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【
要
約
】

　

本
稿
は
、
拙
論
「
夢
の
中
で
裁
判
し
た
戦
乱
の
人
た
ち
」
と
「
韓

国
に
お
け
る
短
編
白
話
小
説
の
受
容
」
に
続
い
て
、『
古
今
小
説
』

第
三
十
一
巻「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」の
韓
国
に
お
け
る
影
響
作『
夢

決
楚
漢
訟
』
に
つ
い
て
の
文
学
的
特
質
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
。

　

ま
ず
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
判
決
の
方
針
は
、
前
世
で
の
怨
み
を

晴
ら
す
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と

は
転
生
す
る
人
物
が
異
な
る
場
合
が
生
じ
る
た
め
、
そ
の
玉
突
き
事

故
と
し
て
新
た
な
人
物
が
設
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　

次
に
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
韓
信
に
つ
い
て
高
く
評
価

し
て
お
り
、否
定
的
な
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。し
か
し
、『
夢

決
楚
漢
訟
』
で
は
韓
信
に
対
し
て
、
功
績
も
認
め
て
い
る
が
、
過
ち

も
あ
る
人
物
と
し
て
評
価
し
て
お
り
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で

は
登
場
し
な
い
酈
食
其
・
龍
且
・
鐘
離
昧
・
樵
夫
の
よ
う
な
人
物
が

次
々
と
登
場
し
て
韓
信
に
対
す
る
怨
み
を
訴
え
る
。
ま
た
、「
鬧
陰

司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
劉
邦
に
つ
い
て
も
高
く
評
価
し
、
否
定
的
な

評
価
を
避
け
て
い
る
。
し
か
し
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
劉
邦
及
び

劉
邦
側
の
人
物
は
強
く
非
難
し
、
項
羽
を
は
じ
め
、
彼
の
周
辺
人
物

に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
評
価
す
る
傾
向
が
目
立
つ
。

　

最
後
に
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
「
忠
」、『
夢
決
楚
漢
訟
』

で
は
「
義
」
の
思
想
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合

が
多
い
こ
と
も
、
両
国
の
思
想
史
の
中
で
本
作
を
位
置
づ
け
る
う
え

で
極
め
て
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

【
目
次
】

一
、
は
じ
め
に

二
、
怨
み
を
晴
ら
す
た
め
の
転
生
、
そ
し
て
玉
突
き
事
故

三
、
歴
史
認
識
及
び
人
物
評
価

四
、「
忠
」
と
「
義
」
の
物
語

五
、
お
わ
り
に

一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
以
前
、
拙
論
「
夢
の
中
で
裁
判
し
た
戦
乱
の
人
た
ち
」（『
東
北
学
院

大
学
教
養
学
部
論
集
』
第
一
八
五
号
、
二
〇
二
〇
）
に
お
い
て
、
明
末
の
馮
夢

龍
が
編
纂
し
た
『
古
今
小
説
』
第
三
十
一
巻
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」、
そ
し

て
日
本
の
都
賀
庭
鐘
に
よ
る
翻
案
作
『
英
草
紙
』
の
第
五
編
「
紀
任
重
陰
司
に

至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
と
韓
国
に
お
け
る
影
響
作
『
夢
決
楚
漢
訟
』
に
つ
い

て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。『
夢
決
楚
漢
訟
』
に
つ
い
て
は
、
①
韓
信
の
過
ち
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も
認
め
て
い
る
点
、
②
劉
邦
よ
り
項
羽
の
ほ
う
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
、
③

徹
底
的
に
前
世
で
の
怨
念
を
晴
ら
す
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
点
、
④

原
作
の
矛
盾
を
解
消
し
、
全
体
的
な
辻
褄
を
合
わ
せ
た
点
の
四
点
を
指
摘
し
た

後
、「
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
検
討
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
詳
細
な
議
論
は
別
稿
を
期
し
た
い
」
と
今
後
の

課
題
に
し
て
お
い
た
。

そ
の
後
、
拙
論
「
韓
国
に
お
け
る
短
編
白
話
小
説
の
受
容
―
『
古
今
小
説
』

第
三
十
一
巻
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
『
夢
決
楚
漢
訟
』
―
」（『
和
漢
比
較

文
学
』
第
六
十
五
号
、
和
漢
比
較
文
学
会
、
二
〇
二
〇
）
に
お
い
て
、
右
の
問

題
に
つ
い
て
検
討
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
充
分
に
論

じ
る
こ
と
が
出
来
ず
に
筆
を
擱
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
夢
決

楚
漢
訟
』
の
文
学
的
特
質
に
つ
い
て
、
拙
論
で
論
じ
得
な
か
っ
た
点
を
述
べ
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
な
お
、
問
題
の
所
在
、
本
文
引
用
の
テ
キ
ス
ト
、
全

体
的
な
方
針
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
、
右
に
挙
げ
た
拙
論
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

を
付
言
し
て
お
く
。

二
、
怨
み
を
晴
ら
す
た
め
の
転
生
、
そ
し
て
玉
突
き
事
故

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
先
蹤
と
も
言
い
得
る
『
三
国
志
平
話
』
で
は
、『
西

漢
演
義
』
の
人
物
と
し
て
は
韓
信
・
彭
越
・
英
布
・
劉
邦
な
ど
、『
三
国
志
演
義
』

の
人
物
と
し
て
は
曹
操
・
劉
備
・
孫
権
・
諸
葛
孔
明
な
ど
が
登
場
し
て
い
た
。

し
か
し
、こ
れ
だ
け
で
は
物
語
の
構
成
に
お
い
て
物
足
り
な
い
と
考
え
た
の
か
、

馮
夢
龍
は
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
項
羽
・
樊
噲
・
戚
氏
（『
西
漢
演
義
』）、

関
羽
・
張
飛
・
趙
子
龍
（『
三
国
志
演
義
』）
な
ど
の
人
物
を
新
た
に
加
え
、『
西

漢
演
義
』
と
『
三
国
志
演
義
』
で
そ
れ
ぞ
れ
合
計
二
十
二
人
ず
つ
登
場
さ
せ
て

物
語
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
が
『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
ほ
う
で
は
、
諸
馬
武
が

冥
界
に
至
っ
て
最
初
に
文
書
を
調
べ
た
際
に
言
及
し
た
『
西
漢
演
義
』
の
人
物

が
七
十
一
人
、
そ
の
う
ち
、
四
十
二
人
が
訴
訟
を
起
こ
し
、
判
決
を
受
け
た
人

物
は
五
十
人
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
は
登
場
し

な
い
張
良
・
范
増
・
虞
美
人
・
酈
食
其
・
鐘
離
昧
・
龍
且
（『
西
漢
演
義
』）、

呂
布
・
馬
超
・
黄
忠
・
袁
紹
（『
三
国
志
演
義
』）
な
ど
を
含
め
、
原
話
の
二
倍

を
超
え
る
人
物
が
登
場
し
、
一
層
豊
か
な
内
容
を
持
つ
物
語
に
仕
立
て
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
は
異
な
る
転
生
の
論
理
・
歴

史
認
識
・
人
物
評
価
・
思
想
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
夢
決
楚
漢
訟
』

の
文
学
的
特
質
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

『
夢
決
楚
漢
訟
』
に
お
い
て
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
は
現
れ
な
い
人
物

が
登
場
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
次
の
二
つ
の
傾
向
が
考
え
ら
れ
る
。一
つ
目
は
、

『
西
漢
演
義
』
や
『
三
国
志
演
義
』
の
中
で
重
要
な
人
物
あ
る
い
は
興
味
を
引

く
逸
話
を
持
つ
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
内
容
に
一
層
興
味

を
持
た
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
范
増
は
『
西
漢
演
義
』
を

語
る
う
え
で
、
項
羽
の
参
謀
と
し
て
極
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
范
増
が
項

羽
を
支
え
続
け
て
い
た
か
ら
こ
そ
項
羽
は
数
々
の
戦
い
で
勝
利
を
収
め
、
た
と
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え
敗
北
を
し
て
も
生
き
延
び
て
次
の
機
会
を
図
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
、

范
増
が
陳
平
の
密
告
に
よ
り
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
故
郷
に
帰
る
途
中
で
死
ん
で

し
ま
う
と
、
そ
の
後
の
項
羽
は
垓
下
の
戦
い
で
敗
れ
、
烏
江
で
自
害
す
る
こ
と

に
な
る
。『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
作
者
は
こ
の
よ
う
な
范
増
の
物
語
が
「
鬧
陰
司

司
馬
貌
断
獄
」
に
登
場
し
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
っ
た
の
か
、
自
作
に
お
い
て

は
范
増
に
項
羽
を
訴
え
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
諸
馬
武
は
范
増
の
忠
誠
を
称

え
、
怨
み
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
、
来
世
（『
三
国
志
演
義
』
の
世
界
）

で
は
陸
遜
に
生
ま
れ
変
わ
る
よ
う
に
す
る
。
陸
遜
は
孫
権
の
部
下
と
し
て
、
関

羽
（
項
羽
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
を
捕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
世
の
怨
み
を
晴

ら
す
こ
と
に
な
る
。

二
つ
目
は
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
は
転
生
す
る
人
物
が
異
な
る
た
め
、

そ
の
玉
突
き
事
故
と
し
て
新
た
な
人
物
が
設
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
、
こ
の
点
に
重
点
を
置
い
て
、
丁
公
・
樵
夫
・
紀

信
の
訴
え
を
例
に
し
て
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
続
い
て
、
ま
ず
、
戚

氏
と
如
意
に
つ
い
て
の
判
決
と
転
生
の
論
理
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
戚

氏
は
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
お
い
て
第
三
裁
判
に
登
場
し
、
呂
氏
を
訴
え

る
。
彼
女
の
訴
え
は
、
劉
邦
の
死
後
、
息
子
の
如
意
が
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
て
死

に
、
自
分
も
ま
た
残
酷
な
刑
罰
を
受
け
て
死
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
で

あ
っ
た
。そ
れ
に
つ
い
て
の
司
馬
貌
の
判
決
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

又
喚
戚
氏
夫
人
、「
①
発
你
在
甘
家
出
世
、
配
劉
備
為
正
宮
。
呂
氏
当
初

慕
彭
王
美
貌
。
求
淫
不
遂
、
又
妬
忌
漢
皇
愛
你
、
②
今
断
你
与
彭
越
為
夫

婦
、
使
他
妬
不
得
也
。」

（
ま
た
、
戚
氏
夫
人
を
呼
び
、「
あ
な
た
は
甘
家
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
劉
備

の
正
室
に
な
る
。
呂
氏
は
、
最
初
は
彭
越
の
美
貌
を
慕
っ
て
、
淫
ら
な
こ

と
を
要
求
し
た
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
あ
な
た
が
漢
王
に
寵
愛
さ
れ

る
の
を
妬
ん
だ
。
今
、
あ
な
た
を
彭
越
と
夫
婦
に
な
ら
せ
、
呂
氏
が
妬
む

こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
す
る
。」）

右
の
引
用
文
を
見
る
と
、
戚
氏
に
対
す
る
司
馬
貌
の
判
決
は
①
で
甘
夫
人
に

転
生
し
、
劉
備
の
正
室
に
な
る
こ
と
、
②
で
彭
越
と
夫
婦
に
な
れ
ば
、
呂
氏
は

妬
ま
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
ず
、
①
に

つ
い
て
の
『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
の
改
変
を
見
る
と
、
戚
氏
は
甘
夫
人
で
は
な
く

麋
夫
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
が
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
そ
の
判
決
文
を
引
用

し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

あ
な
た
は
良
家
の
娘
で
、
漢
王
の
金
石
の
よ
う
な
約
束
だ
け
を
信
じ
て
い

た
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
絵
の
餅
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
、
呂
后
の
毒
手
に
遭
い
、
子
息
と
と
も
に
惨
酷
な
禍
を
蒙
っ
て
し
ま
っ

た
。
と
て
も
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
を
人
間
の
世
界
に
送

る
際
に
は
、
再
び
女
子
の
身
と
し
、
名
字
は
麋
氏
と
す
る
。
劉
備
に
仕
え

て
、
皇
后
に
な
り
、
息
子
を
生
ん
で
後
に
は
皇
帝
に
な
る
。
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こ
こ
で
、麋
夫
人
と
甘
夫
人
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。『
三
国
志
演
義
』

で
は
、
甘
夫
人
は
劉
備
の
正
室
と
し
て
二
〇
七
年
に
阿
斗
（
劉
禅
）
を
産
み
、

麋
夫
人
は
劉
備
の
第
二
夫
人
と
し
て
常
に
行
動
を
と
も
に
す
る
。
し
か
し
、
正

史
の
麋
夫
人
は
、
金
銭
と
小
作
人
を
提
供
し
て
劉
備
を
経
済
的
に
支
え
た
糜
竺

の
妹
で
あ
り
、
一
九
六
年
に
劉
備
の
妻
に
迎
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
記
録
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
作
者
は
、
麋
夫
人
が
甘
夫
人
よ
り
先
に

劉
備
の
妻
に
な
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
、
劉
備
に
多
大
な
経
済
的
援
助
を
し

て
い
る
糜
竺
の
妹
で
あ
る
た
め
、
妻
の
中
で
も
地
位
が
高
い
と
考
え
た
た
め
か

詳
細
は
未
詳
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
麋
夫
人
が
劉
備
の
正
室
と
い
う
の
は
、

『
三
国
志
演
義
』
と
は
異
な
る
設
定
で
あ
る
。

一
方
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
ほ
う
で
は
、
戚
氏
の
息
子
如
意
は
劉
禅

に
生
ま
れ
変
わ
り
、
来
世
で
も
甘
夫
人
の
息
子
に
な
る
よ
う
に
判
決
が
下
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
劉
禅
は
位
を
継
い
で
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
富
貴
を
極
め
、

前
世
の
苦
し
み
を
埋
め
合
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
如
意
が
劉

禅
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
は
、
身
分
的
に
も
同
じ
で
あ
り
、
何
よ
り
来
世
に
お

い
て
も
戚
氏
と
親
子
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
判
決
で
あ

る
。
し
か
し
、こ
れ
は
物
語
の
中
で
「
恩
将
恩
報
、仇
将
仇
報
、分
毫
不
錯
（
恩

将
に
は
恩
で
報
い
、
仇
将
に
は
仇
で
報
い
、
少
し
も
誤
る
こ
と
は
な
い
）」
と

語
ら
れ
た
判
決
の
方
針
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
か
と
い
う
と
そ
う
と
は
言
え
な

い
。そ

こ
で
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
場
合
、
如
意
の
生
ま
れ
変
わ
り
は
劉
禅
で
は

な
く
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
は
登
場
し
な
い
華
歆
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
曹
操
が
伏
皇
后
（
呂
氏
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
を
探
す
際
に
、
壁
の
中

に
隠
れ
て
い
た
伏
皇
后
を
引
き
ず
り
出
し
、
苦
し
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前

世
で
の
怨
恨
を
晴
ら
す
よ
う
判
決
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
華
歆
は
如
意

と
身
分
的
に
一
致
し
な
い
し
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
戚
氏
と
親
子
関
係
を
維
持

し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
作
者
が
こ
こ
で
登
場
さ
せ
た

の
は
、
徹
底
的
に
前
世
で
の
怨
み
を
復
讐
す
る
こ
と
に
最
大
の
重
点
が
置
か
れ

て
い
た
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
②
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
、

呂
氏
が
彭
越
に
淫
ら
な
要
求
を
し
た
た
め
、
来
世
で
は
戚
氏
が
彭
越
と
夫
婦
に

な
れ
ば
、
呂
氏
が
妬
む
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、『
三
国
志
演
義
』
の
論
理
で
は
劉
備
（
彭
越
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
が
甘
夫

人
（
戚
氏
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
と
夫
婦
で
あ
る
こ
と
は
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、『
西
漢
演
義
』
の
論
理
で
は
、
い
く
ら
呂
氏
が
妬
む
こ
と
は
出
来
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
彭
越
と
戚
氏
が
来
世
に
夫
婦
に
な
る
の
は

理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
戚
氏
を
甘
夫
人

で
は
な
く
麋
夫
人
に
転
生
さ
せ
て
い
る
の
で
、
②
の
判
決
を
そ
の
ま
ま
生
か
す

の
は
不
可
能
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
②

が
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
な
内
容
に
辻
褄
を
合
わ
せ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

最
後
に
、
顔
良
と
文
醜
へ
の
転
生
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
二
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人
の
転
生
に
つ
い
て
、
拙
論
で
ま
と
め
た
も
の
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
次
の
通

り
で
あ
る
。

●
『
古
今
小
説
』「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」

西
漢
演
義

三
国
志
演
義

判
決
内
容
・
転
生
の
論
理

項
伯

顔
良

項
羽
に
背
い
て
劉
邦
に
向
か
い
、
富
貴
を
企
ん
だ
た
め
、
項

羽
に
と
っ
て
は
罪
人
で
あ
る
。
来
世
で
は
関
羽
に
よ
っ
て
斬

ら
れ
、
前
世
の
項
羽
の
恨
み
を
晴
ら
す
。

雍
歯

文
醜

仇
の
封
爵
を
受
け
た
た
め
、
項
羽
に
と
っ
て
は
罪
人
で
あ
る
。

来
世
で
は
関
羽
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
、
前
世
の
項
羽
の
恨
み
を

晴
ら
す
。

●
『
夢
決
楚
漢
訟
』

西
漢
演
義

三
国
志
演
義

判
決
内
容
・
転
生
の
論
理

李
左
車

顔
良

項
羽
に
偽
っ
て
降
参
し
て
九
里
山
に
誘
引
し
、
楚
を
滅
ぼ
し

た
た
め
、
項
羽
に
恨
ま
れ
て
当
然
で
あ
る
。
来
世
で
は
白
馬

津
の
戦
い
で
関
羽
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

田
夫

文
醜

楚
の
百
姓
と
し
て
項
羽
に
道
を
間
違
え
て
教
え
た
。
来
世
で

は
白
馬
津
の
戦
い
で
関
羽
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

項
伯

龐
徳

項
羽
の
季
父
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鴻
門
の
会
の
時
に

は
劉
邦
が
殺
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
、
張
良
と
密
通
し
た
。
そ

し
て
、
九
里
山
の
戦
い
で
は
、
劉
邦
に
降
伏
し
、
後
に
は
諸

侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
来
世
で
は
、
最
初
は
馬

超
の
武
将
に
な
る
が
、後
に
は
曹
操
に
降
伏
し
、関
羽
に
よ
っ

て
殺
さ
れ
る
。

右
の
表
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
の
項
伯
は

そ
の
罪
が
認
め
ら
れ
、
来
世
で
は
顔
良
に
転
生
し
、
関
羽
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
ほ
う
で
は
、
顔
良
に
転
生
す
る
の
は
李
左
車
で

あ
る
た
め
、
そ
の
玉
突
き
事
故
と
し
て
、
新
た
な
人
物
が
項
伯
の
生
ま
れ
変
わ

り
と
し
て
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
龐
徳
で
あ

る
。で

は
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
ほ
う
で
は
、な
ぜ
顔
良
に
転
生
す
る
人
物
と
し
て
、

わ
ざ
わ
ざ
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
登
場
し
な
い
李
左
車
が
新
た
に
設
け
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
項
伯
は
「
項
羽
に
背
い
て
劉
邦
に
向
か
い
、
富
貴
を
企

ん
だ
た
め
、
項
羽
に
と
っ
て
は
罪
人
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
言
わ
ば
「
不

忠
」「
裏
切
り
」
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

李
左
車
の
罪
は
「
項
羽
に
偽
っ
て
降
参
し
て
九
里
山
に
誘
引
し
、
楚
を
滅
ぼ
し

た
」
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
李
左
車
も
「
不
忠
」「
裏
切
り
」
を
象
徴
す
る

人
物
で
は
あ
る
も
の
の
彼
の
罪
は
項
羽
の
死
、
そ
し
て
楚
が
滅
ぼ
さ
れ
る
直
接

的
な
原
因
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
裏
切
り
の
度
合
い
、
ひ
い
て
は
項
羽
が
恨

み
を
持
つ
度
合
い
が
項
伯
よ
り
遥
か
に
大
き
い
。
つ
ま
り
、「
怨
み
を
晴
ら
す
」

と
い
う
『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
執
筆
方
針
が
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

項
伯
で
は
な
く
李
左
車
の
ほ
う
が
顔
良
に
転
生
す
る
の
に
適
切
な
人
物
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
項
伯
の
生
ま
れ
変
わ
り

と
し
て
、「
不
忠
」「
裏
切
り
」
を
象
徴
す
る
人
物
で
あ
り
、そ
し
て
関
羽
に
よ
っ

て
殺
さ
れ
る
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
充
足
す
る
人
物
を
新
た
に
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
龐
徳
は
、
最
初
は
馬
超
の
武
将
に
な
っ
て
い
た
が
、
曹
操

に
降
伏
し
、
関
羽
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
る
の
で
、
項
伯
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
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適
切
な
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
雍
歯
は
「
仇
の
封
爵
を
受
け
た
」
こ
と
が
罪
で
あ
る
こ
と
ぐ
ら
い
し

か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
項
羽
に
対
し
て
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
怨
み
を
買
う

べ
き
こ
と
を
し
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で

は
雍
歯
を
削
除
し
、
文
醜
に
転
生
す
る
人
物
と
し
て
、
項
羽
に
道
を
間
違
え
て

教
え
た
田
夫
を
新
た
に
設
定
し
て
い
る
。
彼
も
項
羽
が
滅
ぼ
さ
れ
る
重
要
な
原

因
と
な
っ
た
人
物
で
、
こ
の
よ
う
な
人
物
の
配
置
も
、
一
貫
し
て
怨
み
を
晴
ら

す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
判
決
と
言
え
よ
う
。

三
、
歴
史
認
識
及
び
人
物
評
価

①
韓
信

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
見
ら
れ
る
人
物
評
価
の
特
徴
の
最
た
る
も
の
は
、

韓
信
に
つ
い
て
高
く
評
価
し
て
お
り
、
否
定
的
な
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
の
韓
信
に
対
す
る
判
決
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

韓
信
、
你
尽
忠
報
国
、
替
漢
家
奪
下
大
半
江
山
、
可
惜
銜
冤
而
死
。
発
你

在
樵
郷
曹
嵩
家
托
生
、
姓
曹
、
名
操
、
表
字
孟
徳
。
先
為
漢
相
、
后
為
魏

王
、
坐
鎮
許
都
、
享
有
漢
家
山
河
之
半
。
那
時
威
権
盖
世
、
任
従
你
謀
報

前
世
之
仇
。
当
身
不
得
称
帝
、
明
你
無
叛
漢
之
心
。

（
韓
信
よ
、
あ
な
た
は
忠
を
尽
く
し
て
国
に
報
い
、
漢
家
の
領
土
の
大
半

は
あ
な
た
の
力
で
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
惜
し
い
こ
と
に
、
無
実
の
罪
を
着

せ
ら
れ
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
を
樵
郷
の
曹
嵩
の
家
に
生
ま
れ
変
わ

ら
せ
、
姓
を
曹
、
名
を
操
、
字
を
孟
徳
と
す
る
。
初
め
は
漢
の
宰
相
に
な

り
、
後
に
魏
の
王
と
な
っ
て
、
許
都
の
守
と
な
り
、
漢
家
の
山
河
の
半
分

を
あ
な
た
の
物
と
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
あ
な
た
の
権
威
は
世
に
並
ぶ
者

が
な
く
、
思
い
の
通
り
に
前
世
の
仇
を
報
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
あ
な
た

自
身
は
帝
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
な
た
が
漢
に
背
く

気
持
ち
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。）

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
合
計
四
回
に
わ
た
っ
て
裁
判
が
行
わ
れ
る
が
、

第
二
裁
判
は
劉
邦
に
対
す
る
丁
公
の
訴
え
、
第
三
裁
判
は
呂
氏
に
対
す
る
戚
氏

の
訴
え
、
第
四
裁
判
は
六
将
に
対
す
る
項
羽
の
訴
え
と
い
う
ふ
う
に
訴
訟
関
係

が
比
較
的
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
裁
判
で
の
韓
信
は
、
劉
邦
・

呂
氏
・
蕭
何
・
蒯
通
・
許
負
を
訴
え
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
彭
越
と
英
布
も

登
場
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
裁
判
が
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
全
体

に
お
い
て
最
も
中
核
を
な
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
で

も
主
人
公
は
韓
信
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
韓
信
に
対

す
る
判
決
は
、
右
の
引
用
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
謀
反
を
起
こ
す
つ
も
り

は
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
忠
」
に
主
眼
を
置
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
逆

に
韓
信
が
訴
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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そ
れ
に
対
し
て
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
韓
信
に
対
し
て
、「
蓋
世
之
功
」
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
王
侯
之
楽
」
を
極
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

こ
と
は
残
念
で
あ
る
と
功
績
も
認
め
て
い
る
が
、
過
ち
も
あ
る
人
物
と
し
て
評

価
し
て
い
る
。
ま
ず
、
物
語
は
劉
邦
が
韓
信
・
彭
越
・
英
布
を
訴
え
る
場
面
か

ら
始
ま
〉
1

〈
注
り
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
は
登
場
し
な
い
酈
食
其
・
龍
且
・
鐘

離
昧
・
樵
〉
2

〈
注
夫
の
よ
う
な
人
物
が
次
々
と
登
場
し
て
韓
信
に
対
す
る
怨
み
を
訴
え

る
。
そ
し
て
、『
三
国
志
演
義
』
の
世
界
で
は
周
瑜
・
趙
子
龍
・
馬
超
・
諸
葛

孔
明
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
曹
操
（
韓
信
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
に
対
し
て
復
讐
を

す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、「
怨
み
の
復
讐
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、

作
品
全
体
を
通
し
て
最
大
の
怨
み
を
持
つ
人
物
は
、
韓
信
に
道
を
教
え
て
あ
げ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺
さ
れ
た
樵
夫
で
あ
る
。
そ
し
て
、
樵
夫
は
『
三
国
志
演

義
』
の
世
界
で
は
諸
葛
孔
明
に
転
生
し
、
赤
壁
の
戦
い
で
曹
操
の
軍
隊
を
破
る

こ
と
に
よ
っ
て
、前
世
で
の
韓
信
へ
の
怨
み
を
徹
底
的
に
晴
ら
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
韓
信
の
過
ち
に
対
し
て
も
そ
れ
に
相
応

し
い
処
罰
は
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
劉
邦
と
項
羽

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
見
ら
れ
る
韓
信
の
評
価
は
、
劉
邦
と
項
羽
の
訴

え
及
び
判
決
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
劉
邦
の
場
合
、
韓
信
に
よ
る

訴
え
と
判
決
の
中
で
「
因
前
世
君
負
其
臣
、
来
生
臣
欺
其
君
以
相
報
（
前
世
で

君
主
と
し
て
そ
の
臣
下
に
背
い
た
た
め
、
来
生
で
は
臣
下
が
君
主
を
欺
い
て
、

そ
の
怨
み
を
晴
ら
す
）」と
、そ
の
過
ち
が
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
丁
公
が
劉
邦
を
訴
え
る
第
二
裁
判
に
お
い
て
も
、
そ
の
転
生
の
論
理
は

丁
公
の
裏
切
り
、
つ
ま
り
「
不
忠
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
周
瑜
に
転
生
す
る

と
い
う
よ
う
な
判
決
が
下
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
せ
っ
か
く
劉
邦
を
訴
え
た

意
味
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
怨
み
は
ど
の
よ
う
に
し
て
解
消
さ
れ
た
か

に
関
し
て
は
疑
問
が
残
る
。
つ
ま
り
、
劉
邦
に
つ
い
て
は
全
体
的
に
否
定
的
な

評
価
を
避
け
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
、
項
羽
を
は
じ
め
、
虞
美
人
・
虞
子
期
・

烏
江
の
亭
長
・
周
蘭
・
桓
楚
な
ど
、
彼
の
周
辺
人
物
に
つ
い
て
も
肯
定
的
に
評

価
す
る
傾
向
が
目
立
つ
の
に
対
し
て
、
劉
邦
に
つ
い
て
は
「
父
子
の
倫
」「
夫

婦
の
倫
」「
君
臣
の
倫
」
の
三
綱
の
倫
理
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
、
二

頁
に
わ
た
っ
て
彼
の
行
為
に
つ
い
て
強
く
非
難
す
る
。
更
に
、
灌
嬰
・
田
夫
・

李
左
車
な
ど
の
劉
邦
側
の
人
物
や
、
項
羽
が
敗
北
す
る
直
接
・
間
接
的
な
原
因

と
な
っ
た
人
物
に
つ
い
て
も
同
じ
く
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、

劉
邦
は
、
来
世
で
は
献
帝
に
転
生
し
、
曹
操
か
ら
苦
し
め
ら
れ
た
後
、
曹
丕
に

天
子
の
位
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
判
決
が
下
さ
れ
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断

獄
」
と
は
異
な
る
人
物
評
価
の
様
相
が
見
ら
れ
る
。

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
韓
信
と
劉
邦
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
評
価
を

避
け
て
い
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
項
羽
は
怨
恨
を
持
っ
て
当
然
と
も
言
え
る
二

人
を
訴
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
第
四
裁
判
に
お
い
て
、
自
分
の
死

体
を
分
け
合
っ
て
手
柄
に
し
た
六
人
の
将
軍
を
訴
え
る
と
い
う
簡
略
な
訴
訟
を
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行
う
が
、こ
れ
は
あ
く
ま
で
付
け
足
し
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、

『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
場
合
、
項
羽
に
つ
い
て
李
明
九
氏
が
「『
夢
決
楚
漢
訟
』
研

究
―
中
国
話
本
小
説
と
の
対
比
を
中
心
に
―
」（『
成
大
論
文
集
』
第
三
十
三
輯
、

成
均
館
大
学
校
論
文
集
、
一
九
八
三
）
で
、

項
羽
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
請
じ
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
呼
称
も
「
大
王
」
と
し
、
ま
た
、
尊
敬
語
を
使
っ
て

い
る
。
一
方
、各
人
物
に
対
す
る
判
決
は
新
旧
本（
金
注
：『
夢
決
楚
漢
訟
』）

の
場
合
、
平
均
的
に
半
頁
程
度
で
あ
る
が
、
項
羽
に
つ
い
て
は
な
ん
と
五

頁
を
割
愛
し
て
い
る
。
ま
ず
、
項
羽
の
雄
壮
な
気
性
か
ら
褒
め
称
え
は
じ

め
、鴻
門
の
会
の
話
、睢
水
の
戦
い
で
漢
王
の
百
万
大
兵
を
破
り
、〈
中
略
〉

両
本
が
項
羽
を
同
じ
く
関
羽
に
転
生
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
新
旧
本
は

特
に
項
羽
、
つ
ま
り
関
羽
に
つ
い
て
力
説
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
述
べ
て
い
る
通
り
、
英
雄
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
河
允
燮
氏

が
「「
項
羽
」
に
つ
い
て
の
記
憶
の
変
化
と
朝
鮮
後
期
の
文
学
的
再
現
」（『
古

典
と
解
釈
』
第
二
十
二
輯
、古
典
文
学
漢
文
学
研
究
学
会
、二
〇
一
七
）
で
「
項

羽
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
認
識
が
朝
鮮
後
期
の
文
学
の
場
の
中
で
、
国
文
と
漢

文
、
詩
歌
と
小
説
を
含
め
、
広
い
範
囲
で
発
見
さ
れ
」
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、当
時
に
お
け
る
項
羽
に
つ
い
て
の
認
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
子
嬰
に
つ
い
て
の
判
決
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
ほ
う
を
見
る
と
、

項
羽
不
合
殺
害
秦
王
子
嬰
、
火
焼
咸
陽
、
二
人
都
注
定
凶
死
。

（
項
羽
は
あ
い
に
く
秦
王
の
子
嬰
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
咸
陽

を
焼
き
払
っ
た
た
め
、
二
人
（
金
注
：
項
羽
と
樊
噲
）
は
と
も
に
無
残
な

死
に
方
を
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。）

と
、
項
羽
は
子
嬰
を
殺
害
し
た
こ
と
に
よ
り
、
来
世
に
お
い
て
も
無
残
な
死
に

方
を
す
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
の
子
嬰

は
項
羽
を
訴
え
て
は
い
る
も
の
の
、

大
王
は
秦
王
に
な
っ
て
か
ら
四
十
六
日
目
で
沛
公
に
降
服
し
、
あ
わ
れ
に

も
項
羽
の
手
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
世
の
中
に
出
て
は
漢
国
の
劉
禅
に

な
っ
て
、
西
蜀
で
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
帝
業
を
成
し
遂
げ
る
よ
う
に

す
る
。

と
、
前
世
で
王
で
あ
っ
た
た
め
、
後
世
に
お
い
て
も
同
じ
身
分
の
王
に
な
る
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、子
嬰
は
劉
禅
に
転
生
し
て
お
り
、

関
羽
に
怨
み
を
晴
ら
す
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
項
羽
に
対

す
る
判
決
に
お
い
て
は
、
秦
王
子
嬰
を
殺
し
、
始
皇
帝
の
墓
を
暴
い
た
こ
と
に

つ
い
て
、
先
祖
の
怨
念
を
晴
ら
し
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
充
分
な
理
由
が
あ
っ
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て
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
諸
馬
武
が
項
羽
を
「
大
王
」
と
し
て
崇

め
、
敬
意
を
払
う
態
度
ま
で
取
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
に
対
す
る
評
価
の
一

貫
性
を
保
つ
た
め
に
怨
念
を
晴
ら
す
よ
う
な
相
手
と
し
て
の
設
定
を
避
け
た
た

め
で
あ
ろ
う
。

③
樊
噲

樊
噲
は
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」、『
夢
決
楚
漢
訟
』
と
も
に
転
生
し
て
張
飛

に
生
ま
れ
変
わ
る
。
豪
快
な
人
と
言
え
ば
、『
西
漢
演
義
』
で
は
樊
噲
、『
三
国

志
演
義
』
で
は
張
飛
と
い
う
こ
と
で
、
中
韓
と
も
に
同
様
の
認
識
を
し
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
両
作
品
と
も
に
樊
噲
は
訴
え
る
対
象
が
い
な
い
た

め
、
怨
恨
を
晴
ら
す
た
め
の
転
生
で
は
な
く
、
主
君
を
忠
実
に
補
佐
し
た
功
績

が
高
く
評
価
さ
れ
て
転
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
判
決
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。「
鬧
陰
司

司
馬
貌
断
獄
」
の
ほ
う
で
は
、

樊
噲
不
合
縦
妻
呂
須
幇
助
呂
后
為
虐
、
妻
罪
坐
夫
。〈
中
略
〉
二
人
都
注

定
凶
死
。
但
樊
噲
生
前
忠
勇
、
并
無
諂
媚
〈
中
略
〉
注
定
来
生
倶
義
勇
剛

直
、
死
而
為
神
。

（
樊
噲
は
、
あ
い
に
く
も
妻
呂
須
が
呂
后
を
助
け
て
残
虐
な
振
る
舞
い
を

す
る
の
を
放
っ
て
お
い
た
。そ
の
た
め
、妻
の
罪
に
連
座
さ
せ
ら
れ
る
。〈
中

略
〉
二
人
（
金
注
：
項
羽
と
樊
噲
）
は
と
も
に
無
残
な
死
に
方
を
す
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
樊
噲
は
生
前
に
忠
勇
で
、
人
に
媚
び
へ

つ
ら
わ
な
か
っ
た
。〈
中
略
〉来
世
に
お
い
て
も
二
人
と
も
に
義
勇
剛
直
で
、

死
ん
で
は
神
に
な
る
こ
と
が
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
。）

と
、
妻
呂
須
の
振
る
舞
い
に
連
座
さ
せ
ら
れ
、
無
残
な
死
に
方
を
す
る
と
い
う

否
定
的
な
内
容
と
、
人
に
媚
び
へ
つ
ら
わ
ず
、
義
勇
剛
直
で
、
死
ん
で
は
神
に

な
る
と
い
う
肯
定
的
な
内
容
が
同
時
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
夢

決
楚
漢
訟
』で
の
樊
噲
に
対
す
る
判
決
内
容
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

あ
な
た
は
熊
虎
の
よ
う
な
将
軍
で
あ
る
。
鴻
門
の
会
に
入
っ
て
沛
公
の
危

機
を
救
う
時
に
は
、
頭
髪
が
上
を
向
い
て
立
ち
、
目
つ
き
は
裂
け
る
よ
う

だ
っ
た
。
一
言
で
項
羽
を
責
め
、
敢
え
て
沛
公
を
害
す
る
こ
と
を
防
い
だ

た
め
、
ど
う
し
て
壮
快
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
、
何
回
も
戦
っ

て
、
そ
の
功
烈
が
浩
大
で
あ
る
た
め
、
実
に
美
し
い
限
り
で
あ
る
。
世
の

中
に
出
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
は
、
姓
名
は
張
飛
、
字
は
翼
徳
に
な
る
。
長

坂
橋
の
上
で
大
喝
一
声
し
曹
操
の
百
万
大
兵
を
破
る
時
に
は
、
上
将
夏
侯

傑
は
落
胆
喪
魂
し
て
馬
か
ら
落
ち
る
。
西
川
を
攻
撃
す
る
際
に
は
巴
郡
に

至
っ
て
、
義
を
も
っ
て
厳
顔
を
釈
放
し
、
郡
県
を
過
ぎ
る
時
に
は
、
人
々

が
遠
く
よ
り
仰
ぎ
従
っ
て
服
従
す
る
。
こ
れ
は
他
の
人
で
は
到
底
な
し
得

な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
計
略
に
よ
っ
て
魏
国
の
名
将
張
郃
を
破
り
、

瓦
口
関
を
取
っ
て
、
よ
う
や
く
劉
玄
徳
が
漢
中
を
手
に
入
れ
、
帝
業
を
成
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し
遂
げ
る
よ
う
に
し
、
あ
な
た
の
名
前
が
天
下
に
轟
く
よ
う
に
な
る
。

右
の
引
用
文
を
見
る
と
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」

に
あ
っ
た
樊
噲
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
内
容
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
そ
し
て
、
鴻
門
の
会
で
の
樊
噲
の
「
功
烈
」
を
紹
介
し
、
張
飛
に
生
ま
れ

変
わ
っ
て
は
長
坂
橋
の
戦
い
に
お
い
て
曹
操
の
百
万
大
軍
を
撃
破
し
た
こ
と
を

は
じ
め
、
劉
備
が
漢
中
を
手
に
入
れ
、
帝
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
に
補
佐

し
た
と
い
う
説
明
が
長
く
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
、
判
決
文
と

い
う
全
体
的
な
文
脈
か
ら
脱
線
し
、
読
者
に
対
し
て
樊
噲
と
張
飛
に
つ
い
て
分

か
り
や
す
く
説
明
し
、
作
品
に
つ
い
て
興
味
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
拙
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
知

識
の
伝
授
と
い
う
特
徴
を
備
え
た
、
日
本
の
「
仮
名
草
子
」
と
同
様
の
性
格
を

持
つ
作
品
が
韓
国
文
学
史
上
に
流
行
し
た
こ
と
を
示
す
、典
型
的
な
例
で
あ
る
。

四
、「
忠
」
と
「
義
」
の
物
語

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
『
夢
決
楚
漢
訟
』
を
貫
く
思
想
に
は
、『
西
漢
演

義
』
の
人
物
が
『
三
国
志
演
義
』
の
人
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
輪
廻
転
生
、

怨
み
を
晴
ら
す
た
め
の
転
生
と
い
う
因
果
応
報
、
そ
の
他
に
も
天
命
思
想
や
道

教
思
想
な
ど
、
様
々
な
要
素
が
混
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
明
確
な

思
想
的
根
拠
に
基
づ
い
て
の
設
定
と
い
う
よ
り
、
多
く
の
思
想
が
混
合
さ
れ
た

民
間
信
仰
の
影
響
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
意
図
的
に
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
は
異

な
る
思
想
が
提
示
さ
れ
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
丁
公
が
劉
邦

を
訴
え
た
場
面
を
見
る
と
、
劉
邦
は
丁
公
を
「
臣
と
し
て
不
忠
な
る
者
を
戒
め

る
た
め
（
為
臣
不
忠
者
之
戒
）」
に
殺
し
た
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
丁
公

は
周
瑜
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
世
で
は
項
羽
に
仕
え
通
す
こ
と
が

出
来
ず
、
来
世
で
も
孫
権
に
仕
え
通
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
よ
う
な
判
決

が
下
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
丁
公
の
訴
え
が
認
め

ら
れ
ず
、彼
の
「
不
忠
」「
裏
切
り
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
判
決
が
下
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
ほ
う
で
は
、「
不
忠
」
に
つ
い
て
の
議
論

よ
り
重
要
な
の
は
丁
公
が
持
つ
怨
念
で
あ
る
た
め
、
彼
が
怨
み
を
晴
ら
す
こ
と

に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
判
決
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
丁
公
の
訴
え
は
認
め
ら

れ
て
王
朗
に
転
生
し
、
献
帝
（
劉
邦
の
生
ま
れ
変
わ
り
）
に
復
讐
を
す
る
こ
と

に
な
る
。

「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
に
お
け
る
英
布
の
主
張
を
見
て
も
、
謀
反
を
起
そ

う
と
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
忠
」
の
思
想
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

呂
氏
か
ら
彭
越
の
肉
醤
が
届
い
た
時
に
は
激
怒
し
て
使
者
を
殺
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
呂
氏
か
ら
不
興
を
買
っ
て
殺
さ
れ
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

使
者
を
殺
し
た
こ
と
は
、
英
布
自
身
の
感
情
的
な
行
動
に
起
因
す
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
英
布
の
主
張
を
引
用
し
て
み
る
と
、
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漢
王
は
罪
の
な
い
韓
信
と
彭
越
を
殺
し
、
彭
越
の
肉
醤
を
諸
侯
に
分
け
て

与
え
ま
し
た
。
こ
れ
が
ど
う
し
て
功
臣
を
も
て
な
す
た
め
の
義
と
言
え
る

の
で
し
ょ
う
か
。

と
、「
義
」
の
論
理
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
韓
信
の
訴
え
に

対
す
る
蕭
何
の
弁
明
に
お
い
て
も
、
功
績
の
あ
る
韓
信
を
殺
す
こ
と
は
「
義
」

で
は
な
い
た
め
反
対
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
判
決
に
お
い
て
は
蕭
何
の
「
無
信

無
義
」
を
戒
め
る
と
す
る
。
そ
し
て
、義
帝
に
は
「
仁
義
」、田
横
に
は
「
義
士
」、

周
蘭
と
桓
楚
に
は
「
忠
義
」、
劉
邦
を
批
判
す
る
時
に
は
「
義
」
に
か
こ
つ
け

た
行
為
、
三
老
董
公
に
は
君
臣
の
「
大
義
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
張
飛
は

「
義
」
を
も
っ
て
厳
顔
を
釈
放
し
た
と
い
う
ふ
う
に
、「
義
」
の
論
理
が
何
度
も

提
示
さ
れ
、
非
常
に
重
要
な
価
値
観
と
し
て
物
語
の
随
所
に
現
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
思
想
の
違
い
及
び
当
時
に
お
け
る
「
忠
」
と
「
義
」
の
認
識
に
関
し

て
は
、
筆
者
の
狭
い
見
識
で
は
回
答
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
さ
し
あ

た
り
、
問
題
の
所
在
の
み
を
提
示
す
る
に
留
め
た
い
。

五
、
お
わ
り
に

『
西
漢
演
義
』の
人
物
が
冥
界

4

4

で
訴
訟
を
起
こ
し
、明
快

4

4

な
判
決
に
よ
っ
て『
三

国
志
演
義
』
の
人
物
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
前
世
の
怨
み
を
晴
ら
す
と
い
う
話

は
『
新
編
五
代
史
平
話
』「
梁
氏
平
話
」、『
三
国
志
平
話
』、『
古
今
小
説
』「
鬧

陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
な
ど
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
人
気
を
集
め
た
素
材
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
日
本
に
お
い
て
は
、
都
賀
庭
鐘
の
『
英
草
紙
』
第
五
編
「
紀
任
重

陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
に
よ
っ
て
源
平
合
戦
時
代
の
人
物
が
冥
界
で

訴
訟
を
起
こ
し
、
明
快
な
判
決
に
よ
っ
て
南
北
朝
時
代
の
人
物
に
転
生
す
る
と

い
う
完
全
に
日
本
化
が
図
ら
れ
た
翻
案
作
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
韓
国

で
は
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
よ
り
二
倍
以
上
の
人
物
が
登
場
し
て
冥
界
で

訴
訟
を
起
こ
す
『
夢
決
楚
漢
訟
』
が
作
ら
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
何
を
も
っ
て
「
明
快
」
な
判
決
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
日
中
韓
の
文
化
的
な
背
景
が
異
な
る
た
め
、「
明
快
」
の
語
が
持
つ
意
味

も
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
中
で
、本
稿
で
は
〈
は
じ
め
に
〉

で
紹
介
し
た
拙
論
の
続
き
と
し
て
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
か
ら
見
ら
れ
る
判
決
の

内
容
を
基
に
「
明
快
」
な
判
決
と
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
次
の
課
題
は
、

拙
論
で
「
い
か
な
る
形
で
自
国
の
風
土
に
合
わ
せ
て
「
日
本
化
」「
韓
国
化
」

が
行
わ
れ
た
の
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
両
国
の
文
学
研
究
に
お
い
て
大
き
な

課
題
の
一
つ
」
と
述
べ
た
通
り
、
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
中
国
短
編
白
話
小
説

の
受
容
の
様
相
を
比
較
し
、「
両
国
の
受
容
史
を
相
対
化
し
て
理
解
す
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
性
や
特
質
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　【
注
】

〈
注
1
〉 
劉
邦
が
訴
え
る
相
手
は
は
っ
き
り
と
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
拙

論
で
「
天
下
統
一
の
後
、
各
将
軍
の
功
績
に
対
し
多
大
な
俸
禄
を
与
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え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臣
下
と
し
て
の
道
を
弁
え
ず
、
謀
反
の
心

を
起
こ
し
、
誅
せ
ら
れ
た
後
に
も
訴
訟
を
起
こ
し
た
」
と
ま
と
め
た

通
り
、
劉
邦
は
韓
信
・
彭
越
・
英
布
に
対
し
て
訴
え
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

〈
注
2
〉 
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
の
樵
夫
は
、
韓
信
の
寿
命
が
縮
ま
っ
た

理
由
の
一
つ
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
韓
信
を
訴
え
る
こ
と
は

な
い
。
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費
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研
究
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お
け
る
中
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受
け
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


