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全
国
漢
文
教
育
学
会 

第
三
十
八
回
大
会 

発
表
資
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
二
三
年
六
月
四
日
︵
於
横
浜
国
立
大
学
︶ 

 
鴻
門
之
会
再
読―

﹁
読
む
﹂
を
考
え
る
試
み
と
し
て―

 

 

渡
邉 

大
︵
文
教
大
学
︶ 

◎ 

発
表
梗
概 

発
表
者
は
勤
務
校
︵
文
学
部
中
国
語
中
国
文
学
科
︶
二
年
次
の
選
択
必
修
科
目
﹁
中
国
古
典
学
講
義
Ⅱ
﹂
で
鴻
門
之
会
を
取
り

上
げ
て
い
る
︒
高
校
の
定
番
教
材
を
あ
え
て
扱
う
の
は
︑
読
む
こ
と
を
楽
し
む
と
と
も
に
︑
読
む
こ
と
に
つ
い
て
考
え
︑
研

究
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
の
に
︑
鴻
門
之
会
は
格
好
の
素
材
で
あ
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

授
業
で
は
︑
登
場
人
物
の
言
動
か
ら
心
情
を
読
み
取
り
︑
人
物
像
を
固
め
て
い
く
と
い
う
読
み
の
基
本
か
ら
︑
対
称
性
︑

重
層
性

観
点
に
よ
る
構
造
の
理
解
︑
作
品
と
作
者
・
読
者
の
関
係
︑
素
材
・
事
実
の
問
題
︑
ま
た
︑
形
式
の
も
つ

意
味
︑
注
釈
や
先
行
研
究
の
利
用
な
ど
︑
読
む
こ
と
に
ま
つ
わ
る
諸
々
に
つ
い
て
︑
学
生
と
と
も
に
楽
し
み
な
が
ら
考
え
て

い
る
︒ 

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
何
を
読
み
取
る
の
か
︑
問
い
を
立
て
︑
仮
説
を
掲
げ
︑
検
証
し
て
い
く
こ
と
︑
小
さ
な
疑
問
を

大
き
な
問
題
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
な
ど
︑
好
悪
・
善
悪
・
優
劣

見
方
か
ら
離
れ
て
︑
研
究
の
視
座
を
獲
得
す
る
た

め
の
発
表
者
の
試
み
を
報
告
し
大
方
の
指
教
を
仰
ぎ
た
い
︒ 

 

◎ 

中
国
古
典
学
講
義
Ⅱ
の
位
置
づ
け 

一
年
次
︵
全
て
必
修
科
目
︶ 

中
国
語
文
法
・
講
読
Ⅰ
・
Ⅱ
︑
中
国
語
会
話
作
文
Ⅰ
・
Ⅱ 

中
国
歴
史
・
地
理
基
礎
Ⅰ
・
Ⅱ
︑
中
国
学
概
説
︑
研
究
基
礎
演
習
︑
中
国
古
典
基
礎
演
習 

二
年
次 

必
修
科
目 

中
国
語
文
法
講
読
Ⅲ
・
Ⅳ
︑
中
国
語
会
話
作
文
Ⅴ
・
Ⅵ 

選
択
必
修
科
目 

 

Ａ
︵
中
国
語
学
・
応
用
中
国
語
︶︑
Ｂ
︵
中
国
古
典
・
教
養
︶︑
Ｃ
︵
中
国
現
代
社
会
・
文
化
︶
の
う
ち
︑
い
ず
れ
か
一
つ
の

に

所
属
し
︑
所
属

か
ら
二
十
単
位
以
上
︑
所
属

以
外
も
含
め
て
三
十
二
単
位
を
履
修
︒ 

＊
中
国
古
典
・
教
養

配
当
科
目 

二
年
次 

中
国
古
典
学
概
説
Ⅰ
・
Ⅱ
︑
中
国
古
典
学
講
義
Ⅰ
・
Ⅱ
︑
中
国
古
典
学
演
習
Ⅰ

Ⅳ
︑
文
言
文
演
習
Ⅰ

Ⅲ 

三
年
次 

中
国
古
典
学
講
義
Ⅲ
・
Ⅳ
︑
中
国
古
典
学
演
習
Ⅴ

Ⅷ
︑
文
言
文
演
習
Ⅳ

Ⅵ 

 

発
表
者
が
担
当
し
て
い
る
中
国
古
典
学
講
義
Ⅰ
︵
春
学
期
︶・
Ⅱ
︵
秋
学
期
︶
は
︑
中
国
古
典
・
教
養

二
年
次
の
学

生
を
主
た
る
対
象
と
し
︑
中
国
古
典
学
概
説
を
承
け
︑
三
年
次
か
ら
始
ま
る
卒
業
研
究
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
︑
各
論
︵
Ⅰ
は

論
語

†
︑
Ⅱ
は
史
記
︶

中
国
古
典
に
関
す
る
基
本
的
知
識
︑
研
究
方
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

†
孔
子
の
伝
記
と
思
想
︑
論
語
の
成
立
や
注
釈
︑
日
本
に
お
け
る
受
容
な
ど 

 

◎ 

中
国
古
典
学
講
義
Ⅱ
の
構
成 

を
鴻
門
之
会
の
講
読
︑

で
史
記
・
司
馬
遷
概
説
︑
伯
夷
列
伝
︒ 
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◎ 
鴻
門
之
会
講
読
の
進
め
方 

＊
原
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳
及
び
解
説
資
料
は
初
回
に
配
布 

㈠ 
鴻
門
之
会

噲
出
︶
＊

①
︵
問
い
を
発
し
仮
説
を
立
て
る
︶ 

㈡ 
後
段

 

㈢ 

前
段

項
王
許
諾
︶ 

 
 

 
 

 
 

 

＊

②︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ﹁
そ
の
時
歴
史
が
動
い
た
﹂を
み
て
︶ 

㈣ 

高
祖
本
紀
︑
留
侯
世
家
に
お
け
る
鴻
門
之
会 

 

◎ 

到
達
目
標 

書
か
れ
て
い
る
こ
と
︵
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
︶
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
考
え
る 

◯ 

構
造
を
捉
え
る
こ
と
︑
俯
瞰
し
て
眺
め
る
こ
と 

・
対
称
性 

 
 

項
王 

范
増 

項
荘 

 
 

沛
公 

張
良 

樊
噲 

 
 

 

＊
范
増
の
項
荘
召
喚⇌

張
良
の
樊
噲
召
喚 

 
 

 

＊
対
称
性
を
破
る
項
伯
の
存
在 

・
反
復
性 

 
 

壮、士、︑
賜
之
卮
酒
︒﹂
と
﹁
壮、士、︑
能
復
飲
乎
︒﹂ 

賜
之、、卮
酒
﹂
と
﹁
賜
之、、彘
肩
﹂ 

樊

毫
毛
不
敢
有
所
近

、
、
、
、
、
、
、︑

封
閉
宮
室

、
、
、
、︑

還
軍
霸
上

、
、
、
、︑

以
待
大
王
来

、
、
、
、
、︒

故
遣、、

将、守
関
者
、
、
、︑

備
他
盗
出
入

、
、
、
、
、与、非

常
也
、
、
、︒﹂

と

秋
豪
不
敢
有
所
近

、
、
、
、
、
、
、︑

籍
吏
民
︑
封
府、、

庫、︑
而
待、、将、軍、︒
所
以
遣
、
、
、将、守

関
者
、
、
、︑

備
他
盗
之
出
入

、
、
、
、
、
、与、非

常
也
、
、
、︒

日
夜
望
将
軍
至
︑
豈
敢
反
乎
︒﹂ 

為、之
奈
何
、
、
、︒﹂︑﹁

良
乃
入
︑
具
告
沛
公
︒
沛
公
大
驚
︑
曰
︑
為、之
奈
何
、
、
、﹂︑

﹁
沛
公
黙
然
︑
曰
︑
固
不
如
也
︑
且
為、之
奈
何
、
、
、︒﹂ 

・
重
層
性 

 
 

項
羽
と
劉
邦
の
直
接
対
決⇌

范
増
と
張
良
の
智
謀
の
戦
い 

 
 

和
解
の
宴
席⇌

劉
邦
暗
殺
の
企
て 

項
羽
に
よ
る
主
導
権
奪
取⇌

劉
邦
に
よ
る
天
下
獲
得 

 

＊

﹁
奪
項
王
天
下
者
︑
必
沛
公
也
﹂ 

・
多
声
性 

 
 

項
羽
本
紀
に
お
け
る
鴻
門
之
会
と
高
祖
本
紀
・
留
侯
世
家
に
お
け
る
鴻
門
之
会 

 
 

 

＊
紀
伝
体
と
い
う
形
式
の
も
つ
意
味 

＊
史
記
は
史
書
か
？ 

司
馬
遷

史
記
と
は
？ 

◯ 

細
か
く
深
く
読
み
込
む
こ
と 

沛
公
の
謝
罪
︵
ふ
た
り
の
様
子
︑
為
人
は
？
︶
／
席
次
︵
上
座
は
？
席
次
の
意
味
は
？
︶
／
范
増
の
目
配
せ
と
項
王
の

黙
殺
︵
范
増
が
沛
公
暗
殺
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
？
項
王
が
黙
殺
す
る
理
由
は
？
︶
／
范
増
の
項
荘
召
喚
︵
な
ぜ
自
ら
手
を

く
だ
さ
な
い
の
か
？
な
ぜ
項
荘
な
の
か
？
な
ぜ
剣
舞
な
の
か
？
︶
／
剣
舞
の
申
し
出
︵
項
王
は
な
ぜ
許
す
の
か
？
項
王
の
様

子
は
？
︶
／
項
伯
の
剣
舞
︵
な
ぜ
剣
舞
の
相
手
を
す
る
の
か
？
他
の
登
場
人
物
の
反
応
は
？
︶
／
張
良
の
樊
噲
召
喚
︵
張

良
は
な
ぜ
宴
席
を
離
れ
る
の
か
？
︶／
樊
噲
の
闖
入︵
項
王
の
反
応
の
素
早
さ
は
な
ぜ
？
張
良
の﹁
沛
公
之
参
乗
樊
噲
者
也
﹂

の
意
味
は
？
項
王
の
二
度
の
﹁
壮
士
﹂
の
違
い
は
？
﹁
生
彘
肩
﹂
の
意
味
は
？
︶
／
樊
噲
の
弁
明
︵
前
夜
の
沛
公
の
科
白
と

の
類
似
は
？
項
王
の
表
情
は
？
︶
／
沛
公
の
中
座
︵
宴
席
を
離
れ
る
理
由
は
？
な
ぜ
樊
噲
を
連
れ
て
行
く
の
か
？
︶ 
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◎
講
義
再
録
︵
抄
︶ 

〇
︑
読
む
と
は
︵
第
一
回
︶ 

 
 

さ
て
︑
と
こ
ろ
で
﹁
読

漢
文
で
い
え
ば
﹁
漢
字
の
意
味
が
分
か

り
﹂︑﹁
語
と
語
の
關
係
や
句
の
構
造
を
把
握
で
き
﹂︑﹁
訓
読
あ
る
い
は
現
代
日
本
語
訳
で
き
る
﹂
と
い
う
こ

読
め
る
﹂
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
文
学
部
で
学
ぶ
皆
さ
ん
に
は
無
邪
気
に

答
え
は
そ
ん
な
に
簡
単
に
は
で
ま
せ
ん
︒

こ
の
講
義
で
は
そ
の
﹁
読
む
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考

馴
染
み
深
い
﹁
鴻

門
之
会
﹂
を
あ
え
て
﹁
読
み
直
す
﹂
体
験
を
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
の
で
す
︒
講
義
を
通
し
て
自
身
の
﹁
読

み
﹂
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
の
か
を
追

 

一
︑
登
場
人
物
と
人
間
関
係
︑
話
の
流
れ
︑
登
場
人
物
の
把
握
︵
第
三
回
︶ 

前
回

鴻
門
之
会
﹂
の
疑
問
を
共
有
し
︑

①
に
取
り
組

ん
で
も
ら
い
ま
し
た
︒
今
回
は
数
々
の
疑
問
を
考
え
な
が
ら
読
み
を
深
め
て
い
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
︒
そ

の
前
に
﹁
読
む
﹂
と
い
う
こ
と
の
基
本

物
語
や
小
説
に
お
い
て
﹁
登
場
人

物
の
科
白
や
行
動
か
ら
そ
の
心
理
や
人
物
を
読
み
と
る
﹂
と
い
う
の
は
基
本
中
の
基
本
で
し
た
︒﹁
こ
う
い
う

場
面
で
こ
う
い
う
事
を
い
う
／
す
る
の
だ
か
ら
︑
こ
う
い
う
心
情
な
の
だ
ろ
う
︑
ま
た
︑
こ
う
い
う
性
格
な

の
だ
ろ
う
﹂
と
考
え
る
わ
け
で
す
︵
実
は
︑
そ
の
先
に
︑
作
者
の
意
図
や
時
代
を
考
え
る
と
い
う
作
業
も
あ
り
ま
す
が
︑

そ
れ
は

︒
そ
の
時
︑
大
切
な
の
は
︑﹁
作
中
の
人
物
に
は
一
貫
性
が
あ

る
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
︒
人
間
で
す
か
ら
︑
怒

笑

時
に
は
矛
盾
す
る
よ
う

な
言
動
を
し
た
り
︑
場
合

成
長
し
た
り
︑
堕
落
し
た
り…

…

︑
も
す
る
わ
け
で
す
が
︑
そ
れ
で

も
︑
そ
の
こ
と
が
﹁
あ
あ
︑
こ
の
人
だ
か
ら
︑
こ
う
い
う
︵
一
見
矛
盾
し
た
︶
態
度

ど
︑
あ
の
出
来
事
が
こ
う
い
う
影
響
を
与
え
た
の
だ
な
﹂
と
い
う
こ
と
が
読
者
に
伝
わ
ら
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
︒
逆
に
い
う
と
︑
読
者

作
品
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
読
め

る
作
品
が
よ
い
作
品
︵
の
条
件
の
ひ
と
つ
︶
な
ん
だ
と
お
も
い
ま
す
︒ 

当
然
で
す
が
︑
場
面
は
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑ 

㈠ 

あ
る
場
面
か
ら
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る 

㈡ 

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
登
場
人
物
の
性
格
を
読
み
取
る 

㈢ 

そ
の
性
格
が
全
て
の
場
面
に
お
け
る
登
場
人
物
の
言
動
を
説
明
で
き
る
か
検
証
す
る 

 

と
い
う
の
が
読
み
の
基
本
サ
イ
ク
ル
に
な
る
わ
け
で
す
ね
︒ 

あ
る
箇
所
で
行
き
詰

矛
盾
が
出
て
来
た
ら
︑
そ
れ
は
読
み
取

心
情
や
性
格
に
問
題
が
あ

改
め
て
考
え
直
す
わ
け
で
す
︒ 

と
こ
ろ
で
︑
前
回
︑﹁
鴻
門
之
会
﹂
を
﹁
読
み
な
が
ら
頭
の
中
で
情
景
を
思
い
浮
か
べ
る
﹂
よ
う
に
お
願
い

し
ま
し
た
ね
︒
こ
の
情
景
と
い
う
の
は
︑
た
だ
起

 

登
場
人
物
の
行
動
や
科
白
が
﹁
ど
の
よ
う
な
様
子
で
行
わ
れ
た
か
﹂﹁
ど
の
よ
う
な
口
調
で
語
ら
れ
た
か
﹂
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を
思
い
浮
か
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
す
︒
そ
し
て
︑
当
然
︑﹁
言
動
に
は
︑
登
場
人
物
の
内
面
が
反
映
さ

れ
て
い
る
﹂
は
ず
で
す
よ
ね
︒
と
こ
ろ
が
︵
読
ん
で
い
て
気
づ
い
た
方
も
多
い
と
お
も
い
ま
す
が
︶﹁
鴻
門
之
会
﹂
に

は
︑﹁
登
場
人
物
の
心
理
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
﹂
ん
で
す
ね
︒
登
場
人
物
の
動
作
や
科
白
か
ら
成
り
立

い
る
ん
で
す
︒
で
す
か
ら
﹁
言
動
か
ら
︑
登
場
人
物
の
内
面
を
判
断
す
る
し
か
な
い
﹂
わ
け
で
す
︒
な
ん
だ
か

同
語
反
復

作
業
で
す
ね
︒
さ
き
ほ
ど
﹁
同
じ
文
章
を
読
ん
で
も
︑
思
い

浮
か
べ
る
情
景
は
読
者

様
々
﹂だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
し
た
︒こ
れ
に
は
︑﹁
鴻
門
之
会
﹂

に
は
﹁
登
場
人
物
の
内
面
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
﹂
か
ら
︑
と
い
う
理
由

 

た
と
え
ば
︑
項
王
に
謝
罪
す
る
時
の
沛
公
︑
み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
情
景
を
思
い
浮
か
べ
て
い
ま
し
た
か
？

沛
公
が
︑
①
項
王
に
誠
実
に
向
き
合
い
心
か
ら
謝
罪
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
の
と
︑
②
実
は
王
位
に
下
心
を

隠
し
項
王
を
懐
柔
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
の
と
で
は
随
分
違

情
景
に
な
る
の

で
は
な
い

 

あ
る
い
は
︑
范
増
が
玉
玦
を
挙
げ
て
目
配
せ
を
し
た
時
︑
項
王
は
﹁
黙
然
と
し
て
応

書

い
て
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
時
の
項
王
の
心
情

文
章
に
は
何
も
書

項
王
の
表
情
に
は
そ
の
心
情
が
で
て
い
る
は
ず
で
す
よ
ね
︒
そ
れ
が
書
か
れ

て
い
な
い
か
ら
鴻
門
之
会
を
読
む
の
は
難
し
い
ん
で
す
ね
︒ 

あ
る
場
面
の
人
物
の
言
動
と
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
考
え
︑
そ
の
人
物
の
人
柄
を
考
え
る
︑
別
の
場

面
か
ら
そ
れ
を
検
証
し
て
い
く
︑
と
い
う
方
法
を
と
る
し
か
な
い
か
ら
で
す
︒
で
も
︑
だ
か
ら
︑
鴻
門
之
会
を

読
む
の
は
面
白
い
と
も
い
え
ま
す
︒表
面
上
は
割
と
単
純
な
情
景
描
写
な
ん
で
す
け
ど
︑実
は
そ
の
背
後
に
︑

こ
ん
な
複
雑
な
心
理
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
！
と
い
う
体
験
が
で
き
る
ん
で
す
ね
︵
そ
れ
を
共
有
す
る
の
が
こ
の

授
業
の
最
大
の
目
標
で
す
︶︒ 

二
︑
情
景
を
思
い
浮
か
べ
る
た
め
に
︵
第
三
回
︶ 

そ
の
時
に
︑
ひ
と
つ
よ
い
方
法

演
出
家

鴻
門
之
会
﹂
を

読
む
︑
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
︒
演
出
家
で
す
か
ら
︑
役
者
に
は
︑
実
際
に
演
技
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
︵
当
た
り
前
で
す
が…

…

︶︒
先
ほ
ど
の
︑
沛
公
の
謝
罪
の
場
面
︑
あ
る
い
は
︑
項
王
の
黙
殺
の
場
面
︑

み
な
さ
ん
な
ら
︑
ど
う
演
出
し
ま
す
か
？
そ
れ
か
ら
︑﹁
言
動
の
背
後
に
は
登
場
人
物
の
︵
一
貫
し
た
︶
人
間
性

が
存
在
し
て
い
る
﹂
の
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
で
人
物
が
ち
ぐ
は
ぐ
で
は
困

ま
い
ま
す
よ
ね
︒ 

ひ
と
つ
例
を
出

 

項
王
は
范
増
の
目
配
せ
を
黙
殺
し
ま
し
た
よ
ね
︒
な
ぜ
范
増
の
提
案
を
﹁
黙
殺
﹂
し
た
の
か
？―

―

そ
れ

は
︑
項
王
は
﹁
沛
公
を
殺
し
た
く
な
い
﹂
か
ら
で
す
︒
な
ぜ
﹁
沛
公
を
殺
し
た
く
な
い
の
﹂
か
？―

―

そ
れ
は

…
…

こ
の
点
は
︑
み
な
さ
ん
に
考

 

鴻
門
之
会
を
﹁
読
む
﹂
た
め
︑
あ
る
い
は
演
出
す
る
た
め
に
は
あ
れ
だ
け
の
﹁
な
ぜ
﹂
に
こ
た
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
ん
で
す
ね
︒
ま
た
︑こ
の﹁
な
ぜ
﹂は
ど
ん
ど
ん
深
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を
み
つ
け
て
︑そ
れ
に
こ
た
え
て
い
く
こ
と
は
︑﹁
読
み
﹂を
深
め
て
い
く
た
め
に
と
て
も
大
切
な
方
法
で
す
︒ 

 
さ
て
︑
理
由
は
と
も
か
く
項
王
は
﹁
沛
公
を
殺
し
た
く
な
い
﹂
ん
で
す
ね
︒ 

 
 

で
は
︑
み
な
さ
ん
︑
ひ
と
つ
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
︒
こ
の
後
︑
范
増
が
︑
一
旦
︑
宴
席
を
は
な
れ
て
項
荘

を
呼
び
入
れ
ま
す
よ
ね
︒
で
︑
剣
舞
に
事
寄
せ
て
沛
公
の
殺
害
を
命
じ
る
わ
け
で
す
︵
こ
こ
に
も
﹁
范
増
は
な
ぜ

自
ら
手
を
く
だ
さ
な
い
の
か
﹂﹁
な
ぜ
剣
舞

出
て
き
ま
す
︶︒
項
荘
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
宴

席
に
入
り
︑
ま
ず
は
挨
拶
し
ま
す
︵
こ
れ
か
ら
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
に
長
生
き
し
て
く
だ
さ
い
！
て
い
う
ん
で
し
た
ね
︶︒

そ
し
て
剣
舞
を
願
い
出
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
時
︑
項
王
︑
な
ん
て
い
い
ま
す
？―

―

﹁
諾
﹂
て
い
う
ん
で
す

ね
︒﹁
よ
し
﹂
と
い
う
意
味
で
す
よ
ね
︒
こ
の
場
合
︑
剣
舞
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
︑
沛
公
を
殺
し
て
よ
い
︑

と
い
う
こ
と
で
す
︒項
荘
が
な
ん
の
た
め
に
剣
舞
を
願
い
出
た
の
か
︑項
王
分

？

だ
と
し
た
ら
相
当
お
バ
カ

范
増
が
何
度
も
目
配
せ
し
て
ま
し
た
よ
ね
︒
そ
れ
を
無
視
し
て

た
ら
︑
一
旦
︑
宴
席
を
は
な
れ
て
︑
し
ば
ら
く
し
た
ら
項
荘
︵
こ
れ
項
王
の
一
族
の
屈
強
な
若
者
で
し
た
︶
を
連
れ

て
戻

項
荘
が
﹁
剣
舞

入

瞬
間
か
ら
︑
范

増
が
な
に
か
企
ん
で
い
る…

…

て
分
か
り
ま
す
よ
！
︵
な
ん
な
ら
范
増
が
出

分
か
り
ま
す
︶
で
も
︑

項
王
は
﹁
諾
﹂
て
い
う
ん
で
す
︒
こ
う
し
て
﹁
范
増
の
目
配
せ
は
無
視
す
る
の
に
︑
項
荘
の
申
し
出
は
許
す
の

は
な
ぜ
？
﹂
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
ん
で
す
ね
︒ 

理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
ま
す
ね
︒ 

①
﹁
項
王
は
剣
舞
の
意
味
が
分

︵
す
る
と
項
王
は
お
バ
カ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︶︒ 

②
﹁
気
が
変

︵
す
る
と
な
ぜ
気
が
変

理
由
を
考
え
る
必
要
が
で
て
き
ま
す
︒
ま
た
こ
の
説
を
と

る
と
︑
范
増
の
合
図
を
無
視
し
た
理
由
を
考
え
な
お
す
必
要
も
あ
り
ま
す
ね
︒
誤
解
が
解
け
た
以
上
︑
沛
公
を
殺
す
こ
と
は

正
義
に
悖
る
と
項
王
が
考
え
て
い
た
の
な
ら
︑
こ
こ
で
剣
舞
を
許
さ
な
い
は
ず
で
す
︶︒ 

項
王
の
﹁
一
見
矛
盾
す
る
行
動
﹂
を
ど
う
説
明
し
て
い
く
か
︑
ど
う
解
釈
す
れ
ば
項
王
と
い
う
人
間
を
理
解

で
き
る
の
か
︑
こ
れ
が
﹁
読
む
﹂
と
い
う
こ
と
の
第
一
歩
な
ん
だ
と
お
も
い
ま
す
︒ 

で
︑
我
々
演
出
家
は
︑
そ
の
時
の
項
王
の
心
情
を
﹁
諾
﹂
の
ひ
と
言
に
込
め
て
演
技

な
い
わ
け
で
す
︒
項
王
が
お
バ
カ
な
ら
︑
上
機
嫌
で
﹁
イ
イ

︵
剣
舞
大
好

♪
︶

が
︑
そ
う
で
な
い
な
ら
︑
ど
ん
な
風
に
こ
の
科
白
を
口
に
す
る
の
か
︑︵
そ
れ
は
ど
う
し
て
そ
う
な
の
か
︑
場
面
と
項
王

の
性
格
か
ら
︑
そ
う
な
ら
ざ
る
と
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
説
明
で
き
た
上
で
︶
演
出
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け

で
す
︵
そ
う
考
え
る
と
演
出
家

凄
い
で
す
ね
︒
台
本
を
隅
か
ら
隅
ま
で
﹁
読
み
込
ん
で
﹂︑
役
者
の
一
挙
手
一
投
足
ま
で
意
味

を
込
め
て
表
現
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
︒だ
か
ら
演
出
家
は
偉
い
ん
で
す
ね…

…

︶︒ど
う
で
す
か
？
ひ
と

つ
の
﹁
な
ぜ
﹂
だ
け
で
も
結
構
手
強
そ
う
で
す
よ
ね
︒ 

演
出
す
る
た
め
に
も
う
ひ
と
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
﹁
動
作
や
科
白
の
な
い
人
物
に
ま
で
演

出
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒ 

こ
こ
も
例
を
出
し
て
考

 

宴
会
が
始
ま
る
と
項
王
と
沛
公
に
あ
ま
り
科
白
が
な
い
ん
で
す
︒
項
王
は
︑
樊
噲
と
の
や
り
と
り
で
は
そ
れ

な
り
に
話
し
て
ま
す
が
︑
そ
の
他
は
﹁
諾
﹂
と
﹁
坐
﹂
く
ら
い
︑
沛
公
に
至

︑
最
後
に
﹁
樊
噲
を
招
き
て
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出
づ
﹂
て
あ
り
ま
す
け
ど
︑
科
白
そ
の
も
の
は
出
て
こ
な
い
︒
こ
れ
な
ぜ

…
…

︒ 

い
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
ふ
た
り
は
鴻
門
之
会
の
最
重
要
人
物
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
科
白
や
動
き
の
な
い
時

で
も
︑
項
王
が
︑
沛
公
が
︑
ど
ん
な
表
情
を
し
て
い
る
の
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
す
︒
范
増
が
目
配

し
た
時
︑
項
荘
と
と
も
に
宴
席
に
入

時
︑
項
荘
が
剣
舞
を
願
い
出
た
と
き
︑
剣
舞
の
最
中
︑
沛
公
は
︑

項
王
は
︑
ど
ん
な
表
情

︒ 

そ
れ
か
ら
︑
沛
公

范
増
が
自
分
を
狙

分

何
も
言
わ
な
い
︒
何
故

そ
う
で
す
︑
そ
ん
な
こ
と
言
え
な
い
か
ら
で
す
︒
言

范
増
の
思

余
興
に
剣
舞
披
露
し
た
い
だ
け
な
ん
す
け
ど
︑
因
縁
つ
け
る
ん
で
す

 

項
王

ま
す
よ
ね
︒
だ
か
ら
何
も
い
え
な
い
ん
で
す
ね
︒
沛
公
側
は
黙

沛
公
は
一
体
ど

ん
な
顔
し
て
い
た
の
か
？ 

演
出
家
と
し
て
は
是
非
と
も
考

 

ほ
か
に
も
項
伯
は
な
ぜ
剣
舞
の
相
手
を
し
た
の
か
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑
范
増
は
ど
う
し
て
止
め
ら
れ
な
い
の

か
︑
と
い
う
疑
問
も
わ
き
ま
す
が
︑
そ
れ
も
﹁
あ
く
ま
で
も
余
興
﹂
だ
か
ら
な
ん
で
す
ね
︒
そ
う
考
え
る
と
和
解

の
た
め
の
宴
会
と
い
う
設
定
が
非
常
に
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
分

︵
項
伯

が
な
ぜ
剣
舞
の
相
手
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
ま
た
別
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
︑
今
そ
れ
は
お

︶︒ 

み
な
さ
ん
︑
こ
ん
な
こ
と
考
え
な
が
ら
︑
読
ん
で
ま
し
た
？ 

初
回
の
授
業
で
︑﹁
漢
字
の
意
味
が
分
か
り
︑
語

と
語
の
関
係
や
句
の
構
造
が
分
か
り
︑
現
代
日
本
語
訳
で
き
る
﹂
だ
け
で
は
﹁
読
め
た
﹂
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん

よ
︑
と
い
い
ま
し
た
が
︑
こ
の
授
業
で
い
う
﹁
読
む
﹂
は
︑
そ
の
先
に
あ
る
も
の
な
ん
で
す
ね
︒ 

三
︑

 

解
説
︵
第
五
回
︶ 

問
４ 

范
増
が
沛
公
の
暗
殺

 

こ
れ
は
簡
単
で
す
ね
︒
范
増
は
沛
公
が
項
王
を
脅
か
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
か
ら
で
す
︒
項

荘

し
か
ら
ず
ん
ば
若
が
属
皆
ま
さ
に
虜
と
す
る
所
と
為
ら
ん
と
す
︒﹂
と
い
う
科
白
が

そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
︒
項
王
に
は
見
え
て
い
な
い
沛
公
の
資
質
を
范
増

見
抜
い
て
る
ん
で

す
︒
だ
か
ら
范
増

鴻
門
之
会
は
絶
対
に
逃
し
て
は
な
ら
な
い
好
機
な
ん
で
す
ね
︒
范
増
︑
恐
る

べ
し
︑
で
す
︒
で
も
︑
項
王
に
い
う
こ
と
き
い
て
も
ら
う
の
は
難
し
い
ん
で
す
︑
ザ
・
俺
で
す
か
ら
︒
沛
公
は
あ

な
た
の
ラ
イ
バ
ル

項
王
は
反
発

な

が
入
る
か
分
か
ら
な
い
の
が
項
王
な
ん
で
す
︵
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら

を
紹
介
し
ま

す
︶︒
亜
父
な
ん
て
呼
ば
れ
て
普
段
は
尊
敬
さ
れ
て
い
て
も
范
増
は
項
王
に
憚

 

問
５ 

項
王
が
范
増
の
目
配
せ
を
無
視

 

項
王
の
義
理
堅
さ
や
情
の
深
さ
を
理
由
に
す
る
人
も
多
い
と
お
も
い
ま
す
が
︑
根
本

り
︑
ザ
・
俺
な
ん
だ
と
お
も
い
ま
す
︒
項
王
は
沛
公

沛
公
が
謝

罪
し
た
以
上
︑
咸
陽
は
自
分

宴
会
し
て
帰
そ
う
と
い
う
程
度
な
ん
で
す
︒
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で
も
︑
范
増
は
あ
き
ら
め
な
い
ん
で
す
ね
︒
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
︑
こ
れ
︑
項
王
の
た
め
な
ん
だ
と
い
う
と

こ
ろ
で
す︵
范
増
は
一
見
悪
役

自
分
自
身
を
全
う
す
る
た
め
に
生
き
て
い
る
ん
で
す
︒

単
純
な
善
悪
と
か
好
悪
と
か
で
割
り
切
れ
な
い
陰
影
の
深
さ
を
描
く
の
が
﹃
史
記
﹄
の
魅
力
で
す
︒
昔
の
戦
隊
も
の
と
か
時
代
劇

と
か
︑
も
う
で
て
き
た
瞬
間
か
ら
︑
あ
︑
こ
れ
悪
人
で
す
！
て
分
か
り
ま
す
よ
ね
︒﹃
史
記
﹄
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
︒
ボ
ク
は
︑

後
に
范
増
が
項
王
の
も
と
を
去
る

後
ろ
か
ら
ハ
グ
し
た
く
な
る
く
ら
い
な
ん
で
す
︶︒ 

一
方
︑
項
王
に
は
危
機
感
な
ん
て
な
い
ん
で
す
︒
だ
か
ら
︑
玉
玦
で
何
度
も
合
図
さ
れ
る
と
段
々
機
嫌
が
悪

ま
す
︒
そ
れ
は
︑
卑
怯
は
許
さ
な
い
と
い
う
正
義
感
や
沛
公
に
対
す
る
優
し
さ
か
ら
く
る
も
の
で

は
な
い
ん
で
す
︒
俺
が
許

︵
沛
公
︶
が
俺
の
こ
と
脅
か
す
存
在
だ
と
い

う
の
か
︑
し
つ
こ
い
ぞ
范
増
︑
と
い
う
不
機
嫌
さ
な
ん
で
す
ね
︒
そ
し
て
范
増
も
項
王
が
そ
う
い
う
人
間
で
あ

る
こ
と
を
十
分
知

自
ら
手
を
く
だ
さ
ず
一
計
を
案
じ
る
わ
け
で
す
︒ 

問
７ 

項
王
が
項
荘
の
剣
舞
の
申
し
出
を
受
け
入

 

こ
れ
は
も
う
面
倒
く
さ

︒
そ
こ
ま
で
し
た
い
な
ら
勝
手
に
し
ろ
︑
と
︒

こ
の
﹁
諾
﹂
は
不
機
嫌
で
投
げ
や
り
な
感

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
︑
范
増
の
合
図

を
無
視
し
て
お
き
な
が
ら
︑
項
荘
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
た
底
に
は
︑
項
王
の
自
尊
心
と
沛
公
へ
の
無
理
解
が

見
逃
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
︒
項
王
は
沛
公
な
ど
歯
牙

 

四
︑
席
次
に
つ
い
て
︵
第
七
回
︶ 

前
々
回
︑
前
回
は
鴻
門
之
会
を
め
ぐ
る
﹁
な
ぜ
﹂
を
通
し
て
﹁
読
み
﹂
を
深
め
て
み
た
つ
も
り
で
す
︒
い
か
が
で

し
た
か
？ 

世
界
を
所
与
の
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
て
い
る
限
り
︑
新
た
な
発
見
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
︑

ど
ん
な
に
些
細
で
も
疑
問
を
持
つ
こ
と
は
︑﹁
読
み
﹂
を
深
め
る
た
め
の
一
歩
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
研
究
を
す
す

め
て
い
く
上
で
も
非
常
に
重
要
で
す
︒
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
︑
小
さ
な
疑
問
を
大
き
な
疑
問
に
繋
げ
て
い
く
こ

と
も
大
切
で
す
︒
大
き
な
疑
問
と
い
う
の
は
︑
人
は
な
ぜ
も
の
を
書
く
の
か
？ 

で
も
︑
事
実
と
は
何
か
？ 
で
も
︑

な
ん
で
も
い
い
ん
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑
答
え
な
ん
て
な
い
ん
で
す
が
︑
そ
う
い
う
大
き
な
問
題
意
識
を
抱
え
て
い

る
と
︑
一
種
の
水
準
器
み
た
い
な
は
た
ら
き
を
す
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
︒
み
な
さ
ん
も
︑
物
語
と
は
な
に
か
？

と
か
︑
古
典
と
は
な
に
か
？
と
か
︑
自
分
の
中
に
大
き
な

を
設
定

 

さ
て
︑
小
さ
な
問
題
と
は
︑﹃
史
記
﹄
で
い
え
ば
︑
た
と
え
ば
︑
豚
の
生
の
肩
肉
問
題
︑
王
位
に
つ
い
て
い
な
い

の
に
な
ぜ
項
王
問
題
な
ど
沢
山
あ
り
ま
し
た
ね
︒ 

そ
れ
か
ら
前
回
︑
少
し
だ
け
触
れ
た
鴻
門
之
会
の
後
段
で
︑
沛
公
が
樊
噲
を
連
れ
て
宴
席
を
抜
け
出
し
た
後
︑

戻
る
戻

グ
ズ
グ
ズ
し
て
た
と
い
う
話
し
ま
し
た
よ
ね
︒
沛
公
は
︑
樊
噲
等
と
そ
の
ま
ま
項
王
陣
営
を

抜
け
出
し
︑
張
良
に
後
始
末
を
任
せ
る
だ
け
で
な
く
︑
俺
︑
い
ま
か
ら
樊
噲
た
ち
と
自
陣
へ
戻
る
か
ら
︑
近
道
い
け

ば
二
十
里
だ
し
︑
あ
な
た
は
俺
が
軍
営
に
戻

頃
を
見
計

宴
席
に
戻

言
い
出
す
ん
で
す

ね…
…

心
配
に
な
り
ま
せ
ん
？
宴
席
︑

 

項
王
︑
ま
た
怒
り

出

当
時
の
二
十
里

約
十
キ
ロ
で
す
よ
︒
沛
公
は
︵
自
分
だ
け
！
︶
馬
に
乗

戻

て
結
構
時
間
か
か
り
ま
す
よ
ど
ん
な
に
早
く
と
も
二
十

三
十
分
︑
山
道
な
ど
の
条
件
を
考
慮
に
い
れ
て
四
十
分
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く
ら
い
？ 

樊
噲
た
ち
御
供
は
徒
歩
だ
か
ら…

…

項
王
怒
り
だ
し
そ
う
で
す
よ
ね
︒
こ
う
い
う
一
見
小
さ

な
問
題
も
実
は
大
き
な
問
題
に
繋

今
日
の

の
ひ
と
つ
で
す
︒ 

で
は
︑
と
ば
し
て
い
た

①
の
問
３
﹁
宴
会
の
席
次
﹂
に
つ
い
て
考

宴
会
の
席

次
に
つ
い
て
は
配
布
資
料
で
も
そ
れ
ぞ
れ
取
り
あ
げ
て
い
ま
し
た
︒
あ
る
指
導
書
の
解
答
例
に
は
︑﹁
項
王
・
項
伯

が
東
を
向
い
て
西
に
座
り
︑
范
増
が
南
を
向
い
て
北
に
座
り
︑
張
良
は
西
を
向
い
て
東
に
座
り
︑
沛
公
は
北
に
向

い
て
南
に
座

書
い
て
あ
り
ま
し
た
ね
︒
ま
た
︑
留
意
点
に
は
︑﹁
こ
の
席
次
の
記
述
は
︑
会
見
の
波
瀾
を

予
想
さ
せ
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒
こ
の
時
︑
項
王
と
沛
公
は
和
解
し
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
二
人
は
対
等
の

関
係
に
あ
り
︑
し
か
も
沛
公
は
項
王
の
客
で
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
会
見
の
席
次
の
有
位
は
項
羽
側
で
独
占
さ
れ
︑
沛

公
の
危
機
的
状
況
を
示

り
ま
し
た
︒ 

さ
て
︑
ま
ず
は
︑
こ
の
席
次
で
一
体
だ
れ
が
上
座
な
の
か
︑
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
よ
ね
︒
こ
れ
に
つ
い

て
は
い
く
つ
か
論
文
が
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
紹
介

 

岡
安
勇
﹁
中
国
古
代
史
料
に
現
れ
た
席
次
と
皇
帝
西
面
に
つ
い
て
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
九
二-

九
︑
一
九
八
三
年
︶
は
︑﹁
賓

主
間
の
席
次
に
お
い
て
は
東
面
の
席
が
上
位
で
︑
そ
の
次
が
南
面
で
あ
る…

…

項
羽
本
紀
の
場
合
︑
項
羽
は
鴻
門

の
会
の
時
点
で
は
ま
だ
項
王

楚
の
懐
王
の
も
と
の
将
軍

項
羽
に
﹁
臣
﹂
と

称
し
て
い
た
沛
公
︵
劉
邦
︶
に
対
し
て
︑﹁
南
面
・
北
面
﹂
の
君
臣
間
の
席
次
で
臨

項
羽
は
会
見
の
場
で
は
賓
主
間
の
席
次

自
ら
上
座
の
東
面
の
席
に
就
き
︑
武
将
の
范

増
も
南
面
の
席
に
就
く
こ
と
で
沛
公
に
優
位
を
示
し
た
︑
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂
と
し
て
い
ま
す
︒ 

ま
た
︑
吉
原
英
夫
﹁
古
代
中
国
の
座
位
﹂︵﹃
漢
文
教
室
﹄
一
四
八
︑
一
九
八
四
年
︶
は
︑﹃
史
記
﹄
に
お
け
る
席
次
を

す
べ
て
調
査
し
て
︑
堂
上
・
堂
下
の
場
合
は
︵
北
に
座

南
面
が
上
座
︑
同
一
平
面
の
場
合
は
︑︵
西
に
座

東
面
が
上
座
と
い
う
規
則
を
見
出
せ
る
と
し
て
︑
や
は
り
︑
鴻
門
之
会
に
お
け
る
席
次
を
︑
①
項
王
︑
②
范
増
︑
③

沛
公
︑
④
張
良
と
し
て
い
ま
す
︵
吉
原
論
文
と
岡
安
勇
論
文
︑
と
も
に
Ｌ
Ｍ
Ｓ
の
﹁
関
連
文
献
﹂
に
Ｕ
Ｐ
し
て
あ
り
ま
す
︶︒ 

ふ
た
つ
の
論
文
の
結
論
は
︑
現
在
︑
ほ
ぼ
通
説

ボ
ク
自
身
は
や
や
疑
問
を
感
じ
て
い
ま

す
︒
座
次
に
つ
い
て
は
︑
君
臣
は
南
北
︵
君
主
は
北
に
座

南
面
し
︑
臣
下
は
南
に
座

北
面
す
る
︶︑
賓
主
・
師
弟
は

西
東
︵
賓
客
・
師
匠
が
東
に
座

西
面
︑
主
人
・
弟
子
は
西
に
座

東
面
︶
と
い
う
の
が
︑
基
本
的
な

で
し
て
︑

そ
の
こ
と
自
体
に
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
問
題
は
︑
四
方
を
取
り
囲
む
よ
う
な
例
が
﹃
史
記
﹄
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
こ
と
な
ん
で
す
︵
た
し
か
鴻
門
之
会
を
含
め
て
二
例
の
み
で
す
︶︒ 

吉
原
論
文
は
︑
君
臣
︑
賓
客
︑
師
弟

人
間
関
係
や
︑
依
頼
・
饗
応

場
の
状
況
を
捨

象
し
て
︑
堂
上
堂
下
︑
同
一
平
面
と
い
う
位
置
関
係
だ
け
で
上
座
下
座
を
決
め
て
い
る
点
で
︑
岡
安
論
文
は
︑
関

係
・
状
況
を
考
慮
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
鴻
門
之
会
で
は
項
王
が
み
ず
か
ら
賓
客
の
位
置
に
座

点
で
︑
全
面
的
に
は
賛
成
で
き
な
い
ん
で
す
︵
鴻
門
之
会
は
ど
う
考
え
て
も
項
王
側
が
主
人
︑
つ
ま
り
︑

沛
公
を
も
て
な
す
ホ
ス
ト

恰
好

…
…

︶︒ 

鴻
門
之
会
の
状
況
だ
け
か
ら
い
え
ば
︑
上
座
は
范
増
で
︑
項
王
は
上
座
を
亜
父
で
あ
る
范
増
に
譲

は
︑
表
面
上
は
范
増
を
敬

実
は
︑
劉
邦
を
范
増
の
下
座
に
つ
か
せ
る
と
と
も
に
︑
宴
会
に
も
大

し
て
興
味

項
王
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
て
い
る…

…

と
と
る
の
が
一
番
よ
い
よ
う
に
お
も
え
る
の
で
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す
︒
で
も
ま
あ
確
た
る
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
通
説

項
王
が
上
座
︑
亜
父
が

次
席
︑
そ
の
亜
父
よ
り
も
沛
公
は
下
座
に
つ
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
一
向
に
か
ま
い
ま
せ
ん
︒ 

た
だ
︑
こ
の
席
次
か
ら
は
︑
ま
だ
ま
だ
多
く
の
こ
と
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
の
に
︑
こ
れ
ま
で
は
そ
の
こ
と

が
あ
ま
り
指
摘

︒ 

実
は
︑
こ
の
席
次
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
鴻
門
之
会
の
劇
的
展
開
が
︑
読
者
に
あ
り
あ
り
と
︑
目
に
映
る
よ

う
に
︑
伝

少
し
考
え
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
す
し
︑
実
際
︑
そ

う
し
た
指
摘
も
あ
り
ま
す
が
︑
樊
噲
が
突
入
し
て
く
る
と
き
︑
ど
ち
ら
か
ら
入

帷
を
披
き
て

西
に
嚮
い
て
立
ち
﹂
と
あ
り
ま
す
か
ら
︑
東
側
に
入
り
口
が
あ
る
ん
で
す
ね
︒
軍
営
の
こ
と
で
す
か
ら
︑
大
き
な
テ

ン
ト
の
よ
う
な
も
の
が
張
ら
れ
て
い
て
︑
入
り
口
に
幔
幕

樊
噲
が
︵
東
の

入
り
口
か
ら
幔
幕

跳
ね
上
げ
て
︶
闖
入
し
て
く
る
と
︑
熾
烈
な
剣
舞
の
さ
な
か
︑
た
だ
独
り
不
機
嫌
な
沈
黙
を

項
王
が
い
ち
早
く
反
応
し
︑
剣
に
手

視
線
が
ぶ
つ
か

る
わ
け
で
す
ね
︒
樊
噲
は
目
を
瞋
し
て
項
王
を
視
る
︑
項
王
は
剣
を
按
じ
て
跪
き
て
曰
わ
く…

…

︑
と
あ
り
ま
し

た
ね
︒
あ
か
ら
じ
め
項
王
の
座
席
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
そ
の
様
子
が
読
者

浮
か
ん
で
く
る

ん
で
す
ね
︵
突
入
し
て
き
た
樊
噲
が
項
王
の
後
頭
部
を
睨

絵
に
な
り
ま
せ
ん
も
ん
ね…

…

︶︒ 

そ
れ
か
ら
范
増
が
玉
玦

項
王
に
合
図
を
お
く
る
場
面
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
時
︑
向
か
い
に
い
る
沛

公
の
気
持

范
増
︑
な
に
し
て
る
ん
だ
ろ
︑
お
気
に
入
り
の
玦
な
の
か
な
♪ 

な
ん
て
お
も

い
ま
せ
ん
よ
︒
お
い
范
増
︑
も
う
項
王
は
許

て
お

も
い
ま
す
よ
ね
︒范
増
は
沛
公
の
真
正
面
に
座

席
次
な
ん
で
す
ね
︒

で
︑
な
ん
で
か
よ
く
分
か
ら
な
い
け
ど
︑
沛
公
の
左
手
に
い
る
項
王
︵
范
増
よ
り
も
項
王
の
方
が
沛
公
に
は
近
い
位
置
に

座

は
ど
ん
ど
ん
不
機
嫌

が
項
伯
越
し
に
感
じ
ら
れ
る
ん
で

す
ね
︑
沛
公
に
は
︒
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
で
す
よ
︒ 

剣
舞
の
場
面
を
考
え
て
み
て
も
︑
范
増
に
連
れ
ら
れ
て
入

項
荘
は
︑
項
王
の
左
正
面
か
ら
項
王
と
沛

公
に
挨
拶
を
し
て
︑
剣
舞
を
舞
い
始
め
る
︑
す
る
と
項
王
の
脇
に
控
え
て
い
た
項
伯

立
ち
上
が
り
︑
沛

公
を
庇

剣
舞
の
相
手
が
で
き
る
配
置

張
良
が
ひ
そ
か
に
樊
噲
を
よ
び
に
い
く

と
き
も
︑
沛
公
が
樊
噲
を
誘

厠
に
立
つ
と
き
も
︑
項
王
・
范
増
の
前
を
通
る
こ
と
な
く
︑
宴
席
を
外
す
こ
と
が

で
き
る
構
図

 

よ
く
で
き
て
い
る
と
お
も
い
ま
せ
ん
か
？ 

こ
の
席
次
︑
ま
る
で
舞
台
の
よ
う
で
す
ね
︒ 

実
は
︑︵
舞
台
で
は
な
い
ん
で
す
が
︶
鴻
門
之
会
を
語
る
と
き
に
は
必
ず
言
及
さ
れ
る
︑
宮
崎
市
定
の
﹁
身
振
り
と
文

学―
―

史
記
成
立
に
つ
い
て
の
一
試
論―

―

﹂︵﹃
中
国
文
学
報
﹄
第
二
十
冊
︑
一
九
六
五
年
︶
と
い
う
論
文
が
あ
る
ん
で

す
︒
そ
の
中
で
︑
宮
崎
市
定
は
︑
こ
の
鴻
門
之
会
は
﹁
全
段
が
身
振
り
を
伴

話
さ
れ
た
語
り
物

語
り
物
と
は
︑
一
種
の
口
承
文
芸
で
す
ね
︒
当
時
娯
楽
の
場

市
な
ど
で
身
振

語
ら
れ
た
演
し
物
が
司
馬
遷

史
記
﹄
に
取
り
込
ま
れ
た
と
宮
崎
市

定
は
考
え
た
の
で
す
︒
鴻
門
之
会
以
外
に
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
箇
所
を
﹃
史
記
﹄
の
中
か
ら
ず
い
ぶ
ん
沢

山
あ
げ
て
い
ま
す
︒
論
文
は
﹁
関
連
文
献
﹂
に
Ｕ
Ｐ
し
て
あ
り
ま
す
の
で
︑
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
読
ん
で
も
ら
い
た
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い
の
で
す
が
︑
宮
崎
市
定
は
ど
の
よ
う
に
し
て
鴻
門
之
会
が
語
り
物
に
由
来
す
る
と
考

 
ひ
と
つ
は
重
複
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
席
次
の
場
面
が
ま
さ
に
そ
う
で
し
た
ね
︒
こ
の
席
次
に
対
し
︑
宮

崎
市
定
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
︒ 

こ
れ
は
単
に
読
む
た
め
の
文
章
と
し
て
な
ら
ば
︑
あ
ま
り
に
文
章
が
重
複
し
す
ぎ
る
︒…

…

省
略
し
て
も

話
の
筋
道

判
る
の
で
あ
る
︒
単
に
文
章
と
し
て
だ
け
見
れ
ば
︑
重
複
は
煩
雑
で
あ
る
が
︑

も
し
そ
こ
に
語
り
手
が
い
て
︑
項
王
は
右
手
に
項
伯
を
従
え
て
こ
の
よ
う
に
東
嚮
し
て
坐
り
ま
し
た
ぞ
︒
亜

父
は
こ
の
よ
う
に
南
嚮
し
て
坐
り
ま
す
る
︒
亜
父
と
は
范
増
の
こ
と
で
す
ぞ
︒
沛
公
は
こ
の
よ
う
に
北
嚮
し

て
坐
り
ま
し
た
ぞ
︒
張
良
は
す
く
そ
の
側
に
こ
の
よ
う
に
西
嚮
し
て
待

言
葉
と
と

も
に
一
々
坐
る
仕
草
を
し
て
見
せ
た
な
ら
︑
こ
の
位
の
重
複
は
一
向
に
苦
に
な
ら
な
い
︒︵…

…

中
略…

…

︶
何
れ

に
も
せ
よ
︑
語
り
手
は
︑
坐
と
い
う
度
毎
に
威
儀
を
正
し
て
︑
坐
る
仕
草
を
し
て
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し

て
繰
り
返
し
の
動
作
は
一
種
の
荘
重
感
を
起
こ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
︒
同
時
に
こ
の
よ
う
な
舞
台
の
設
定
に

後
に
項
荘
が
入
閲
し
︑
更
に
樊
噲
が
闖
入
す
る
場
所
を
暗
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
場

合
に
お
け
る
同
様
な
句
の
四
回
に
わ
た
る
反
復
は
︑
僅
か
に
︑﹁
亜
父
者
范
増
也
︒﹂
の
一
句
で
単
調
を
破
ら

れ
る
︒
併
し
そ
れ
は
単
に
修
辞
的
な
効
果

身
振

実
演
す
る

時
︑
必
然
的
に
起
こ
る
時
間
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
の
埋
草
と
し
て
必
要

即
ち
次
図

で
見
て
も
判
る
と
お
り
︑
項
王
の
身
振
り
か
ら
亜
父
の
身
振
り
に
移
る
の
は
短
時
間
で
す
む
が
︑
亜
父
の
座

か
ら
次
の
沛
公
の
座
に
移
る
に
は
︑
よ
り
多
く
の
距
離
を
歩
か
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
こ
の
空
白
の
時
間
を
︑﹁
亜
父

と
は
范
増
の
こ
と
で
す
ぞ
︒﹂
と
い
い
な
が
ら
歩
い
て
埋
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒
范
増
が
亜
父
と
称
せ
ら
れ
た
こ

と
は
︑
単
に
判
ら
せ
る
た
め
の
説
明

他
に
適
当
な
入
れ
所
が
あ
る
筈
で
あ
る
︒
事
実
︑
漢

書
﹁
高
祖
本
紀
﹂
で
は
︑
鴻
門
の
会
の
座
次
を
省

亜
父
と
い
う
言
葉
を
そ
の
前
の
范
増

が
項
羽
に
勧
め
て
沛
公
を
討
た
せ
よ
う
と
し
た
条
に
出
し
︑
同
じ
く
資
治
通
鑑
で
は
そ
の
後
の
︑
玉
斗
一
双

を
范
増
に
献
ず
る
の
条
に
出
し
て
い
る
︒
恐
ら
く
漢
書
に
お
け
る
亜
父
の
出
し
方
が
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
︒ 

宮
崎
市
定
は
席
次
の
叙
述
に
お
け
る
重
複
や
﹁
亜
父
と
は
范
増
な
り
﹂
と
い
う
一
句
に

疑
問
を
も
ち
︑
語
り
物

説
明
で
き
る
！
と
考
え
た
わ
け
で
す
ね
︒
説
得
力
︑
あ
り
ま

仮
説

様
々
な
事
柄
を
う
ま
く

説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
な
ん
で
す
ね
︒
み
な
さ
ん
︑
気
が
つ
き
ま
し
た
？ 

そ
う
な
ん
で
す
！ 

鴻
門
之
会
の
一
段
を
後
世
の
語
り
物
に
由
来
す
る
と
考
え
る
と
︑
当
時
︑
ま
だ
西
楚
の
霸
王

と
号

項
羽
が
項
王
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑︵
鴻
門
之
会
の
前
段
で
︶
漢
帝
国
成
立
後
に
置
か
れ
た

新
豊
と
い
う
地
名
が
登
場
す
る
こ
と
︑
樊
噲
に
与
え
ら
れ
た
の
が
生
彘
肩

劉
邦
が
覇
上
ま
で
逃

げ
帰
る
間
に
張
良
は
ど
の
よ
う
に
時
間
を
稼
い
だ
の
か
︑
そ
れ
か
ら
あ
の
項
羽
が
ど
う
し
て
黙

待
た
さ
れ
て

い
た
の
か
な
ど
の
疑
問
が
氷
解
す
る
ん
で
す
︒
後
世
の
語
り
物
な
ら
︑
項
羽
が
項
王
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
︑
後
世

の
地
名

︒
豚
の
肩
肉
は
生
の
方
が
樊
噲
の
勇
猛
さ
が
際
立
ち

ま
す
し
︵
前
に
も
指
摘
し
ま
し
た
け
ど
︑
こ
の
﹁
生
﹂
一
字
に
つ
い
て
︑
色
々
な
人
が
色
々

に
つ
い
て
は
吉
原
英
夫
﹁
鴻
門
の
会
の
﹁
一
生
彘
肩
﹂﹂︹﹃
高
校
通
信
東
書
国
語
﹄
二
〇
八
︑
一
九
八
一
年
︺
が
ま
と
め
て
い
ま
す
の
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で
︑
や
は
り
Ｌ
Ｍ
Ｓ
の
﹁
関
連
文
献
﹂
に
Ｕ
Ｐ
し
て
お
き
ま
す
︶︑
張
良
が
後
始
末
を
引
き
受
け
る
場
面
で
は
か
か
る
時
間
が

長
い
分
だ
け
沛
公
の
へ
た
れ
ぶ
り
と
張
良
の
立
派
さ
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
わ
け
で
す

演
じ
も
の

な
ら
で
は
の
お
約
束
で
す
も
ん
ね
︒
お
い
︑
宴
席

項
王
怒

嫌
な
客
は
放

あ

る
い
は
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
演
出
・
演
技
が
演
じ
手
に
は
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
︶︒ 

で
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
︒
よ
い
仮
説
と
い
う
の
は
︑
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
大
き
な
問
題
を
提
示
し
て

く
れ
る
ん
で
す
︒
こ
の
場
合

史
記
﹄

事
実

 

と
か
︑﹃
史
記
﹄
は
本
当

に
歴
史
書
な
の
か
？
と
か
︑
司
馬
遷
は
﹃
史
記
﹄
編
纂

原
資
料
に
ど
の
程
度
手
を
加
え
た
の
か
？
と

か
い
う
問
題
で
す
ね
︵
そ
し
て
こ
う
い
う
問
題
に
は
実
は
ま
だ
定
説

と
︑
最
近
︑
出
土
資
料
と
の
対
照
研
究
が
進
み
ま
し
て
︑﹃
史
記
﹄
は
先
行
す
る
諸
資
料
の
切
り
貼
り
で
で
き
て
い
る
と
い
う
説
が
有

力

司
馬
遷
は
﹃
史
記
﹄
の
作
者
と
し
て
よ
い
の
か
？
と
い
う
問
題
が
で
て
き
ま

す
ね
︒
最
近
︑
文
学
の
立
場
か
ら
﹃
史
記
﹄
を
研
究
す
る
人
が
減

一
因
で
す
︒
そ
の
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
︑
谷

口
洋
﹁﹁
悲
劇
の
星
雲
﹂
と
の
格
鬪 : 

文
學
と
し
て
の
﹁
史
記
﹂
研
究
序
説
﹂︵﹃
中
国
文
学
報
﹄
七
〇
︑
中
国
文
学
会
︑
二
〇
〇
五
年
︶

な
ど
を
読
む
と
よ
く
わ
か
る
と
お
も
い
ま
す
︒
こ
れ
も
Ｕ
Ｐ
し
て
あ
り
ま
す
︒
ボ
ク
自
身
は
﹃
史
記
﹄
が
切
り
貼

史

記
﹄
の
作
者
は
司
馬
遷
と
し
て
全
然
か
ま
わ
な
い
し
︑
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
形
式
を
え
ら
ん
だ
点
に
こ
そ
︑
司
馬
遷
の
﹃
史
記
﹄
編
纂

意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
ま
た
︑
改
め
て
お
話
し
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
が
︑
今
︑
少
し
だ
け
︑
ボ
ク
の
文
学
に
対
す
る
考
え
を
説
明
し
て
お
き
ま
す
と
︑
史
学
は
︑
事
実
と
虚
構
を
腑
分
け
し
て
事
実
を

対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
︑
文
学
や
思
想

書
か
れ
て
い
る
内
容
が
︑
事
実
か
虚
構

関
係
な
い

ん
で
す
ね
︒
文
学
が
問
題
に
す
る
の
は
︑
事
実
か
虚
構
か
で
は
な
く
︑
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

の
か
︑
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
︑
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
︒
我
々
は
つ
い
つ
い
事
実
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
︑
そ
こ
か
ら
ど
う

自
由
に
な
る
か
？ 

も
︑
文
学

大
事
な
こ
と
だ
と
お
も
う
ん
で
す
︶︒ 

鴻
門
之
会
に
お
け
る
席
次
か
ら
︑
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
？ 

宮
崎
市
定
の
論
文
を
紹
介
し
な
が
ら
考
え
て
き
ま

し
た
︒
こ
う
い
う
︑
そ
れ
ま
で
だ
れ
も
思

考
え
ら

れ
な
い
︑
そ
う
考
え
る
と
︑
ほ
か
の
部
分
ま
で
実
に
よ
く
分
か
る
！ 

と
い
う
よ
う
な
研
究
は
実
は
な
か
な
か
で
き

ま
せ
ん
︒
で
は
︑
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
︑
ひ
と
つ
は
先
行
研
究
を
さ
ら
に
精
密
に
し
た
り
︑
対
象
を
拡
げ
た
り
す

る
ん
で
す
ね
︒
た
と
え
ば
︑
こ
の
講
義
で
み
た
よ
う
に
︑
そ
う
考
え
る
と
︑
項
王
と
い
う
呼
称
や
新
豊
と
い
う
後
代

の
地
名
も
説
明
で
き
ま
す
よ
！ 

と
か
︑あ
る
い
は﹃
史
記
﹄の
こ
の
部
分
も
語
り
物

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
少
し
目
先
を
変
え
て
あ
げ
る
ん
で
す
︒
た
と
え
ば
︑
ホ
ン
ト
に
語
り
物
な
の
か
な
？ 

実

は
複
数
の
人
間
で
演
じ
ら
れ
た
舞
台
劇
の
脚
本

 

み
た
い
な
感
じ
で
す
︒
と
い
う
の
は
︑
鴻
門

之
会

劇
的
な
ん
で
す
ね
︒
そ
の
こ
と
は
演
出
家

た
つ
も
り
で
鴻
門
之
会
を
読
ん
で
き
た

み
な
さ
ん
に
は
よ
く
分

直
接
的
な
心
理
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑

登
場
人
物
の
内
面
が
科
白
や
行
為
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
︑
項
王
・
沛
公
両
陣
営
の
対
称
的
・
対
照
的
人
物

造
形
︑
范
増
・
張
良
に
よ
る
項
荘
・
樊
噲
の
召
喚
︑
項
荘
・
項
伯
に
よ
る
剣
舞
︑
項
王
に
よ
る
樊
噲
に
対
す
る
挑
発

と
克
服
︑
樊
噲
に
よ
る
項
王
に
対
す
る
弁
明
と
説
伏
︑
等
々
︑
鴻
門
之
会
に
み
ら
れ
る
対
称
性
・
反
復
性
は
い
か
に

も
演
劇
的

項
王
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
︑
後
代
の
地
名
が
で
て
く
る
こ
と
︑
時
間
が
伸
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縮
自
在
で
あ
る
こ
と
︑
こ
れ
は
演
劇

矛
盾
し
ま
せ
ん
も
ん
ね
︵
た
だ
︑
宮
崎
市
定
に

を
も
た
ら
し
た
﹁
亜
父
と
は
范
増

…
…

︒
舞
台
劇
説
で
は
こ
れ
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
ん
で
す
が
︑
無

声
映
画
の
よ
う
に
︑
演
者
と
は
別
に
語
り
手
が
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︶︒ 

鴻
門
之
会
が
︑
実
際
に
複
数
の
人
物

演
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
︑︵
い
ざ
宴
会
が
は
じ
ま
る
と
︶

項
王
や
沛
公
の
科
白
や
動
き
が
少
な
い
︑
と
い
う
の
も
︑
い
か
に
も
必
要
な
︑
そ
し
て
最
も
効
果
的
な
演
出
の
よ

う
に
お
も
え
て
く
る
ん
で
す
ね
︒
た
と
え
ば
観
客
か
ら
は
項
王
や
沛
公
の
姿
は
見
え
に
く
い
ん
で
す
︒
項
王
の
手

前
に
は
項
伯
が
控
え
て
い
ま
す
し
︑
沛
公
は
背
中
し
か
み
え
な
い
わ
け
で
す
︒
そ
う
す
る
と
観
客
は
范
増
が
玦
を

持
ち
上
げ
て
合
図
す
る
様
子
は
よ
く
見
え
る
ん
で
す
が
︑
項
王
や
沛
公
が
ど
う
い
う
顔
を
し
て
い
る
の
か
は
よ
く

分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
︒
宴
会
の
各
場
面
で
沛
公
が
ど
ん
な
気
持
ち
か
み
な
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
い
ま
し
た
︒ 

︵
宴
会
の
開
始
︶ 

助

♪ 

宴
会
す
ん
だ
ら
帰

♡ 

︵
范
増
の
経
略
︶ 

お
い
︑
范
増
︑

項
王

出
さ
な
い
の
？
あ
れ
？
不
機
嫌
？
？ 

︵
項
荘
の
召
喚
︶ 

絶
対
な
ん
か
す
る
気
だ
︑
長
生

剣
舞
？
え
剣
舞
？ 

︵
項
伯
の
剣
舞
︶ 

項
伯
さ
ん
も
？
剣
舞
！
よ
く
分
か
ら
な
い
け
ど
と
に
か
く
頑
張

 

︵
樊
噲
の
闖
入
︶ 

も
う
な
ん
だ
か
分

…
…

と
に
か
く
樊
噲
︑

 

︵
項
王
の
沈
黙
︶ 

も
う…

…

限
界
で
す…

…

自
分
︑
厠
︑
い
き
ま
す…

…
樊
噲
︑
お
ま
え
も
︑
ほ
ら
︒ 

て
感
じ
で
し
た
ね
︵
ち
が
う
か
な…

…

︶︒
ま
あ
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
ん
な
の
演
じ
ら
れ
る
役
者
な
ん
て
い
る
の
か
な

本
当
に
難
し
そ
う
な
ん
で
す
ね
︒
で
も
︑
沛
公
の
背
中

し

︒
演
者
の
顔
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
︑
観
客
は
︑
沛
公
の
背
中
越
し
に
︑
范
増
の
合
図
や
項
荘
の
剣
舞
を
︑
ま

る
で
自
分
が
沛
公

感
じ
ら
れ
る
の

…
…

︒ 

五
︑
留
侯
世
家
︑
高
祖
本
紀
に
お
け
る
鴻
門
之
会
︵
第
九
回
︶ 

ま
ず
留
侯
世
家
か
ら
︒
沛
公
が
諸
侯
に
先

関
中
入
り
を
果
た
し
︑
秦
の
宮
殿
に
入
城
し
た
あ
た
り
か

ら
で
し
た
ね
︒
鴻
門
之
会
で
は
︵
懐
王
と
の
約
定
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
す
る
権
利

ら
ず
︶
沛
公
は
宮
殿

を
封
鎖
し
︑
軍
を
霸
上
に
返
し
た
こ
と
が
︑
潔
白
を
示
す
証
拠
と
し
て
︑
樊
噲
の
口
か
ら
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
ま
し
た
︒ 

今
沛
公
先
に
秦
を
破
り
咸
陽
に
入
る
︒
毫
毛
も
敢
え
て
近
づ
く
る
所
有
ら
ず
︒
宮
室
を
封
閉
し
︑
軍
を
霸

上
に
還
す
︒
以
て
大
王
の
来
る
を
待
て
り
︒ 

ま
た
︑
鴻
門
之
会
の
前
夜
に
は
︑
張
良
の
も
と
に
か
け
つ
け
た
項
伯
に
対
し
て
︑
沛
公
み
ず
か
ら
﹁
私
は
関
中

に
入

以
降
︑
一
切
我
が
物
と
せ
ず
︑
官
吏
人
民
の
戸
籍
を
管
理
し
︑
府
庫
は
封
鎖
し
て
︑
将
軍

る
の
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
し
た
﹂
と
話
し
て
い
ま
し
た
ね
︒
そ
れ
か
ら
︑
范
増
が
劉
邦
に
対
す
る
警
戒
を
さ

ら
に
強

か
け
で
し
た
︒
曹
無
傷
の
讒
言
で
頭
に
血
の
上

項
王
に
范
増
は
こ
う

告
げ
て
い
ま
し
た
︒ 

沛
公
の
山
東
に
居
り
し
時
は
︑
財
貨
を
貪
り
︑
美
姫
を
好
め
り
︒
今
︑
関
を
入
り
て
︑
財
物
を
取
る
所
な

く
︑
婦
女
を
幸
す
る
所
な
し
︒
此
れ
其
の
志
︑
小
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
︒ 
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も
う
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
︑﹁
其
の
志
︑
小
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
い
う
の
は
︑
沛

公
は
変

 

今
や
ヤ
ツ
の
志
は
天
下
に
あ
る
！
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
︒
そ
の
時
の
こ
と
が
留
侯
世
家
に

も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
当
た
り
前
な
ん
で
す
が
︑
基
本
的
な

は
変
わ
ら
な
い
ん
で

す
︒
で
も
よ
く
読
む
と
項
羽
本
紀
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
真
相
？
が
見
え
て
き
ま
す
︒ 

ま
ず
︑
見
逃
し
て
い
け
な
い
の
は
︑﹁
意 

留
ま
り
て
之
に
居
ら
ん
と
欲
す
﹂
の
﹁
意
﹂
で
す
︒﹁
意
﹂
と
い
う

の
は
﹁
気
持
ち
﹂
で
す
ね
︒
沛
公
は
秦
の
宮
殿
の
壮
麗
な
様
子

沛
公
︑

変

言
に
示
さ
れ
て
い
る
ん
で

す
ね
︒
で
︑
そ
の
﹁
意
﹂
に
い
ち
早
く
気
づ
く
の
が
樊
噲
な
ん
で
す
ね
︒
樊
噲
は
宮
殿
の
外
で
宿
営
す
る
よ
う
勧

め
ま
す
︒
な
ぜ
か
？ 

も
う
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
す
よ
ね
︑
沛
公
が
な
に
を
考
え
て
い
る
か
︑
樊
噲
は
見
抜

い
て
い
る
ん
で
す
ね
︑
沛
公
が
碌
な
こ
と
考

こ
の
ま
ま

だ
と
も
う
ど
う
な
る
か
分

出
て
︑
ど
こ
か
で
宿
営

勧
め

る
わ
け
で
す
ね
︒
鴻
門
之
会
の
後
段
を
読
ん
だ
際
に
︑
田
中
謙
二
は
︑
樊
噲
の
こ
と
﹁
殺
戮
し
か
能
の
な
い
﹂
猟

犬
的
人
間
と
み
な
し
て
い
る
が
︑
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
よ
う
な
指
摘
を
し
て
お
き

ま
し
た
︒
こ
こ
な
ど
も
所
謂
教
養
と
は
別
の
樊
噲
の
透
徹
し
た
智
慧
を
見
出
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
場
面
で
す
ね
︒ 

次
の
一
文
も
い
い
で
す
ね
︒﹁
沛
公
聴

沛
公
︑樊
噲
の
諫
言
を

聴
く
気
な
い
ん
で
す
︒ 

そ
し
て
張
良
の
登
場
で
す
︒﹁
そ
も
そ
も
秦
が
無
道
を
な
し
た
か
ら
こ
そ
︑
沛
公
様
は
こ
こ
ま
で
く
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
︒
天
下
の
た
め
に
非
道
の
輩
を
討
と
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
清
廉
を
根
本
と
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
︒
い
ま
秦
に
入

途
端
に
そ
の
よ
う
な
楽
し
み
に
安
ん
じ
よ
う
と
な
さ
る
と

は
︒
そ
れ
こ
そ
桀
を
助
け
て
虐
を
な
す
と
い
う
も
の
で
す
︒
忠
言
は
耳
に
逆
ら
う
も
の
の
行
い
に
は
役
立
ち
︑

劇
薬
は
口
に
は
苦
い
が
病
に
は
役
立
つ
と
申
し
ま
す
︒
ど
う
か
沛
公
様
︑
樊
噲
の
い
う
こ
と
を
お
聞
き
入
れ
く

だ
さ
い
﹂︑
や
は
り
理
路
整
然
と
し
て
い
ま
す
ね
︑
さ
す
が
張
良
で
す
︒
樊
噲
と
の
連
係
も
見
事
で
す
︒ 

張
良
の
言
葉
に
あ
る
﹁
今
始
め
て
秦
に
入
り
︑
即
ち
其
の
楽
し
み
に
安
ん
ず
﹂
の
﹁
即
﹂
も
効
い
て
い
ま
す

ね
︒
こ
の
﹁
即
﹂
は
心
理
的
に
も
物
理
的

張
良
の
言
葉
を
通
し
て
沛
公
の
ダ
メ
さ
加
減
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒ 

張
良
の
言
葉
の
直
後
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
﹁
す
な
わ
ち
﹂︑﹁
乃
﹂
が
み
え
て
い
ま
す
ね
︒﹁
沛
公
乃
ち
軍
を
霸

上
に
還
す
﹂︒こ
ち
ら
は
心
理
的
に
も
物
理
的
に
も
結
び
つ
き
が
た
い
も
の
が
つ
な
が
る﹁
す
な
わ
ち
﹂で
し
た
︒

不
平
を
な
ら
し
な
が
ら
霸
上
に
軍
を
か
え
す
沛
公
の
姿
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
ね
︒
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
も
こ
の
場

面
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
ね
︒﹁
こ
の
時
︑
劉
邦
に
も
天
下
を
治
め
る
者
と
し
て
の
自
覚
が
芽
生
え
て
き

て
い
た
の
で
す
﹂
と
い
う
よ
う
な

が
入

留
侯
世
家

別
の
劉
邦
像
が
描
け
そ
う
で
す
ね
︵
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
が
事
実
か
な
ん
て
も
う
分
か
ら
な
い
ん
で
す
が
︑
ど
ち
ら
の
劉
邦
が

よ
り
劉
邦

…
…

︶︒ 

そ
れ
か
ら
忘
れ
て
い
け
な
い
の
は
范
増
で
す
︒
項
羽
本
紀
に
み
え
て
い
た
范
増
の
﹁
地
元
に
い
た
頃
の
沛
公

は
金
に
も
女
に
も
汚
い
や
つ
で
し
た
︒
そ
れ
が
関
中
に
入

途
端
︑
ど
ち
ら
に
も
一
切
触
れ
て
い
な
い
と
の

こ
と
で
す
︒
こ
れ
は
ヤ
ツ
が
天
下
を
志
し
た
か
ら
で
す
ゾ
﹂
と
い
う
科
白
︑
そ
こ
か
ら
溢
れ
て
い
る
沛
公
に
対
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す
る
警
戒
心
は
︑
留
侯
世
家
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
と
ん
だ
誤
解

歴
史
の
皮
肉
と
も
と
れ
ま
す
し
︑
ま
た
︑
面
白
さ
と
も
解

 
ま
た
︑
こ
う
い
う
読
み
方
が
で
き
る
の
も
︑
紀
伝
体
な
れ
ば
こ
そ
︑
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
す
ね
︵
簡
単
に
い
え

ば
︑
ひ
と
つ
の
事
件
に
関
す
る
異
な
る
記
述
を
散
在
さ
せ
る
こ
と
で
︑
多
角
的
な
読
み
方
が
で
き
る
︑
あ
る
い
は
そ
う
い
う
読
み

方
を
み
つ
け
た
人
に
だ
け
読
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︶︒ 

﹃
史
記
﹄
は
紀
伝
体
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
ひ
と
つ
の
事
件
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
取

り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
ら
の
間
に
は
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
記
述
も
あ
る
と
い
う

こ
と
︑な
ど
こ
れ
ま
で
何
度
か
触
れ
て
き
た
と
お
も
い
ま
す
︒こ
こ
も
そ
の
よ
う
な
例
の
ひ
と
つ
な
ん
で
す
ね
︒

こ
う
い
う
時
︑
唯
一
の
事
実
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
立
場
も
当
然
あ
る
と
お
も
い
ま
す
︒
で
も

文
学
の
立
場
か
ら
は
そ
う
で
な
く
て
も
一
向
に
か
ま
わ
な
い
ん
で
す
︒
そ
れ
よ
り
も
ど
う
し
て
そ
ん
な
読
み
方

が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
か
︑
と
考
え
る
方
が
重
要
な
ん
で
す
ね
︒
で
︑
考
え
て
み
る
と
︑
そ
も
そ
も
紀
伝
体
が
そ
う

い
う
複
数
の
異
な
る
事
実
の
並
列
を
許
容
す
る
叙
述
方
式
な
ん
で
す
ね
︵
形
式
と
内
容
の
関
係
も
文
学

非

常
に
大
き
な
問
題
で
す
︶︒
お
そ
ら
く
司
馬
遷
は
そ
う
い
う
紀
伝
体
の
特
徴
を
自
覚
的
に
用

か
と
ボ
ク

事
柄
︑
ひ
と
り
の
人
間
を
︑
多
角
的
に
眺
め
る
こ
と
の

で
き
る
表
現
形
式

司
馬
遷
の
世
界
を
見
る
目
も
開

 

﹃
史
記
﹄
の
記
事
に
矛
盾
が
あ
る
の
は
︑
パ
ソ
コ
ン
の
な
い
大
昔
の
こ
と
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
ん
だ
︑
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
と
い
う
話
は
以
前
し
た
と
お
も
い
ま
す
︒
た
し
か
に
五
十
数
万
字
の
大
著
述
で
す
か
ら
隅
か

ら
隅
ま
で
矛
盾
が
な
い
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
︒
で
も
ボ
ク
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
︑
先
行
資
料
に
対
す
る
司
馬
遷
の
基
本
的
な
態
度
な
ん
で
す
︒
も
し
︑
司
馬
遷
が
た
だ
ひ
と
つ
の

事
実
の
み
を
書
こ
う
と
す
る
な
ら
︑
一
事
に
一
記
録
を
採
用
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
︑
紀
伝
体
と
い
う
方
法
は
と

ら
な
く
と
も
よ
い
わ
け
で
す
︒
で
も
︑
司
馬
遷
は
紀
伝
体
を
選
ん
だ
ん
で
す
︒
こ
ち
ら
は
張
良
側
か
ら
描
か
れ

た
記
録
を
取
り
込
み
︑
あ
ち
ら
は
項
羽
サ
イ
ド
で
残
し
た
記
録
を
嵌
め
こ
む
︑
と
い
う
や
り
方
で
す
︵
そ
れ
に
関

連
し
て
︑
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
﹃
史
記
﹄
に
は
時
々
相
互
参
照
を
促
す
文
言
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
留
侯
世

家
の
中
に
も
そ
れ
は
み
え
て
い
ま
す
︒﹁
語
は
項
羽
事
中
に
在
り
﹂
と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
︒
鴻
門
之
会
に
つ
い
て
は
項
羽
本
紀
と

相
互
参
照
し
て
く
だ
さ
い
と
の
指
示
で
す
︒
決
し
て
留
侯
世
家
は
留
侯
世
家
だ
け
で
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
︒

こ
こ
か
ら
も
︑
一
事
に
つ
い
て
の
複
数
の
異
な
る
記
述
が
無
自
覚
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
自
体
が
司
馬

遷
の
主
体
的
選
択
の
結
果
な
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る

…
…

︶︒ 

で
は
次
に
高
祖
本
紀

 

み
な
さ
ん
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
高
祖
本
紀
の
漢
王
︵
劉
邦
︶
は
理
想
の
為
政
者
と
し
て
描
か
れ
て

い
ま
す
ね
︒
ま
ず
関
中
入
り
を
果
た
し
た
時
点
で
漢
の
元
年
が
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
︵
こ
れ

は
後
に
遡

定
め
ら
れ
た
紀
年
で
す
︶︑
降
伏
し
て
き
た
秦
王
の
子
嬰
を
誅
殺
せ
よ
︑
と
の
声
に
︑﹁
懐
王
が
わ
た
し

を
遣
わ
し
た
の
は
固
よ
り
わ
た
し
が
寛
容
で
あ
る
か
ら
だ
︒
し
か
も
相
手
は
降
伏
し
て
い
る
と
い
う
の
に
︑
こ

れ
を
殺
す
の
は
不
祥

子
嬰
を
役
人
に
引
き
渡
し
て
身
柄
を
保
護
さ
せ
ま
す
︵
項
羽
本
紀
で

は
︑
鴻
門
之
会
の
数
日
後
︑
項
王
が
秦
宮
に
入
る
と
︑
子
嬰
は
殺
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
︶︒ 
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咸
陽
宮
に
入
場
し
た
場
面
も
さ
り
げ
な
く
挿
入
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

遂
に
西
の
か
た
咸
陽
に
入
る
︒
宮
に
止
ま
り
て
休
舎
せ
ん
と
欲
す
︒
樊
噲
・
張
良
諫
む
︒
乃
ち
秦
の
重
宝
・

財
物
を
府
庫
に
封
し
て
軍
を
霸
上
に
還
す
︒ 

で
も
女
性
に
目
が
眩
ん
だ
な
ん
て
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
咸
陽
宮
で
長
旅
の
疲
れ
を
癒
や
そ
う
と
も
お

程
度
に
し
か
読
め
ま
せ
ん
ね
︒
し
か
も
︑
樊
噲
・
張
良
が
そ
れ
も
諫
め
た
た
め
︑
何
も
手
を
つ

け
ず
に
再
び
霸
水
を
渡
り
な
お
し
て
霸
上
に
駐
屯

乃
﹂
は
︵
本
当

な
ら
休
息
を
取

財
物
に
手
を
つ
け
た
り
す
る
の
が
当
た
り
前
な
の
に
︶﹁
な
ん
と
﹂
と
い
う
語
感

留
侯
世
家
と
は
ず
い
ぶ
ん
違

印
象
に
な
り
ま
す
ね
︒ 

次
は
有
名
な
法
三
章
の

で
す
︒
こ
れ
も
大
変
用
意
周
到
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
ま
す
︒
街
の
有
力

者
た
ち
を
あ
つ
め
て
︑
治
安
維
持
の
た
め
必
要
な
︑
殺
人
・
強
盗
・
窃
盗
と
い
う
犯
罪
以
外
は
過
酷
な
法
律
を
す

べ
て
撤
廃
す
る
こ
と
と
と
も
に
︑
今
ま
で
通
り
の
生
活
を
官
民
と
も
に
保
証
す
る
︑
そ
し
て
︑
そ
の
上
で
︑
秦
の

役
人
と
と
も
に
使
者

布
告
さ
せ
る
︒
占
領
政
策
の
見
本
み
た
い
な
や
り
方
で
す
︒ 

こ
こ
で
面
白
い
な
と
お
も
う
の
は
︑
旧
秦
の
人
々
が
よ
ろ
こ
ん
で
︑
差
し
入

軍
士
ら
を

饗
応
し
よ
う
と
し
ま
す
よ
ね
︑
そ
れ
に
対
し
て
沛
公
は
﹁
ま
だ
食
糧
は
豊
富
に
あ
り
︑
困

無
用
な
出
費
を
さ
せ
る
こ
と
は
本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
こ
た
え
て
︑
辞
退

が
︑
ほ
ん
の
数
日
前
︑
咸
陽
宮
の
財
物
や
女
性
に
目
の
色
を
変
え
て
い
た
沛
公
︑
樊
噲
と
張
良
に
諫
め
ら
れ
て

引
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
秦
宮
を
あ
と
に
し
た
人
物
の
言
葉

張
良
や

樊
噲
は
ど
う
い
う
目
で
眺

…
…

で
す
か
ね
︒さ
す
が
沛
公
様
！

時
の
沛
公
も
財
貨
を
貪
り
美
姫
を
好
む
沛
公
な
ん
で
す
よ
ね
︵
で
も
そ
の
一
方
で
諸
県

か
ら
集
め
ら
れ
た
父
老
や
豪
傑
た
ち
の
前
で
は
秦
の
過
酷
な
法
律
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
彼
ら
を
本
心
か
ら
い
た
わ
れ
る
人
間
な

と
い
う
気
も
し
て
く
る
ん
で
す
ね
︒
そ
の
あ
た
り
が
樊
噲
や
張
良
が
沛
公
を
し
た
う
理
由
な
の
か

読
み
手

は
感
じ
︑
人
間
と
い
う
存
在
や
運
命

感
慨
を
催
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
︶︒ 

さ
あ
次
は
鴻
門
之
会
の
前
段
に
あ
た
る
部
分
︑
沛
公
が
鯫
生
の
進
言
を
聞
き
入
れ
て
函
谷
関
に
守
備
兵
を
お

く
る
場
面
で
す
︒
こ
れ
も
当
然
︑
大
枠
は
項
羽
本
紀
で
語
ら
れ
た
と
お
り
な
ん
で
す
が
︑

は
微
妙

に
異

気
づ
く
と
お
も
い
ま
す
︒
項
羽
本
紀
で
は
﹁
鯫
生
の
ヤ
ツ
が
︑
わ
し
に
︑
函
谷
関
を
ふ

さ
い
で
︑
諸
侯
を
閉
め
出
せ
ば
︑
秦
の
地
は
す
べ
て
沛
公
様
の
も
の
で
す
よ
︑
な
ど
と
言

沛
公
の

口
を
通
し
て
顛
末
が
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
高
祖
本
紀
で
は
﹁
秦
の
富
は
天
下
に
十
倍
し
︑
地
形
強
し
︒
今
聞

く
︑
章
邯
︑
項
羽
に
降
り
︑
項
羽
乃
ち
号
し
て
雍
王
と
為
し
︑
関
中
に
王
た
ら
し
む
と
︒
今
︑
則
ち
来
た
ら
ば
︑

沛
公
︑
恐
ら
く
は
此
を
有
つ
を
得
ざ
ら
ん
︒
急
ぎ
兵
を
し
て
函
谷
関
を
守
ら
し
め
︑
諸
侯
の
軍
を
内
る
る
無
く
︑

稍
く
関
中
の
兵
を
徴
し
︑
以
て
自
ら
益
し
て
︑
こ
れ
を
距
ぐ
べ
し
﹂
と
鯫
生
の
策
が
か
な
り
詳
細

る
だ
け
で
な
く
︑
項
羽
側
の
非
が
説
か
れ
︑
秦
の
地
勢
や
善
後
策
な
ど
も
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
作
戦
と
し

て
相
応
の
見
込

読
め
ま
す
ね
︒
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
︑
項
羽
本
紀
︑
高
祖
本
紀
の
ど
ち
ら
が

正
し
い
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
は
ど
う
読
め
る
の
か
︑
ま
た
︑﹃
史
記
﹄
は
ど

う
し
て
そ
う
い
う
齟
齬
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒ 



- 16 - 
 

そ
の
後
の
部
分
は
そ
ん
な
に
指
摘
す
る
部
分
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
高
祖
本
紀
で
は
︑
鴻
門
之
会
の
前
夜
︑
項

羽
に
攻
撃
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
し
た
の
は
項
伯
で
は
な
く
︑
沛
公
の
書
面

す
ね
︒
し
か
も
﹁
因
り
て
文
を
以
て
諭
し
︑
項
羽
乃
ち
止
む
﹂
と
あ
り
ま
す
か
ら
︑
項
羽
は
沛
公
の
説
得

て
︑
こ
の
段
階
で
攻
撃
を
思

風
に
も
読
め
ま
す
︒
項
羽
本
紀
の
方
で
は
﹁
沛
公
が
先
に

関
中
入
り
を
果

入

相
手
に
大
き
な
功
績
が

あ
り
ま
す
の
に
そ
れ
を
討
つ
の
は
正
義
に
悖
り
ま
す
︒
功
績

厚
遇
す
べ
き
で
す
﹂
と
の
項
伯
の

言
葉
に
︑﹁
項
王
許
諾
す
﹂
と
あ
り
ま
し
た
︵

項
王
と
の
面
会
が
か
な
い
︑
鴻
門
之
会
が
催
さ
れ
る
こ
と
に

し
た
︒
項
荘
に
対
し
て
も
そ
う
で
し
た
が
︑
項
羽
は
ど
う
も
身
内
に
甘
い
人
な
ん
で
す
ね
︶︒ 

鴻
門
之
会
そ
の
も
の
は
ず
い
ぶ
ん
省
略
さ
れ
て
い
て
︑
冒
頭
の
沛
公
の
科
白
は
す
べ
て

謝
す
﹂
の

一
語
で
済

項
羽
の
方
も
﹁
此
れ
沛
公
の
左
司
馬
曹
無
傷
こ
れ
を
言
う
︒
然
ら
ず
ん

ば
︑
籍
︑
何
を
以
て
此
に
至
ら
ん
﹂
と
い
う
科
白
の
み
︒
そ
の
次
は
︑﹁
沛
公
︑
樊
噲
・
張
良
の
故
を
以
て
︑
解

き
帰
る
を
得
た
り
︒
帰
り
て
立
ち
所
に
曹
無
傷
を
誅

そ
の
後
は
︑

咸
陽
宮
に
お
け
る
項
羽
の
狼
藉
と
不
当
な
論
功
行
賞
の
記
述
が
そ
れ
な
り
の

で
続
い
て
い
ま
し
た

ね
︒
沛
公
が
︑
巴
・
蜀
・
漢
中
と
い
う
辺
境
の
地
に
押
し
込
め
ら
れ
た
こ
と
も
︑
沛
公
が
得

関

中
は
︑
章
邯
・
司
馬
欣
・
董
翳
と
い
う
旧
秦
の
三
将
に
与
え
ら
れ
︑
分
割
統
治

と
も
そ
の
中
に
記
さ
れ
て
い
ま
し
た︵
前
に
も
ど
こ
か
で
話
し
ま
し
た
が
︑こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
失
策
で
し
て
︑こ
の
後
︑

劉
邦
軍
は
一
旦
は
関
中
に
引
き
こ
も
り
ま
す
が
︑
夏
侯
嬰
・
蕭
何

韓
信
が
見
出
さ
れ
︑
大
将
に
任
命
さ
れ
る
と
︑
漢
軍
は

間
に
関
中
を
手
中
に
収
め
︑
こ
れ
が
漢
が
最
終
勝
利
を
得
る
一
要
因
と
な
る
の
で
し
た
︶︒ 

 

◎
ま
と
め
に
か
え
て 

吉
川
幸
次
郎
﹁
人
間
と
は
何
か―

文
学
研
究
へ
の
私
の
道―

﹂︵﹃
学
問
の
す
す
め
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
八
年
︶
よ
り 

鈴
木
先
生
か
ら
︑
訓
読
で
清
朝
の
文
章

言
葉
の
裏
に
あ
る
こ

ま
か
い
心
理
と
い
う
も
の
を
︑
先
生
は
寡
黙
な
人

雄
弁
に
は
語
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
︑
く
わ

し
く
発
掘
し
て
教
え
ら
れ
た
の
で
す
︒
言
語
と
い
う
も
の
は
︑
単
な
る
字
引
的
な
意
味
の
つ
ら
な
り
と
し
て

読
む
べ
き
で
な
し
に
︑
そ
の
場
そ
の
場
の
一
回
限
り
の
パ
ト
ス
︑
ロ
ゴ
ス

り
多
く
パ
ト
ス
の
表
現
で
あ
り
う
る
︑
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
て
知

普
通
は
︑
大、
、
、
、
、

こ
と
し
か
い
え
な
い
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、考、え

て
い
た

、
、
、
、漢

文
︑
、
、
、ぼ

く
も
そ
の
こ
ろ
は
そ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、考、え

る、、傾、き
が、、大、
、
、
、
、
、
、
、

す
が、、︑
そ
の、、裏、に、︑
こ
ん
な
こ
ま
か
な

、
、
、
、
、
、
、心

理、、が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、知、
、
、

信
用

分
析
す
る
の
は
︑
少
し

で
は
な
い
か
と
思

信

用

先
生
の
読
み
方

鈴
木
先
生
に
は
三
高
で
は

一
年

読
み
方
の
方
が
真
実
だ
と
い
う
こ
と
を
中
国
語
を
材
料
と
し

て
知

大
学
へ
入
る
と
︑
狩
野
先
生

聞
い
た
の
は
元

曲
の
講
義
で
す
︒
こ
れ
も
は
じ
め
は
こ
ん
な
こ
ま
か
な
も
の
が
ほ
ん
と
う
に
裏
に
あ
る
の
か
と
︑
疑

で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
そ
の
通
り
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒ 



鴻門之会を「読む」ワークシート① 

  

学籍番号       氏名             

Ⅰ．以下の疑問を考えながら自分なりの読みを深めてみましょう。 

⑴ 沛公は何故、みずからを「臣」と呼び、へりくだったのか。 

                                                                   

⑵ 項羽は何故、簡単に沛公を許したのか。 

                                                                   

⑶ 宴会の席次は何故、記されているのか。 

                                                                   

⑷ 范増は何故、沛公の暗殺にこだわったのか。 

                                                                   

⑸ 項王は何故范増の目配せを無視したのか。 

                                                                   

⑹ 范増は何故みずから手を下さず項荘に剣舞にことよせて沛公を斬り殺すよう命じたのか。 

                                                                   

⑺ 項王は何故項荘の剣舞の申し出を受け入れたのか。 

                                                                   

⑻ 項伯は何故項荘の剣舞の相手をし沛公をかばったのか。 

                                                                   

⑼ 張良は何故、樊噲を呼びに宴席を外したのか。 

                                                                   

⑽ 項王は何故、樊噲を気に入ったのか。 

                                                                   

⑾ 項王は何故樊噲の演説に応えられなかったのか。 

                                                                   

⑿ 沛公は何故樊噲を連れて宴席から外れたのか。 

                                                                   

Ⅱ．それぞれの登場人物はどのように描かれているか、簡潔にまとめましょう。 

項王 

                                 

                                 

范増 

                                 

                                 

項伯  

                                 

                                 

沛公 

                                 

                                 

張良 

                                 

                                 

樊噲 

                                 

                                 



中国古典学講義Ⅱ鴻門之会を読む 

「その時歴史が動いた」をみる           年  月  日  

専  攻 学 年 学 籍 番 号 氏    名 評価 

     

Ⅰ．番組では項羽と劉邦がどのような人物として描かれているか。                        

          【項 羽】              【劉 邦】           
          武・勇・義          〔     ・     〕       
        〔       〕型           人心掌握型           
       筋を通す〔    〕の人    〔   〕を大切にし〔  〕をとる      

Ⅱ．項羽と劉邦の人柄を示すエピソードとその行動の理由・効果がどのように描かれているかをまとめてみよう。   

    ・宋義殺害（          ）  ・無血開城（          ）     
    ・趙の救援（          ）  ・酈食其との面会              
    ・降卒虐殺（          ）       （          ）     
    ・函谷関到着後の激怒         ・投降した秦王の処遇            
         （          ）       （          ）     
    ・攻撃一旦中止の判断         ・咸陽宮入城後の措置            
         （          ）       （          ）     
   軍師・范増は（        ）として ←（         ）としての自覚    
    あくまでも劉邦を殺すよう項羽に進言                        

Ⅲ．番組が設定する鴻門之会の構図は？また項羽と劉邦の行動とその意図はどのように描かれているか？       

         （          ）を隠す劉邦、暴く項羽              
・劉邦が「臣」と称した理由                                
・項羽が宴を開いた理由                                  
・席次についての説明                                   
・項羽が范増を無視した理由                                
・剣舞に劉邦が反応しなかった理由                             
・樊噲に対する項羽の反応                                 
・項羽が樊噲をもてなした理由                               
・樊噲の演説に対する項羽の反応                             

Ⅳ．番組をみて気付いたことをまとめてみよう。                               

                                      
                                      
                                      
                                      

Ⅴ．映像と文字という媒体の違いについて考えてみよう。                           

                                      
                                      
                                     



中国古典学講義Ⅱ鴻門之会を読む 

「その時歴史が動いた」をみる（解説編） 

Ⅰ．番組では項羽と劉邦がどのような人物として描かれているか。                        

      《テーマ》天下を取るにふさわしい次世代のリーダーはどちらか？         
          【項 羽】                【劉 邦】         
          武・勇・義                 知・仁          
                            (知略のカリスマ・仁而愛人)    
          率先垂範型                人心掌握型        
        筋を通すプライドの人            目的を大切にし実をとる     

Ⅱ．項羽と劉邦の人柄を示すエピソードとその行動の理由・効果がどのように描かれているかをまとめてみよう。   

        すべての行動が上に挙げたふたりの性格から説明されている          
    ・宋義殺害（秦打倒の大義のため）    ・無血開城（戦わずして勝つ）       
    ・趙の救援（すさまじい破壊力）     ・酈食其との面会             
    ・降卒虐殺（秦打倒の大義のため）      （年長者を敬い、意見に耳を傾ける）   
    ・函谷関到着後の激怒          ・投降した秦王の処遇           
      (劉邦に先を越されてしまった)      （殺すのは不祥として役人に預ける）  
      (本当の功労者は自分である)        (寛大な処置に劉邦への期待が高まる)  
    ・攻撃一旦中止の判断          ・咸陽宮入城後              
      （劉邦の真意を確かめるため）       (宮殿を封鎖し、軍を覇上に引き返す)  
  范増「其(劉邦)の志、小には在らざるなり」←――天下を治める者としての自覚が芽生えた  
     あくまでも劉邦を殺すよう項羽に進言                       

Ⅲ．番組が設定する鴻門之会の構図は？また項羽と劉邦の行動とその意図はどのように描かれているか？       

   《番組が設定する鴻門之会の構図》 「天下への野心」への野心を隠す劉邦、暴く項羽         
・劉邦が「臣」と称した理由      項羽の風下に立ち警戒心を和らげるため        
・項羽が宴を開いた理由        劉邦に野心がないか確かめるため           
・席次についての説明         劉邦を范増の下座において立場の違いを視覚的に示す  
・項羽が范増を無視した理由      証拠のないまま劉邦を殺しては後世に汚名を残すから  
・剣舞に劉邦が反応しなかった理由   野心をひた隠しにしてこの場を切り抜けるため     
・項羽が樊噲をもてなした理由     樊噲が自分に敵意をもっていないか試すため      
・樊噲の演説に対する項羽の反応    樊噲の説得にプライドを呼び覚まされ劉邦を赦す    

Ⅳ．番組への突っ込みどころ…                                         

・項羽と劉邦に焦点があたり、范増と張良という軍師による智謀の対決が薄れてしまっている。  
・鴻門之会の立役者である項伯、また項伯と張良の関係が完全に抜け落ちてしまっている。    
・一人で剣舞する項荘    ・剣舞をみて喜ぶ項羽    ・危険を察知して闖入する樊噲   
 （→仕留められちゃうよ…）  （→え、おバカなの？）   （→え、エスパーですか？）  
・殺気が消えたあとの和やかな宴席の様子、隙をみて厠にいくふりをして虎口を脱する劉邦    
 

授業の解釈と NHK の演出とは随分異なっている → 留侯世家・高祖本紀を読んでみよう！ 
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