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十
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中
国
三
昧
、
三
題
噺 

 

Ｂ
Ｓ
放
送
で
中
国
の
ド
ラ
マ
「
項
羽
と
劉
邦
」
を
放
映
し
て
い
る
。
八
十
回
連
続
と
い
う
長
編
で
あ
る
。

中
国
の
人
々
が
最
も
親
し
ん
で
い
る
歴
史
物
語
は
、
こ
の
物
語
と
『
三
国
志
演
義
』
だ
ろ
う
。
以
前
に
放

映
さ
れ
た
「
三
国
志
」
は
時
々
し
か
観
な
か
っ
た
が
、
今
回
は
昼
間
や
っ
て
い
る
の
を
録
画
し
て
、
夕
食

後
の
腹
ご
な
し
に
観
て
い
る
。
司
馬
遷
の
『
史
記
』
を
読
ん
だ
け
れ
ど
も
記
憶
が
う
す
れ
て
い
る
し
、
現

代
の
中
国
人
が
歴
史
ド
ラ
マ
を
ど
う
描
く
か
に
も
興
味
が
あ
る
。
そ
う
い
う
中
、
義
兄
が
上
野
の
博
物
館

で
「
台
北
故
宮
博
物
院
特
別
展
」
を
見
学
し
た
お
り
に
、
そ
の
図
録
を
買
っ
て
送
っ
て
く
れ
た
。
展
覧
会

の
図
録
を
あ
ら
か
じ
め
入
手
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
、
見
ご
た
え
の
あ

る
美
術
品
が
並
ん
で
い
る
。
太
宰
府
に
巡
回
し
て
来
る
そ
の
展
覧
会
を
楽
し
む
た
め
に
、
て
い
ね
い
に
予

習
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
前
か
ら
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
『
三
国
志
』
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て

い
た
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
う
い
う
気
分
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ン
の
多
い
『
演
義
』
で
は
な
く
、

種
本
で
あ
る
陳
寿
の
書
い
た
正
史
の
方
で
あ
る
。
歴
史
好
き
の
者
に
は
歴
史
書
を
読
む
方
が
お
も
し
ろ
い
。

こ
う
し
て
夏
の
一
時
期
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
皇
帝
の
収
集
品
の
図
録
と
『
正
史
三
国
志
』
と
の
三
つ
で
、

中
国
三
昧
の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
三
題
噺
に
し
て
書
き
と
め
て
み
る
。 
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一
、
「
台
北
故
宮
博
物
院
特
別
展
」
図
録 

  
台
北
故
宮
博
物
院
が
日
本
で
開
く
特
別
展
の
図
録
は
『
神
品
至
宝
』
と
名
づ
け
ら
れ
、
ど
れ
ほ
ど
大
切

な
品
々
か
を
表
明
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
宋
か
ら
清
ま
で
歴
代
王
朝
の
皇
帝
た
ち
が
収
集
し
た
文
物
は

す
ば
ら
し
く
、
宋
の
徽
宗
や
清
の
乾
隆
帝
が
魅
了
さ
れ
た
美
術
・
工
芸
品
の
出
来
栄
え
は
感
嘆
す
る
ほ
ど

で
、
そ
れ
を
観
た
昔
の
人
は
皇
帝
た
ち
と
同
じ
く
神
品
至
宝
だ
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

  

中
国
絵
画
の
一
級
品
を
、
解
説
文
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
鑑
賞
す
れ
ば
、
そ
の
長
所
が
見
え
て
く
る
。
好

み
の
作
品
が
あ
っ
て
、
つ
く
づ
く
観
て
い
る
と
魅
力
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
作
者
の
感
性
や
心
持
ち
が
伝
わ

っ
て
く
る
気
が
す
る
。
近
代
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
を
熱
心
に
学
ん
だ
日
本
に
い
れ
ば
、
伝
統
画
と

洋
画
と
の
両
方
を
眼
に
す
る
機
会
が
多
い
。
そ
う
い
う
眼
で
中
国
絵
画
を
見
れ
ば
、
日
本
の
絵
画
が
中
国

絵
画
か
ら
受
け
た
決
定
的
な
影
響
が
自
明
で
あ
る
。
素
養
の
な
い
日
本
人
が
中
国
の
名
作
に
魅
せ
ら
れ
る

の
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
受
け
入
れ
る
下
地
が
で
き
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
画
家
た
ち
が
丹
精
込

め
た
作
品
群
は
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
と
の
比
較
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
絵
画
が
あ
る
限
界
を
も
つ
こ
と

を
気
づ
か
せ
る
。
画
家
の
生
き
る
社
会
の
文
化
が
、
対
象
の
捉
え
方
や
表
現
の
仕
方
な
ど
の
枠
を
決
め
て

い
る
の
だ
と
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
わ
た
し
の
自
然
を
見
る
眼
は
そ
う
い
う
美
意
識
に
導
か
れ
て
い
て
、
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も
し
毎
日
眺
め
る
海
と
対
岸
の
山
々
を
描
け
ば
、
拙
く
山
水
画
を
真
似
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 
書
は
学
生
時
代
に
わ
ず
か
に
練
習
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
な
ん
と
か
巧
拙
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
中
国
の
歴
史
上
珍
重
さ
れ
た
名
筆
家
の
書
は
、
観
て
い
て
た
し
か
に
気
分
が
よ
く
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
違
い
を
識
別
で
き
る
ほ
ど
了
解
で
き
な
い
が
、
人
の
心
に
働
き
か
け
る
も
の
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
思

う
。
知
ら
な
い
字
ば
か
り
で
漢
文
も
理
解
で
き
な
い
け
れ
ど
そ
う
感
じ
る
の
は
、
文
字
の
意
味
を
理
解
し

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
も
「
書
」
の
美
が
鑑
賞
さ
れ
る
そ
う
だ
が
わ
た

し
に
よ
く
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
書
か
れ
た
文
字
の
羅
列
に
美
を
感
じ
る
要
因
が
な
に
か
あ
る
だ
ろ
う
。

わ
た
し
が
ひ
ら
が
な
や
漢
字
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
練
習
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
実
際
に
書
き
つ
け

る
と
き
い
つ
も
満
足
に
は
至
ら
な
い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
字
の
大
小
や
形
や
間

隔
や
文
字
列
の
描
く
曲
線
が
、
腕
の
動
作
を
想
起
さ
せ
、
調
和
に
気
づ
き
、
美
し
い
と
い
う
感
覚
を
呼
び

起
こ
す
の
だ
ろ
う
か
。 

  

図
録
『
神
品
至
宝
』
は
限
ら
れ
た
数
の
作
品
を
載
せ
て
い
る
の
で
、
お
の
ず
と
時
代
の
特
徴
と
変
遷
を

多
少
な
り
と
も
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

蘇
軾
の
詩
は
以
前
か
ら
好
き
で
、
詩
賦
に
に
じ
み
出
た
そ
の
人
と
な
り
を
尊
敬
し
て
い
た
。
日
本
で
昔

あ
っ
た
展
覧
会
で
手
紙
を
見
た
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
「
行
書
黄
州
寒
食
詩
巻
」
は
、
何
度
も
火
災
を
免
れ
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た
そ
の
数
奇
な
来
歴
を
知
れ
ば
、
い
っ
そ
う
目
を
凝
ら
し
て
観
る
こ
と
に
な
る
。
感
興
に
誘
わ
れ
る
ま
ま

に
、
「
赤
壁
の
賦
」
を
真
似
て
賦
と
い
う
も
の
を
試
み
た
が
、
そ
れ
は
別
の
と
こ
ろ
に
記
す
。
そ
の
書
を

他
の
書
家
の
も
の
と
比
べ
れ
ば
、
と
て
も
よ
く
整
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
運
命
に
も
て
あ

そ
ば
れ
東
坡
と
号
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人
は
、
同
時
代
人
か
ら
も
、
後
世
に
は
さ
ら
に
敬
意
を
も
っ
て
仰

が
れ
た
の
で
あ
る
。
「
寒
食
詩
巻
」
に
は
蘇
軾
に
兄
事
し
た
黄
庭
堅
の
跋
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
皇
帝

の
収
集
の
対
象
で
も
あ
っ
た
黄
庭
堅
自
身
の
書
は
見
事
な
も
の
だ
が
、
跋
文
は
、
書
風
を
蘇
軾
に
合
わ
せ

て
書
で
も
敬
意
を
表
わ
し
な
が
ら
、
そ
の
詩
の
境
地
を
李
白
に
勝
る
と
書
い
て
推
す
。 

 

知
性
の
人
蘇
軾
は
、
宋
代
士
大
夫
の
教
養
と
美
意
識
を
代
表
し
、
ま
た
人
生
に
対
す
る
態
度
の
模
範
と

も
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
経
済
の
繫
栄
と
科
挙
制
度
な
ど
に
よ
る
文
治
主
義
が
社
会
と
文
化
の
成
熟
を
も
た

ら
し
た
宋
代
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
世
界
に
先
駆
け
て
近
世
に
な
っ
た
と
日
本
の
歴
史
家
は
評
し
た
。
そ

こ
で
中
国
の
芸
術
は
洗
練
の
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
絵
画
を
観
て
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

洗
練
の
極
み
を
体
現
し
て
い
る
の
は
宋
代
の
青
磁
で
あ
る
。
白
み
を
帯
び
た
淡
く
青
い
色
の
単
純
な
形
の

磁
器
が
静
か
に
存
在
す
る
の
を
眼
に
す
れ
ば
、
あ
あ
こ
こ
に
至
宝
が
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
以
上
の
言
葉
は

要
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

  

こ
の
文
化
と
芸
術
の
上
昇
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
皇
帝
だ
と
い
う
の
も
中
国
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
。
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皇
帝
の
美
術
品
収
集
は
、
自
ら
も
一
級
の
芸
術
家
だ
っ
た
宋
の
徽
宗
に
始
ま
る
。
政
治
を
お
ろ
そ
か
に
し

て
身
を
北
方
「
金
」
の
虜
囚
と
し
た
皇
帝
の
熱
情
は
、
図
ら
ず
も
そ
の
収
集
品
の
散
逸
を
免
れ
さ
せ
た
。

愛
蔵
品
は
前
皇
帝
か
ら
奪
わ
れ
た
け
れ
ど
、
身
柄
と
同
じ
く
捕
獲
品
と
し
て
金
へ
送
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

収
集
文
物
は
皇
帝
を
権
威
づ
け
る
も
の
の
一
つ
と
す
る
伝
統
が
生
ま
れ
、
中
国
古
来
の
名
品
が
ま
と
ま
り

あ
る
集
成
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
中
国
文
化
は
、
宋
の
文
物
を
一
つ
の
見
本
と
し
て
発
展

継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
士
大
夫
の
あ
り
方
も
継
承
さ
れ
る
。
図
録
『
神
品
至
宝
』
は
そ
の
変
遷
を
よ
く

示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
至
宝
は
、
中
国
人
の
美
意
識
と
鑑
賞
態
度
の
基
準
を
つ
く
り
、
社
会
的
態
度
の

背
後
に
あ
る
感
覚
に
ま
で
影
響
し
た
だ
ろ
う
。 

 

特
に
元
・
明
・
清
へ
と
続
く
陶
磁
器
は
発
展
を
た
ど
り
や
す
い
。
青
磁
は
宋
を
超
え
る
こ
と
が
難
し
か

っ
た
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
異
民
族
の
好
み
が
影
響
し
て
、
明
の
染
付
が
色
彩
や
絵
柄
の
多
様
化
へ
向
か

っ
た
こ
と
を
教
え
る
。
時
代
は
技
術
の
精
密
化
を
進
め
、
清
の
琺
瑯
に
な
れ
ば
、
そ
の
超
絶
技
巧
に
驚
く

ほ
か
は
な
い
。
ほ
か
の
工
芸
品
も
ま
た
そ
う
で
、
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。 

 

清
の
皇
帝
た
ち
は
、
そ
う
い
う
至
宝
の
数
々
を
身
近
に
置
い
て
楽
し
ん
だ
。
宋
の
徽
宗
に
倣
っ
た
清
の

乾
隆
帝
が
代
々
受
け
継
が
れ
た
文
物
を
集
大
成
し
た
。
そ
の
父
雍
正
帝
の
文
書
は
非
凡
な
皇
帝
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
、
子
の
乾
隆
に
満
足
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中
国
史
上
重
要
な
書
物
を

す
べ
て
複
写
・
整
理
す
る
と
い
う
よ
う
な
大
文
化
事
業
は
、
中
国
の
皇
帝
に
し
て
は
じ
め
て
で
き
た
こ
と
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だ
。
歴
史
の
教
科
書
で
『
四
庫
全
書
』
と
い
う
四
文
字
で
習
っ
た
書
物(

？)

が
、
と
ほ
う
も
な
い
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
改
め
て
教
え
ら
れ
た
。
そ
れ
も
『
神
品
至
宝
』
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
感
心
し
な
が
ら
図

録
を
閉
じ
た
。 

  

日
本
の
美
術
・
工
芸
品
を
概
観
だ
け
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
勉
強
し
た
こ
と
は
な
い
。
一
つ
宿

題
が
で
き
た
。 

  
 

 

二
、
『
三
国
志
』 

  

『
正
史
三
国
志
』
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
を
読
ん
だ
。
日
本
語
訳
で
八
冊
も
あ
る
。
全
部
を
通
読
す
る
ほ

ど
の
時
間
が
な
い
の
で
、
読
ん
だ
の
は
、
魏
・
蜀
・
呉
の
帝
紀
に
当
た
る
数
巻
と
、
詩
文
で
も
名
を
残
し

た
曹
操
・
曹
丕
・
曹
植
父
子
の
う
ち
帝
紀
に
登
場
し
な
い
曹
植
の
伝
と
、
諸
葛
亮
伝
だ
け
で
あ
る
。
も
う

一
つ
、
日
本
古
代
史
に
関
連
す
る
第
三
十
巻
「
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
」
が
、
わ
た
し
の
関
心
事
で
あ
る
。 

 

筆
者
陳
寿
の
書
き
ぶ
り
は
簡
潔
な
名
文
と
評
価
さ
れ
て
き
た
そ
う
だ
。
大
量
の
註
を
加
え
て
『
三
国
志
』

の
ペ
ー
ジ
数
を
倍
増
さ
せ
た
斐
松
之
は
、
そ
の
註
が
合
理
的
な
考
え
方
を
す
る
人
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
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て
い
る
が
、
著
者
陳
寿
の
記
述
の
難
点
を
突
く
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
従
来
の
評
判
ど
お
り
、
陳
寿
が

史
料
の
う
ち
真
実
性
の
高
い
も
の
だ
け
を
選
ん
で
書
い
た
と
信
じ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
陳
寿
は
、
末
期
の
蜀

に
仕
え
て
自
身
の
見
聞
も
あ
り
、
同
様
に
直
近
の
前
代
を
見
聞
し
た
人
た
ち
が
い
た
の
だ
か
ら
、
慎
重
に

隙
の
な
い
書
き
方
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
簡
潔
に
出
来
事
を
つ
ら
ね
る

記
述
に
し
た
の
だ
ろ
う
。 

  

後
世
、
三
国
の
う
ち
ど
の
国
が
正
統
性
を
も
っ
て
い
た
か
、
陳
寿
は
そ
れ
に
正
し
く
向
き
あ
っ
た
か
、

と
い
う
議
論
が
か
ま
び
す
し
か
っ
た
。
時
代
が
下
る
と
漢
を
正
統
に
継
ぐ
の
は
蜀
だ
と
唱
え
る
人
が
出
て
、

明
代
の
小
説
『
三
国
志
演
義
』
が
広
く
流
布
す
る
と
、
そ
の
立
場
が
優
勢
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
の

正
統
性
と
い
う
こ
と
は
政
治
性
の
高
い
問
題
で
、
歴
史
政
治
学
的
な
観
点
か
ら
論
じ
る
べ
き
で
、
情
緒
的

に
好
み
を
言
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。
三
国
を
統
一
し
た
晋
で
歴
史
書
を
発
表
す
る
か
ら
に
は
、
晋
を
正

統
と
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
晋
は
魏
か
ら
政
権
を
継
承
し
た
の
だ
か
ら
、
魏
に
正
統
性

が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
。
『
三
国
志
』
は
こ
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
仕

え
て
い
た
蜀
が
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
の
ち
に
晋
の
臣
下
に
な
っ
た
陳
寿
が
、
蜀
を
ど
の
よ
う
に
記
述
し
た
か
が

問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
正
史
三
国
志
』
の
訳
者
が
論
じ
て
い
る
と
お
り
、
陳
寿
は
も
と
仕
え
て
い
た
蜀

朝
に
で
き
る
限
り
敬
意
を
払
う
よ
う
に
工
夫
し
た
。 
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大
局
か
ら
見
る
と
、
魏
は
、
古
来
中
国
の
中
央
政
府
が
治
め
た
黄
河
流
域
と
周
囲
、
さ
ら
に
西
と
北
と

東
北
で
漢
の
版
図
と
同
程
度
ま
で
回
復
し
た
。
呉
は
、
戦
国
時
代
の
楚
の
ほ
ぼ
最
大
版
図
に
加
え
て
、
漢

が
支
配
し
た
南
辺
ま
で
征
服
し
、
蜀
は
、
巴
蜀
の
周
囲
と
、
さ
ら
に
南
部
に
支
配
を
広
げ
た
。
三
国
合
わ

せ
て
漢
の
版
図
を
お
お
よ
そ
回
復
し
て
、
秦
・
漢
と
続
く
統
一
王
朝
が
拡
大
し
た
支
配
シ
ス
テ
ム
の
浸
透

し
た
領
域
を
表
示
し
て
い
る
。
し
か
し
呉
書
の
記
述
は
、
中
心
部
の
す
ぐ
近
く
に
ま
だ
異
民
族
が
混
在
し

て
い
る
こ
と
を
語
る
。
長
江
流
域
の
稲
作
地
帯
に
古
く
か
ら
文
明
が
あ
っ
た
が
、
東
晋
以
前
に
は
、
華
南

は
人
口
も
少
な
く
ま
だ
発
展
途
上
地
域
だ
っ
た
の
だ
。
ま
た
巴
蜀
に
も
古
い
文
明
が
あ
っ
た
が
、
秦
が
征

服
し
た
の
は
紀
元
前
三
百
年
少
し
前
の
こ
と
で
あ
る
。
呉
と
蜀
が
晋
に
接
収
さ
れ
た
時
の
戸
籍
簿
な
ど
の

数
字
を
、
斐
松
之
が
引
用
し
て
い
る
。
呉
が
、
男
女
の
人
口
二
百
三
十
万
、
米
穀
二
百
八
十
万
石
、
兵
士

二
十
三
万
な
の
に
対
し
て
、
蜀
は
、
男
女
の
人
口
九
十
四
万
、
米
穀
四
十
余
万
石
、
将
兵
十
万
二
千
で
あ

る
。
統
計
上
そ
れ
ら
の
数
字
に
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
古
く
か
ら
の
中
心
領
域
を
支
配
し
た
魏
の
経

済
・
軍
事
指
標
が
は
る
か
に
勝
っ
て
い
た
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
客
観
的
に
見
て
魏

が
中
心
王
朝
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
呉
が
時
々
魏
の
宗
主
権
を
認
め
る
書
を
送
っ
た
の
は
、
そ
の
客
観
的
な

優
劣
の
認
識
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
呉
よ
り
も
力
の
な
い
蜀
を
中
心
王
朝
と
す
る
の
は
さ
ら
に
困
難
な

の
だ
。
呉
と
蜀
が
魏
に
対
抗
す
る
戦
略
は
同
盟
だ
っ
た
。 

 

魏
・
蜀
・
呉
の
三
書
の
分
量
は
規
模
に
応
じ
て
配
分
さ
れ
て
い
る
。
中
心
王
朝
魏
の
帝
紀
に
多
く
の
ペ
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ー
ジ
が
さ
か
れ
、
中
国
の
こ
の
時
代
の
歴
史
の
主
要
な
事
項
は
そ
こ
に
記
述
さ
れ
る
。
漢
朝
の
記
録
か
ら

連
続
的
に
受
け
継
が
れ
た
だ
ろ
う
魏
朝
の
史
料
に
基
づ
く
こ
の
記
述
法
に
、
大
き
な
欠
陥
は
な
い
。
帝
紀

で
歴
史
を
語
る
こ
と
に
な
る
と
太
祖
曹
操
の
活
躍
が
目
立
つ
こ
と
に
な
る
。
彼
が
秀
で
た
戦
略
家
で
同
時

に
大
政
治
家
だ
っ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
点
で
、
蜀
の
劉
備
、
呉
の
孫
権
が
見
劣
り
す
る
こ
と

は
免
れ
な
い
。
支
配
が
ゆ
る
ん
で
動
乱
の
世
に
な
れ
ば
、
入
り
乱
れ
て
の
戦
い
に
な
り
、
そ
の
中
か
ら
各

地
域
で
群
雄
が
勝
ち
残
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
政
権
に
近
づ
く
の
は
中
国
の
歴
史
上
い
つ
も
生
じ
る
事
態

で
あ
る
。
日
本
の
戦
国
時
代
も
同
様
だ
。
織
田
信
長
は
、
曹
操
と
同
じ
く
、
長
く
政
府
の
あ
っ
た
中
心
領

域
で
勝
ち
進
ん
だ
か
ら
統
一
へ
の
主
導
権
を
握
っ
た
。
だ
か
ら
、
歴
史
記
述
の
主
役
は
、
織
田
信
長
で
あ

り
、
曹
操
と
な
る
。
違
う
の
は
、
織
田
信
長
が
、
将
来
の
政
権
安
定
に
つ
い
て
思
慮
が
足
り
ず
、
形
式
的

に
臣
従
し
て
い
た
足
利
将
軍
を
早
く
追
放
し
た
の
に
対
し
て
、
曹
操
は
慎
重
に
事
を
運
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

曹
操
だ
け
で
な
く
、
劉
備
・
孫
権
に
つ
い
て
、
資
質
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
つ

の
世
に
も
見
ら
れ
る
成
功
譚
に
付
随
す
る
物
語
と
言
え
る
。 

  

し
だ
い
に
蜀
正
統
論
が
強
く
な
っ
た
要
因
は
後
世
の
歴
史
に
あ
る
。
呉
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
統
一
を
果
た
し

た
晋
は
、
十
年
す
る
と
内
戦
が
起
き
、
四
世
紀
初
期
に
北
部
を
異
民
族
に
征
服
さ
れ
、
南
半
分
だ
け
を
支

配
す
る
東
晋
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
な
く
て
も
歴
史
上
大
義
名
分
を
大
い
に
論
じ
て
き
た
中
国
で
、
外
敵
に
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国
の
中
心
部
を
奪
わ
れ
、
漢
の
流
れ
を
く
む
と
考
え
る
漢
民
族
が
正
統
性
を
主
張
す
る
必
要
が
生
ま
れ
た
。

北
方
異
民
族
が
中
心
領
域
を
支
配
す
る
時
代
が
長
く
続
く
と
、
彼
ら
支
配
者
も
漢
民
族
に
融
合
さ
れ
た
が
、

も
う
一
度
宋
が
北
方
異
民
族
に
追
わ
れ
て
、
南
宋
が
北
部
と
対
立
す
る
時
代
に
な
る
。
こ
う
い
う
歴
史
の

中
で
、
愛
国
や
忠
義
と
い
う
概
念
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
儒
学
を
編
成
し
直
し
た
朱
熹
は
、
南

宋
の
臣
下
だ
っ
た
の
で
、
大
義
名
分
論
を
強
く
打
ち
出
し
、
漢
の
皇
帝
の
末
裔
で
あ
る
劉
備
の
蜀
を
正
統

王
朝
と
す
る
。
朱
子
学
は
南
宋
以
後
の
正
統
学
問
と
な
っ
た
か
ら
、
蜀
正
統
論
の
方
が
強
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
日
本
で
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
の
武
士
た
ち
の
行
動
は
実
利
に
基

づ
い
て
い
た
。
武
士
道
が
唱
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

『
演
義
』
は
そ
う
い
う
後
世
に
つ
く
ら
れ
た
。
細
か
く
言
え
ば
、
劉
備
は
同
じ
劉
姓
の
地
方
政
権
を
奪
っ

て
国
を
建
て
た
の
で
、
正
統
論
は
少
し
屈
曲
す
る
。
孟
子
の
革
命
論
を
援
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ

が
そ
れ
は
、
他
姓
の
王
朝
に
も
利
用
で
き
た
。 

 

当
事
者
た
ち
は
政
権
を
め
ぐ
る
闘
争
の
中
で
、
正
統
論
に
ど
う
い
う
態
度
で
臨
ん
だ
か
。
『
孫
子
』
を

註
釈
し
現
存
す
る
形
に
し
た
と
い
う
知
識
人
で
も
あ
る
曹
操
は
、
歴
史
に
よ
く
学
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
漢
朝
に
対
す
る
貢
献
を
誇
れ
る
立
場
に
立
っ
た
彼
は
、
魏
王
に
登
っ
た
。
し
か
し
、
皇
帝
を
傀
儡
と

す
る
ほ
ど
の
権
力
を
に
ぎ
っ
て
も
、
死
ぬ
ま
で
、
新
の
王
莽
の
よ
う
に
は
帝
権
を
奪
わ
な
か
っ
た
。
息
子

の
代
に
帝
位
を
禅
譲
さ
せ
る
手
順
を
踏
ん
だ
。
曹
操
は
、
年
月
を
か
け
て
世
論
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
新
王
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朝
が
長
続
き
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
劣
勢
の
劉
備
は
、
自
分
の
王
権
を
安
定
さ
せ
る

た
め
に
、
魏
に
対
抗
し
て
帝
位
に
就
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
最
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
論
拠
は
、
自
分

が
漢
室
の
末
裔
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
呉
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
現
実
的
に
対
応
し
た
の
で
皇
帝
を

称
す
る
の
が
遅
れ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
三
国
鼎
立
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
方
が
、
自
国
の
存
続
に
有
利
と
判

断
し
て
そ
う
し
た
の
だ
。
み
な
政
治
上
の
実
利
的
な
行
動
で
あ
る
。 

 

陳
寿
は
ど
う
考
え
て
い
た
か
。
三
国
の
闘
争
を
見
聞
し
て
き
た
堅
実
な
歴
史
家
は
、
正
統
論
が
政
治
的

な
主
張
に
過
ぎ
な
い
と
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
。
三
国
で
、
黄
龍
や
珍
鳥
が
出
現
し
た
と
い
う
吉
祥
を
何

度
も
宣
伝
し
、
そ
の
あ
と
で
、
天
命
が
革
ま
っ
た
か
ら
と
し
ぶ
し
ぶ
帝
位
に
就
く
と
い
う
形
式
が
踏
ま
れ

た
。
陳
寿
は
、
そ
の
記
録
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
て
、
そ
れ
を
採
録
し

た
の
だ
。
と
も
か
く
、
晋
の
臣
と
い
う
立
場
が
魏
を
正
統
に
据
え
る
記
述
に
す
る
が
、
魏
は
現
実
の
中
央

政
権
だ
っ
た
か
ら
、
矛
盾
は
少
な
い
。
そ
れ
で
も
、
三
国
が
皇
帝
を
称
し
た
事
実
を
消
し
た
く
な
く
て
、

三
つ
の
書
か
ら
構
成
さ
れ
る
『
三
国
志
』
と
い
う
史
書
に
編
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
魏
か
ら
帝
位
を
奪

っ
た
晋
は
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
尊
重
さ
れ
れ
ば
、
前
代
の
歴
史
を
三
部
構
成
と
す
る
こ
と
に
目
く
じ
ら

を
立
て
る
必
要
が
な
い
。
そ
し
て
陳
寿
は
心
情
に
お
い
て
、
自
分
が
生
ま
れ
て
仕
え
た
蜀
に
対
す
る
愛
着

が
あ
っ
た
の
で
、
蜀
書
の
記
述
に
特
別
な
心
配
り
を
し
た
の
だ
ろ
う
。 
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入
口
の
話
に
こ
だ
わ
っ
て
、
魏
帝
紀
・
蜀
主
・
呉
主
の
本
文
に
つ
い
て
話
す
余
裕
が
な
く
な
っ
た
。
赤

壁
の
戦
い
に
だ
け
触
れ
て
お
こ
う
。
な
に
し
ろ
『
三
国
志
演
義
』
の
山
場
で
、
最
近
中
国
で
ま
た
大
々
的

な
映
画
が
作
ら
れ
た
ほ
ど
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
陳
寿
は
、
魏
・
蜀
・
呉
の
歴
史
を
記
述
す
る
は
ず
の
そ
れ

ら
の
巻
で
、
三
国
鼎
立
の
方
向
を
決
め
た
こ
の
戦
い
を
ず
い
ぶ
ん
手
短
に
記
す
だ
け
だ
。
魏
書
で
は
、「(

曹)

公
は
赤
壁
に
到
着
し
、
劉
備
と
戦
っ
た
が
負
け
戦
と
な
っ
た
」
。
蜀
書
で
は
、
孫
権
の
派
遣
し
た
周
瑜
・

程
普
の
軍
が
劉
備
と
協
力
し
て
「
曹
公
と
赤
壁
に
お
い
て
戦
い
、
大
い
に
こ
れ
を
う
ち
破
っ
て
、
そ
の
軍

船
を
燃
や
し
た
」
と
記
す
。
呉
書
で
は
、「
赤
壁
で
敵
と
遭
遇
し
、
曹
公
の
軍
を
徹
底
的
に
打
ち
破
っ
た
。

曹
公
は
残
っ
た
船
に
火
を
つ
け
、
兵
を
ま
と
め
て
撤
退
し
た
」
と
す
る
。
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、

な
に
か
し
っ
く
り
こ
な
い
。
三
書
と
も
、
曹
操
軍
の
敗
北
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
病
気
の
蔓
延
を
挙
げ
て

い
る
。 

 

『
演
義
』
は
、
諸
葛
孔
明
が
作
戦
を
立
て
た
立
役
者
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
諸
葛
亮

伝
を
開
く
と
、
孔
明
は
劉
備
と
孫
権
の
協
力
を
成
立
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
赤
壁
の

戦
い
そ
の
も
の
で
の
活
躍
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
疑
問
が
残
る
か
ら
、
追
加
し
て
呉
書
の
「
周
瑜
・
魯
粛
・

呂
蒙
伝
」
を
読
ん
だ
。
前
後
の
戦
闘
を
含
め
て
一
連
の
戦
い
を
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
が
、
火
攻
め
作

戦
の
提
案
者
は
呉
軍
を
率
い
る
周
瑜
で
は
な
く
配
下
の
部
将
黄
蓋
で
、
曹
操
軍
に
自
分
の
部
隊
は
降
伏
す

る
と
い
う
偽
の
申
し
入
れ
を
し
て
、
焚
き
木
な
ど
を
積
み
こ
ん
だ
船
を
近
づ
け
た
、
と
あ
る
。
陳
寿
は
、
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赤
壁
の
戦
い
の
詳
細
を
周
瑜
の
伝
に
ま
わ
し
た
の
で
あ
る
。 

 
「
周
瑜
・
魯
粛
・
呂
蒙
伝
」
は
、
三
人
の
名
将
の
す
ぐ
れ
た
資
質
を
語
り
、
文
学
的
な
香
り
ま
で
し
て

読
み
が
い
の
あ
る
巻
だ
っ
た
。
し
か
し
、
呉
の
将
軍
と
部
将
の
活
躍
を
語
る
内
容
が
、
呉
の
「
正
史
」
を

記
述
す
る
呉
主
の
巻
に
「
曹
公
は
残
っ
た
船
に
火
を
つ
け
」
と
あ
る
の
と
矛
盾
す
る
。
こ
の
矛
盾
は
軽
い

も
の
で
は
な
い
。
魏
書
が
そ
っ
け
な
い
の
は
、
負
け
戦
に
つ
い
て
多
く
は
語
り
た
く
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

理
解
し
や
す
い
。
と
こ
ろ
が
、
友
軍
の
劉
備
側
の
蜀
書
で
「(

曹
公
の)

軍
船
を
燃
や
し
た
」
と
し
て
い
る

の
に
、
勝
っ
た
側
の
呉
の
書
で
、
軍
船
を
燃
や
し
た
の
が
曹
操
側
だ
と
す
る
の
が
腑
に
落
ち
な
い
。
や
は

り
釈
然
と
し
な
い
。
事
実
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

  

そ
こ
で
、
曹
操
軍
と
孫
権
・
劉
備
連
合
軍(

た
だ
し
劉
備
軍
は
少
数)

と
が
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も

っ
と
大
局
的
な
情
勢
を
見
て
み
よ
う
。
通
常
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
や
は
り
諸
葛
亮
で
あ
る
。
蜀
書
で
は
、

有
名
な
三
顧
の
礼
を
も
っ
て
劉
備
が
孔
明
に
会
え
た
の
に
続
け
て
、
孔
明
が
天
下
三
分
の
計
の
構
想
を
説

い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
場
所
は
中
原
か
ら
見
て
西
南
部
の
漢
水
下
流
域
の
荊
州
。
劉
備
は
中
原
で
機

会
を
得
ら
れ
ず
、
荊
州
を
支
配
す
る
劉
氏
の
客
将
と
し
て
身
を
寄
せ
て
い
た
頃
で
、
展
望
は
な
か
っ
た
。

そ
の
状
況
で
孔
明
は
、
曹
操
が
華
北
を
ほ
ぼ
制
圧
し
た
今
は
敵
わ
な
い
が
、
長
江
の
南
に
孫
権
が
勢
力
を

固
め
て
い
る
の
で
、
こ
こ
荊
州
を
押
さ
え
さ
ら
に
巴
蜀
を
占
領
し
て
孫
権
と
同
盟
す
れ
ば
、
三
者
拮
抗
し
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て
国
を
保
て
る
と
い
う
構
想
を
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
だ
荊
州
の
客
将
に
過
ぎ
な
い
劉
備
に
語
っ

た
構
想
を
、
の
ち
に
そ
の
と
お
り
に
実
現
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
読
者
は
感
歎
し
な
い
わ
け
に
い
か
な

い
。
蜀
書
は
続
け
る
。
曹
操
が
自
ら
荊
州
へ
遠
征
し
て
来
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
支
配
者
の
劉
氏
が
死
に

息
子
が
継
い
だ
。
曹
操
軍
に
敵
わ
な
い
こ
と
を
知
る
息
子
が
降
伏
し
た
の
で
、
劉
備
は
南
へ
逃
げ
る
。
こ

こ
で
、
孔
明
は
呉
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
、
使
者
と
な
っ
て
呉
に
向
い
、
説
い
て
呉
の
派
遣

軍
が
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
赤
壁
の
戦
い
。
窮
地
に
立
っ
た
劉
備
を
立
ち
直
ら
せ
る
孔
明
の
戦
略
が
光

る
。
こ
の
一
連
の
話
を
大
々
的
に
ふ
く
ら
ま
せ
た
結
果
、
中
国
人
み
な
が
諸
葛
孔
明
を
好
き
に
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
『
三
国
志
』
は
三
重
奏
で
中
国
の
歴
史
を
語
る
。
当
時
の
天
下
の
情
勢
は
荊
州
を
戦
略
上
の

焦
点
に
し
て
い
た
。
曹
操
も
諸
葛
亮
と
逆
の
立
場
か
ら
そ
れ
が
分
か
っ
た
か
ら
、
遠
征
に
お
も
む
い
て
長

江
上
流
を
押
さ
え
、
呉
に
対
し
優
位
に
立
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
呉
に
も
、
戦
略
を
わ
き
ま
え
る
名
将

が
い
た
。
周
瑜
の
伝
で
は
、
荊
州
の
軍
を
加
え
た
曹
操
軍
は
総
勢
数
十
万
と
豪
語
し
て
、
呉
の
群
臣
は
降

伏
に
傾
い
た
が
、
周
瑜
が
、
父
兄
の
代
か
ら
続
く
孫
権
の
支
配
は
固
く
、
陝
西
省
の
西
に
は
曹
操
に
敵
対

す
る
勢
力
も
い
て
、
水
軍
の
強
い
呉
は
防
衛
で
き
る
と
主
張
し
て
、
西
の
前
線
へ
向
か
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
赤
壁
の
戦
い
で
勝
利
す
る
と
、
別
の
劉
氏
の
支
配
す
る
蜀
を
奪
取
す
る
こ
と
を
説
い

て
、
長
江
上
流
で
そ
の
準
備
中
に
死
ん
だ
と
記
す
。
そ
れ
に
続
く
魯
粛
の
伝
が
、
じ
つ
は
、
呉
側
の
戦
略
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の
主
唱
者
は
魯
粛
だ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
。
魯
粛
は
曹
操
が
発
進
す
る
前
に
荊
州
に
向
い
、
荊
州
の
降
伏

と
劉
備
の
逃
走
に
遭
遇
し
、
劉
備
に
呉
に
協
力
す
る
よ
う
に
説
い
て
、
孔
明
を
孫
権
に
会
い
に
行
か
せ
た

の
だ
と
。
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
り
っ
ぱ
な
軍
略
を
実
行
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  

こ
う
い
う
『
三
国
志
』
の
記
述
を
註
釈
者
斐
松
之
が
批
判
し
て
、
呉
書
を
基
準
に
、
孫
権
と
劉
備
が
協

力
し
て
曹
操
に
対
抗
す
る
と
い
う
の
は
、
「
す
べ
て
魯
粛
の
元
来
か
ら
の
計
画
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
と

こ
ろ
が
蜀
書
が
そ
れ
を
諸
葛
亮
の
は
か
り
ご
と
と
す
る
の
は
、
矛
盾
だ
と
指
摘
す
る
。
斐
松
之
は
言
う
、 

―
―
こ
の
よ
う
に
書
き
方
に
矛
盾
が
あ
る
の
は
、
二
つ
の
国
の
史
官
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
聞
し
た
と

こ
ろ
を
書
き
記
し
、
競
っ
て
自
分
の
国
の
立
派
さ
を
称
揚
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
手
柄
を
一
人
占
め
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
呉
書
と
蜀
書
と
は
、
同
一
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
食
い
違
っ
て
い
る
。
歴
史
記
述
の
根
本
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
―
―
。 

こ
の
批
判
は
陳
寿
に
手
厳
し
い
。
こ
れ
を
現
代
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。 

 

正
史
と
認
定
さ
れ
る
歴
史
は
、
世
界
の
ど
こ
で
も
そ
の
権
力
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
よ
う
に
書
か
れ
る
。

ま
し
て
、
実
証
的
な
歴
史
学
が
確
立
す
る
ま
で
は
、
史
料
批
判
の
方
法
も
未
熟
で
、
現
代
か
ら
み
れ
ば
不

十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
斐
松
之
の
批
判
の
前
半
は
鋭
い
。
対
立
す
る
魏
・
蜀
・
呉
の
そ
れ
ぞ
れ
で
国
を

立
派
に
記
述
し
よ
う
と
し
た
だ
ろ
う
。
三
者
の
中
で
は
、
後
漢
王
朝
が
存
続
す
る
中
で
成
立
し
て
い
っ
た
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魏
で
、
歴
史
記
録
の
体
制
が
整
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
末
か
ら
魏
に
か
け
て
、
保
管
さ
れ
た
記

録
は
同
時
代
史
で
あ
る
。
添
削
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
出
来
事
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
一
番
信
頼

で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
天
文
現
象
な
ど
は
そ
う
だ
．
そ
れ
に
対
し
て
呉
と
蜀
は
、
皇
帝
を
称
す
る
ま

で
は
王
朝
と
し
て
の
記
録
の
体
制
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
呉
は
初
め
地
方
政
権
と
い
う

自
己
認
識
だ
っ
た
か
ら
、
遅
く
ま
で
正
式
の
歴
史
は
記
録
・
保
存
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
蜀
は
遅
れ
て

そ
こ
に
侵
入
し
た
の
で
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
は
ほ
と
ん
ど
記
録
さ
れ
て
い
ず
、
魏
に
対
抗
し
て
皇
帝
を
称

す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
官
制
が
整
え
ら
れ
歴
史
記
録
が
始
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
魏
で
も
帝
国
に

な
っ
て
以
後
魏
王
朝
の
歴
史
と
し
て
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
整
理
す
る
作
業
が
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
が
、

呉
と
蜀
で
は
、
ほ
と
ん
ど
史
料
の
な
い
状
態
か
ら
、
歴
史
の
集
成
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

呉
と
蜀
で
は
人
々
の
過
去
の
見
聞
や
伝
承
に
基
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
記
憶
や
伝
承
は
し
ば
し
ば
修
飾
さ

れ
る
か
ら
、
添
削
し
た
魏
よ
り
も
よ
け
い
に
脚
色
さ
れ
て
い
る
と
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
う
考
え
る
と
、
斐
松
之
の
後
半
の
批
判
に
対
し
て
一
つ
の
仮
説
が
成
立
す
る
。
そ
も
そ
も
陳
寿
が
自

分
の
書
い
た
三
書
の
あ
い
だ
の
矛
盾
に
気
づ
か
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
で
も
な
ぜ
そ
の
ま
ま
に
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
陳
寿
の
前
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
あ
っ
た
。
陳
寿
は
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
信
頼
性

の
高
い
も
の
だ
け
を
選
ん
で
編
纂
し
た
か
ら
、
簡
潔
さ
を
認
め
ら
れ
る
史
書
に
な
っ
た
。
そ
の
比
較
選
別

に
お
い
て
、
一
応
王
朝
の
ち
ゃ
ん
と
し
た
史
官
が
編
纂
し
た
歴
史
が
も
っ
と
も
権
威
あ
る
史
料
と
見
え
た



17 中国三昧、三題噺 

だ
ろ
う
。
こ
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
三
王
朝
の
歴
史
記
録
を
中
心
に
合
理
的
な
も
の
を
選
ん
だ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
魏
・
蜀
・
呉
と
分
け
て
の
記
述
に
は
相
互
の
あ
い
だ
に
矛
盾
点
が
出
る
の

を
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
矛
盾
を
超
え
る
た
め
に
は
、
ど
ち
ら
が
真
実
に
近
い
か
判
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
歴
史
記
録
は
主
観
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
過
去
の
こ
と
と
な
っ
た
出
来
事
の
真
実
を
そ

こ
か
ら
抽
出
す
る
す
べ
が
な
い
。
そ
こ
で
歴
史
家
陳
寿
の
と
っ
た
方
法
が
、
三
国
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
選

び
と
っ
た
合
理
的
な
記
述
を
併
記
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
る
と
、
三
書
の
並
立
す
る
『
三
国
史
』

と
い
う
形
は
、
そ
の
歴
史
記
述
の
方
法
に
根
ざ
し
て
い
る
。
ど
の
国
が
正
統
性
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
は
、

こ
の
方
法
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
陳
寿
が
、
魏
皇
帝
、
蜀
主
・
呉
主
と
書
き
分
け
て
工
夫
し
た
背
後

に
は
、
三
国
を
そ
れ
ぞ
れ
実
際
に
帝
国
だ
っ
た
と
す
る
ほ
か
は
な
い
史
家
の
立
場
が
あ
っ
た
、
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
矛
盾
を
残
す
こ
と
に
な
る
が
、
複
眼
的
な
描
写
の
効
果
を
生
む
。 

  

初
め
て
『
三
国
志
』
を
読
ん
だ
者
が
無
知
の
ま
ま
に
考
え
た
以
上
の
こ
と
は
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
に
違
い
な
い
。
諸
葛
亮
と
い
う
人
を
等
身
大
に
見
て
ほ
か
の
人
と
比
較
す
る
の
は
、
中
国
人
に
人
気
絶

大
の
人
の
偉
大
さ
を
削
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
り
っ
ぱ
な
人
の
実
像
を
見
究
め
る
こ
と

は
、
そ
の
人
を
貶
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
諸
葛
孔
明
が
敬
愛
を
集
め
る
の
は
、
そ
の
天
才
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
生
き
方
に
あ
る
の
だ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 
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『
三
国
志
』
を
通
じ
て
、
人
々
は
自
己
の
優
位
を
勝
ち
と
る
た
め
に
行
動
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
人
間
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
状
況
に
身
を
任
せ
て
、
道
を
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
将
軍
は
も
と
よ
り

宰
相
も
例
外
で
は
な
い
。
魏
と
呉
で
帝
位
が
確
立
し
た
あ
と
に
も
、
外
に
強
力
な
敵
対
者
が
い
る
緊
張
の

中
で
、
世
界
の
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
よ
う
な
血
な
ま
ぐ
さ
い
権
力
闘
争
が
起
き
る
。
現
実
に
、
曹
操
は
自

分
の
代
で
は
帝
位
を
簒
奪
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
子
の
代
に
そ
れ
を
実
行
し
、
そ
の
魏
で
ま
た
、
大
将

軍
・
丞
相
と
し
て
権
力
に
登
り
つ
め
た
司
馬
氏
に
よ
る
帝
権
の
奪
取
が
起
き
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、

諸
葛
亮
は
劉
備
と
の
友
誼
を
い
つ
ま
で
も
大
切
に
し
た
。
劉
備
の
死
ん
だ
あ
と
も
凡
愚
と
評
さ
れ
た
息
子

の
皇
帝
に
仕
え
た
丞
相
・
大
将
軍
は
、
国
の
た
め
に
力
を
出
し
尽
く
し
て
果
て
た
。
同
時
代
に
類
例
の
な

い
こ
の
変
わ
ら
ぬ
誠
意
こ
そ
が
、
彼
を
す
べ
て
の
人
に
敬
愛
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

陳
寿
の
評
は
、
軍
略
に
触
れ
ず
、
そ
の
人
の
政
治
を
ほ
め
て
、
尊
敬
を
十
分
に
表
明
し
て
い
る
。
た
だ

歴
史
家
は
、
「
毎
年
軍
勢
を
動
か
し
な
が
ら
、
よ
く
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
思

う
に
、
臨
機
応
変
の
軍
略
は
、
得
手
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
締
め
く
く
る
。
こ
の
最
後
の

文
が
後
世
の
中
国
人
に
た
い
へ
ん
不
評
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
蜀
で
成
人
し
た
人
の
残
念
さ
を
表
わ

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
の
眼
で
見
る
と
、
国
力
に
お
い
て
劣
勢
の
蜀
が
北
伐
を
し
て
も
成
功

す
る
可
能
性
は
少
な
か
っ
た(

天
才
軍
略
家
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い)

の
に
、
資
源
を
消
耗
し
な
が
ら
の

連
年
の
遠
征
は
、
ま
る
で
国
の
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。 
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昔
わ
た
し
は
ふ
と
し
た
機
縁
か
ら
、
蜀
の
都
で
あ
っ
た
成
都
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
劉
備
の
墳
墓
も

見
学
し
た
。
同
じ
場
所
に
蜀
の
忠
武
候
諸
葛
亮
の
祠
も
あ
る
。
地
図
を
見
て
、
そ
の
場
所
を
武
候
祠
の
名

で
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
孔
明
の
人
気
は
主
君
劉
備
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
国
時
代
の
英

雄
た
ち
が
死
ん
で
千
八
百
年
近
く
が
過
ぎ
て
も
、
そ
の
名
は
人
の
口
の
端
に
の
ぼ
る
。 

 

 
 

 

三
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
項
羽
と
劉
邦
」 

  

『
史
記
』
の
語
る
「
鴻
門
の
会
」
や
「
股
く
ぐ
り
を
し
た
男
の
転
身
物
語
」
な
ど
は
実
に
お
も
し
ろ
い
。

そ
の
種
の
物
語
を
『
史
記
』
の
中
で
拾
い
あ
げ
る
と
き
り
が
な
い
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
項
羽
と
劉
邦
」
は
、

そ
う
い
う
お
も
し
ろ
い
話
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
百
話
の
連
続
ド
ラ
マ
に
映
像
化
し
て
み
せ
る
。 

  

『
三
国
志
』
の
記
述
が
説
話
性
を
帯
び
る
こ
と
に
も
う
触
れ
た
。
補
足
し
て
考
え
れ
ば
、
昔
に
さ
か
の

ぼ
る
ほ
ど
、
あ
る
い
は
動
乱
の
時
代
、
事
件
と
同
時
に
文
字
で
メ
モ
す
る
人
は
少
な
く
、
出
来
事
は
主
と

し
て
人
々
の
記
憶
の
中
に
保
存
さ
れ
る
。
年
月
が
経
つ
う
ち
そ
れ
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
人
が
、
文
字
に

な
っ
て
い
る
手
紙
や
メ
モ
な
ど
を
集
め
、
体
験
談
を
聞
き
書
き
す
る
な
ど
し
て
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
文
字
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記
録
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
出
来
事
は
説
話
的
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
王
朝
が
確
立
す
る
と

そ
こ
で
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
整
理
し
た
記
録
文
書
を
つ
く
る
。
そ
れ
ら
の
作
業
で
は
、
記
憶
の
あ
い
ま
い

さ
や
人
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
の
違
い
を
、
記
録
作
成
者
の
判
断
で
つ
じ
つ
ま
が
合
う
よ
う
に
書
く
。
そ
の
際
、

文
を
修
飾
し
て
り
っ
ぱ
な
文
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
た
事
実
を
離
れ
た
誇
張

が
生
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
。
王
朝
保
存
の
文
書
で
は
、
王
朝
の
立
場
を
擁
護
す
る
脚
色
も
避
け
ら
れ
な
い
。

出
来
上
が
っ
た
記
録
文
書
は
す
で
に
変
形
を
受
け
て
い
て
、
一
次
史
料
と
い
う
よ
り
も
二
次
史
料
に
近
い
。

前
代
の
歴
史
書
を
編
纂
す
る
人
は
、
王
朝
と
民
間
に
残
る
そ
う
い
う
記
録
類
か
ら
一
つ
の
書
物
を
つ
く
る
。

こ
こ
で
も
、
多
く
の
史
料
を
要
領
よ
く
ま
と
め
る
作
業
中
、
錯
誤
や
筆
者
の
観
点
が
入
っ
た
変
形
を
免
れ

な
い
。
そ
れ
が
後
世
の
人
の
見
る
歴
史
書
で
あ
る
。 

 

司
馬
遷
が
『
史
記
』
で
対
象
と
し
た
時
代
は
ず
い
ぶ
ん
長
い
。
そ
の
長
い
年
代
の
う
ち
に
、
今
考
え
た

よ
う
に
し
て
成
立
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
記
録
に
論
評
を
加
え
、
加
筆
す
る
人
も
出
る
。
人
は
出
来
事
を

納
得
が
い
く
よ
う
に
理
解
し
た
い
。
出
来
事
を
語
る
人
も
書
く
人
も
、
人
が
聞
き
耳
を
立
て
て
な
る
ほ
ど

と
思
う
よ
う
に
出
来
事
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
話
は
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、

司
馬
遷
の
前
に
は
、
説
話
集
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
大
量
の
史
料
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
ぐ

れ
た
人
間
観
察
者
で
あ
っ
た
司
馬
遷
は
、
そ
れ
ら
を
立
体
的
に
構
成
し
て
、
通
史
と
人
物
伝
と
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
事
件
と
を
見
事
に
再
現
し
た
。
諸
侯
国
の
分
立
し
た
春
秋
・
戦
国
の
通
史
は
「
世
家
」
と
し
て
並
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列
的
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
陳
寿
の
『
三
国
志
』
の
構
成
の
お
手
本
だ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、 

江
戸
時
代
の
富
永
仲
元
は
、
中
国
人
は
修
飾
が
多
く
誇
張
す
る
く
せ
が
あ
る
と
言
っ
た
が
、
司
馬
遷
が
扱

っ
た
説
話
的
な
史
料
群
に
は
す
で
に
そ
の
く
せ
が
あ
ふ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
『
史
記
』
に
書
き
こ
ま
れ

て
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
で
、
中
国
人
の
く
せ
は
ま
す
ま
す
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

  

司
馬
遷
に
と
っ
て
時
代
的
に
近
い
秦
末
・
楚
漢
戦
争
の
時
代
も
、
漢
王
朝
が
確
立
す
る
以
前
の
こ
と
だ

か
ら
、
上
で
考
え
た
よ
う
に
、
史
料
自
体
が
す
で
に
か
な
り
説
話
的
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
全
体
的
に

説
話
的
な
『
史
記
』
の
中
で
、
楚
漢
戦
争
の
部
分
も
そ
れ
以
前
と
似
た
書
き
ぶ
り
に
な
る
の
は
勢
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
項
羽
と
劉
邦
の
戦
い
の
物
語
は
長
い
が
お
も
し
ろ
く
、
安
定
し
た
統
一
中
国

を
つ
く
り
出
す
大
き
な
歴
史
の
一
幕
で
も
あ
る
の
で
よ
け
い
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
見
え
る
。 

 

「
項
羽
と
劉
邦
」
の
戦
い
は
、
語
り
継
が
れ
て
い
く
う
ち
に
い
よ
い
よ
ふ
く
ら
ん
で
、
あ
き
れ
る
ほ
ど

の
挿
話
を
く
り
広
げ
る
一
大
物
語
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
映
像
化
し
た
の
が
こ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
あ
る
。

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
は
視
野
に
あ
る
人
も
物
も
精
細
に
リ
ア
ル
に
写
し
撮
る
の
で
、
型
に
は
ま
っ
た
長
い
説
話

を
描
く
の
に
あ
ま
り
向
い
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
ド
ラ
マ
は
そ
れ
を
実
行
す
る
。
五
十
万
の
大
軍

が
来
る
と
い
う
の
は
言
葉
で
言
え
ば
よ
い
。
戦
争
を
具
象
化
し
よ
う
と
戦
闘
場
面
を
映
す
と
、
い
つ
も
き

ま
っ
て
白
兵
戦
で
そ
の
た
び
に
血
し
ぶ
き
が
上
が
る
。
あ
る
場
合
に
は
何
十
本
も
の
矢
が
一
人
に
突
き
刺
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さ
る
。
先
頃
の
映
画
「
赤
壁
」
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
最
近
の
中
国
映
画
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
ス
も
利
用
し
て
感
心
す
る
ほ
ど
誇
大
な
映
像
を
つ
く
る
。
そ
こ
で
は
、
城
市
に
お
び
た
だ
し
い
兵
士

が
突
進
し
無
数
の
矢
が
空
を
飛
ぶ
。
中
国
人
の
く
せ
は
現
代
も
続
く
。 

 

夜
を
表
現
す
る
の
に
月
が
出
て
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
満
月
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
大
河
ド
ラ
マ
も
同

じ
。
知
人
に
訊
い
た
ら
、
寒
流
ド
ラ
マ
で
も
そ
う
ら
し
い
。
風
月
を
愛
す
る
東
ア
ジ
ア
で
は
、
満
月
の
夜

が
多
い
の
か
、
天
文
事
象
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
「
項
羽
と
劉
邦
」
で
は
五
日
余
り
の
上
弦

の
月
も
出
る
が
、
水
平
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
珍
し
い
現
象
だ
。
冗
談
は
さ
て
お
き
、
旧
暦
の
日

に
ち
の
知
ら
れ
た
出
来
事
を
描
く
の
に
、
夜
は
雨
も
な
く
月
、
月
は
満
月
と
い
う
月
並
み
な
つ
く
り
方
を

す
る
ド
ラ
マ
に
、
良
質
の
芸
術
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
説
話
は
む
し
ろ
舞
台
演
劇
と
相
性
が
い
い

か
ら
、
長
い
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
一
回
の
舞
台
「
覇
王
別
姫
」
が
与
え
る
感
動
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。

連
れ
あ
い
の
観
る
大
河
ド
ラ
マ
を
ち
ら
っ
と
見
て
い
つ
も
そ
う
思
う
。
「
項
羽
と
劉
邦
」
は
伝
来
の
物
語

を
あ
ま
り
変
更
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
説
話
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
と
し
て
大
目
に
見
て
も
よ
い
。
し

か
し
日
本
の
大
河
ド
ラ
マ
は
、
マ
ン
ネ
リ
を
逃
れ
る
た
め
に
手
を
変
え
品
を
変
え
て
、
新
し
い
視
点
か
ら

製
作
し
た
と
売
り
こ
む
。
そ
の
月
並
み
な
つ
く
り
の
歴
史
ド
ラ
マ
は
、
歴
史
や
社
会
や
人
間
を
見
る
眼
を

衰
え
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
す
で
に
眼
の
弱
っ
た
老
人
に
は
心
配
だ
。 
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そ
う
言
う
老
人
は
、
長
い
「
項
羽
と
劉
邦
」
の
物
語
を
見
の
が
す
こ
と
も
少
な
く
ま
だ
観
て
い
る
。
あ

あ
、
こ
の
と
き
事
実
は
ど
う
い
う
展
開
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
相
手
は
ど
う
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
な
ど
と
、

い
ろ
い
ろ
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
る
。
最
終
八
十
話
ま
で
あ
と
わ
ず
か
だ
。
金
曜
日
、

意
外
な
人
物
が
裏
切
っ
た
ふ
り
を
し
て
項
羽
の
陣
営
へ
逃
げ
、
説
得
力
の
な
い
話
で
劉
邦
と
の
休
戦
へ
誘

導
し
た
。
あ
き
れ
た
筋
書
き
だ
。
月
曜
日
の
昨
日
は
、
成
立
し
た
講
和
協
定
を
す
ぐ
に
破
棄
し
た
劉
邦
軍

が
引
き
あ
げ
る
項
羽
軍
に
迫
っ
た
。
劉
邦
と
項
羽
の
戦
い
は
い
よ
い
よ
大
詰
め
だ
が
、
秋
分
の
日
の
今
日

は
お
休
み
。 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
四
年
秋
分
、
太
陰
暦
八
月
三
十
日
無
月 
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付
記 

 
 

 
と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
、
後
漢
か
ら
魏
に
か
け
て
の
時
代
の
詩
人
に
数
え
ら
れ
る
曹
操
父
子
の
詩
が
、
魏
の
帝

 
 

紀
で
触
れ
ら
れ
る
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
文
帝
曹
丕
の
文
才
が
述
べ
ら
れ
る
程
度
だ
。
そ

 
 

こ
で
曹
植
の
伝
を
読
ん
で
み
た
の
で
あ
る
。
「
伝
」
で
あ
る
こ
ち
ら
に
は
曹
植
の
詩
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

 
 

兄
曹
丕
に
勝
る
文
才
を
示
し
た
曹
植
は
、
帝
位
継
承
者
に
目
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
帝
位
に
は
就
け

 
 

な
か
っ
た
。
兄
は
皇
帝
、
弟
は
臣
下
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
帝
位
継
承
を
競
っ
た
こ
と
で
、
同
母
の

 
 

兄
弟
で
も
二
人
の
あ
い
だ
は
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た
。
弟
は
自
分
の
才
能
に
自
負
が
あ
る
か
ら
、
何
度
か
兄

 
 

の
皇
帝
に
「
臣
」
で
始
ま
る
上
表
文
を
奉
っ
て
、
所
論
を
述
べ
働
き
場
所
を
求
め
た
。
甥
が
皇
帝
に
な
っ
て
か

 
 

ら
も
上
表
文
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
願
い
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
上

 
 

奏
文
は
名
文
と
し
て
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
文
中
に
詩
の
類
も
含
ま
れ
る
。
引
用
が
多
く
い
く
つ
も
の
論

 
 

理
を
屈
曲
さ
せ
た
華
麗
な
文
章
だ
。
当
時
の
文
章
の
特
徴
が
顕
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
三
国
志
』

 
 

中
の
文
書
類
は
ど
れ
も
そ
う
で
、
軍
略
な
ど
を
説
い
て
い
る
文
章
も
同
様
で
あ
る
。
第
一
の
特
徴
は
み
な
文
章

 
 

が
長
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
信
文
と
し
て
読
む
者
が
気
短
で
は
、
主
旨
を
す
ぐ
に
は
つ
か
め
な
い
だ
ろ
う
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ほ
ど
。
さ
す
が
文
の
国
中
国
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
壮
麗
な
曹
植
の
上
表
文
は
、
願
い
が
叶
わ
な
い
こ
と

 
 

が
見
え
て
い
る
だ
け
切
な
い
。 

 
 

 
皇
帝
に
な
り
そ
こ
ね
た
皇
子
に
は
老
兵
千
人
程
度
が
つ
け
ら
れ
、
小
さ
な
領
地
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。

 
 

曹
植
ほ
か
の
伝
第
二
十
巻
の
巻
末
の
評
が
言
う
、
―
魏
氏
の
王
公
は
い
た
ず
ら
に
領
土
支
配
の
名
目
を
与
え
ら

 
 

れ
て
い
る
だ
け
で
、
国
家
と
し
て
の
実
質
は
な
か
っ
た
…
…
牢
獄
に
い
る
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
…
…
、
と
。
斐

 
 

松
之
の
註
が
引
く
文
章
も
、
王
族
は
朝
廷
の
藩
屛
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
述
べ
る
。
曹
氏
の
王
朝

 
 

が
も
ろ
く
も
崩
れ
た
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
漢
で
起
き
た
呉
楚
七
国
の
乱
の
よ
う
な
王
族

 
 

に
よ
る
反
乱
を
恐
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
に
、
魏
か
ら
帝
国
を
奪
っ
た
晋
は
王
族
の
乱
で
衰
亡
の
憂
き
目
に
あ

 
 

っ
た
の
で
あ
る
が
。 

  


