
）
谷
口
匡
「「
蛇
足
」
故
事
を
「
説
」
と
し
て
読
む
」（『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』

四
〇
、
二
〇
一
三
）

 

（
10
）『
史
記
』
屈
原
伝
に
「
楚
王
曰
、
不
願
得
地
、
願
得
張
儀
而
甘
心
焉
」
と
の
あ
る
の

を
勘
案
し
た
。

 

（
11
）
蘇
秦
の
没
年
は
、『
史
記
』
張
儀
列
伝
の
「
聞
蘇
秦
死
」
の
箇
所
に
対
す
る
『
索
隠
』

に
「
按
此
時
秦
恵
王
之
後
年
十
四
年
」
と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
前
三
一
一
年
の
こ
と
。

 

（
12
）
以
下
に
記
述
し
た
張
儀
の
献
策
と
重
な
る
文
が
『
戦
国
策
』
楚
策
一
に
あ
る
。

 

（
13
）
趙
恵
文
王
（
前
二
九
八
～
前
二
六
六�

在
位
）
に
仕
え
た
、「
完
璧
」
の
故
事
で
有
名

な
藺
相
如
が
「
今�

両
虎
共
闘
、
其
勢
不
倶
生
」（『
史
記
』
廉
頗
・
藺
相
如
列
伝
）
と
し
て
、

廉
頗
と
己
を
「
両
虎
」
に
喩
え
、
両
虎
が
闘
い
合
え
ば
必
ず
ど
ち
ら
か
は
死
ぬ
と
す
る
の
も
、

張
儀
の
引
く
成
語
「
両
虎
相
搏
」
の
理
解
に
際
し
て
参
考
に
な
る
。

 

（
14
）
本
稿
で
は
、
戦
国
時
代
の
範
囲
を
前
四
〇
三
～
前
二
二
一
と
定
め
、
こ
れ
を
便
宜
上
、

前
期��

（
前
四
〇
三
～
前
三
四
三
）・
中
期
（
前
三
四
二
～
前
二
八
二
）・
後
期
（
前
二
八
一

～
前
二
二
一
）
ま
で
の
三
期
と
分
け
た
う
ち
の
中
期
を
戦
国
中
期
と
呼
ぶ
。

 
（
15
）
第
一
の
例
と
し
て
挙
げ
た
『
史
記
』
春
申
君
列
伝
の
文
は
、『
戦
国
策
』
秦
策
四
で

は
「
天
下
莫
強
於
秦
楚
。
今
聞
大
王
欲
伐
楚
、
此
猶
両
虎
相
闘
而
駑
犬
受
其
弊
、
不
如
善

楚
」
と
い
う
文
に
作
っ
て
い
る
。
第
二
、
第
三
の
例
と
し
て
挙
げ
た
『
戦
国
策
』
斉
策
二
及

び
燕
策
二
に
相
当
す
る
「
戦
国
故
事
」
は
『
史
記
』
に
は
な
い
。

 

（
16
）
張
儀
の
没
年
は
、『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
「（
秦
武
王
）
二
年
、
…
張
儀
死
於
魏
」
と

あ
る
の
に
よ
る
と
、
前
三
〇
九
年
の
こ
と
。

 

（
17
）『
史
記
』
蘇
秦
列
伝
に
「
蘇
秦
之
弟
曰
代
、
代
弟
蘇
厲
、
見
兄
遂
、
亦
皆
学
。
及
蘇

秦
死
、
代
乃
求
見
燕
王
、
欲
襲
故
事
」
と
あ
る
。
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（
18
）
宜
陽
・
成
皋
は
韓
の
都
市
。

 

（
19
）『
戦
国
策
』
韓
策
二
で
は
「
臣
聞
鄙
語
曰
、
寧
為
鶏
口
。
無
為
牛
後
」
と
あ
る
。「
鄙
諺
」

「
鄙
語
」
は
、
前
掲
『
新
字
源
』
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
「
世
間
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
わ
ざ
」

の
意
で
理
解
す
る
。

 

（
20
）『
史
記
』
蘇
秦
列
伝
の
こ
の
記
事
に
対
応
す
る
『
戦
国
策
』
秦
策
一
の
記
事
で
は
「（
蘇

秦
）
説
秦
王
書
十
上
而
説
不
行
。
…
乃
夜
発
書
、
陳
篋
数
十
、
得
太
公
陰
符
之
謀
、
伏
而
誦

之
、
簡
練
以
為
揣
摩
。
…
期
年
、
揣
摩
成
、
曰
此
真
可
以
説
当
世
之
君
矣
」
と
あ
り
、
蘇
秦

列
伝
の
「
周
書
陰
符
」
が
「
太
公
陰
符
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
秦
策
二
で
は
蘇
秦
が
秦
恵

文
王
に
遊
説
し
た
の
ち
「
太
公
陰
符
」
か
ら
揣
摩
の
術
を
編
み
出
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
が
、
蘇
秦
列
伝
で
は
蘇
秦
が
「
周
書
陰
符
」
か
ら
揣
摩
の
術
を
編
み
出
し
た
の
ち
秦
恵
文

王
に
遊
説
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 

（
21
）『
史
記
索
隠
』
の
引
用
は
『
史
記
』（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
五
九
）
に
よ
る
。

 

（
22
）『
史
記
会
注
考
証
』
の
引
用
は
『
史
記
会
注
考
証
』（
大
安
出
版
社
、
一
九
九
八
）に
よ
る
。

 

（
23
）『
論
衡
』
答
佞
篇
に
「（
張
）
儀
・（
蘇
）
秦
、
排
難
之
人
也
、
処
擾
攘
之
世
、
行
揣

摩
之
術
」
と
あ
る
の
も
参
考
に
な
る
。

 

（
24
）『
周
書
陰
符
』
な
い
し
『
太
公
陰
符
』
は
『
漢
書
』
藝
文
志
・
道
家
類
に
「
太
公
二

百
三
十
七
篇
。
謀
八
十
一
篇
。
言
七
十
一
篇
。
兵
八
十
五
篇
」
と
著
録
さ
れ
る
『
太
公
』
の

「
謀
」
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
本
書
は
今
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
詳
細

は
分
か
ら
な
い
。
な
お
、
現
行
本
『
鬼
谷
子
』
に
揣
篇
・
摩
篇
・
符
言
篇
及
び
本
経
陰
符
篇

が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
と
蘇
秦
・
張
儀
の
「
揣
摩
」
の
術
と
の
関
係
や
、『
周
書
陰
符
』

な
い
し
『
太
公
陰
符
』
と
の
関
係
は
今
の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

 

（
25
）『
韓
非
子
』
の
引
用
は
陳
奇
猷
『
韓
非
子
集
釈
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
四
）

に
よ
る
。
な
お
、『
韓
非
子
』
説
難
篇
と
注
（
27
）
引
く
五
蠹
篇
は
、
戦
国
後
期
の
韓
非
の

自
著
と
さ
れ
る
。

 

（
26
）
凡
説
之
難
、
非
吾
知
之
有
以
説
之
之
難
也
。
又
非
吾
辯
之
能
明
吾
意
之
難
也
。
又
非

吾
横
失
而
能
尽
之
難
也
。
凡
説
之
難
、
在
知
所
説
之
心
、
可
以
吾
説
当
之
。
所
説
出
於
為
名

高
者
也
、
而
説
之
以
厚
利
、
則
見
下
節
而
遇
卑
賤
、
必
棄
遠
矣
。
所
説
出
於
厚
利
者
也
、
而

説
之
以
名
高
、
則
見
無
心
而
遠
事
情
、
必
不
収
矣
。
所
説
陰
為
厚
利
而
顕
為
名
高
者
也
、
説

之
以
名
高
、
則
陽
収
其
身
而
実
疏
之
、
説
之
以
厚
利
、
則
陰
用
其
言
顕
棄
其
身
矣
。
此
不
可

不
察
也
。

 

（
27
）
た
だ
し
韓
非
自
身
は
、
五
蠹
篇
に
お
い
て
、
合
従
・
連
衡
の
言
説
に
従
事
す
る
説
客

を
「
言
談
者
」
と
呼
び
、
学
者
（
儒
墨
）・
帯
剣
者
（
游
俠
）・
患
御
者
（
権
力
者
に
仕
え
て

兵
役
を
免
れ
、
財
貨
で
官
爵
を
得
る
者
）・
商
工
の
民
と
併
せ
て
、
国
家
を
蝕
む
五
蠹
の
一

つ
に
数
え
、
以
下
の
よ
う
な
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。
─
群
臣
で
外
交
政
策
を
説
く
者
は
、
合

従
論
者
と
連
衡
論
者
に
分
か
れ
る
か
、
復
讐
心
に
よ
っ
て
他
国
の
力
を
借
り
る
者
か
で
あ
る
。

連
衡
論
者
は
大
国
に
仕
え
な
い
と
、
敵
に
攻
め
ら
れ
て
禍
を
受
け
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
大

国
に
仕
え
て
も
実
利
が
伴
わ
な
い
場
合
に
は
、
大
国
に
地
図
を
差
し
出
し
て
領
地
を
削
ら
れ
、

印
璽
を
差
し
出
し
て
君
主
の
名
誉
が
失
墜
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
合
従
論
者
は
小

国
を
救
っ
て
大
国
を
伐
た
な
い
と
天
下
の
信
用
を
失
い
、
国
が
危
う
く
な
り
、
君
主
の
名
誉

が
失
墜
す
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
兵
を
挙
げ
大
国
と
敵
対
し
て
小
国
を
存
続
さ
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
、
合
従
の
仲
違
い
が
起
こ
っ
て
大
国
に
制
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
─
。
つ
ま
り
韓
非

は
、
合
従
策
・
連
衡
策
の
双
方
を
、
国
家
の
実
利
と
君
主
の
名
誉
の
両
面
に
お
い
て
本
来
満

足
な
結
果
が
得
ら
れ
な
い
策
謀
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。
法
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
民
が
農
耕

に
よ
っ
て
富
を
、
戦
功
に
よ
っ
て
高
い
身
分
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
国
家
の
富
強

に
資
す
る
と
見
る
韓
非
に
と
っ
て
、
合
従
・
連
衡
に
従
事
す
る
説
客
は
、
詐
欺
の
言
説
を
用

い
、
外
国
の
力
に
借
り
て
私
利
を
図
り
、
国
家
の
利
益
を
損
な
う
害
虫
の
よ
う
な
存
在
で
し

か
な
か
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
韓
非
自
身
も
「
法
術
の
士
」
な
る
説
客
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

説
難
篇
を
著
し
て
、
君
主
を
説
得
す
る
難
し
さ
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

 

（
28
）
前
掲
谷
口
氏
論
文
が
、『
史
記
』
楚
世
家
・
張
儀
列
伝
が
載
せ
る
陳
軫
が
弁
論
に
寓

話
を
用
い
た
例
を
幾
つ
か
取
り
上
げ
て
「
以
上
の
よ
う
な
陳
軫
の
弁
論
に
共
通
す
る
の
は
、

ま
ず
そ
の
場
に
一
件
関
係
し
な
い
話
を
と
り
い
れ
て
、
聞
き
手
を
第
三
者
的
な
立
場
に
導
い

て
冷
静
に
な
ら
せ
、
納
得
さ
せ
た
上
で
本
来
の
問
題
に
戻
る
手
法
で
あ
る
」
と
述
べ
る
の
は
、

陳
軫
の
弁
論
に
お
け
る
寓
話
（「
説
」）
の
引
用
が
、
君
主
が
計
略
（
本
題
）
を
聞
い
て
納
得

す
る
た
め
の
下
地
を
作
る
機
能
を
も
つ
と
す
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

 

（
29
）『
孫
子
』
の
引
用
は
『
十
一
家
注
孫
子
校
理
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
）
に
よ
る
。

 

（
30
）
劉
向
「
戦
国
策
書
録
」
の
引
用
は
『
戦
国
策
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
）

に
よ
る
。
こ
の
「
書
録
」
に
「
臣
向
以
為
戦
国
時
、
游
士
輔
所
用
之
国
、
為
之
策
謀
、
宜
為

戦
国
策
」
と
あ
る
。

 

（
31
）近
藤
光
男
『
戦
国
策
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
五
、
初
出
は
一
九
八
七
）の
304
頁
。
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南部　英彦




