
『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向

│
│
紀
海
音
独
創
期
の
浄
瑠
璃
│
│

石

田

賢

司

一
、
は
じ
め
に

紀
海
音
『
呉
越
軍
談
』
は
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
閏
七
月
五
日
か
ら
上
演
さ
れ
た
彼
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。
こ
の
上
演
年
次
に
つ

い
て
は
『
外
題
年
鑑
（
宝
暦
版
）』
に
、『
呉
越
軍
談
比
翼
臺
』
の
外
題
で
享
保
六
年
九
月
十
一
日
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
吉
永
孝
雄
氏
は

か
ら
く
り

「
東
大
國
文
研
究
室
蔵
の
呉
越
軍
談
繪
盡
し
の
序
に
は
「
○
○
（
虫
喰
。
筆
者
注
）
哉
、
豊
竹
氏
呉
越
軍
談
の
操
出
し
、
後
の
七
月
五
日

を
初
日
と
せ
し
に
」
と
あ
る
の
で
七
月
五
日
で
あ
る
事
は
動
か
せ
な
い
。
又
七
月
に
閏
の
あ
る
年
は
享
保
六
年
で
あ
る
の
で
こ
の
呉
越
軍

談
比
翼
臺
は
享
保
六
年
後
の
七
月
（
七
月
が
二
度
あ
る
後
の
）
に
興
行
さ
れ
た
の
だ
」
と
考
証
さ
れ
た
盧
。
吉
永
氏
の
考
証
を
裏
付
け
る

の
が
、
岡
村
日
南
子
氏
や
秋
本
鈴
史
氏
が
紹
介
さ
れ
た
盪
内
山
逸
峰
『
伊
勢
参
宮
記
』
で
あ
る
。『
伊
勢
参
宮
記
』
は
、
享
保
六
年
七
月

二
十
一
日
よ
り
閏
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
伊
勢
上
方
へ
の
旅
の
記
録
で
あ
る
。
逸
峰
は
閏
七
月
十
日
に
豊
竹
座
で
芝
居
を
観
て
い
る
が
、

詳
細
な
そ
の
記
事
内
容
か
ら
、
彼
が
観
た
の
は
『
呉
越
軍
談
』
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
判
明
し
、
吉
永
氏
の
考
証
と
よ
く
符
合
す
る
の
で

あ
る
。

紀
海
音
の
浄
瑠
璃
作
者
生
活
の
中
で
享
保
六
年
と
い
う
年
は
独
創
期
の
中
に
あ
る
。
独
創
期
と
は
祐
田
善
雄
氏
が
規
定
さ
れ
た
蘯
も
の

二
一



で
、
海
音
の
作
者
と
し
て
の
成
長
の
三
段
階
の
最
終
的
な
も
の
で
あ
り
、
最
も
成
熟
し
た
時
期
で
あ
る
。
海
音
の
独
創
期
が
果
し
て
い
つ

か
ら
が
そ
う
で
あ
る
か
を
認
め
る
の
は
、
他
の
諸
作
品
の
上
演
年
代
の
問
題
と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

と
も
か
く
享
保
六
年
と
い
う
年
は
独
創
期
の
中
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

海
音
の
独
創
期
に
つ
い
て
祐
田
氏
は
「
此
の
期
に
入
つ
て
眞
の
海
音
の
技
倆
が
發
揮
出
來
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の
獨
創
期
を
中
心

に
彼
の
藝
術
觀
を
研
究
す
る
事
が
海
音
の
玉
成
し
た
眞
の
姿
に
近
い
の
で
あ
つ
て
、
彼
の
思
想
的
内
容
が
變
化
し
た
究
極
の
到
達
點
を
根

柢
と
し
て
彼
の
藝
術
觀
を
樹
立
す
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
ら
れ
、
筆
者
も
こ
の
期
の
作
品
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
本
稿
で
は
、
独
創
期
の
代
表
的
作
品
『
呉
越
軍
談
』
に
お
け
る
海
音
の
手
法
、
特
に
そ
の
構
想
と
趣
向
に
つ
い
て
考
察
し
、
海
音
の

主
題
意
識
を
知
る
手
が
か
り
に
し
た
い
と
思
う
。

二
、『
呉
越
軍
談
』
に
お
け
る
先
行
作
品
か
ら
の
影
響

『
呉
越
軍
談
』
に
お
け
る
海
音
に
よ
る
構
想
と
趣
向
の
特
徴
を
知
る
た
め
に
は
、
呉
越
の
戦
い
を
題
材
と
し
た
先
行
作
品
か
ら
の
影
響

を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
呉
越
の
合
戦
に
関
す
る
記
述
に
は
主
に
『
史
記
』
巻
四
十
一
「
越
世
家
」、
巻
六
十
六
「
伍
子
胥
列
伝
」、

『
国
語
』
巻
十
九
「
呉
語
」
巻
二
十
・
二
十
一
「
越
語
」、『
呉
越
春
秋
』、『
伍
子
胥
変
文
』
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
典
拠
に
し
て
日

ビ
ン
ゴ

タ
カ
ノ
リ
ガ

ゴ
エ
ツ
イ
ク
サ
ノ

本
に
お
い
て
最
初
に
作
ら
れ
た
呉
越
合
戦
譚
が
『
太
平
記
』
巻
第
四
「
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
軍
事
」
で
あ
る
。
増
田
欣
氏
は
『
太

ビ
ン
ゴ

タ
カ
ノ
リ
ガ

ゴ
エ
ツ
イ
ク
サ
ノ

平
記
』「
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
軍
事
」
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
直
接
的
に
典
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
説
話
と
し
て
、

范
蠡
が
魚
商
に
扮
し
て
勾
践
の
囚
わ
れ
て
い
る
獄
に
近
付
き
魚
腹
に
書
を
入
れ
て
投
じ
た
話
と
、
勾
践
が
寵
愛
す
る
西
施
を
夫
差
に
献
ず

る
説
話
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
『
太
平
記
』
の
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
盻
。
こ
れ
ら
の
説
話
は
『
呉
越
軍
談
』
に
お
い
て
も
重
要

な
要
素
で
あ
り
、
構
想
の
レ
ベ
ル
で
『
太
平
記
』
が
主
に
参
考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
夫
差
が
伍
子
胥
を
誅
し
、
そ
の
言

『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向

二
二



に
従
っ
て
両
眼
を
呉
の
東
門
に
懸
け
た
こ
と
は
、『
太
平
記
』
だ
け
で
な
く
諸
書
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
呉
が
越
に
敗
れ
、
夫
差
が
面
縛

さ
れ
て
呉
の
東
門
を
過
ぎ
る
と
き
に
伍
子
胥
の
目
に
恥
じ
る
こ
と
は
『
太
平
記
』
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。

『
太
平
記
』
の
表
現
も
『
呉
越
軍
談
』
で
利
用
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
第
一
大
序
「
会
稽
山
呉
王
の
陣
の
段
」
で
は
勾
践
が
夫
差
か

ら
西
施
を
献
ず
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
太
夫
種
に
も
助
か
る
た
め
に
は
夫
差
に
従
う
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、

ち
じ
よ
く

か
ほ

き
こ
く

ね
が

せ
い
し

ご
わ
う

う
ろ
た
へ
た
る
か
太
夫
種
。
恥
辱
の
顔
を
押
の
こ
び
帰
国
を
願
ふ
も
今
一
た
び
。
西
施
に
心
が
ひ
か
る
ゝ
故
。
呉
王
へ
す
ゝ
め
ば
勾

い
き

ぜ

ひ

践
。
生
て
も
何
の
か
ひ
有
ん
。
ヘ
エ
丶
か
く
成
は
つ
れ
ば
汝
迄
。
我
を
か
ろ
し
む
所
存
よ
な
。
是
非
な
き
今
の
身
の
上
眈

と
言
っ
て
抵
抗
す
る
。『
太
平
記
』
で
は
、
場
面
が
異
な
り
、
勾
践
が
越
に
帰
国
し
西
施
と
の
再
会
を
果
し
た
後
に
献
ず
る
よ
う
に
求
め

ら
れ
る
が
、

ワ
レ

ク
ダ
ツ

ワ
ス
レ
ハ
ヂ
ヲ

ナ
メ
テ
セ
キ
リ
ン
ヲ

タ
ス
カ
リ
シ

ヲ

マ
ツ
タ
ク
タ
モ
チ

ヲ

サ
カ

セ
イ
シ

タ
メ

バ
ン

我
呉
王
夫
差
ガ
陣
ニ
降
テ
、
忘
レ

恥
、
甞
二

石
淋
一

、
助
レ

命
事
、
全

保
レ

國
身
ヲ
榮
ヤ
カ
サ
ン
ト
ニ
ハ
非
ズ
、
只
西
施
ニ
為
レ

結
二

カ
イ
ラ
ウ
ノ
チ
ギ
リ
ヲ

シ
ヤ
ウ
ゼ
ン

ヒ
ト
タ
ビ
ワ
カ
レ

ノ
チ
ゴ
セ
バ

ヲ

タ
モ
ツ
テ
モ
バ
ン
ジ
ヨ
ウ
ノ
ク
ニ
ヲ
ナ
ニ

タ
ト

ク
ワ
イ
メ
イ

偕
老
契
一

ナ
リ
キ
。
生
前
ニ
一
度
別
テ
死
シ
テ
後
期
二

再
會
一

、
保
二

萬
乗

國
一

何
カ
セ
ン
。
サ
レ
バ
�
ヒ
呉
越
ノ
會
盟
破
レ
テ

フ
タ
タ
ビ
ワ
レ
タ
メ
ニ

ノ
ナ
ル
ト
リ
コ
ニ
ト
モ

ル

ニ

ズ

ベ
カ
ラ
ア
ル

二
度
我
為
レ

呉
成
レ

擒
共
、
西
施
ヲ
送
二

他
國
一

事
ハ
不
レ

可
レ

有
。眇

と
抵
抗
す
る
の
に
類
似
し
た
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
呉
越
軍
談
』
の
同
場
面
で
、
太
夫
種
が
勾
践
の
不
承
知
に
対
し
、

せ
い
し

ち
よ
く
で
う

め
つ
ば
う

と

ち

び
じ
ん

こ
と
�
�
く

御
身
の
上
を
か
へ
り
見
ず
西
施
に
み
れ
ん
を
残
さ
れ
て
。
勅
諚
を
そ
む
か
れ
ば
。
越
の
国
は
滅
亡
し
土
地
も
美
人
も
悉
。
呉
王
の

が
て
ん

物
と
成
事
を
ま
だ
御
合
点
が
参
ら
ぬ
か
。

と
諌
め
る
が
、
こ
れ
も
『
太
平
記
』
に
お
い
て
范
蠡
（
場
面
設
定
が
異
な
る
た
め
に
太
夫
種
で
な
い
）
が
、

モ
シ

ヲ
シ
ミ

イ
ク
サ

ヤ
ブ
レ

ベ
シ
オ
コ
ス

ヲ

サ
ル
ホ
ド

ノ

ラ
ル
ル
ア
ハ
セ

若
今
西
施
ヲ
惜
給
ハ
ヾ
、
呉
越
ノ
軍
再
ビ
破
テ
呉
王
又
可
レ

發
レ

兵
。
去
程
ナ
ラ
バ
、
越
國
ヲ
呉
ニ
被
レ

并
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
西
施
ヲ
モ

ベ
シ
ウ
バ
ハ
ル
シ
ヤ
シ
ヨ
ク

ベ
シ

ラ
ル
カ
タ
ブ
ケ

可
レ

奪

陜
稷
ヲ
モ
可
レ

被
レ

傾
。

と
諌
め
る
表
現
に
類
似
し
て
い
る
。
西
施
の
た
め
に
呉
の
政
道
が
廃
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
伍
子
胥
が
、

い
ん

ち
う
わ
う
だ
つ
き

あ
い

し
う

ゆ
う
わ
う
ほ
う
じ

こ
つ
か

ら
ん

ほ
ろ
ぼ

き
み
し
ろ
し
め
さ
れ
ず
や
。
殷
の
討
王
姐
妃
を
愛
し
周
の
幽
王
褒
似
を
め
で
。
国
家
の
乱
に
身
を
亡
す
。

『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向
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と
例
え
を
出
し
な
が
ら
諌
め
る
の
も
、『
太
平
記
』
に
お
い
て
伍
子
胥
が

ズ
ヤ

イ
ン
ノ
チ
ウ
ワ
ウ
ダ
ツ
キ

マ
ヨ
ヒ

シ
ウ

イ
ウ
ワ
ウ
ハ
ウ
ジ

カ
タ
ブ
ケ
シ

君
不
レ

見
殷
紂
王
妲
妃
ニ
迷
テ
世
ヲ
亂
リ
、
周
ノ
幽
王
褒
�
ヲ
愛
シ
テ
國
ヲ
傾
事
ヲ
。

と
諌
め
る
と
こ
ろ
の
引
用
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
吉
永
孝
雄
氏
は
『
曾
我
物
語
』
巻
第
五
「
呉
越
の
た
ゝ
か
ひ
の
事
」
が
『
呉
越
軍
談
』
の
典
拠
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
が
、

『
曾
我
物
語
』
は
『
太
平
記
』
を
典
拠
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
構
想
や
修
辞
は
極
め
て
類
似
し
て
お
り
、
い
ず
れ
が

『
呉
越
軍
談
』
の
典
拠
で
あ
る
か
は
決
め
難
い
。
本
稿
で
は
『
太
平
記
』
を
『
呉
越
軍
談
』
の
典
拠
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
が
、『
曾

我
物
語
』
が
典
拠
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

他
に
『
呉
越
軍
談
』
の
典
拠
に
関
し
て
、
神
谷
勝
広
氏
は
『
通
俗
列
国
志
後
編
』（
別
名
『
通
俗
呉
越
軍
談
』）
か
ら
の
影
響
を
指
摘
さ

れ
た
眄
。
神
谷
氏
は
「
海
音
『
呉
越
軍
談
』
第
三
に
西
湖
姑
蘇
台
の
段
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
西
湖
八
景
」
が
出
て
く
る
。
こ
れ
を
『
曽
我

物
語
』
は
ほ
と
ん
ど
書
い
て
い
な
い
。
一
方
、『
通
俗
列
国
志
後
編
』
は
巻
七
「
呉
王
西
施
遊
八
景
」
で
八
景
に
つ
い
て
述
べ
る
。
海
音

は
、『
呉
越
軍
談
』
執
筆
時
に
『
通
俗
呉
越
軍
談
』
を
参
照
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
海
音
は
『
義
経
新

高
舘
』
の
「
鬟
風
八
景
」
や
『
東
山
殿
室
町
合
戦
』
の
「
ざ
し
き
八
景
」
な
ど
を
設
け
て
お
り
、
節
事
に
「
○
○
八
景
」
と
題
す
る
こ
と

は
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
確
実
な
典
拠
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
も
『
呉
越
軍

談
』
は
『
通
俗
列
国
志
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
は
考
え
ず
、
た
と
え
ば
、『
呉
越
軍
談
』
に
お
い
て
、
伯
宰
�
が
勾
践
の
命
を

助
け
よ
う
と
し
て
、

か
う
に
ん

ち
う

ゑ
つ

ご

り
ん
ご
く
し
ん
か

め
い

降
人
を
誅
す
れ
ば
わ
ざ
は
ひ
三
世
に
及
ぶ
と
聞
。
い
は
ん
や
越
は
呉
の
隣
国
臣
下
と
成
こ
そ
幸
な
れ
。
一
命
た
す
け
帰
さ
れ
ば
お
ん

に
な

ゐ

を
荷
ふ
て
威
に
恐
れ
。
二
度
そ
む
き
候
ま
じ
。

と
語
る
の
だ
が
、『
通
俗
列
国
志
』
で
も
同
様
の
状
況
で
伯
�
が
、

チ
ウ

コ
ロ
サ

ワ
ザ
ハ
ヒ

イ
ハ
ン
ヤ
ヱ
ツ

ウ
ケ
ガ
フ

フ
ク

降
る
を
誅
し
、
服
す
る
を
殺
ば
、
�
三
世
に
及
ぶ
と
云
へ
り
、
況
越
は
呉
の
隣
國
と
し
て
、
�
に
肯
て
我
に
臣
と
し
服
す
る
と
き

『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向
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マ
サ

ユ
ル
シ

ナ
ヅ
ク

オ
ソ
レ

ト
ク

カ
ン

フ
タ
丶

ソ
ム
ク

は
、
當
に
赦
て
こ
れ
を
撫
べ
し
、
そ
れ
威
を
畏
、
徳
を
感
ぜ
ば
、
敢
て
再
び
叛
事
な
か
ら
ん
眩

と
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
『
太
平
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

『
太
平
記
』、『
通
俗
列
国
志
』
の
他
に
は
正
徳
頃
に
読
み
物
浄
瑠
璃
の
形
で
『
呉
越
軍
談
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
眤
、
海
音
は
こ
れ
も

参
照
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
そ
の
所
在
は
不
明
な
の
で
、
そ
の
利
用
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
先
行
作
品
か
ら
の
影
響
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
第
一
大
序
、
第
五
に
影
響
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
作
品
の
多
く

が
海
音
の
独
創
に
よ
る
も
の
と
言
っ
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
勾
践
と
西
施
、
范
蠡
と
歌
朗
君
を
中
心
と
し
た
展
開
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
伍
子
胥
と
東
施
を
中
心
と
し
た
展
開
で
あ
る
。

三
、
海
音
の
趣
向
（
一
）

越
王
勾
践
が
寵
愛
す
る
西
施
を
呉
王
夫
差
に
献
ず
る
説
話
は
、『
太
平
記
』
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、『
呉
越
軍
談
』
は
そ
れ
か
ら
大
き

な
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
当
然
、『
呉
越
軍
談
』
に
も
そ
れ
自
身
の
特
徴
が
あ
り
、
そ
こ
に
海
音
の
独
創
が

あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
、『
太
平
記
』
で
は
、
勾
践
が
越
に
帰
国
し
た
後
に
、
西
施
を
献
ず
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、『
呉
越
軍
談
』
で
は
、
西

施
（
実
は
歌
朗
君
）
が
入
内
し
呉
王
夫
差
に
靡
い
た
後
に
、
勾
践
の
帰
国
が
許
さ
れ
る
と
い
う
異
な
る
展
開
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、『
呉
越
軍
談
』
の
特
徴
を
探
り
、
海
音
の
作
意
を
考
察
し
て
行
き
た
い
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
海
音
は
范
蠡
の
妻
歌
朗
君
と
い
う
新
た
な
人
物
を
設
定
し
、
歌
朗
君
が
西
施
の
身
替
り
に
な
る
と
い
う
海
音

の
趣
向
で
あ
る
。
身
替
り
と
い
う
趣
向
は
、
浄
瑠
璃
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
と
ら
れ
る
方
法
で
あ
り
、
特
に
新
し
い
も

の
で
は
な
い
が
、
范
蠡
た
ち
が
勾
践
西
施
の
悲
嘆
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
そ
の
た
め
に
身
替
り
と
な
る
か
を
見
た
い
。

テ
ン
テ
ン

オ
モ
ヒ

ハ
カ

ア
ラ
ズ
ザ
ル
ニ

シ
マ

ハ
ン
レ
イ
シ
テ

ヲ
マ
ウ
シ

ツ
ラ
ツ
ラ
ハ
カ

コ
ノ
ミ

『
太
平
記
』
で
は
、「
誠
ニ
君
展
轉
ノ
思
ヲ
計
ル
ニ
、
臣
非
レ

不
レ

悲
」
と
「
范
蠡
流
レ

涙
申
ケ
ル
」
も
の
の
「
臣
倩
計
ル
ニ
、
呉
王
好
レ
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イ
ン
ヲ
マ
ヨ
フ
イ
ロ
ニ

コ
ウ
キ
ユ
ウ

イ
リ

コ
レ

マ
ヨ
ヒ

ハ
ン
マ
ツ
リ
ゴ
ト
ヲ
ア
ラ
ズ
ト
コ
ロ
ニ
ウ
タ
ガ
フ

ク
ニ
ツ
ヒ

ソ
ム
カ

オ
ヨ
ン

オ
コ
シ

淫

迷
レ

色
事
甚
シ
。
西
施
呉
ノ
後
宮
ニ
入
給
フ
程
ナ
ラ
バ
、
呉
王
是
ニ
迷
テ
失
レ

政
事
非
レ

所
レ

疑
。
國
費
ヘ
民
背
ン
時
ニ
及
デ
、
起
レ

ヲ
ラ
レ
バ
セ
メ

ヲ
カ
ツ

タ
チ
ド
コ
ロ

ベ
シ

エ

兵
被
レ

攻
レ

呉
勝
事
ヲ
立
處
ニ
可
レ

得
ツ
」
と
呉
を
凋
落
さ
せ
、
越
を
再
興
さ
せ
る
好
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。『
呉

越
軍
談
』
で
は
范
蠡
は
勾
践
西
施
の
「
わ
り
な
き
い
も
せ
の
御
中
を
思
ひ
」
や
り
、
勾
践
が
囚
わ
れ
西
施
を
呉
に
入
内
さ
せ
る
こ
と
を
伝

え
る
の
を
躊
躇
い
、
太
夫
種
と
擦
り
合
う
あ
た
り
に
彼
ら
も
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
范
蠡
は
、
勾
践
が
自
身
の
「
お
命

ゑ
つ
ば
ん
み
ん

は
越
万
民
の
た
す
け
ぞ
と
。
え
い
り
よ
す
ゞ
し
く
あ
き
ら
め
」
た
の
で
西
施
に
も
「
当
座
の
歎
は
行
末
の
め
で
た
き
逢
瀬
を
頼
み
に
て
。

一
先
呉
王
の
宮
中
へ
御
入
あ
れ
」
と
観
念
し
て
呉
に
行
く
よ
う
に
諭
す
。
西
施
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
勾
践
の
勅
諚
を
嘆
き
、
ま
た
そ
れ
を

受
け
入
れ
た
范
蠡
た
ち
を
非
難
す
る
。
西
施
に
見
損
な
わ
れ
た
太
夫
種
は
呉
王
を
討
ち
取
り
に
行
こ
う
と
し
、
范
蠡
は
太
夫
種
を
抑
え

る
。
こ
の
よ
う
に
事
態
は
膠
着
す
る
が
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
歌
朗
君
が
西
施
の
身
替
り
と
し
て
呉
に
入
る
こ
と
を
進
み
出
る
。

歌
朗
君
が
身
替
り
と
な
る
ま
で
の
彼
女
の
鐚
藤
が
十
分
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
そ
の
必
然
性
は
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

き
つ
ね

ぶ
に
ん

る
。
范
蠡
は
な
す
術
も
な
く
、「

（
マ
マ
）

こ
ち
よ

古
塚
の
狐
に
あ
ら
ざ
れ
は
。
女
に
ば
く
る
手
な
で
な
く
夫
人
に
浮
め
を
か
く
る
事
。
御
了
簡
あ
そ
ば
せ
」

と
語
る
の
は
、
西
施
の
た
め
に
范
蠡
が
身
替
り
と
な
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
厭
わ
な
い
が
叶
わ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
も
し
、

身
替
り
を
立
て
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歌
朗
君
で
あ
る
が
、
范
蠡
は
「
汝
（
歌
朗
君
。
筆
者
注
）
に
か
く
と
頼
み
な
ば
い
や
と
は
い

は
ぬ
心
て
い
を
。
年
月
見
届
置
た
れ
ど
。
か
り
そ
め
な
ら
ず
一
国
と
。
つ
り
が
へ
に
成
計
略
に
。
し
ん
ぼ
う
よ
り
お
こ
ら
ぬ
義
は
始
終
の

大
功
立
が
た
く
。
と
や
か
く
た
め
ら
ひ
ゐ
た
り
し
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
歌
朗
君
を
身
替
り
に
す
る
こ
と
は
「
此
度
の
御
供

に
女
を
召
つ
れ
候
事
。
本
国
を
出
る
よ
り
人
し
れ
ぬ
覚
悟
の
ま
へ
」
で
も
あ
っ
た
。「
か
ゝ
る
時
節
の
御
身
替
武
士
に
つ
れ
そ
ふ
身
の
本

お
つ
と

望
。
婦
人
を
立
る
義
理
な
ら
ず
。
主
人
と
夫
へ
い
た
す
忠
」
と
は
、
范
蠡
の
台
詞
と
も
歌
朗
君
の
台
詞
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
范
蠡
の
台

詞
で
あ
っ
た
と
し
て
も
歌
朗
君
は
夫
の
心
情
を
理
解
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
歌
朗
君
が
身
替
り
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

海
音
は
、
夫
や
子
と
別
れ
る
歌
朗
君
の
哀
れ
を
描
く
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
や
は
り
彼
女
の
葛
藤
が
十
分
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
趣
向
を
は
め
込
ん
だ
感
が
し
な
い
こ
と
も
な
い
。
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歌
朗
君
は
夫
差
の
妃
と
し
て
入
内
し
た
が
、
勾
践
の
帰
国
が
許
さ
れ
な
い
の
で
、
范
蠡
は
「
あ
か
ぬ
中
を
引
さ
か
れ
。
又
こ
と
か
た
に

し
つ
と

な
び
か
ん
事
。
世
上
の
そ
し
り
女
の
義
理
。
思
ひ

（
マ
マ
）

み
だ
れ
乱
れ
て
と
や
か
く
と
呉
王
の
心
に
な
び
か
ぬ
ゆ
へ
。
嫉
妬
の
意
地
の
ま
し
ま
す
と
は

ひ
つ
ぜ
ん

必
然
の
道
理
也
」
と
推
測
し
、「
よ
し
な
き
義
理
に
大
切
の
望
を
む
な
し
く
な
さ
れ
な
」
と
意
見
す
る
た
め
に
、
魚
屋
に
扮
し
て
呉
の
東

門
に
来
た
こ
と
を
東
施
に
告
げ
る
。
勾
践
は
こ
の
様
子
を
物
陰
で
聞
い
て
お
り
、
范
蠡
を
「
不
忠
の
大
悪
人
」
と
非
難
す
る
。
勾
践
は
さ

み

れ
ん

ら
に
、
故
郷
越
へ
の
思
い
、
現
在
の
苦
労
、
西
施
へ
の
想
い
を
語
っ
た
後
に
、
范
蠡
の
先
の
言
動
を
「
未
練
成
ぞ
ひ
き
や
う
ぞ
」
と
罵

り
、
鏡
で
打
擲
す
る
。
范
蠡
は
勾
践
に
対
し
て
も
、
実
の
西
施
が
呉
に
入
内
し
た
も
の
と
し
て
諌
め
る
。
勾
践
は
そ
の
諌
め
を
聞
き
入
れ

な
い
が
、
そ
れ
で
も
范
蠡
は
事
実
を
語
ら
な
い
。
勾
践
は
踊
り
狂
っ
て
走
り
去
り
、
范
蠡
の
真
意
は
理
解
さ
れ
な
い
。

『
太
平
記
』
で
も
范
蠡
が
魚
屋
に
扮
す
る
趣
向
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
勾
践
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
牢
に
近
付
き
、
勾
践
に

カ

ウ
キ
ヨ

ナ
ガ
ラ

タ
メ
ニ
ワ
ガ
ハ
イ
カ
ン

ツ
ク

敵
に
屈
せ
ぬ
よ
う
勇
め
る
た
め
で
あ
る
。
范
蠡
の
思
い
を
知
っ
た
勾
践
は
「
彼
レ
未
ダ
憂
世
ニ
存
ヘ
テ
、
為
レ

我
肺
肝
ヲ
盡
シ
ケ
リ
ト
、

ソ
ノ

ア
ハ
レ

タ
ノ

ヘ
ン
シ

イ

ウ

ワ
ガ

イ
ノ
チ

カ
ヘ
ツ

ヲ
シ

其
志
ノ
程
哀
ニ
モ
又
憑
モ
シ
ク
モ
覺
ヘ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
、
一
日
片
時
モ
生
ケ
ル
ヲ
憂
シ
ト
カ
コ
タ
レ
シ
我
身
ナ
ガ
ラ
ノ
命
モ
、
却
テ
惜
ク
ハ

思
ハ
レ
ケ
レ
」
と
、
范
蠡
の
忠
義
を
喜
ぶ
。『
呉
越
軍
談
』
で
は
、
歌
朗
君
に
夫
差
に
靡
く
よ
う
意
見
す
る
た
め
の
扮
装
で
あ
る
が
、
こ

け
う
ち
う

こ
で
勾
践
は
忠
臣
の
諫
言
を
受
け
入
れ
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
勾
践
が
范
蠡
を
批
難
す
る
際
に
、「
太
夫
種
胸
中
何
と
や
ら

よ
き
け
い
り
や
く

所
存
有
げ
に
見
へ
し
」「
両
人
心
を
合
な
ば
。
能
計
略
こ
そ
有
ら
め
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
語
り
、
海
音
は
こ
こ
で
観
客
に
、
歌
朗
君

せ
い
し

が
西
施
と
偽
っ
て
入
内
し
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
范
蠡
は
事
実
を
語
ら
ず
「
此
年
月
西
施
に
心
を
う
ば
ゝ
れ
て
。
御
せ
い

か
た
む

ゆ
へ

た
う
く
ら
き
に
付
。
ぐ
ん
ぜ
い
心
を
傾
け
ず
身
を
か
ば
い
た
る
故
に
よ
り
。
思
は
ぬ
ふ
か
く
を
取
給
ふ
。
御
身
の
上
の
大
敵
は
呉
王
よ
り

う
た
か

あ
た

先
西
施
也
」
と
勾
践
を
諌
め
る
。「
只
一
言
で
御
疑
ひ
は
れ
る
い
ひ
わ
け
有
な
が
ら
」
も
、「
申
せ
ば
弥
君
の
仇
」
と
な
り
、「
成
行
末
を

見
給
は
ゝ
我
忠
節
は
し
り
給
は
ん
」
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
勾
践
の
不
覚
と
范
蠡
の
辛
抱
が
強
調
さ
れ
る
。

第
三
切
の
冒
頭
で
、
勾
践
が
登
場
し
、
西
施
に
想
い
焦
が
れ
狂
乱
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。『
太
平
記
』
で
も
勾
践
が
西
施
と
の
別
れ

を
嘆
く
場
面
が
あ
る
が
、『
呉
越
軍
談
』
の
場
合
は
歌
舞
伎
の
や
つ
し
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
西
施
は
堪
え
か
ね
て
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ち
か

声
を
か
け
る
。
勾
践
は
急
い
で
舟
を
着
け
る
よ
う
に
言
う
が
、
西
施
は
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
の
は
「
義
理
と
誓
ひ
」
の
た
め
だ
と
答
え

ち
か

る
。
勾
践
は
「
ム
丶
義
理
と
誓
ひ
の
お
も
し
と
は
。
呉
王
へ
か
は
せ
し
詞
か
」
と
言
う
。
西
施
は
現
況
を
語
り
、「
乱
れ
し
国
も
治
り

て
。
め
で
た
ふ
お
帰
り
有
迄
は
顔
を
ば
見
せ
な
詞
を
も
。
か
は
さ
じ
」
と
い
う
誓
い
は
、
范
蠡
の
「
君
を
思
ひ
の
忠
義
」
の
た
め
で
あ

り
、
ま
た
、
歌
朗
君
が
西
施
の
身
替
り
と
な
り
呉
に
入
内
し
た
こ
と
を
語
り
、
そ
の
「
二
人
の
衆
の
心
ざ
し
無
に
な
す
事
の
悲
し
さ
」
の

た
め
に
思
う
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
と
答
え
る
。
勾
践
は
、
范
蠡
に
対
し
て
「
我
眼
力
の
く
ら
み
し
ゆ
へ
忠
臣
を
見
ぞ
こ
な
い
」、
勘
当
し

た
こ
と
を
面
目
な
く
思
い
後
悔
し
、
歌
朗
君
に
対
し
て
「
不
便
」
に
思
い
、「
嬉
し
い
共
悲
し
い
共
礼
を
い
ふ
べ
き
詞
」
を
な
く
す
。
そ

へ

し
て
、「
か
く
迄
色
に
は
お
ぼ
れ
」
た
こ
と
を
悔
い
、「
ろ
さ
ん
に
釼
の
名
を
経
た
る
嶺
よ
誠
の
釼
な
ら
ば
。
我
き
づ
な
を
た
て
よ
か
し
。

せ
う
ふ

樵
夫
の
か
ま
を
と
ぎ
た
て
ゝ
。
身
の
恋
草
を
切
か
ら
せ
」
と
願
い
、
思
い
切
り
難
い
西
施
を
思
い
切
る
。
そ
の
後
、
勾
践
は
歌
朗
君
を
奪

い
返
そ
う
と
姑
蘇
台
へ
向
か
う
と
こ
ろ
を
范
蠡
に
止
め
ら
れ
る
。

勾
践
が
西
施
を
思
い
切
る
こ
と
で
范
蠡
の
苦
労
が
報
わ
れ
、
観
客
も
一
先
ず
安
心
す
る
が
、
海
音
は
こ
こ
で
勾
践
と
范
蠡
を
め
ぐ
る
危

機
的
状
況
を
設
け
る
。
范
蠡
が
勾
践
を
連
れ
出
そ
う
と
す
る
際
に
、
夫
差
の
率
い
る
呉
の
官
人
た
ち
に
囲
ま
れ
る
。
夫
差
が
勾
践
の
帰
国

せ
ん
じ

て
う

を
許
さ
な
い
こ
と
を
范
蠡
が
責
め
る
と
、
伯
宰
�
は
「
宣
旨
に
偽
な
け
れ
共
是
皆
西
施
が
心
に
有
。
君
御
寵
愛
ふ
か
け
れ
共
中
�
�
つ
れ

な
く
も
て
な
す
ゆ
へ
」
と
答
え
る
。
范
蠡
は
「
勾
践
様
へ
の
た
て
ぶ
ん
は
コ
レ
。
此
は
ん
れ
い
が
の
み
こ
ん
で
。
い
か
程
か
嬉
し
う
も
忝

な
」
い
と
、
歌
朗
君
の
貞
節
を
褒
め
な
が
ら
も
、「
そ
れ
は
か
へ
つ
て
仇
と
成
」
る
の
で
「
呉
王
の
お
気
に
入
給
へ
是
西
施
様
手
合
す
」

と
諭
す
。
歌
朗
君
に
す
る
と
、
勾
践
の
帰
国
が
許
さ
れ
な
い
の
は
「
り
や
う
げ
ち
が
い
」
の
こ
と
で
あ
り
、
勾
践
が
呉
を
出
る
と
「
う
き

恥
を
見
ぬ
其
先
に
。
舌
喰
切
て
貞
節
を
。
妻
に
見
せ
ん
」
と
考
え
て
い
た
。
歌
朗
君
は
「
君
ゆ
へ
な
れ
ば
今
爰
で
し
ぬ
る
命
は
お
し
か
ら

は
だ

ず
」
と
考
え
る
が
、「
妻
よ
り
外
に
我
肌
を
け
が
せ
と
有
は
ど
う
よ
く
や
」「
道
な
ら
ぬ
。
女
の
義
理
は
か
き
が
た
し
」
と
貞
節
を
訴
え

る
。
勾
践
は
夫
婦
の
い
ず
れ
も
の
言
い
分
を
思
い
や
る
。
范
蠡
が
、
歌
朗
君
に
呉
王
に
靡
く
よ
う
再
び
諭
す
と
、
勾
践
も「
い
ふ
ま
い
�
�

は
ん
れ
い
。
そ
れ
で
は
汝
が
忠
義
は
た
つ
。
勾
践
は
又
あ
の
西
施
に
。
道
な
ら
ぬ
名
を
呼
せ
何
と
一
分
立
物
ぞ
。
必
呉
王
に
随
ふ
な
」
と

『
呉
越
軍
談
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の
構
想
と
趣
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貞
節
を
守
る
よ
う
諭
す
。

吉
永
孝
雄
氏
は
こ
の
場
を
「
全
篇
の
中
心
で
偽
西
施
の
哥
朗
君
の
貞
節
と
夫
范
蠡
の
苦
衷
と
越
王
勾
践
の
義
理
の
三
つ
が
卍
巴
に
な
つ

て
感
興
を
最
高
頂
に
導
く
場
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
に
理
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
哀
れ
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
膠

着
し
た
状
況
を
描
く
こ
と
が
海
音
の
手
法
と
考
え
ら
れ
る
。

て
う

じ
や
ま

そ
の
膠
着
状
態
を
進
展
さ
せ
る
為
の
展
開
は
、
夫
差
が
、
西
施
が
靡
か
ぬ
の
は
「
と
か
く
勾
践
有
ゆ
へ
に
。
寵
愛
の
邪
魔
と
成
」
と
考

こ
ろ

え
、
勾
践
を
「
は
ん
れ
い
と
も
に
打
殺
せ
」
と
官
人
た
ち
に
命
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
范
蠡
は
「
西
施
が
心
打
と
け
る
。
思
案
こ
そ
候
へ
」

て
う

し
た
が

し
や
う
こ

「
西
施
が
御
掟
に
随
は
ぬ
は
太
子
に
心
ひ
か
る
ゝ
故
。
夫
婦
の
御
縁
切
た
る
証
拠
」
と
言
っ
て
、
東
施
か
ら
預
か
っ
た
伍
子
胥
の
子
を
突

く
い

き
殺
す
。
范
蠡
に
「
今
更
悔
て
返
ら
ぬ
義
を
。
ひ
き
や
う
至
極
の
て
い
た
ら
く
」「
此
太
子
は
。
は
ん
れ
い
が
身
に
か
へ
て
も
り
そ
だ
て

た
う
せ
ん

す
い
り
や
う

ね
は
武
士
道
の
。
す
た
る
し
さ
い
候
へ
共
当
然
の
難
を
見
て
後
日
の
事
も
返
り
見
ぬ
。
忠
臣
の
心
ざ
し
御
推
量
あ
れ
か
し
」
と
語
ら
せ
る

し
や
う

か
ほ
い
ろ

へ
ん

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
苦
悩
は
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
范
蠡
は
「
生
有
時
と
は
顔
色
も
。
少
シ
変
じ
て
見
ゆ
る
者
」
と

言
っ
て
勾
践
と
歌
朗
君
に
見
せ
、
二
人
は
「
よ
く
�
�
見
れ
ば
見
ず
し
ら
ぬ
。
是
は
と
計
顔
見
合
せ
あ
き
れ
。
果
た
る
け
し
き
也
」
と
な

る
。
つ
ま
り
太
子
で
も
歌
朗
君
の
子
で
も
な
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
勾
践
は
「
是
こ
そ
西
施
が
中
を
さ
き
帰

い
そ

ね

国
を
急
ぐ
門
出
」
と
折
れ
、
歌
朗
君
も
「
夫
に
さ
ら
れ
子
を
こ
ろ
さ
れ
。
た
よ
る
方
な
き
み
づ
か
ら
に
哀
を
か
け
て
だ
い
て
寝
て
。
や
ゝ

う
ま
せ
て
」
と
呉
王
に
靡
く
。
子
殺
し
と
い
う
衝
撃
の
あ
る
趣
向
を
は
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
展
開
の
必
然
性
か
ら
目
を
そ
ら
さ
せ
る

方
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ま
で
、『
太
平
記
』
と
『
呉
越
軍
談
』
を
比
較
し
て
き
た
。
い
ず
れ
も
越
の
再
興
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
太
平
記
』
の
そ
れ

は
越
王
勾
践
の
艱
難
辛
苦
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
呉
越
軍
談
』
で
は
そ
の
臣
范
蠡
の
艱
難
辛
苦
の
方
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

『
太
平
記
』
に
お
い
て
呉
王
夫
差
が
石
淋
を
病
み
、
勾
践
が
そ
の
味
を
嘗
め
る
恥
辱
に
あ
う
説
話
、
す
な
わ
ち
臥
薪
嘗
胆
の
故
事
の
由
来

の
一
つ
が
重
き
を
な
す
が
、『
呉
越
軍
談
』
で
は
こ
の
説
話
が
全
く
出
て
こ
な
い
こ
と
は
海
音
の
主
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向
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つ
た

か
う
せ
ん

く
わ
い
け
い
ざ
ん

し
ゆ

ち
り
や
く

う
か
。
ま
た
、『
呉
越
軍
談
』
の
冒
頭
に
は
「
伝
へ
聞
勾
践
は
会
稽
山
に
と
り
こ
も
り
。
種
々
の
智
略
を
め
ぐ
ら
せ
共
」
と
あ
る
こ
と
に

も
注
目
し
た
い
。
お
お
よ
そ
浄
瑠
璃
で
は
冒
頭
に
そ
の
主
題
が
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
だ
け
で
は
勾
践
の
艱
難
辛
苦
が
主

題
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
は
謡
曲
『
舟
弁
慶
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

つ
た

き

と
お
し
ゆ
こ
お

こ
お
せ
ん
ノ

か
い
け
い
ざ
ん

こ

い

し
ゆ
じ
ゆ

ち
り
や
く

め
ぐ

つ
い

ご
お
お

こ
お
せ
ん

ほ
ん
ニ

傅
へ
聞
く
陶
朱
公
は
勾
践
を
誘
ひ
、
會
稽
山
に
籠
も
り
居
て
、
種
々
の
智
略
を
巡
ら
し
、
終
に
呉
王
を
滅
ぼ
し
て
、
勾
践
の
本
意
を

た
ツ

こ
お
せ
ん
ナ

よ

か
い
け
い

は

す
す

と
お
し
ゆ
こ
お

達
す
と
か
や
。
し
か
る
に
勾
践
は
、
ふ
た
た
び
世
を
取
り
、
會
稽
の
恥
ぢ
を
濯
ぎ
し
も
、
陶
朱
功
を
な
す
と
か
や
眞

と
あ
り
、
范
蠡
（
陶
朱
公
は
范
蠡
引
退
後
の
名
で
あ
る
）
の
智
略
や
功
が
称
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

四
、
海
音
の
趣
向
（
二
）

二
つ
目
の
海
音
の
独
創
と
し
て
、
東
施
に
関
す
る
展
開
を
見
て
い
き
た
い
。

東
施
と
い
う
名
は
、『
太
平
寰
宇
記
』
に
「
越
州
諸
曁
縣
、
有
二

西
施
家
東
施
家
一

」
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
施
の
台
詞
に
「
せ
い
し

む
ね

は
ら
す
ぢ

が
胸
を
い
た
め
た
ら
わ
し
も
腹
筋
よ
る
�
�
の
。
目
顔
も
見
事
し
か
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
顰
に
倣
う
の
故
事
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
故
事
の
由
来
は
『
荘
子
』
天
運
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
醜
人
」
の
み
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
両
書
の
内

容
、
す
な
わ
ち
東
施
の
紹
介
と
顰
に
倣
う
故
事
の
由
来
を
併
せ
た
も
の
が
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
刊
の
『
絵
本
故
事
談
』
巻
之
七
に
記

さ
れ
て
お
り
、
海
音
は
こ
れ
よ
り
名
を
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
は
東
施
の
詳
細
な
人
物
描
写
は
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、『
呉
越
軍
談
』
に
お
け
る
東
施
像
は
他
に
モ
デ
ル
を
求
め
、
ま
た
、
海
音
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

第
一
中
で
は
、
東
施
は
容
姿
は
醜
い
が
心
だ
て
が
優
れ
た
女
性
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
心
の
優
れ
た
女
性
こ

そ
が
理
想
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
貝
原
益
軒
『
和
俗
童
子
訓
』（
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
成
立
）
巻
之
五
「
女
子
を
教
ゆ
る
法
」

か
た
ち

に
も
見
ら
れ
る
。『
和
俗
童
子
訓
』
に
は
「
お
よ
そ
女
は
、
容
よ
り
心
の
ま
さ
れ
る
こ
そ
、
め
で
た
か
る
べ
け
れ
」眥
と
説
く
。「
女
徳
を

『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向
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も
と

ほ
う
じ

え
ら
ば
ず
、
か
た
ち
を
本
と
し
て
か
し
ず
く
は
、
い
に
し
え
今
の
世
の
悪
し
き
な
ら
わ
し
」
と
し
て
「
周
の
幽
王
の
后
褒
�
、
漢
の
成
帝

ち
よ
う
ひ
え
ん

ち
よ
う
し
よ
う
よ

の
后
趙
飛
燕
、
其
の
妹
趙
�
�
、
唐
の
玄
宗
の
楊
貴
妃
」
は
「
か
た
ち
は
す
ぐ
れ
た
れ
ど
女
徳
」
が
な
か
っ
た
の
で
「
天
下
の
わ
ざ
わ

い
」
と
な
り
、「
其
の
身
を
た
も
た
」
な
か
っ
た
。
そ
の
反
対
に
、「
い
に
し
え
の
か
し
こ
き
人
は
、
か
た
ち
の
す
ぐ
れ
て
見
に
く
き
を
も

こ
う
ひ

ひ

ぼ

も

き
ら
わ
で
、
心
ざ
ま
の
す
ぐ
れ
た
る
を
こ
そ
、
后
妃
に
も
か
し
ず
き
そ
な
え
さ
せ
給
い
け
れ
」
と
し
て
「
黄
帝
の
妃
�
母
、
斉
の
宣
王
の

夫
人
無
塩
」
は
「
か
た
ち
き
わ
め
て
み
に
く
か
り
し
か
ど
、
女
徳
あ
り
し
故
に
、
か
し
ず
き
給
い
、
君
の
た
す
け
」
と
な
っ
た
と
い
う
。

し
よ
か
つ
こ
う
め
い

し
ゆ
う
ふ

こ
こ
ろ
ざ
し

ま
た
、「
諸
鐚
孔
明
は
、
こ
の
ん
で
醜
婦
を
め
と
」
り
、「
色
欲
の
ま
よ
い
な
く
て
、
智
も
志
も
い
よ
い
よ
精
明
」
に
な
っ
た
と
い
う
。

ご
し
し
よ

さ
つ

こ
わ
う
せ
い
し

『
呉
越
軍
談
』
の
東
驩
公
が
、「
伍
子
胥
が
心
て
い
察
す
る
に
呉
王
西
施
を
め
で
給
は
ゞ
。
朝
ま
つ
り
事
し
給
は
ず
王
道
も
す
た
ら
ん
と
。

み
ぜ
ん

か
ん
が
へ

と
う
し

て
い
れ
つ

し
き
よ
く

と
を

未
然
に
是
を
考
て
東
施
が
貞
烈
聞
及
び
。
后
に
そ
な
へ
色
欲
の
ま
ど
ひ
を
遠
さ
げ
お
さ
へ
ん
た
め
」
と
語
る
の
は
『
和
俗
童
子
訓
』
に
通

じ
る
考
え
だ
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、『
呉
越
軍
談
』
に
お
け
る
東
施
像
が
す
べ
て
『
和
俗
童
子
訓
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
女
性
像
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
く
、
第

一
切
か
ら
海
音
に
よ
る
東
施
の
人
物
造
形
が
顕
著
に
表
れ
る
。
東
施
は
夫
差
の
妃
と
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
そ
れ
は
「
善
を
道
引
忠

め
ぐ
み

な
で

臣
」
と
な
る
た
め
で
あ
り
、「
ほ
ろ
ぶ
る
国
を
持
か
た
め
。
恵
あ
ま
ね
く
民
の
子
を
。
撫
や
し
な
ひ
て
や
す
き
世
を
千
代
万
世
」
に
保
つ

た
め
で
あ
り
、「
た
み
の
な
げ
き
を
や
す
め
ん
た
め
」
で
あ
っ
た
。

第
三
口
で
は
、
東
施
は
夫
に
よ
く
仕
え
、
呉
王
夫
差
へ
の
忠
義
を
備
え
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
賢
女
と
し
て
強
調
さ
れ
る

こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
東
施
は
魚
屋
に
扮
し
た
范
蠡
を
見
破
り
、
鱸
の
不
審
を
問
い
詰
め
る
。
范
蠡
は
、
呉
王
に
靡
く
よ
う
西
施
に
意

見
す
る
た
め
の
密
書
で
あ
る
と
答
え
、
そ
れ
を
届
け
る
よ
う
東
施
に
頼
む
。
東
施
は
「
伍
子
胥
が
命
ほ
ろ
ぼ
せ
し
。
其
根
元
は
何
ゆ
へ

と
を

こ
ゑ
つ

ぞ
。
西
施
が
色
を
遠
ざ
け
ん
と
。
心
を
く
だ
き
し
一
念
」
を
思
い
、
承
知
し
か
ね
る
。
し
か
し
、「
呉
越
と
国
は
か
は
れ
共
君
に
つ
か
へ

な
げ
き

る
も
の
ゝ
ふ
の
。
心
は
か
く
も
似
る
物
か
。
御
物
語
を
聞
内
に
わ
か
れ
し
人
の
俤
が
。
め
に
ち
ら
つ
い
て
思
は
ず
も
歎
の
色
を
見
せ
し
ぞ

や
」
と
范
蠡
の
忠
義
を
思
い
や
り
、「
情
は
二
つ
義
は
ひ
と
つ
。
是
非
に
及
ぬ
次
第
や
」
と
躊
躇
う
。
そ
し
て
、
東
施
は
「
は
ん
れ
い
は

『
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の
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ご

し
ぜ
ん

さ
ん
く
わ
い

呉
の
大
敵
。
自
然
に
参
会
す
る
時
は
。
た
す
け
て
は
帰
さ
れ
ぬ
」
と
語
っ
た
上
で
、「
お
ぬ
し
は
誠
の
魚
屋
。
長
居
を
す
る
は
商
売
し
ら

ず
」「
は
や
く
帰
れ
」
と
范
蠡
を
助
け
る
た
め
の
機
転
を
利
か
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
際
に
東
施
は
「
顔
ば
せ
忿
声
あ
ら
ら
げ
」
て
語
っ
た

の
だ
が
、
観
客
は
前
半
で
范
蠡
の
危
機
を
想
像
し
、
後
半
で
の
東
施
の
機
転
に
感
心
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
海
音
の
手
法
は

面
白
く
思
わ
れ
る
。

東
施
に
関
す
る
展
開
の
中
で
重
き
を
な
す
の
は
、
伍
子
胥
の
子
の
死
を
知
っ
た
と
き
の
怒
り
と
悲
し
み
、
そ
の
思
い
が
范
蠡
や
勾
践
へ

の
恩
あ
る
義
理
へ
と
逆
転
し
自
害
す
る
趣
向
で
あ
ろ
う
。
東
施
は
歌
朗
君
に
子
を
会
わ
せ
る
た
め
に
姑
蘇
台
に
現
わ
れ
、
そ
こ
で
伍
子
胥

の
子
の
死
を
知
る
。
東
施
は
「
に
く
き
は
は
ん
れ
い
」
と
語
り
、
范
蠡
の
も
と
へ
と
急
ぐ
。
范
蠡
に
再
会
し
た
東
施
は
「
汝
ぞ
相
手
一

ぎ
し
ん

む
た
い

討
」
と
范
蠡
に
斬
り
付
け
る
が
、
范
蠡
は
自
身
を
「
義
信
を
た
が
へ
ぬ
は
ん
れ
い
」
と
言
い
、
東
施
が
「
無
体
の

（
マ
マ
）

の
こ
ん

遺
恨
を
は
さ
む
事
汝
が

ち

ゑ

せ
つ

か
め
い

智
恵
の
く
ら
き
所
」
と
し
て
そ
の
子
細
を
語
る
。
東
施
が
「
世
悴
を
我
に
あ
づ
く
る
節
。
家
名
を
あ
げ
て
と
頼
し
故
」
に
、
范
蠡
は
「
越

け
い
や
く

す
で

の
太
夫
に
な
す
べ
き
と
契
約
」
し
た
の
で
あ
り
、
東
施
に
そ
れ
を
「
わ
す
れ
し
か
」
と
問
う
。
そ
し
て
、「
既
に
主
従
極
ま
れ
は
時
に
の

し
ん
か

う
づ
も

ほ
ま
れ

ぞ
ん
で
君
の
為
。
命
を
す
つ
る
は
臣
下
の
本
望
。
三
歳
に
し
て
名
を
あ
ぐ
る
と
。
長
命
に
し
て
埋
る
ゝ
と
誉
は
い
づ
れ
か
ま
さ
る
べ
き
」

ご
し
し
よ

あ
ん
く
ん

こ
う

と
正
当
化
す
る
。「
父
の
伍
子
胥
は
忠
に
死
に
。
名
は
い
さ
ぎ
よ
く
残
れ
共
暗
君
に
つ
か
へ
し
ゆ
へ
。
功
は
空
し
く
埋
れ
た
」
の
に
対

め
い
わ
う

ち
う
き
ん

ね
が

か
な

し
、
そ
の
子
の
「
明
王
の
命
に
か
は
る
忠
勤
は
。
天
下
に
か
ゝ
や
く
世
悴
が
徳
」
で
あ
る
。
東
施
の
「
願
ひ
は
叶
ひ
し
」
と
言
い
、「
は

ち
が

ん
れ
い
が
。
詞
が
違
ふ
か
道
た
ゝ
ぬ
か
」
と
詰
問
す
る
。

こ
の
范
蠡
の
答
え
に
対
し
、
吉
永
孝
雄
氏
は
「
亂
暴
な
理
窟
で
海
音
ら
し
い
が
、
當
時
の
見
物
は
感
心
し
て
聞
い
て
居
た
の
で
あ
ら

う
。
後
世
の
我
々
は
こ
ん
な
變
な
理
窟
で
は
滿
足
出
來
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
筆
者
は
さ
ほ
ど
乱
暴
な
理
屈
だ
と
は
思
わ
な
い
。
し
か

し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
范
蠡
が
歌
朗
君
に
夫
差
に
靡
く
よ
う
諭
す
、
ひ
い
て
は
勾
践
の
命
を
救
う
た
め
に
子
を
殺
す
こ
と
が
必
然

く
い

的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
范
蠡
が
子
を
殺
し
た
際
に
、「
今
更
悔
て
返
ら
ぬ
義
を
。
ひ
き
や
う
至
極
の
て
い
た
ら

た
う
せ
ん

く
」「
此
太
子
は
。
は
ん
れ
い
が
身
に
か
へ
て
も
り
そ
だ
て
ね
は
武
士
道
の
。
す
た
る
し
さ
い
候
へ
共
。
当
然
の
難
を
見
て
後
日
の
事
も
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す
い
り
や
う

り

ひ
け
つ
ぜ
ん

返
り
見
ぬ
。
忠
臣
の
心
ざ
し
御
推
量
あ
れ
か
し
」
と
語
っ
た
が
、
東
施
の
非
難
に
対
し
「
理
非
決
然
」
と
答
え
る
と
こ
ろ
に
范
蠡
の
性
格

が
統
一
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

よ
う
せ
う

し
や
う

ち
ん
こ
く
し
や
う
く
ん
し
よ
く

あ
せ
い
こ
う

勾
践
は
伍
子
胥
の
子
の
死
を
不
憫
に
思
い
、「
幼
少
に
し
て
ば
つ
く
ん
の
忠
義
を
賞
し
末
代
迄
。
越
の
鎮
国
将
軍
職
。
亜
世
公
と
お
く

し
い
じ

り
名
し
。
四
時
の
ま
つ
り
お
こ
た
ら
ず
。
家
名
を
代
々
に
か
ゝ
げ
ん
」
と
倫
言
す
る
。
范
蠡
の
意
図
と
勾
践
の
恩
を
感
じ
た
東
施
は
、

お
し
へ

お
つ
と
ご
し
し
よ

「
ほ
ろ
ぶ
る
呉
国
に
つ
か
へ
る
は
父
の
教
し
一
言
と
。
夫
伍
子
胥
へ
た
つ
る
義
理
」
に
鐚
藤
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
行
動
と
し
て
自
害
を

選
ぶ
。

諏
訪
春
雄
氏
は
、
こ
の
場
を
『
呉
越
軍
談
』
の
悲
劇
的
局
面
と
捉
え
、
そ
の
動
機
、
状
況
へ
の
効
用
性
、
大
義
へ
の
献
身
の
意
識
、
主

人
公
の
周
辺
の
弱
者
か
否
か
、
自
発
的
意
識
の
有
無
と
い
う
五
つ
の
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
た
眦
。
動
機
は
義
理
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
状

況
へ
の
効
用
性
は
無
く
、
大
義
へ
の
献
身
の
意
識
は
無
く
、
主
人
公
の
周
辺
の
弱
者
で
あ
り
、
自
発
的
意
識
は
有
る
と
分
析
さ
れ
た
。

し
か
し
、
状
況
へ
の
効
用
性
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
東
施
の
死
に
よ
っ
て
呉
が
再
興
し
越
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え

ゆ
う

け
ん
ち
よ

は
い
ぐ
ん

る
の
で
は
な
い
か
。
太
夫
種
が
東
施
を
越
に
取
り
こ
も
う
と
し
た
の
は
「
勇
義
の
賢
女
を
ひ
し
ぎ
な
は
呉
の
敗
軍
は
ま
た
た
く
内
」
と
考

せ
ん
ひ
や
う

え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
東
施
の
死
に
際
し
て
東
驩
公
は
「
珍
重
�
�
呉
の
国
の
。
柱
は
お
れ
て
ほ
ろ
ぶ
べ
き
御
吉
左
右
也
前
表
也
。
是

き
ん
き
よ
く

門
出
の
金
玉
」
と
も
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

や
み

ま
た
、
動
機
の
点
か
ら
も
「
さ
い
ご
を
急
ぐ
も
子
ゆ
へ
の
闇
。
生
有
時
は
ま
ゝ
し
く
共
。
死
し
た
る
か
ら
だ
は
血
を
わ
け
し
。
我
子
と

な
れ
」
と
語
る
の
に
注
目
し
た
い
。
勾
践
や
范
蠡
へ
の
恩
と
東
驩
公
や
伍
子
胥
へ
の
義
理
に
対
す
る
葛
藤
だ
け
で
な
く
、
継
子
へ
の
愛
情

も
が
死
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
海
音
は
東
施
を
賢
女
で
あ
り
忠
義
を
備
え
た
人
物
と
し
て
描
き
、
観
客
が
彼
女
に
共
感
同
情

ち

ゑ

さ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
。
ま
た
、
東
施
が
范
蠡
を
恨
む
こ
と
が
「
汝
が
智
恵
の
く
ら
き
所
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
女

が
愚
か
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
く
、「
子
ゆ
へ
の
闇
」
の
た
め
に
怒
り
と
悲
し
み
が
深
く
判
断
が
で
き
な
か
っ
た
と
受
け
と
め
ら
れ
、
や

は
り
こ
こ
で
も
同
情
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
悲
劇
的
局
面
を
悲
惨
な
も
の
に
し
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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五
、
お
わ
り
に

『
呉
越
軍
談
』
は
他
の
海
音
の
時
代
浄
瑠
璃
と
比
較
す
る
と
、
構
想
は
よ
く
ま
と
ま
っ
た
作
品
で
あ
る
印
象
を
受
け
る
。
廣
末
保
氏

は
、
近
松
門
左
衛
門
も
時
代
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
「
劇
全
體
を
一
貫
し
た
鐚
藤
の
構
想
で
つ
ら
ぬ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る

が
、
近
松
と
海
音
を
同
等
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
海
音
は
「
世
話
物
の
一
段
を
す
ら
統
一
的
に
追
求
で
き
な
い
の
が
海
音
の
方

法
だ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
眛
。『
呉
越
軍
談
』
で
は
、
そ
の
「
劇
全
体
を
一
貫
し
た
鐚
藤
の
構
想
で
つ
ら
ぬ
く
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
」
弱
点
が
克
服
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
越
の
人
物
の
困
難
を
描
く
構
想
と
呉
の
東
施
を
描
く
構
想
と
い
う
ダ
ブ
ル

プ
ロ
ッ
ト
で
展
開
さ
せ
、
ま
た
各
段
に
山
場
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
緊
張
感
を
維
持
さ
せ
て
い
る
。

緊
張
感
の
最
高
点
に
身
替
り
・
子
殺
し
・
自
害
と
い
っ
た
趣
向
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
必
然
性
が
不
十
分
と
思
わ
れ
る
面
が
無

い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
横
山
正
氏
は
海
音
の
『
新
板
兵
庫
の
築
島
』
の
手
法
と
し
て
、「
こ
の
作
品
独
特
の
も
の
と
し
て
、
緊
張
（
緊

迫
）
の
手
法
が
あ
る
。
突
発
的
事
件
に
伴
う
危
険
感
、
あ
る
い
は
意
外
な
趣
向
と
抗
争
や
複
雑
な
心
理
な
ど
に
よ
る
異
状
な
緊
張
、
ま
た

は
理
論
的
対
立
、
理
窟
の
積
み
重
ね
な
ど
に
よ
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
緊
張
感
で
あ
る
。
前
者
は
観
客
の
虚
を
衝
く
緊
張
で
あ

り
、
後
者
は
正
攻
法
的
に
正
面
か
ら
観
客
に
緊
張
を
持
た
せ
る
手
法
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
手
法
が
、
そ
の
作
品
と
同
一
題
材
に
よ
る
説

経
や
浄
瑠
璃
に
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
海
音
の
手
法
の
独
自
性
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
眷
。

『
呉
越
軍
談
』
に
お
い
て
は
、
観
客
の
虚
を
衝
く
と
い
う
手
法
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
伍
子
胥
が
夫
差
に
東
施
を
勧
め
る
趣
向
、
伍

子
胥
が
東
施
を
妻
に
す
る
趣
向
、
東
施
が
范
蠡
の
忠
義
を
思
い
や
り
機
転
を
利
か
せ
て
救
う
趣
向
な
ど
は
意
外
性
が
あ
り
面
白
い
が
、
悲

劇
的
な
局
面
に
お
い
て
は
人
物
の
鐚
藤
を
描
か
な
い
ま
ま
に
行
動
さ
せ
、
そ
の
必
然
性
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

横
山
氏
は
、
さ
ら
に
『
頼
光
新
跡
目
論
』
の
手
法
に
つ
い
て
「
殆
ん
ど
各
段
に
、
理
窟
に
理
窟
を
重
ね
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
る
ま
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で
抑
圧
し
て
義
理
に
つ
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
事
件
の
新
展
開
を
行
う
手
法
が
み
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
近
松
と
海
音

を
比
較
し
、
近
松
は
「
義
理
を
糺
す
論
争
の
結
果
だ
け
か
ら
直
接
に
は
何
ら
事
件
の
新
し
い
展
開
を
み
せ
ず
、
論
争
な
ど
か
ら
哀
れ
が
生

ま
れ
、
そ
の
結
果
が
新
し
い
事
実
の
展
開
と
な
る
」「
海
音
の
方
は
「
義
理
的
論
争
↓
筋
展
開
」
で
あ
る
点
が
異
な
る
。
海
音
の
場
合
に

も
全
く
哀
れ
が
絡
ま
ぬ
わ
け
で
も
な
い
が
、
基
本
的
に
は
哀
れ
の
感
情
に
訴
え
る
段
階
を
殆
ん
ど
経
な
い
で
筋
を
展
開
さ
せ
る
」
と
述
べ

ら
れ
た
。『
呉
越
軍
談
』
で
行
動
す
る
人
物
の
鐚
藤
が
感
じ
ら
れ
ず
、
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
も
こ
の
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
人
物
の
鐚
藤
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
論
じ
、
海
音
の
技
量
が
計
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
海
音
は

人
形
浄
瑠
璃
の
作
品
と
し
て
『
呉
越
軍
談
』
を
執
筆
し
た
わ
け
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
鐚
藤
は
太
夫
や
人
形
遣
い
が
表
現
で
き
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
想
像
し
な
が
ら
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
観
客
も
人
物
の
鐚
藤
を
想
像
し
な
が
ら
観
る
こ
と
が
人
形
浄

瑠
璃
の
魅
力
で
あ
る
と
考
え
る
。

註盧
「
紀
海
音
作
「
呉
越
軍
談
比
翼
臺
」
に
就
て
」『
上
方
』
第
四
十
八
號
（
一
九
三
四
年
十
二
月
）
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
吉
永
孝
雄
氏
の
論
文
を
引

用
し
て
い
る
も
の
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
よ
る
。

盪

岡
村
日
南
子
『
内
山
逸
峰
集

享
保
〜
安
永
』（
桂
書
房
、
一
九
八
六
年
五
月
）

秋
本
鈴
史
「
享
保
六
年
閏
七
月
十
日
の
豊
竹
座

│
│
越
中
の
内
山
逸
峰
が
観
た
舞
台
│
│
」『
人
形
浄
瑠
璃
舞
台
史
』（
八
木
書
店
、
一
九
九
一

年
二
月
）

蘯
「
紀
海
音
の
著
作
年
代
考
證
と
そ
の
作
品
傾
向
（
下
）」『
國
語
・
國
文
』
第
六
巻
第
八
號
（
一
九
三
六
年
八
月
）

盻
「『
史
記
』
を
源
泉
と
す
る
説
話
の
考
察
」『『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
三
月
）

眈
『
呉
越
軍
談
』
の
本
文
引
用
は
『
紀
海
音
全
集
』
第
六
巻
（
清
文
堂
、
一
九
七
九
年
二
月
）
に
よ
る
が
、
本
稿
で
は
節
章
を
省
略
し
た
。
以
下
同
。

眇
『
太
平
記
』
の
本
文
引
用
は
『
太
平
記
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
一
月
）
に
よ
る
。
以
下
同
。

眄
「
浄
瑠
璃
と
通
俗
軍
談
│
│
文
流
・
海
音
・
近
松
の
場
合
│
│
」『
東
海
近
世
』
第
十
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
五
月
）
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眩
『
通
俗
列
国
志
』
の
本
文
引
用
は
『
通
俗
二
十
一
史
』
第
二
巻
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
一
年
八
月
）
に
よ
る
。

眤
「
平
家
物
語
解
題
」『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
七
（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
二
月
）

眞
『
舟
弁
慶
』
の
本
文
引
用
は
『
謡
曲
集

下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
二
月
）
に
よ
る
。

眥
『
和
俗
童
子
訓
』
の
本
文
引
用
は
『
女
大
学
集
（
東
洋
文
庫
）』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
二
月
）
に
よ
る
。

眦
『
近
世
戯
曲
史
序
説
』（
白
水
社
、
一
九
八
六
年
二
月
）

眛
「
紀
海
音
」『
増
補
近
松
序
説
』（
未
来
社
、
一
九
六
三
年
九
月
）

眷
「
近
世
の
大
阪
演
劇
」『
大
阪
の
文
芸
（
毎
日
放
送
文
化
双
書
）』（
毎
日
放
送
、
一
九
七
三
年
十
一
月
）

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│

『
呉
越
軍
談
』
の
構
想
と
趣
向

三
六


