
曹
操
の
軍
事
思
想

　

―
―

　

魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
を
中
心
と
し
て
│
│

渡
邉　

義
浩

は
じ
め
に

三
國
曹
魏
の
基
礎
を
築
い
た
曹
操
は
︑
陳
壽
が
﹁
非
常
の
人
︑
超
世
の
傑
（
非
常
之
人
︑
超
世
之
傑
（﹂（﹃
三
國
志
﹄
卷
一 

武
帝
紀

評
（
と
称
す
る
よ
う
な
万
能
の
天
才
で
あ
っ
た
︒
そ
の
多
才
ぶ
り
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
︒

軍
を
御
す
こ
と
三
十
餘
年
︑
手
に
書
を
捨
て
ず
︑
晝
は
則
ち
①
武
策
を
講
じ
︑
夜
は
則
ち
②
經
傳
を
思
ひ
︑
③
高
き
に
登
り
て
は
必
ず

賦
し
︑
D
　

詩
を
造
る
に
及
び
て
は
︑
之
を
管
弦
に
被あ

は
せ
︑
皆 

樂
z
を
成
す
︒
④
才
力 

人
に
絕
し
︑
手
づ
か
ら
飛
ぶ
鳥
を
射
て
︑

躬
づ
か
ら
猛
獸
を
禽と

ら
ふ
（
一
（︒

曹
魏
を
正
統
と
す
る
王
沈
の
﹃
魏
書
﹄
の
記
述
で
あ
る
た
め
︑
多
少
の
誇
張
は
あ
ろ
う
が
︑
④
才
知
と
膂
力
に
秀
で
︑
①
武
略
と
②
經

學
に
通
じ
た
曹
操
は
︑
③
﹁
文
學
﹂
と
い
う
新
た
な
価
値
観
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
h
彧
ら
﹁
名
士
﹂
の
存
立
基
盤
で
あ
っ
た
儒
敎

の
価
値
を
相
対
化
し
た
（
二
（︒
さ
ら
に
は
︑
Ｂ
書
・
音
樂
・
圍
棊
（
囲
碁
（・
羪
性
・
方
藥
を
得
意
と
す
る
多
才
を
示
し
て
い
た
と
い
う
（﹃
三

曹
操
の
軍
事
思
想

　

─
─

　

魏
武
注
﹃
孫
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國
志
﹄
卷
一 

武
帝
紀
註
引
張
Ｄ
﹃
博
物
志
﹄（︒

そ
れ
ら
の
中
で
も
︑
後
漢
末
の
混
乱
を
平
定
す
る
際
に
︑
最
も
重
要
で
あ
っ
た
曹
操
の
﹁
武
﹂
に
関
す
る
著
作
に
つ
い
て
︑﹃
隋
書
﹄

經
籍
志
三 
子
U 

兵
家
は
︑﹁
①
孫
子
兵
法 

二
卷
︒
吳
の
將
た
る
孫
武
の
撰
︑
魏
の
武
帝
の
註
︒
②
孫
子
兵
法 

一
卷
︒
魏
武
︑
王
淩
の
集

解
︒
③
續
孫
子
兵
法 

二
卷
︒
魏
の
武
帝
の
撰
︒
④
兵
書
接
要 

十
卷
︒
魏
の
武
帝
の
撰
︒
⑤
兵
法
接
要 

三
卷
︒
魏
の
武
帝
の
撰
︒
⑥
兵
書
略

要 

九
卷
︒
魏
の
武
帝
の
撰
︒
⑦
魏
武
帝
　

兵
法 

一
卷
﹂
が
あ
っ
た
と
伝
え
る
（
三
（︒
①
は
現
行
の
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
と
考
え
て
よ
く
︑

②
は
そ
れ
に
対
し
て
曹
魏
の
太
尉
と
な
っ
た
王
淩
が
著
し
た
集
解
で
あ
る
︒
③
は
曹
操
が
現
行
の
十
三
篇
以
外
の
﹃
孫
子
﹄
を
見
た
可
能

性
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
︑
こ
れ
以
上
の
手
が
か
り
は
な
い
︒
④
は
卷
数
は
異
な
る
も
の
の
⑤
・
⑥
と
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
︑

後
掲
す
る
よ
う
に
﹃
太
平
御
覽
﹄
に
佚
文
が
残
る
︒
本
稿
で
は
︑
④
の
﹃
兵
書
接
要
﹄
と
い
う
名
を
用
い
た
い
︒
⑦
は
︑
曹
操
独
自
の
兵

法
で
あ
る
可
能
性
を
持
つ
が
︑
逸
文
な
ど
の
手
が
か
り
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑
曹
操
の
著
作
の
う
ち
今
日
ま
で
完
存
し
た
も
の
は
︑
春
秋
時
代
の
吳
將
の
孫
武
が
撰
し
た
と
い
う
①
﹃
孫
子
兵
法
﹄
二

卷
︑
十
三
篇
に
付
け
た
魏
武
註
だ
け
で
あ
る
︒﹃
孫
子
﹄
に
は
︑
曹
操
の
後
に
も
注
釈
が
書
か
れ
︑
そ
れ
ら
は
﹃
十
一
家
註
孫
子
﹄（
あ
る

い
は
﹃
十
家
註
孫
子
﹄（
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
十
一
家
の
中
で
も
曹
操
の
註
は
︑
最
も
尊
重
さ
れ
て
き
た
︒
高
い
評
価
の
理

由
に
は
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
の
テ
キ
ス
ト
が
︑
曹
操
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
曹
操
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
定
立
︑
そ
し
て
魏
武
註
の
解
釈
は
︑
い
か
な
る
思
想
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま

た
︑
曹
操
の
軍
事
思
想
は
︑
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
は
︑
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
を
中
心
に
︑
曹
操
の
軍
事
思
想
を

解
明
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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一
︑
二
人
の
孫
子
と
二
種
の
﹃
孫
子
﹄

曹
操
の
軍
事
思
想
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
︑
曹
操
が
兵
書
の
中
で
最
も
優
れ
る
と
し
て
註
を
付
け
た
﹃
孫
子
﹄
と
そ
の
著
者
の
知
見

を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
︒
曹
操
は
︑﹃
太
平
御
覽
﹄
に
伝
わ
る
﹁
序
﹂
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

曹
公
の
孫
子
兵
法
の
序
に
曰
く
︑﹁
操 

聞
く
な
ら
く
︑
上
古
に
弧
矢
の
利
あ
り
と
︒
論
語
に
曰
く
︑﹁
⻝
を
足
し
兵
を
足
す
﹂
と
︒

尙
書
の
八
政
に
曰
く
︑﹁
師
﹂
と
︒
易
に
曰
く
︑﹁
師
は
貞
な
り
﹂
と
︒
傳
に
云
ふ
︑﹁
王 

赫
と
し
て
斯
に
怒
る
﹂
と
︒
黄
帝
・
湯
・

武
︑
咸 

干
戈
を
用
ひ
て
民
を
爲を
さ

む
る
な
り
︒
武
を
用
ひ
る
者
は
滅
び
︑
文
を
用
ひ
る
者
は
兦
ぶ
︑
夫
差
・
偃
王 

是
れ
な
り
︒
①
垩

賢
の
兵
に
於
け
る
や
︑
戢と

ど

め
て
時
に
動
き
︑
已
む
を
得
ず
し
て
之
を
用
ふ
︒
②
吾 

兵
書
・
戰
策
を
觀
る
に
︑
孫
武 

深
し
︒
孫
子
な

る
者
は
︑
齊
の
人
な
り
︑
名
は
武
︒
吳
王
の
闔
閭
の
爲
に
︑
兵
法
一
十
三
篇
を
作
り
︑
之
を
婦
人
に
試
み
︑
卒
に
以
て
將
と
爲
る
︒

西
の
か
た
強
楚
を
破
り
て
郢
に
入
り
︑
北
の
か
た
齊
・
晉
を
滅
す
︒
後 

百
餘
歲
に
し
て
︑
孫
臏
有
り
︑
是
れ
武
の
後
な
り
﹂
と
（
四
（︒

曹
操
は
︑﹃
論
語
﹄﹃
尙
書
﹄﹃
周
易
﹄﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
に
お
い
て
﹁
武
﹂
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
︑
武
だ
け
で
滅

ん
だ
吳
王
の
夫
差
︑
文
だ
け
で
滅
ん
だ
徐
の
偃
王
の
事
例
を
挙
げ
︑
①
聖
賢
は
兵
を
用
い
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
な
が
ら
︑
や
む
を
得
な

い
場
合
に
こ
れ
を
用
い
る
︑
と
す
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
﹃
孫
子
﹄
の
基
本
的
な
戦
争
観
と
同
じ
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

②
多
く
の
兵
書
を
見
て
き
た
が
︑
孫
武
の
﹃
孫
子
﹄
が
最
も
深
い
︑
と
曹
操
は
述
べ
て
い
る
︒

そ
の
の
ち
︑
曹
操
が
言
及
す
る
よ
う
に
︑﹃
史
記
﹄
卷
六
十
五 

孫
子
・
吳
起
列
傳
は
︑
春
秋
時
代
の
吳
で
活
躍
し
た
孫
武
の
ほ
か
に
︑

そ
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
戰
國
時
代
の
齊
で
活
躍
し
た
孫
臏
の
伝
記
を
収
録
す
る
︒
ま
た
︑﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
は
︑
二
種
の
﹃
孫
子
﹄
を

曹
操
の
軍
事
思
想

　

─
─

　

魏
武
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﹃
孫
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著
録
す
る
が
︑
唐
の
顏
師
古
が
次
の
よ
う
な
註
を
付
け
た
こ
と
で
︑
二
種
の
﹃
孫
子
﹄
は
二
人
の
孫
子
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
︒

吳
孫
子
兵
法 

八
十
二
篇﹇
一
﹈︒
圖 

九
卷
︒﹇
一
﹈
師
古
曰
く
︑﹁
孫
武
な
り
︑
闔
廬
に
臣
た
り
﹂
と
︒
齊
孫
子 

八
十
九
篇﹇
二
﹈︒
圖 

四

卷
︒﹇
二
﹈
師
古
曰
く
︑﹁
孫
臏
な
り
﹂
と
（
五
（︒

こ
の
よ
う
に
︑
顏
師
古
は
︑﹃
漢
書
﹄
に
著
録
さ
れ
る
﹁
吳
孫
子
兵
法
﹂
を
吳
で
活
躍
し
た
孫
武
︑﹁
齊
孫
子
﹂
を
齊
で
活
躍
し
た
孫
臏

の
著
作
と
比
定
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
吳
孫
子
兵
法
﹂
の
八
十
二
篇
は
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
と
篇
数
が
合
わ
ず
︑
何
よ
り
も
﹃
孫

子
﹄
十
三
篇
だ
け
が
伝
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
現
行
の
十
三
篇
は
︑
ど
ち
ら
の
孫
子
の
著
作
で
あ
る
か
︑
と
い
う
視
座
が
生
ま
れ
た
︒
そ

し
て
︑
孫
武
の
歴
史
状
況
に
相
応
し
く
な
い
記
述
が
十
三
篇
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
︑
現
行
の
十
三
篇
は
︑
孫
臏
の
著
作
で
あ
る
と
い
う

説
が
有
力
で
あ
っ
た
（
六
（︒

し
か
し
︑
一
九
七
二
年
に
山
東
省
臨
沂
県
銀
雀
山
漢
墓
群
か
ら
出
土
し
た
﹁
銀
雀
山
漢
Ｃ
竹
簡
﹂（﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
と
略
称
（
に
よ

り
︑
状
況
は
一
変
し
た
︒
出
土
遺
物
の
分
析
よ
り
前
一
四
〇
～
一
一
八
年
ご
ろ
と
判
明
し
た
︑
漢
簡
が
出
土
し
た
一
号
墓
か
ら
︑﹃
孫

子
﹄・﹃
尉
繚
子
﹄・﹃
晏
子
春
秋
﹄・﹃
六
韜
﹄・﹃
管
子
﹄
の
一
部
を
含
む
︑
兵
書
を
中
心
と
し
た
竹
簡
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
︒
現
行
の

﹃
孫
子
﹄
に
対
応
す
る
竹
簡
は
一
五
三
枚
︑
約
二
七
〇
〇
字
で
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
の
約
四
割
に
当
た
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
現
行
の
﹃
孫

子
﹄
に
は
な
い
︑﹁
孫
子
曰
﹂
か
ら
始
ま
る
多
数
の
竹
簡
が
あ
り
︑
そ
の
内
容
に
孫
臏
と
齊
の
威
王
や
田
忌
（
陳
忌
（
と
の
対
話
が
含
ま

れ
て
い
た
た
め
︑﹃
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壱
（﹄（
文
物
出
版
社
︑
一
九
七
五
年
（
は
︑﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
と
は
別
に
︑
三
十
篇
か
ら
な
る

﹃
孫
臏
兵
法
﹄
を
編
纂
し
た
︒

こ
れ
に
よ
り
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
に
は
︑
孫
武
（
著
（﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
（
＝
吳
孫
子
兵
法
（︑
孫
臏
（
著
（﹃
孫
臏
兵
法
﹄（
＝
齊
孫

子
（
の
二
つ
の
﹃
孫
子
﹄
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
︒
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
﹃
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壱
（﹄（
文
物
出
版
社
︑
一
九
八
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五
年
（
で
は
︑﹃
孫
臏
兵
法
﹄
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
︒﹁
孫
子
曰
﹂
か
ら
始
ま
ら
な
い
篇
を
外
し
た
こ
と
で
︑
三
十
篇
と
さ
れ
て
い
た

﹃
孫
臏
兵
法
﹄
は
十
六
篇
と
さ
れ
︑﹁
擒
龐
涓
﹂﹁
見
威
王
（
仮
題
（﹂﹁
威
王
問
﹂﹁
陳
忌
問
壘
﹂
の
四
篇
だ
け
が
︑
確
実
な
﹃
孫
臏
兵
法
﹄

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
二
〇
二
一
年
か
ら
︑﹁
銀
雀
山
漢
墓
簡
牘
集
成
﹂
全
十
巻
の
出
版
が
開
始
さ
れ
︑
原
寸
大
の
彩
色
の
写
真
と
︑
竹

簡
裏
面
の
編
綴
も
踏
ま
え
た
釈
文
が
新
た
に
公
開
さ
れ
︑﹃
孫
臏
兵
法
﹄
は
︑﹃
銀
雀
山
漢
墓
簡
牘
集
成
︹
貮
︺﹄（
文
物
出
版
社
︑
二
〇
二

一
年
（
に
収
録
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
も
︑﹃
孫
臏
兵
法
﹄
を
十
六
篇
と
す
る
こ
と
は
︑﹃
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壱
（﹄（
文
物
出
版
社
︑
一
九
八

五
年
（
と
同
じ
で
あ
る
︒

﹃
孫
子
﹄
と
﹁
孫
臏
兵
法
﹂
の
両
方
を
含
む
﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
は
︑﹁
齊
孫
子
﹂（
齊
系
字
体
の
写
本
（
で
あ
り
︑
そ
れ
と
は
別
に
﹁
吳

孫
子
兵
法
﹂（
南
方
系
字
体
の
写
本
（
が
漢
に
伝
わ
っ
て
い
た
︑
と
主
張
す
る
（
八
（︒
そ
れ
ぞ
れ
を
孫
武
・
孫
臏
の
著
作
と
註
を
つ
け
た
顔
師

古
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
は
﹃
孫
子
﹄
と
﹃
孫
臏
兵
法
﹄
を
含
ん
だ
﹁
齊
孫
子
﹂
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
は
︑﹃
孫
子
﹄
と
﹃
孫
臏
兵
法
﹄
の
著
者
を
孫
武
・
孫
臏
に
限
定
す
る
こ
と
も
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
に
よ
り
否
定
で
き
る
た
め
で
あ

る
︒﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
の
﹃
孫
子
﹄
用
間
篇
に
は
︑﹁
□
𧗿
師
比
在
陘
︑
燕
之
興
也
︑
蘇
秦
在
齊
﹂
と
い
う
十
四
字
が
存
在
す
る
︒
浅
野
裕

一
は
︑
蘇
秦
の
活
躍
が
前
四
世
紀
で
あ
る
た
め
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
の
﹃
孫
子
﹄
本
文
は
︑
前
三
〇
〇
年
ご
ろ
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る

と
す
る
（
九
（︒
ま
た
︑
註
（
八
（
所
掲
平
田
著
書
は
︑
用
間
篇
は
前
三
世
紀
に
書
か
れ
て
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
の
一
つ
と
な
っ
た
が
︑
後
世
の
者

が
時
代
錯
誤
に
気
づ
い
て
十
四
字
を
削
っ
た
︑
と
こ
の
事
例
を
説
明
す
る
︒
そ
し
て
︑
吳
・
越
に
関
す
る
﹃
孫
子
﹄
の
記
述
を
検
討
し

て
︑﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
の
成
立
時
期
を
前
三
世
紀
に
下
る
と
し
た
︒
当
然
︑﹃
孫
子
﹄
は
︑
孫
武
だ
け
の
著
作
で
は
な
い
︒

そ
し
て
註
（
八
（
所
掲
平
田
著
書
は
︑﹃
孫
臏
兵
法
﹄
陳
忌
問
篇
に
︑﹁
孫
氏
の
衜
は
天
地
に
合か
な

ふ
﹂
と
あ
る
表
現
に
着
目
す
る
︒
そ
し

て
︑﹁
孫
氏
の
衜
﹂
こ
そ
孫
武
を
祖
と
す
る
学
派
の
名
称
で
あ
る
と
し
︑
そ
の
実
力
が
評
価
さ
れ
た
の
は
︑
吳
と
越
と
の
戦
い
に
よ
る
︒

曹
操
の
軍
事
思
想
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こ
の
た
め
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
で
は
︑
越
へ
の
言
及
部
分
に
違
和
感
が
あ
る
︒
十
三
篇
は
﹁
孫
氏
の
衜
﹂
を
奉
ず
る
孫
氏
学
派
た

ち
に
よ
り
（
一
〇
（︑
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
︑
と
す
る
で
あ
る
︒
さ
ら
に
李
零
や
詹
立
波
は
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
に
含
ま
れ
る
﹁
四
變
﹂
や

﹁
吳
問
﹂
は
︑
十
三
篇
﹃
孫
子
﹄
の
注
釈
で
あ
る
︑
と
主
張
し
て
い
る
（
一
一
（︒

こ
の
よ
う
に
﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
が
出
土
す
る
こ
と
に
よ
り
︑﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
に
著
録
さ
れ
て
い
た
﹁
吳
孫
子
兵
法
﹂
と
﹁
齊
孫
子
﹂

の
概
要
を
把
握
し
得
た
︒
こ
れ
ら
の
書
は
︑
現
行
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
中
の
中
核
を
占
め
る
孫
武
の
著
述
に
︑﹁
擒
龐
涓
﹂﹁
見
威
王
（
仮

題
（﹂﹁
威
王
問
﹂﹁
陳
忌
問
壘
﹂
篇
な
ど
か
ら
成
る
孫
臏
の
著
述
を
加
え
た
︑
孫
氏
一
派
の
共
有
テ
キ
ス
ト
の
地
域
的
異
本
︑
具
体
的
に

は
﹁
齊
孫
子
﹂
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
（
一
二
（︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹃
孫
子
﹄
の
傳
承
に
お
け
る
曹
操
の
決
定
的
な
役
割
も
ま
た
浮
か
び
上
が

る
︒﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
の
後
に
︑﹃
孫
子
﹄
の
姿
を
伝
え
る
も
の
は
︑
曹
操
が
定
め
た
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
と
な
る
た
め
で
あ
る
︒
曹
操
は
︑

﹁
吳
孫
子
兵
法
﹂
や
﹁
齊
孫
子
﹂
か
ら
︑
直
接
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
を
切
り
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

二
︑
曹
操
の
﹃
孫
子
﹄
定
立
と
校
勘

曹
操
は
︑﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
が
著
さ
れ
た
後
漢
の
z
帝
期
に
存
在
し
た
﹁
吳
孫
子
兵
法
八
十
二
篇
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
齊
孫
子
八
十
九
篇
﹂

か
ら
︑﹃
史
記
﹄
に
記
さ
れ
る
﹁
十
三
篇
﹂
に
合
わ
せ
て
︑
孫
武
の
著
作
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
現
行
の
﹁
十
三
篇
﹂

に
近
づ
い
て
い
た
複
数
の
﹃
孫
子
﹄
を
校
勘
し
て
︑
本
文
を
定
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
史
記
﹄
に
記
載
さ
れ
る
孫
武
の
逸
話
（
以

下
︑﹁
孫
武
練
兵
﹂（
と
曹
操
の
軍
令
と
の
影
響
関
係
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒

﹃
史
記
﹄
孫
子
・
吳
起
列
傳
に
は
︑
孫
武
の
練
兵
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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孫
子 

武
な
る
者
は
︑
齊
人
な
り
︒
兵
法
を
以
て
吳
王
の
闔
廬
に
見
ゆ
︒
闔
廬
曰
く
︑﹁
子
の
十
三
篇
︑
吾 

盡
く
之
を
觀
た
り
︒
以

て
小い
さ
さか
試
む
る
に
兵
を
勒と
と
のふ
可
き
か
﹂
と
︒
對
へ
て
曰
く
︑﹁
可
な
り
﹂
と
︒
闔
廬
曰
く
︑﹁
試
む
る
に
婦
人
を
以
て
す
可
き
か
﹂

と
︒
曰
く
︑﹁
可
な
り
﹂
と
︒
是
に
於
て
之
を
許
し
︑
宮
中
の
美
女
を
出
だ
し
て
︑
百
八
十
人
を
得
た
り
︒
孫
子 

分
か
ち
て
二
隊
と

爲
し
︑
王
の
寵
姬
二
人
を
以
て
各
〻
隊
長
と
爲
し
︑
皆 

戟
を
持
た
し
む
︒
之
に
令
し
て
曰
く
︑﹁
汝 

心む
ね

と
左
右
の
手
・
背
を
知
る

や
﹂
と
︒
婦
人
曰
く
︑﹁
之
を
知
る
﹂
と
︒
孫
子
曰
く
︑﹁
②
歬
な
れ
ば
︑
則
ち
心
を
視
︑
左
な
れ
ば
︑
左
手
を
視
︑
右
な
れ
ば
︑
右

手
を
視
︑
後
な
れ
ば
︑
卽
ち
背
を
視
よ
﹂
と
︒
婦
人
曰
く
︑﹁
諾
﹂
と
︒
約
束 

旣
に
布
き
︑
乃
ち
鈇
鉞
を
設
け
︑
卽
ち
三
た
び
令
し

五
た
び
之
を
申か
さ

ぬ
︒
是
に
於
て
①
之
を
鼓
し
て
右
と
せ
ば
︑
婦
人 

大
い
に
笑
ふ
︒
孫
子
曰
く
︑﹁
約
束 

朙
ら
か
な
ら
ず
︑
申
令 

熟な

ら
ざ
る
は
︑
將
の
罪
な
り
﹂
と
︒
復
た
三
た
び
令
し
五
た
び
申
ね
て
之
を
鼓
し
て
左
と
せ
ば
︑
婦
人 

復
た
大
い
に
笑
ふ
︒
孫
子
曰

く
︑﹁
③
約
束 

朙
ら
か
な
ら
ず
︑
申
令 
熟
ら
ざ
る
は
︑
將
の
罪
な
り
︒
旣す

已で

に
朙
ら
か
に
し
て
法
の
如
か
ら
ざ
る
者
は
︑
吏
士
の

罪
な
り
﹂
と
︒
乃
ち
左
右
の
隊
長
を
斬
ら
ん
と
欲
す
︒
吳
王 

臺
上
よ
り
觀
る
に
︑
且
に
愛
姬
の
斬
ら
れ
ん
と
す
る
を
見
て
︑
大
い

に
駭
く
︒
使
を
趣
か
せ
令
を
下
せ
し
め
て
曰
く
︑﹁
寡
人 

已
に
將
軍
の
能
く
兵
を
用
ひ
る
を
知
れ
り
︒
寡
人 

此
の
二
姬
に
非
ず
ん

ば
︑
⻝
も
味
を
ｇう
ま

し
と
せ
ず
︒
願
は
く
は
斬
る
こ
と
勿
か
れ
﹂
と
︒
孫
子
曰
く
︑﹁
臣 

旣
已
に
命
を
受
け
將
と
爲
る
︒
④
將 

軍
に

在
り
て
は
︑
君
命
も
受
け
ざ
る
所
有
り
﹂
と
︒
遂
て
隊
長
の
二
人
を
斬
り
て
以
て
徇と
な

ふ
︒
其
の
次
を
用
ひ
て
隊
長
と
爲
し
︑
是
に
於

て
復
た
之
に
鼓
す
︒
婦
人 

左
右
歬
後
に
跪
起
す
る
こ
と
皆 
規
矩 
繩
墨
に
中あ

た
り
︑
敢
て
聲
を
出
づ
る
こ
と
無
し
︒
是
に
於
て
孫

子 

使
を
し
て
王
に
報
ぜ
し
め
て
曰
く
︑﹁
兵 

旣
に
整
齊
せ
り
︒
王 
試
む
る
に
下
り
て
之
を
觀
る
可
し
︒
唯
だ
王
の
欲
す
る
所
に
之

を
用
ひ
な
ば
︑
水
火
に
赴
く
と
雖
も
猶
ほ
可
な
り
﹂
と
（
一
三
（︒

こ
の
よ
う
に
﹁
孫
武
練
兵
﹂
は
︑
孫
武
が
練
兵
を
行
い
︑
女
官
を
①
太
鼓
（
軍
鼓
（
に
よ
り
︑
②
前
後
左
右
に
動
か
そ
う
と
し
た
が
︑

曹
操
の
軍
事
思
想

　

─
─

　

魏
武
注
﹃
孫
子
﹄
を
中
心
と
し
て

　

─
─

　

― 31 ―



③
命
令
が
聞
か
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
隊
長
に
任
命
し
た
王
の
寵
姫
を
斬
殺
し
た
こ
と
を
記
す
︒
そ
の
際
︑
軍
に
お
け
る
將
軍
の
専
断
権
を

述
べ
る
④
は
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
九
變
篇
に
同
文
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

曹
操
は
︑﹃
孫
子
﹄
に
註
を
付
け
る
と
共
に
︑﹁
軍
令
﹂
に
よ
り
自
ら
の
意
志
を
軍
に
伝
え
て
い
た
︒
唐
の
杜
佑
の
﹃
通
典
﹄
に
残
る

﹁
步
戰
令
﹂
で
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

步
戰
令
に
曰
く
︑﹁
①
嚴
鼓 

一
通
せ
ば
︑
步
騎 

悉
く
裝
ふ
︒
再
通
せ
ば
︑
騎
は
馬
に
上
り
︑
步
は
屯
に
結
ぶ
︒
三
通
せ
ば
︑
次
を

以
て
之
を
出
で
︑
幡
の
指
す
所
に
隨
ひ
て
︑
住と
ど

ま
り
て
屯
を
幡
の
後
に
結
ぶ
︒
急
鼓
の
音
を
聞
か
ば
︑
陣
を
整
へ
︑
斥
候
す
る
者
は

地
形
の
廣
狹
を
視
︑
四
角
の
面
に
よ
り
表
を
立
て
︑
戰
陣
の
宜
し
き
を
制
す
︒
諸
〻
の
U
曲
は
︑
各
〻
自
ら
の
U
に
安
ん
ず
︒
陣
兵

の
疏
數
︑
兵
曹 

擧
白
す
る
に
令
の
如
か
ら
ざ
る
者
は
斬
る
︒
兵 

n
し
陣
を
作
り
ｙ
に
對
は
ん
と
欲
さ
ば
︑
營 

先
づ
表
を
白
し
︑

乃
ち
兵
を
引
き
表
に
就
き
て
陣
す
︒
陣
に
臨
み
て
は
皆 

讙
譁
す
る
こ
と
無
く
︑
明
ら
か
に
鼓
の
音
を
聽
き
︑
②
旗
幡
の
麾 

歬
な
れ

ば
則
ち
歬す

す

み
︑
麾 

後
な
れ
ば
則
ち
後し

り
ぞき

︑
麾 

左
な
れ
ば
則
ち
左
し
︑
麾 

右
な
れ
ば
則
ち
右
す
︒
令
を
聞
か
ず
し
て
擅
に
前
後
左

右
す
る
者
は
斬
る
︒
③
伍
中
に
進
ま
ざ
る
者
有
ら
ば
︑
伍
長 

之
を
殺
す
︒
伍
長
に
進
ま
ざ
る
者
有
ら
ば
︑
什
長 

之
を
殺
す
︒
什
長

に
進
ま
ざ
る
者
有
ら
ば
︑
都
伯 

之
を
殺
す
︒
督
戰
す
る
U
曲
將
は
︑
刄
を
拔
き
後
に
在
り
て
察
し
︑
令
に
違
ひ
て
進
ま
ざ
る
者

は
︑
之
を
斬
る
︒
一
U 

ｙ
を
受
く
る
も
︑
餘
U 

進
み
て
救
は
ざ
る
者
は
斬
る
﹂
と
（
一
四
（︒

曹
操
の
﹁
步
戰
令
﹂
に
は
︑﹁
孫
武
練
兵
﹂
や
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
に
は
含
ま
れ
な
い
︑
太
鼓
と
旗
の
使
い
方
︑
陣
を
形
良
く
布

く
た
め
に
標
識
を
作
る
と
い
っ
た
︑
軍
の
具
体
的
な
運
用
法
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
孫
武
練
兵
﹂
で
は
︑
孫
武
と
二
人
の
隊
長

し
か
い
な
か
っ
た
軍
に
︑﹁
伍
長
・
什
長
・
都
伯
﹂
と
い
っ
た
部
隊
長
が
置
か
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
率
い
る
兵
の
生
殺
与
奪
権
を
持
つ
こ
と

で
︑
命
令
ど
お
り
に
進
軍
さ
せ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
①
太
鼓
（
軍
鼓
（
に
よ
り
︑
ま
た
旗
を
使
っ
て
軍
を
②
前
後
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左
右
に
動
か
し
︑
③
命
令
に
反
す
る
も
の
を
斬
る
︑
と
い
う
軍
の
運
用
方
法
の
基
本
は
︑﹁
孫
武
練
兵
﹂
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
︒

す
で
に
引
用
し
た
﹁
序
﹂
で
も
﹁
孫
武
練
兵
﹂
に
言
及
し
て
い
た
よ
う
に
︑
曹
操
が
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
に
含
ま
れ
な
い
﹁
孫
武

練
兵
﹂
を
尊
重
し
︑
自
ら
の
軍
の
運
用
方
法
の
骨
格
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
に
は
︑﹁
見
吳
王
﹂
と
仮
題
を
付
け
ら
れ
︑﹃
孫
子
﹄
の
逸
篇
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
篇
が
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
︑﹁
孫
武

練
兵
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
と
﹃
史
記
﹄
の
執
筆
年
代
を
比
べ
る
と
︑﹃
史
記
﹄
が
﹁
見
吳
王
﹂
に
基
づ
い
て
︑﹁
孫

武
練
兵
﹂
を
記
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
見
吳
王
﹂
に
は
︑
司
馬
迁
が
採
用
し
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
文
章
が
含
ま
れ

る
︒

⑴
兵
法
に
曰
く
︑﹁
⑵
令
せ
ず
聞
か
し
め
ざ
る
は
︑
君
將
の
罪
な
り
︒
⑶
已
に
令
し
已
に
申か

さ

ぬ
れ
ば
︑
卒
長
の
罪
な
り
﹂
と
︒

⑷
兵
法
に
曰
く
︑﹁
善
を
賞
す
る
は
賤
よ
り
始
め
︑
︙
︙
を
罰
す
る
は
︙
︙
（
一
五
（︒

二
つ
の
目
の
文
章
は
欠
落
し
て
い
る
が
︑
註
（
八
（
所
掲
平
田
著
書
が
︑
対
句
と
し
て
﹁
善
い
こ
と
を
褒
め
る
に
は
賤
し
い
者
か
ら
始

め
︑（
悪
い
こ
と
を
（
罰
す
る
に
は
（
貴
い
者
か
ら
始
め
る
（﹂
と
解
釈
す
る
こ
と
が
正
し
い
︒
こ
の
文
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑
兵
で
は
な

く
隊
長
と
な
っ
て
い
た
王
の
寵
姫
が
斬
殺
さ
れ
た
理
由
が
分
か
る
︒
司
馬
迁
は
︑
自
分
で
は
こ
れ
を
読
ん
で
︑
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
司
馬
遷
は
﹃
史
記
﹄
で
最
初
の
⑴
﹁
兵
法
曰
く
﹂
を
③
﹁
孫
子
曰
く
﹂
と
し
た
上
で
︑
⑵
﹁
令
せ
ず
聞
か
し
め
ざ
る

は
﹂
を
③
﹁
約
束 

朙
ら
か
な
ら
ず
︑
申
令 

熟
ら
ざ
る
は
﹂
と
し
︑
⑶
﹁
已
に
令
し
已
に
申か
さ

ぬ
れ
ば
﹂
を
③
﹁
旣す

已で

に
朙
ら
か
に
し
て
法

の
如
か
ら
ざ
る
者
は
﹂
に
改
め
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
二
つ
目
の
⑷
﹁
兵
法
曰
く
﹂
の
文
章
を
入
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
吏
士
の
罪
と
あ
り

な
が
ら
︑
隊
長
が
斬
ら
れ
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
︒

そ
れ
で
も
︑﹁
孫
武
練
兵
﹂
に
︑
こ
の
二
つ
の
文
章
を
含
め
な
か
っ
た
の
は
︑
兵
家
の
祖
で
あ
る
孫
武
が
﹁
兵
法
に
曰
く
﹂
と
述
べ
る

曹
操
の
軍
事
思
想
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こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
一
つ
目
の
﹁
兵
法
に
曰
く
﹂
に
よ
り
︑﹁
令
﹂
の
場
合
は
﹁
君
將
﹂
が
︑﹁
申
﹂（
再
令
（
の
場
合
に
は

﹁
卒
長
﹂
が
罪
と
な
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
︒
端
的
に
言
え
ば
︑﹁
孫
武
練
兵
﹂
よ
り
も
︑﹁
見
吳
王
﹂
の
方
が
優
れ
た
内
容
を
持
つ
︒

曹
操
が
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
を
定
立
す
る
際
に
︑﹁
見
吳
王
﹂
を
含
む
﹁
齊
孫
子
八
十
九
篇
﹂
を
見
て
い
れ
ば
︑
自
ら
の
兵
の
運

用
の
基
本
に
据
え
る
﹁
見
吳
王
﹂
の
逸
話
を
十
三
篇
に
編
入
し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
︒
ま
た
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
三 

子
U 

兵
家
に

は
︑﹁
孫
子
兵
法 
二
卷
︒
吳
の
處
士
た
る
沈
友
の
撰
︒
兦
ぶ
︒（
孫
子
兵
法
二
卷
︒
吳
處
士
沈
友
撰
︒
兦
（﹂
と
あ
る
︒
吳
郡
の
出
身
で
孫

權
に
殺
さ
れ
た
沈
友
（
一
七
六
～
二
〇
四
年
（
が
撰
述
し
た
﹃
孫
子
兵
法
﹄
も
︑
曹
操
と
同
じ
二
卷
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
後
漢
末
に
通

行
し
て
い
た
﹃
孫
子
﹄
が
︑
中
国
の
南
北
を
問
わ
ず
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
と
量
が
さ
ほ
ど
異
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
︒
ま

た
︑
鄭
良
樹
は
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
の
う
ち
十
三
篇
の
注
釈
と
考
え
る
﹁
四
變
﹂
と
魏
武
註
と
を
比
較
し
て
︑
両
者
が
大
幅
に
異
な
る
こ

と
か
ら
︑
曹
操
は
﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
の
よ
う
な
も
の
を
見
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
（
一
六
（︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
曹
操
は
︑
現
行
の
﹁
十
三
篇
﹂
に
近
づ
い
て
い
た
複
数
の
﹃
孫
子
﹄
を
用
い
て
︑
次
に
検
討
す
る
よ
う
な
校
勘
を

加
え
な
が
ら
︑
定
本
を
作
成
し
た
と
言
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
曹
操
が
︑
現
行
の
十
三
篇
に
近
く
な
い
﹃
孫
子
﹄
を
全
く
見
な
か
っ

た
こ
と
を
確
言
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
す
で
に
掲
げ
た
よ
う
に
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
に
は
︑﹁
孫
子
兵
法 

二
卷
﹂
の
ほ
か
に
︑﹁
續
孫
子
兵

法 

二
卷
﹂
が
著
録
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
續
孫
子
兵
法
﹂
の
具
体
像
を
考
究
す
る
手
か
が
り
は
な
い
の
で
︑﹃
孫
子
﹄
十
三

篇
へ
の
曹
操
の
校
勘
を
検
討
し
て
い
こ
う
︒

曹
操
が
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
の
定
立
に
向
け
て
行
っ
た
校
勘
の
具
体
像
は
︑
e

Ｈ
の
﹃
後
漢
書
﹄
に
残
る
﹃
孫
子
﹄
と
比
較
す
る
こ
と
か

ら
︑
明
ら
か
に
し
得
る
（
一
七
（︒
現
行
の
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
よ
り
︑
掲
げ
よ
う
︒

勝
つ
可
か
ら
ざ
る
者
は
︑
守
れ
ば
な
り
﹇
六
﹈︑
勝
つ
可
き
者
は
︑
攻
む
れ
ば
な
り
﹇
七
﹈︒
①
守
る
は
則
ち
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
︑
攻
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む
る
は
則
ち
餘
有
れ
ば
な
り
﹇
八
﹈︒
②
善
く
守
る
者
は
︑
九
地
の
下
に
藏か

く

れ
︑
善
く
攻
む
る
者
は
︑
九
天
の
上
に
動
く
︒
故
に
能
く

自
ら
保
ち
て
全
く
勝
つ
な
り
﹇
九
﹈︒

﹇
六
﹈
形
を
藏
せ
ば
な
り
︒

﹇
七
﹈
ｙ 
攻
む
れ
ば
︑
己
れ
乃
ち
勝
つ
可
し
︒

﹇
八
﹈
③
吾 
守
る
所
以
は
︑
力 

足
ら
ざ
れ
ば
な
り
︒
攻
む
る
所
以
は
︑
力 

餘
り
有
れ
ば
な
り
︒

﹇
九
﹈
其
の
深
微
な
る
を
喩た
と

ふ（
一
八
（︒

﹃
孫
子
﹄
本
文
の
①
﹁
守
則
不
足
︑
攻
則
有
餘
﹂
に
つ
い
て
︑
曹
操
は
︑
③
﹁
こ
ち
ら
が
守
る
の
は
︑
力
が
足
り
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

攻
め
る
の
は
︑
力
に
余
裕
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と
解
釈
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
①
の
訳
は
﹁
守
る
の
は
（
力
が
（
足
り
な
い
か
ら
で
︑

攻
め
る
の
は
（
力
に
（
余
裕
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と
な
る
︒
②
の
﹁
守
る
の
が
上
手
な
者
は
︑
大
地
の
下
に
ひ
そ
む
か
の
よ
う
で
︑
攻

め
る
の
が
上
手
な
も
の
は
︑
大
空
を
動
き
ま
わ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
﹂
と
い
う
美
し
い
比
喩
と
も
相
俟
っ
て
︑
敵
味
方
を
問
わ
ず
︑
攻
守

の
条
件
を
規
定
す
る
抽
象
的
で
応
用
力
の
高
い
本
文
が
定
立
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
曹
操
以
前
の
本
文
は
︑
す
べ
て
こ
れ
と
は
異
な
る
︒

曹
操
に
最
も
近
い
テ
キ
ス
ト
は
︑
皇
甫
嵩
が
伝
え
る
︒
皇
甫
嵩
は
︑
黃
巾
の
乱
に
対
し
て
︑
張
角
の
弟
で
あ
る
張
梁
・
張
寶
を
撃
破

し
︑
ま
た
ｉ
卓
の
誅
殺
と
並
行
し
て
︑
兵
を
率
い
て
ｉ
旻
ら
を
斬
り
︑
そ
の
功
績
も
あ
り
驃
騎
將
軍
︑
太
尉
を
歴
任
し
た
後
漢
末
の
名
將

で
あ
る
（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
六
十
一 

皇
甫
嵩
傳
︑
六
十
二 

ｉ
卓
傳
（︒
決
し
て
兵
法
に
暗
い
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
上
奏
文
に
引

用
す
る
﹃
孫
子
﹄
の
字
句
は
︑
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

⑴
百
戰
百
勝
は
︑
戰
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
に
如
か
ず
︒
是
を
以
て
⑵
先
づ
勝
つ
可
か
ら
ざ
る
を
爲
し
て
︑
以
て
ｙ
　

の
勝
つ
可

き
を
待
つ
︒
勝
つ
可
か
ら
ざ
る
は
我
に
在
り
︑
勝
つ
可
き
は
彼
に
在
り
︒
⑶
彼
は
守
る
に
足
ら
ず
︑
我
は
攻
む
る
に
餘
り
有
り
︒

曹
操
の
軍
事
思
想
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⑷
餘
り
有
る
者
は
︑
九
天
の
上
に
動
き
︑
足
ら
ざ
る
者
は
︑
九
地
の
下
に
陷
る

（
一
九
（︒

皇
甫
嵩
は
︑
こ
の
よ
う
に
⑴
︑
⑵
︑
⑶
・
⑷
と
﹃
孫
子
﹄
を
引
用
し
た
う
え
で
︑
涼
州
の
賊
で
あ
る
王
國
に
攻
め
ら
れ
た
陳
倉
に
︑
素

早
く
進
軍
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
ｉ
卓
を
論
破
す
る
︒
そ
し
て
︑
疲
弊
し
た
王
國
が
逃
亡
す
る
と
︑
追
撃
を
止
め
る
ｉ
卓
を
無

視
し
︑
王
国
を
追
撃
し
て
滅
ぼ
し
た
︒﹃
孫
子
﹄
の
兵
法
を
用
い
て
賊
を
破
っ
た
皇
甫
嵩
に
恥
を
か
か
さ
れ
た
ｉ
卓
は
︑
こ
の
の
ち
皇
甫

嵩
と
対
立
し
て
い
く
︒

皇
甫
嵩
が
自
論
の
根
拠
と
し
た
﹃
孫
子
﹄
の
う
ち
︑
⑴
は
謀
攻
篇
の
﹁
是
故
百
戰
百
勝
︑
非
善
之
善
者
也
︒
不
戰
而
屈
人
之
兵
︑
善
之

善
者
也
﹂
を
踏
ま
え
て
お
り
︑
⑵
は
軍
形
篇
の
﹁
先
爲
不
可
勝
︑
以
待
ｙ
　

之
可
勝
︑
不
可
勝
在
己
︑
可
勝
在
ｙ
　

﹂
を
そ
の
ま
ま
引
く
︒
さ

ら
に
⑶
・
⑷
は
︑
先
に
掲
げ
た
軍
形
篇
①
・
②
の
﹁
守
則
不
足
︑
攻
則
有
餘
︒
善
守
者
︑
藏
于
九
地
之
下
︒
善
攻
者
︑
動
于
九
天
之
上
﹂

に
似
て
い
る
が
︑
⑶
の
﹁
彼
守
不
足
︑
攻
則
有
餘
﹂
そ
れ
ぞ
れ
始
め
の
二
文
字
︑
及
び
⑷
の
七
文
字
が
異
な
っ
て
い
る
︒

曹
操
の
定
立
し
た
﹁
守
則
不
足
︑
攻
則
有
餘
﹂
が
︑
攻
守
の
彼
我
を
固
定
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
︑
皇
甫
嵩
の
引
用
す
る
﹃
孫
子
﹄

は
︑
戦
力
の
多
寡
を
﹁
彼
﹂﹁
我
﹂
に
よ
り
固
定
す
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
自
分
が
攻
め
て
相
手
が
守
る
場
合
に
の
み
︑
本
文
の
適
用
範
囲

は
限
定
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
曹
操
の
定
立
し
た
﹁
善
守
者
︑
藏
於
九
地
之
下
︑
善
攻
者
︑
動
於
九
天
之
上
﹂
が
︑
攻
守
に
よ
る
軍
形
の
動
き

の
比
喩
と
し
て
解
釈
で
き
る
こ
と
に
対
し
て
︑
⑷
の
九
天
・
九
地
は
︑
余
り
あ
っ
て
攻
め
る
者
が
︑
圧
倒
的
に
勝
つ
理
由
の
説
明
に
な
っ

て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
曹
操
が
定
立
し
た
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
の
方
が
︑
抽
象
的
で
応
用
が
効
き
︑
文
学
的
に
も
美
し
い
本
文
で
あ

る
こ
と
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
曹
操
は
︑
な
ぜ
皇
甫
嵩
の
﹃
孫
子
﹄
と
は
異
な
る
本
文
を
定
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
曹
操
が
︑
皇
甫
嵩
の
﹃
孫

子
﹄
と
は
︑
字
句
の
異
な
る
﹃
孫
子
﹄
を
見
た
こ
と
に
よ
ろ
う
︒
①
の
部
分
は
︑
光
武
帝
劉
秀
の
中
国
統
一
に
功
績
が
あ
っ
た
後
漢
初
期
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の
馮
A
の
列
傳
︑
さ
ら
に
は
︑﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
に
も
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
字
句
が
異
な
っ
て
い
る
︒
②
の
部
分
を
含
め
時
代
順
に
掲
げ
よ

う
︒1

﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂

守
則
有
餘
︑
攻
則
不
足
︒
昔
善
守
者
︑（
臧
（︹
藏
︺
於
九
地
之
下
︑
動
九
天
之
上
︒

2
﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
七 

馮
A
傳

攻
者
不
足
︑
守
者
有
餘
︒
②
は
引
用
せ
ず
︒

3
﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
六
十
一 
皇
甫
嵩
傳

彼
守
不
足
︑
我
攻
有
餘
︒
有
餘
者
︑
動
於
九
天
之
上
︑
不
足
者
︑
陷
於
九
地
之
下
︒

4 

魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
軍
形
篇

守
則
不
足
︑
攻
則
有
餘
︒
善
守
者
︑
藏
於
九
地
之
下
︑
善
攻
者
︑
動
於
九
天
之
上
︒

1
﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
は
︑
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
と
﹁
攻
守
﹂
が
逆
で
あ
り
︑﹁
守
れ
ば
余
裕
が
あ
り
︑
攻
め
れ
ば
力
が
足
り
な
い
﹂
と

主
張
す
る
︒
簡
単
で
分
か
り
や
す
い
が
︑
こ
こ
に
哲
学
的
な
深
み
や
︑
攻
守
に
対
す
る
想
像
力
が
働
く
余
地
は
少
な
い
︒
し
か
も
︑
②
の

主
語
が
﹁
昔
の
善
く
守
る
者
﹂
だ
け
で
︑
攻
め
る
者
が
な
い
た
め
に
︑
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
に
比
べ
て
︑
①
と
②
と
が
呼
応
せ
ず
︑
文
意

が
通
じ
に
く
い
︒
2
馮
A
傳
は
︑
①
に
つ
い
て
は
1
と
文
の
順
序
が
逆
で
︑﹁
則
﹂
を
﹁
者
﹂
に
つ
く
る
︒﹁
則
﹂
が
﹁
者
﹂
に
な
る
と
︑

条
件
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
な
い
の
で
︑﹁
攻
め
る
者
は
力
が
足
り
ず
︑
守
る
者
は
余
裕
が
あ
る
﹂
と
な
り
︑
1
よ
り
も
一
層
︑
平
板

な
記
述
に
な
っ
て
い
る
︒
②
の
部
分
も
引
用
さ
れ
な
い
た
め
︑
説
得
力
が
増
す
こ
と
も
な
い
︒
3
皇
甫
嵩
傳
は
︑
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
︑
①
を
﹁
彼
﹂
と
﹁
我
﹂
に
限
定
す
る
た
め
に
文
意
は
浅
い
︒
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
軍
形
篇
が
︑
1
～
3
に
比
べ
て
︑
格
段
に
優
れ
て

曹
操
の
軍
事
思
想
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い
る
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
︒

1
・
2
は
︑﹁
守
﹂
は
﹁
有
餘
﹂
で
﹁
攻
﹂
は
﹁
不
足
﹂
で
あ
る
と
し
︑
3
・
4
は
︑﹁
守
﹂
は
﹁
不
足
﹂
で
﹁
攻
﹂
は
﹁
有
餘
﹂
で
あ

る
︑
と
す
る
︒
内
容
と
し
て
正
反
対
で
あ
る
た
め
︑
後
漢
で
は
︑
少
な
く
と
も
二
系
統
の
﹃
孫
子
﹄
が
存
在
し
た
の
か
︑
あ
る
い
は
後
漢

の
初
期
と
末
期
で
字
句
が
変
更
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
（
二
〇
（︒

4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
︑
3
の
系
統
を
継
承
し
な
が
ら
︑
1
の
二
重
傍
線
部
の

﹁
則
﹂
も
継
承
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
︑
二
つ
の
系
統
の
﹃
孫
子
﹄
を
折
衷
し
て
︑
本
文
を
校
勘
し
た
と
考
え
て
よ

い
︒
同
時
に
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
︑
3
で
は
﹁
彼
﹂・﹁
我
﹂︑
す
な
わ
ち
敵
軍
と
自
軍
の
相
対
関
係
に
お
い
て
攻
守
を
固
定
的
に
考
え

て
い
た
こ
と
を
脱
却
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
伴
い
︑
3
で
は
﹁
有
餘
者
︑
動
於
九
天
之
上
︑
不
足
者
︑
陷
於
九
地
之
下
﹂
と
す
る
②
に
つ
い

て
︑
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
﹁
善
守
者
︑
藏
於
九
地
之
下
︑
善
攻
者
︑
動
於
九
天
之
上
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
3
の
よ
う
に
﹁
彼
﹂﹁
我
﹂

の
問
題
と
す
る
と
︑
戦
力
が
足
り
な
け
れ
ば
﹁
九
地
の
下
﹂
に
﹁
お
ち
い
る
﹂
と
解
釈
し
よ
う
︒
だ
が
︑
4
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
︑
攻
守

を
共
に
自
軍
の
問
題
と
し
た
た
め
︑﹁
お
ち
い
る
﹂
と
は
解
釈
し
に
く
い
︒
そ
こ
で
︑
1
﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
に
︑﹁
昔
善
守
者
︑（
臧
（

︹
藏
︺
於
九
地
之
下
﹂
と
あ
る
系
統
を
引
く
本
よ
り
︑﹁
藏
﹂
を
採
用
し
て
﹁
九
地
之
下
﹂
に
軍
形
を
﹁
か
く
す
﹂
と
本
文
を
定
め
た
︒
こ

の
よ
う
に
曹
操
は
︑
少
な
く
と
も
二
系
統
の
﹃
孫
子
﹄
を
用
意
し
て
︑
文
章
を
校
勘
し
な
が
ら
定
立
し
︑
そ
こ
に
註
を
つ
け
て
自
ら
の
軍

事
思
想
を
込
め
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
曹
操
は
︑
現
行
の
﹁
十
三
篇
﹂
に
近
く
な
っ
て
い
た
複
数
の
﹃
孫
子
﹄
を
比
べ
て
︑
自
己
の
軍
事
思
想
に
基
づ
き
︑
校
勘

を
行
う
こ
と
に
よ
り
︑﹃
孫
子
﹄
の
文
章
を
定
立
し
︑
そ
の
含
意
を
深
め
︑
応
用
の
効
く
よ
う
に
改
め
て
い
く
︒
孫
武
が
著
し
た
﹃
孫

子
﹄
の
本
来
の
姿
に
思
い
を
致
し
︑
自
ら
が
孫
武
の
正
し
い
思
想
と
考
え
る
文
章
に
な
る
よ
う
に
︑﹃
孫
子
﹄
の
本
文
を
定
立
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
曹
操
の
思
想
的
な
営
為
に
は
︑
王
弼
の
﹃
老
子
註
﹄
や
﹁
尙
書
孔
氏
傳
﹂︑
あ
る
い
は
王
肅
の
﹃
孔
子
家
語
﹄
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の
先
駆
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
加
賀
栄
治
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
（
二
一
（︑﹁
魏
晉
の
新
﹂
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し

た
営
為
は
︑
そ
の
註
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

三
︑
本
文
か
ら
の
逸
脱
と
実
践
性

﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思
想
に
お
け
る
特
徴
の
第
一
は
︑
戦
争
の
基
本
的
性
格
を
﹁
詭
衜
﹂
と
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
（
二
二
（︒
そ
れ
は
︑﹃
孫
子
﹄
始

計
篇
に
︑
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
︒

孫
子
曰
く
︑﹁
兵
な
る
者
は
︑
國
の
大
事
な
り
︒
死
生
の
地
︑
存
兦
の
衜
な
れ
ば
︑
察
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
︒
故
に
之
を
經は
か

る

に
①
五
事
を
以
て
し
︑
之
を
校く
ら

ぶ
る
に
②
七
計
を
以
て
し
て
︑
其
の
情
を
索も
と

む
﹇
二
﹈︒
︙
︙
③
兵
な
る
者
は
︑
詭
衜
な
り﹇
一七﹈︒
故
に

能
に
し
て
之
に
不
能
を
示
し
︑
用
に
し
て
之
に
不
用
を
示
し
︑
近
く
し
て
之
に
遠
き
を
示
し
︑
遠
く
し
て
之
に
近
き
を
示
す﹇
一八﹈︒

︙
︙
其
の
備
へ
無
き
を
攻
め
︑
其
の
不
意
に
出
づ﹇
二四﹈︒
此
れ
兵
家
の
勝
ち
は
︑
先
に
傳
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り﹇
二五﹈︒

﹇
二
﹈
下
の
五
事
・
七
計
も
て
︑
彼
我
の
情
を
求
む
る
を
謂
ふ
な
り
︒
︙
︙

﹇
一七﹈
④
常
形
無
く
︑
詭
詐
を
以
て
衜
と
爲
す
︒

﹇
一八﹈
進
み
て
其
の
衜
を
治
め
ん
と
欲
す
︒
韓
信
の
安
邑
を
襲
ふ
や
︑
舟
を
陳
べ
晉
に
臨
み
夏
陽
よ
り
渡
る
が
n
き
な
り
︒
︙
︙

﹇
二四﹈
其
の
懈
怠
を
擊
ち
︑
其
の
空
虛
に
出
づ
︒

﹇
二五﹈
傳
は
︑
猶
ほ
洩
の
ご
と
き
な
り
︒
⑤
兵
に
常
勢
無
き
は
︑
水
に
常
形
無
き
が
ご
と
し
︒
ｙ
に
臨
み
て
變
化
す
れ
ば
︑
先
に
傳

ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
︒
故
に
ｙ
を
料
る
は
心
に
在
り
︑
機
を
察
す
る
は
目
に
在
る
な
り
（
二
三
（︒

曹
操
の
軍
事
思
想
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﹃
孫
子
﹄
は
︑
戦
争
の
基
本
的
な
性
格
を
③
﹁
詭
衜
﹂
で
あ
る
︑
と
定
義
づ
け
る
︒
そ
れ
に
基
づ
い
て
︑
敵
に
騙
さ
れ
ず
︑
敵
を
騙
す

よ
う
に
︑﹁
衜
・
天
・
地
・
將
・
法
﹂
の
①
五
事
と
﹁
君
主
の
衜
德
︑
將
の
智
能
︑
天
の
時
と
地
の
利
︑
法
令
︑
兵
︑
士
卒
︑
賞
罰
﹂
の

②
七
計
を
廟
算
し
て
勝
ち
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
す
る
︒
こ
れ
が
︑﹃
孫
子
﹄
冒
頭
の
始
計
篇
が
説
く
︑
戦
争
の
基
本
的
な
性
格
で

あ
る
︒

曹
操
は
︑﹃
孫
子
﹄
が
戦
争
の
基
本
的
な
性
格
と
す
る
﹁
詭
衜
﹂
に
つ
い
て
︑
戦
争
に
は
④
常
な
る
形
は
無
く
︑
偽
り
欺
く
こ
と
を
衜

と
す
る
︑
と
註
を
つ
け
る
︒
ま
た
︑
⑤
兵
に
常
な
る
勢
が
無
い
こ
と
は
︑
水
に
常
形
が
無
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
︑
と
も
註
を
つ
け
て
い

る
︒
前
者
の
﹁
衜
﹂
を
﹁
常
な
る
形
が
無
﹂
い
と
す
る
理
解
は
﹃
史
記
﹄
卷
百
三
十 

太
史
公
自
序
（
二
四
（︑
後
者
の
兵
に
﹁
常
な
る
勢
﹂
が
無

い
と
す
る
理
解
は
﹃
淮
南
子
﹄
兵
略
訓
な
ど
に
見
え
る
（
二
五
（︑
黃
老
思
想
を
背
景
に
持
つ
（
二
六
（︒
た
と
え
ば
︑
同
じ
く
﹁
詭
衜
﹂
に
註
を
付
け
な
が

ら
も
︑
北
宋
の
張
預
は
︑﹁
兵
を
用
ふ
る
は
仁
義
に
本
づ
く
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
其
の
勝
ち
を
取
る
は
︑
必
ず
詭
詐
に
在
り
﹂
と
述
べ
（
二
七
（︑

軍
隊
を
用
い
る
こ
と
は
仁
義
に
基
づ
く
が
︑
具
体
的
な
戦
い
で
は
偽
り
欺
く
こ
と
に
よ
り
勝
利
す
る
と
主
張
し
て
︑
軍
隊
は
あ
く
ま
で
仁

義
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
︑
と
儒
敎
を
主
体
と
し
た
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
︒
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
︑
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
︑
儒
敎
で
は

な
く
︑
黃
老
思
想
に
基
づ
き
﹃
孫
子
﹄
に
註
を
付
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
は
︑﹃
孫
子
﹄
そ
の
も
の
に
﹃
老
子
﹄
と
深
い
関
係

性
が
あ
る
（
二
八
（と
理
解
す
る
曹
操
が
︑
そ
れ
に
寄
り
添
っ
た
註
を
つ
け
た
︑
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
︒
本
文
に
寄
り
添
う
こ
と
は
︑
後
漢
﹁
儒

敎
國
家
﹂
の
官
學
で
あ
っ
た
儒
敎
の
訓
詁
學
に
則
っ
た
註
の
付
け
方
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
魏
武
註
は
︑
訓
詁
學
の
方
法
論
に
従
っ
て
註

を
つ
け
て
い
る
︑
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思
想
に
お
け
る
特
徴
の
第
二
は
︑
具
体
的
な
戦
闘
を
行
わ
ず
︑
戦
わ
な
い
で
勝
つ
こ
と
を
戦
争
の
理
想
と
す
る
こ
と

に
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹃
孫
子
﹄
謀
攻
篇
に
︑
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
︒
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孫
子
曰
く
︑﹁
凡
そ
兵
を
用
ふ
る
の
法
は
︑
①
國
を
全
く
す
る
を
上
と
爲
し
︑
國
を
破
る
は
之
に
次
ぐ
﹇
二
﹈︒
︙
︙
是
の
故
に
②
百
戰

し
て
百
勝
す
る
は
︑
善
の
善
な
る
者
に
非
ざ
る
な
り
︒
戰
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
︑
善
の
善
な
る
者
な
り
﹇
七
﹈︒

﹇
二
﹈
③
師
を
興
し
深
入
し
長
驅
し
て
︑
其
の
都
邑
に
據
り
︑
其
の
內
外
を
絕
ち
︑
ｙ
　

の
國
を
擧
げ
て
來
服
す
る
を
上
と
爲
す
︒
兵

を
以
て
擊
破
し
て
之
を
得
る
を
次
と
爲
す
な
り
︒
︙
︙

﹇
七
﹈
未
だ
戰
は
ず
し
て
ｙ 

自
ら
屈
服
す
（
二
九
（︒

﹃
孫
子
﹄
は
︑
②
﹁
百
戰
し
て
百
勝
す
る
﹂
こ
と
を
﹁
善
の
善
な
る
者
﹂
と
は
せ
ず
に
︑
①
﹁
國
を
全
く
す
る
を
上
と
爲
し
︑
國
を
破

る
は
之
に
次
ぐ
﹂
と
す
る
︒﹁
百
戰
百
勝
﹂
す
る
よ
り
も
︑
謀
略
に
よ
り
戦
わ
ず
に
︑
国
を
全
う
し
な
が
ら
従
わ
せ
る
こ
と
を
﹁
上
﹂
と

す
る
の
で
あ
る
︒

﹃
孫
子
﹄
が
﹁
百
戰
百
勝
﹂
を
目
指
す
べ
き
兵
法
書
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
れ
を
最
善
と
し
な
い
哲
学
的
背
景
も
黃
老
思
想
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
︒﹃
老
子
﹄
第
三
十
一
章
に
︑﹁
兵
な
る
者
は
︑
不
祥
の
器
に
し
て
︑
君
子
の
器
に
非
ず
︒
已
む
を
得
ず
し
て
之
を
用
ひ
な

ば
︑
恬
淡
を
上
と
爲
し
︑
勝
ち
て
美
と
せ
ず
︒
而
る
に
之
を
美
と
す
る
者
は
︑
是
れ
人
を
殺
す
を
樂
し
む
な
り
︒
夫
れ
人
を
殺
す
を
樂
し

む
者
は
︑
則
ち
以
て
志
を
天
下
に
得
可
か
ら
ず
﹂
と
あ
り
（
三
〇
（︑
第
四
十
八
章
に
︑﹁
天
下
を
取
る
に
常
に
無
事
を
以
て
す
︒
其
の
有
事
に
及

び
て
は
︑
以
て
天
下
を
取
る
に
足
ら
ず
﹂
と
あ
る
（
三
一
（︒
こ
こ
に
も
︑
黃
老
思
想
と
﹃
孫
子
﹄
と
の
思
想
的
な
近
接
性
を
指
摘
し
得
る
︒

一
方
︑
魏
武
註
は
︑
こ
こ
で
は
黃
老
的
な
﹃
孫
子
﹄
の
解
釈
を
行
わ
な
い
︒﹁
國
を
全
く
す
る
を
上
と
爲
﹂
す
こ
と
に
つ
い
て
︑
た
と

え
ば
唐
の
杜
佑
は
︑﹁
ｙ
國 

來
た
り
服
す
る
を
上
と
爲
し
︑
擊
ち
破
る
を
以
て
次
と
爲
す
﹂
と
註
を
つ
け
（
三
二
（︑
敵
国
が
服
属
す
る
の
を
上
策

と
し
︑
撃
破
す
る
の
は
次
策
で
あ
る
と
述
べ
て
︑
戦
わ
な
い
で
勝
つ
と
い
う
﹃
孫
子
﹄
の
理
想
を
兵
を
﹁
不
詳
の
器
﹂
と
す
る
﹃
老
子
﹄

の
思
想
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
︒﹃
孫
子
﹄
本
文
の
解
釈
と
し
て
は
︑
杜
佑
が
正
し
い
︒

曹
操
の
軍
事
思
想
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こ
れ
に
対
し
て
︑
曹
操
は
︑
③
軍
を
興
し
（
敵
地
（
深
く
入
り
長
距
離
を
行
軍
し
︑
敵
の
都
を
占
拠
し
︑
敵
の
都
と
国
内
・
国
外
を
遮

断
し
て
︑
敵
が
国
を
あ
げ
て
降
参
し
帰
属
す
る
こ
と
を
上
と
す
る
︒
兵
を
用
い
て
（
敵
軍
を
（
撃
破
し
て
占
領
す
る
こ
と
は
そ
の
次
と
す

る
︑
と
註
を
つ
け
る
︒
曹
操
は
︑
あ
く
ま
で
兵
を
用
い
て
中
心
都
市
を
攻
め
落
と
し
︑
そ
の
の
ち
国
を
丸
ご
と
支
配
す
る
の
を
﹁
國
を
全

く
す
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︑
と
解
釈
す
る
︒
曹
操
は
︑
中
心
都
市
を
攻
め
落
と
さ
ず
に
張
繡
の
降
服
を
受
け
︑
背
か
れ
て
長
子
の
曹
昂
ら
を

殺
さ
れ
て
い
る
（
三
三
（︒
そ
う
し
た
経
験
が
曹
操
に
︑﹃
孫
子
﹄
本
文
の
主
張
と
は
異
な
る
註
を
付
け
さ
せ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
の
よ
う
に
曹
操
は
︑﹃
孫
子
﹄
本
文
の
主
張
と
異
な
る
内
容
の
註
を
付
け
（
三
四
（︑
ま
た
黃
老
と
い
う
一
つ
の
思
想
に
よ
り
︑﹃
孫
子
﹄
の
す

べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
な
い
︒
魏
晉
期
に
は
︑
曹
操
の
養
子
で
あ
る
何
晏
の
﹃
論
語
集
解
﹄
や
︑
何
晏
が
高
く
評
価
し
た
王
弼
の
﹃
老

子
註
﹄
の
よ
う
に
︑
本
文
と
は
異
な
る
自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
註
が
付
け
ら
れ
て
い
く
（
三
五
（︒
漢
の
訓
詁
學
と
は
異
な
る
こ
う
し
た
註
の
付
け

方
の
先
駆
を
曹
操
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思
想
に
お
け
る
特
徴
の
第
三
は
︑
戦
争
を
呪
術
か
ら
解
放
し
て
︑
勝
敗
を
廟
算
に
よ
り
予
測
で
き
る
よ
う
合
理
的
な

基
準
を
多
く
定
め
た
こ
と
に
あ
る
︒
作
戰
篇
で
︑
戦
争
計
画
に
つ
い
て
の
心
得
を
説
く
な
か
で
︑
戦
争
の
莫
大
な
財
政
的
負
担
を
論
ず
る

の
も
︑
こ
れ
に
関
わ
る
（
三
六
（︒
戦
争
が
呪
術
に
基
づ
く
こ
と
を
直
接
否
定
す
る
言
辞
は
︑
二
ヵ
所
に
見
ら
れ
る
︒
九
地
篇
で
︑
兵
を
死
地
に
追

い
込
み
な
が
ら
︑
全
力
を
盡
く
し
て
戦
わ
せ
る
こ
と
を
述
べ
る
中
で
︑
兵
士
の
心
を
動
揺
さ
せ
な
い
方
法
と
し
て
︑﹃
孫
子
﹄
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
︒

①
祥
を
禁
じ
疑
を
去
れ
ば
︑
死
に
至
る
ま
で
之
く
所
無
し﹇
三〇﹈︒

﹇
三〇﹈
②
祅
祥
の
言
を
禁
じ
︑
疑
惑
の
計
を
去
る
（
三
七
（︒

﹃
孫
子
﹄
は
︑
兵
士
た
ち
に
①
占
い
や
迷
信
を
信
ず
る
こ
と
を
禁
止
す
れ
ば
︑
死
ぬ
ま
で
心
を
他
所
に
奪
わ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
︒
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魏
武
註
も
ま
た
︑
占
い
や
迷
信
の
言
葉
を
禁
止
じ
︑
②
疑
惑
の
計
を
な
く
す
こ
と
で
︑
兵
士
た
ち
が
死
ぬ
ま
で
心
を
他
所
に
奪
わ
れ
な
い

と
解
釈
し
て
い
る
︒

ま
た
︑﹃
孫
子
﹄
は
︑
間
諜
が
敵
の
情
報
を
得
る
﹁
先
知
﹂
を
重
視
す
る
用
間
篇
の
記
述
の
中
で
︑﹁
鬼
神
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒

先
知
な
る
者
は
︑
①
鬼
神
に
取
る
可
か
ら
ず
﹇
三
﹈︑
事
に
象
る
可
か
ら
ず
︑
度
に
驗
す
可
か
ら
ず
︑
必
ず
人
に
取
り
て
︑
ｙ
の
情
を

知
る
者
な
り
﹇
六
﹈︒

﹇
三
﹈
②
祭
祀
を
以
て
し
て
求
む
可
か
ら
ず
︒

﹇
六
﹈
③
間
人
に
因
る
な
り
（
三
八
（︒

﹃
孫
子
﹄
は
︑
あ
ら
か
じ
め
敵
の
実
情
を
知
る
と
い
う
の
は
︑
①
鬼
神
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
︒
魏
武
註
は
︑
②
（
鬼

神
に
（
祈
っ
て
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
︑
と
否
定
す
べ
き
こ
と
が
鬼
神
へ
の
信
仰
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
③
間
諜
に
よ
り
敵

の
実
情
を
知
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
﹃
孫
子
﹄
の
主
張
を
明
確
に
す
る
︒
魏
武
註
は
︑﹃
孫
子
﹄
が
呪
術
や
鬼
神
か
ら
戦
い
を
解
放
し
た
合

理
性
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
三
九
（︒

曹
操
は
︑
濟
南
國
相
で
あ
っ
た
と
き
︑
呂
皇
后
一
族
か
ら
歬
漢
を
守
っ
た
劉
z
（
城
陽
景
王
（
を
祀
る
こ
と
で
赤
眉
の
乱
の
宗
教
的
背

景
と
も
な
っ
た
城
陽
景
王
信
仰
の
祭
壇
を
破
壊
し
て
お
り
︑
鬼
神
に
祈
る
こ
と
か
ら
軍
事
を
独
立
さ
せ
た
﹃
孫
子
﹄
の
革
新
性
に
は
賛
同

し
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
曹
操
は
﹃
孫
子
﹄
の
哲
学
性
を
支
え
る
黃
老
思
想
に
沿
っ
た
註
を
つ
け
た
︒
こ
う
し
た
姿
勢
は
︑
呪
術
や
鬼
神
か
ら
戦

争
を
解
放
し
た
﹃
孫
子
﹄
の
合
理
性
を
肯
定
す
る
註
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
一
方
で
︑﹁
國
を
全
く
す
る
﹂
こ
と
へ
の
註
で

曹
操
の
軍
事
思
想
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は
︑
自
ら
の
戦
い
の
経
験
に
基
づ
き
︑﹃
孫
子
﹄
の
本
文
と
は
異
な
る
解
釈
も
見
せ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
突
出
性
は
︑
全
体
の
中
で
二
ヵ

所
だ
け
︑
徐
州
に
関
わ
る
戦
役
を
具
体
的
・
実
践
的
事
例
と
し
て
掲
げ
る
註
に
典
型
的
に
現
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
が
︑
曹

操
の
現
実
で
の
戦
い
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
註
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
確
認
し
よ
う
︒

第
一
は
︑
徐
州
牧
の
陶
謙
と
の
戦
い
を
踏
ま
え
る
︒
K
平
四
（
一
九
三
（
年
︑
自
ら
天
子
と
称
し
た
下
邳
の
闕
宣
は
︑
陶
謙
と
結
び
︑

泰
山
郡
の
Ｄ
縣
・
費
侯
國
を
取
り
︑
任
城
國
を
略
奪
し
た
︒
曹
操
は
︑
こ
れ
に
対
し
て
︑
陶
謙
を
征
伐
し
て
十
城
余
り
を
下
し
た
（﹃
三

國
志
﹄
卷
一 

武
帝
紀
（︒
こ
の
戦
役
を
踏
ま
え
て
︑
曹
操
は
次
の
よ
う
に
註
を
付
け
て
い
る
︒﹃
孫
子
﹄
九
變
篇
の
本
文
と
共
に
掲
げ
よ

う
︒

途
に
由
ら
ざ
る
所
有
り
︑
軍
に
擊
た
ざ
る
所
有
り
︑
①
城
に
攻
め
ざ
る
所
有
り
﹇
九
﹈︑
地
に
爭
は
ざ
る
所
有
り
︑
②
君
命
に
受
け
ざ

る
所
有
り﹇
一一﹈︒

﹇
九
﹈
③
城 

小
な
る
も
固
く
︑
糧 

饒ゆ
た

か
な
る
は
︑
攻
む
可
か
ら
ざ
る
な
り
︒
操 

Ｄ
　

・
費
を
置
き
て
深
く
徐
州
に
入
り
︑
十
四
縣
を

得
る
所
以
な
り
︒
︙
︙

﹇
一一﹈
苟
し
く
も
事
に
便
な
れ
ば
︑
君
命
に
拘
ら
ざ
る
な
り
（
四
一
（︒

﹁
孫
武
練
兵
﹂
の
逸
話
で
も
踏
ま
え
る
②
﹁
君
命
に
受
け
ざ
る
所
有
り
﹂
を
含
む
九
變
篇
の
本
文
の
う
ち
︑
①
﹁
城
に
攻
め
ざ
る
所
有

り
﹂
に
関
す
る
曹
操
の
註
は
︑
自
ら
の
戦
役
の
経
験
を
踏
ま
え
て
具
体
的
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
③
城
が
小
さ
く
と
も
堅
牢
で
︑
兵
糧
が

豊
か
で
あ
る
の
は
︑
攻
め
る
べ
き
で
は
な
い
︒
操わ
た
しが
Ｄ
縣
（
山
東
省
費
県
の
北
東
（
と
費
侯
國
（
山
東
省
費
県
の
北
西
（
を
捨
て
置
い
て

深
く
徐
州
に
侵
攻
し
︑
十
四
縣
を
得
た
理
由
で
あ
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
唐
の
杜
牧
は
︑
曹
操
は
Ｄ
縣
と
費
侯
國
を
捨

て
置
い
て
攻
撃
し
な
か
っ
た
た
め
︑
兵
力
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
︑
深
く
徐
州
に
侵
入
し
︑
十
四
縣
を
奪
取
し
た
︒
要
害
の
地
︑
険
し
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い
城
市
に
敵
対
す
る
と
︑
敵
は
多
く
の
兵
糧
を
持
っ
て
滞
留
時
間
を
長
く
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
も
し
攻
撃
し
て
陥
落
さ
せ
て
も
利
と
す
る

に
は
足
ら
ず
︑
陥
落
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
兵
勢
を
削
が
れ
る
の
で
︑
攻
撃
で
き
な
い
と
註
を
つ
け
て
（
四
二
（︑
曹
操
の
軍
事
行
動
に
賛
同
し
て
い

る
︒第

二
は
︑
徐
州
の
呂
布
を
滅
ぼ
し
た
事
例
を
踏
ま
え
る
註
で
あ
る
︒
呂
布
は
︑
王
允
ら
と
共
に
ｉ
卓
を
暗
殺
し
た
武
將
で
︑
建
安
三

（
一
九
八
（
年
︑
袁
術
と
結
び
曹
操
へ
の
攻
撃
を
企
て
た
︒
曹
操
は
呂
布
を
討
伐
し
て
下
邳
城
を
水
攻
め
に
し
た
︒
困
窮
し
た
呂
布
は
袁

術
に
救
援
を
求
め
た
が
︑
袁
術
は
救
援
を
送
ら
ず
︑
城
内
は
兵
糧
が
尽
き
︑
部
下
に
裏
切
ら
れ
呂
布
は
降
伏
し
た
（﹃
三
國
志
﹄
卷
七 

呂

布
傳
（︒
下
邳
城
の
包
囲
戦
と
い
う
具
体
的
な
戦
役
に
基
づ
き
︑
曹
操
は
次
の
よ
う
に
註
を
付
け
て
い
る
︒

故
に
用
兵
の
法
は
︑
①
十
な
ら
ば
則
ち
之
を
圍
み﹇
一
六
﹈︑
五
な
ら
ば
則
ち
之
を
攻
め
︑
S
せ
ば
則
ち
之
を
分
か
ち
︑
ｙ
せ
ば
則
ち

能
く
之
と
戰
ひ
︑
少
な
け
れ
ば
則
ち
能
く
之
を
守
り
︑
nし

か
ざ
ら
ば
則
ち
能
く
之
を
避
く
︒

﹇
一六﹈
十
を
以
て
一
に
ｙ
せ
ば
︑
則
ち
之
を
圍
む
︒
是
れ
②
將
の
智
勇 

等
し
く
し
て
兵
の
利
鈍 

均
し
き
な
る
を
謂
ふ
な
り
︒
nも

し

主 

弱
く 

客 

強
か
ら
ば
︑
③
操 

S
　

兵
も
て
下
邳
を
圍
み
︑
呂
布
を
生
擒
す
る
所
以
な
り
（
四
三
（︒

﹃
孫
子
﹄
謀
攻
篇
は
︑
彼
我
の
兵
力
差
が
①
十
倍
で
あ
れ
ば
︑（
城
攻
め
の
よ
う
に
（
敵
を
包
囲
す
る
と
い
う
︒
こ
れ
に
註
を
つ
け
た
曹

操
は
︑
十
対
一
と
い
う
兵
力
差
で
あ
れ
ば
敵
を
包
囲
す
る
と
い
う
の
は
︑
敵
味
方
の
②
将
軍
の
智
能
が
等
し
く
兵
の
利
鈍
が
均
し
い
（
場

合
の
（
こ
と
を
い
う
︒
も
し
主
（
包
囲
さ
れ
る
側
（
が
弱
く
客
（
来
て
攻
め
る
側
（
が
強
け
れ
ば
︑
③
操わ
た
しが
二
倍
の
軍
に
よ
っ
て
下
邳
を

包
囲
し
︑
呂
布
を
生
け
捕
り
に
し
た
理
由
（
の
よ
う
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
に
な
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
唐
の
杜
牧
は
︑
囲
と
は
四
方
を
厚
く
囲
み
︑
敵
を
逃
走
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
敵
城
か
ら
や
や
離
れ

た
周
囲
の
地
を
広
く
守
備
す
る
の
で
︑
十
倍
の
戦
力
が
い
る
︒
呂
布
が
敗
れ
た
の
は
︑
内
部
の
疑
心
暗
鬼
︑
具
体
的
に
は
侯
成
が
陳
宮
を

曹
操
の
軍
事
思
想
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捕
ら
え
呂
布
を
捨
て
て
降
伏
し
た
こ
と
に
よ
る
︒
上
下
が
疑
心
暗
鬼
に
な
れ
ば
自
壊
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
呂
布
が
曹
操
に
降
伏
し
た
事

例
は
参
考
に
な
ら
な
い
︑
と
曹
操
を
批
判
す
る
（
四
四
（︒

孫
吳
を
滅
ぼ
し
た
西
晉
の
杜
預
を
祖
先
と
し
︑﹃
通
典
﹄
を
著
し
た
杜
佑
を
祖
父
に
持
つ
杜
牧
は
︑
軍
事
や
制
度
に
精
通
す
る
︒
そ
れ

に
基
づ
き
︑
二
倍
で
十
分
と
す
る
曹
操
の
註
に
︑
懸
命
に
反
論
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
戦
っ
て
い
な
い
杜
牧
の
反
論
は
︑
机
上
の

空
論
で
あ
り
︑
現
実
の
戦
い
を
論
拠
と
す
る
曹
操
の
註
に
見
劣
り
す
る
︒
曹
操
は
︑
自
ら
の
戦
い
を
踏
ま
え
て
実
践
的
な
註
を
著
し
て
お

り
︑
こ
こ
に
も
魏
武
註
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
孫
子
﹄
は
︑
華
々
し
い
戦
史
︑
将
軍
の
逸
話
︑
必
勝
の
具
体
策
と
い
っ
た
物
語
性
の
強
い
内
容
は
少
な
く
︑
人
間
の
集
団
の
運
動
法

則
や
外
的
環
境
か
ら
の
影
響
な
ど
を
哲
学
的
に
論
ず
る
こ
と
が
多
い
︒
曹
操
の
註
も
︑
こ
う
し
た
﹃
孫
子
﹄
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
い
る

が
︑
徐
州
の
具
体
的
な
軍
事
行
動
に
基
づ
く
解
釈
を
展
開
す
る
部
分
も
あ
っ
た
（
四
五
（︒
た
だ
し
︑
そ
う
し
た
部
分
は
魏
武
註
に
は
少
な
い
︒

﹁
變
﹂
を
尊
ぶ
﹃
孫
子
﹄
の
思
想
か
ら
言
っ
て
も
︑
あ
く
ま
で
具
体
的
な
戦
役
は
一
般
化
せ
ず
︑
そ
の
場
に
適
合
し
た
対
応
を
す
べ
き
で

あ
る
︒
曹
操
は
︑
そ
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
﹁
軍
令
﹂
を
多
用
し
︑﹃
兵
書
接
要
﹄
を
著
し
て
い
る
︒

四
︑
軍
令
と
﹃
兵
書
接
要
﹄

曹
操
が
︑
自
ら
の
兵
学
研
究
の
結
果
を
軍
の
幹
部
に
持
た
せ
︑
統
一
的
な
作
戦
行
動
を
取
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
︑
裴
松
之
が
引
用
す
る

王
沈
の
﹃
魏
書
﹄
に
︑
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
︒

太
祖
は
自
ら
海
內
を
統
御
し
︑
羣
醜
を
Ｇ
夷
す
る
に
︑
其
の
行
軍
・
用
師
は
︑
大お
ほ

較む
ね 

孫
・
吳
の
法
に
依
る
︒
而
し
て
事
に
因
り
て
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奇
を
設
け
︑
ｙ
を
譎い
つ
はり
勝
を
制
し
︑
變
化
す
る
こ
と
神
の
如
し
︒
①
自
ら
兵
書
を
作あ

ら
はす

こ
と
十
萬
餘
言
︑
諸
將 

征
伐
す
る
に
︑
皆 

D
　

書
を
以
て
事
に
從
ふ
︒
②
事
に
臨
む
に
H
　

 

手
づ
か
ら
節
度
を
爲つ

く

り
︑
令
に
從
ふ
者
は
克
捷
し
︑
敎
に
違
ふ
者
は
負
敗
す
︒
虜
と

對
陣
す
る
に
︑
意
思 

安
閑
た
り
て
︑
戰
ひ
を
欲
せ
ざ
る
が
如
し
︒
然
れ
ど
も
機
に
決
し
勝
ち
に
乘
ず
る
に
至
る
に
及
び
て
は
︑
氣

勢 

盈
溢
た
り
︒
故
に
戰
ふ
每
に
必
ず
克
ち
︑
軍 

幸
ひ
に
勝
つ
こ
と
無
し
（
四
六
（︒

﹃
魏
書
﹄
で
①
﹁
D
書
﹂
と
表
現
さ
れ
る
﹁
十
萬
餘
言
﹂
の
書
は
︑
孫
L
の
﹃
A
同
雜
語
﹄
で
次
の
よ
う
に
﹃
接
要
﹄
と
表
記
さ
れ
る

﹃
兵
書
接
要
﹄
を
中
心
と
し
よ
う
︒

（
曹
操
（
羣
書
を
博
覽
し
︑
特
に
兵
法
を
好
み
︑
③
諸
家
の
兵
法
を
抄
集
し
て
︑
名
づ
け
て
接
要
と
曰
ふ
（
四
七
（︒

﹃
兵
書
接
要
﹄
は
︑
曹
操
が
③
諸
家
の
兵
法
書
か
ら
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
ほ
か
﹁
十
萬
餘
言
﹂
の
中
に
は
︑﹃
魏
武

帝
兵
法
﹄
な
ど
も
含
ま
れ
よ
う
（
四
八
（︒
①
諸
將
は
こ
れ
ら
を
参
照
し
な
が
ら
︑
作
戦
に
従
事
し
た
︒
ま
た
︑
曹
操
は
︑
②
重
要
な
任
務
を
ま
か

せ
る
際
に
は
自
ら
策
を
授
け
︑﹁
令
﹂﹁
敎
﹂
に
よ
り
具
体
的
な
指
示
内
容
を
書
き
与
え
た
︑
と
い
う
︒
こ
れ
ら
を
本
稿
で
は
﹁
軍
令
﹂
と

総
称
す
る
︒

建
安
二
十
年
（
二
一
五
（
八
月
︑
曹
操
が
漢
中
に
出
征
し
た
隟
を
衝
き
︑
孫
權
は
兵
十
万
を
率
い
て
︑
張
遼
ら
七
千
の
將
兵
が
守
る
合

肥
に
お
し
よ
せ
た
︒
こ
の
と
き
︑
護
軍
の
薛
悌
は
（
四
九
（︑
曹
操
か
ら
﹁
敵
が
来
た
ら
開
け
よ
﹂
と
書
か
れ
た
小
箱
を
預
け
ら
れ
て
い
た
︒

俄
か
に
し
て
（
孫
（
權 

十
萬
の
衆
を
卛
ゐ
て
合
肥
を
圍
ま
ば
︑
乃
ち
共
に
敎
を
發
す
︒
敎
に
曰
く
︑﹁
n
し
孫
權 

至
ら
ば
︑
張
・

李
將
軍
は
出
で
て
戰
へ
︒
樂
將
軍
は
護
軍
を
守
り
︑
得
て
與
に
戰
ふ
こ
と
勿
か
れ
﹂
と
（
五
〇
（︒

孫
權
が
来
襲
し
た
の
で
︑
み
な
で
箱
を
開
け
て
﹁
敎
﹂
を
見
る
と
︑﹁
孫
權
が
攻
め
て
き
た
ら
︑
張
遼
と
李
典
は
出
撃
せ
よ
︒
樂
進
は

城
に
残
っ
て
薛
悌
を
守
り
︑
戦
っ
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
軍
令
が
入
っ
て
い
た
︒
張
遼
ら
は
︑
軍
令
に
示
さ
れ
た
曹
操
の
秘
策
に
従
い
︑

曹
操
の
軍
事
思
想
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わ
ず
か
八
百
人
の
決
死
隊
を
選
抜
し
て
︑
合
肥
城
か
ら
討
っ
て
出
る
︒
油
断
し
て
い
た
孫
權
軍
は
大
敗
を
喫
し
た
︒﹁
變
﹂
が
要
求
さ
れ

る
具
体
的
な
戦
い
に
お
い
て
は
︑
指
示
を
受
け
て
戦
う
將
に
す
ら
︑
曹
操
は
策
を
明
か
さ
ず
︑
軍
令
を
用
い
て
直
前
に
指
示
を
与
え
る
︒

﹃
孫
子
﹄
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
︑
具
体
的
な
戦
い
で
は
軍
令
を
用
い
る
の
は
︑﹁
勝
ち
は
︑
先
に
傳
ふ
可
か
ら
﹂
ず
（
始
計
篇
（
と
述
べ

る
﹃
孫
子
﹄
の
原
則
に
基
づ
く
戦
い
方
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
戦
い
に
応
じ
た
個
別
に
異
な
る
具
体
的
な
軍
令
の
ほ
か
︑
曹
操
は
︑
平
時
か
ら
軍
令
に
よ
り
︑
軍
を
統
制
し
て
い
た
︒
た
と

え
ば
︑
二
で
掲
げ
た
﹁
步
戰
令
﹂
の
続
き
に
は
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
︒

戰
に
臨
み
て
は
︑
①
兵
・
弩
は
陣
を
離
る
可
か
ら
ず
︒
陣
を
離
る
る
も
︑
伍
長
・
什
長 

擧
發
せ
ざ
れ
ば
與
に
罪
を
同
じ
く
す
︒
將

軍
の
令
無
く
︑
②
妄
り
に
陣
閒
を
行
く
者
有
ら
ば
斬
る
︒
戰
に
臨
み
て
は
︑
③
陣
騎
は
皆 

當
に
軍
の
兩
頭
に
在
る
べ
し
︒
歬
陷
あ

り
︑
陣
騎 

之
に
次
ぎ
︑
遊
騎 
後
に
在
り
︒
令
に
違
は
ば
︑
髡
し
て
鞭 

二
百
︒
④
兵 

進
む
も
︑
退
き
て
陣
閒
に
入
る
者
は
斬
る
︒

n
し
步
騎 

賊
と
對
陣
し
︑
時
に
臨
み
て
地
の
勢 

便
な
る
を
見
︑
騎
を
し
て
獨
り
進
み
て
賊
を
討
た
ん
と
欲
す
る
者
は
︑
⑤
三
鼓
の

音
を
聞
き
︑
騎 

特
に
兩
頭
よ
り
進
み
戰
ひ
︑
麾
の
指
す
所
を
視
る
︒
⑥
三
金
の
音
を
聞
か
ば
還
る
︒
此
れ
但
だ
獨
り
進
み
て
戰
ふ

時
の
み
を
謂
ふ
な
り
（
五
一
（︒

曹
操
は
軍
令
で
︑
こ
の
よ
う
に
行
軍
の
具
体
的
方
策
を
定
め
︑
訓
練
し
て
い
た
︒
①
歩
兵
と
弩
兵
は
隊
列
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
ず
︑

②
隊
列
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
︒
陣
を
組
む
場
合
に
は
︑
③
騎
兵
は
順
番
に
定
め
ら
れ
た
通
り
に
動
く
︒
ま
た
︑
戦
い
が
始
ま
れ
ば
︑

④
退
く
者
は
斬
ら
れ
る
︒
騎
兵
は
有
利
と
見
れ
ば
︑
⑤
軍
鼓
を
合
図
と
し
て
旗
の
合
図
に
従
い
な
が
ら
進
み
︑
⑥
鐘
の
音
を
聞
い
た
な
ら

ば
撤
退
す
る
こ
と
を
条
件
に
︑
単
独
で
戦
う
こ
と
が
で
き
る
︒﹃
孫
子
﹄
で
は
︑
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
弩
兵
や
騎
兵
の
動
き
は
︑
軍

令
に
よ
り
明
文
化
さ
れ
︑
軍
事
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
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さ
ら
に
︑﹁
步
戰
令
﹂
は
︑
次
の
よ
う
に
軍
の
監
視
を
定
め
て
い
る
︒

其
れ
①
步
騎 

大
い
に
戰
へ
ば
︑
進
退 

自
づ
か
ら
法
の
如
く
す
︒
吏
士
の
陣
騎
に
向
か
ひ
馬
を
馳
す
る
者
あ
ら
ば
斬
る
︒
吏
士
の
妄

り
に
呼さ
け

ぶ
に
大
聲
な
る
者
有
ら
ば
斬
る
︒
賊
を
追
ふ
に
︑
獨
り
歬
に
在
り
後
に
在
る
を
得
ず
︑
令
を
犯
す
者
は
罰
金 

四
兩
︒
士

將 

戰
ふ
に
︑
皆 

牛
馬
・
衣
物
を
取
る
を
得
ず
︑
令
を
犯
す
者
は
斬
る
︒
②
進
み
て
戰
ふ
に
︑
士 

各
〻
其
の
號
に
隨
ふ
︒
號
に
隨

は
ざ
る
者
は
︑
功
有
り
と
雖
も
賞
せ
ず
︒
進
み
て
戰
ふ
に
︑
後
兵 

歬
に
出
で
︑
歬
兵 

後
に
在
ら
ば
︑
功
有
り
と
雖
も
賞
さ
ず
︒

③
陣
に
臨
み
て
は
︑
牙
門
將
・
騎
督 

朙
ら
か
に
都
て
の
令
を
受
く
︒
④
諸
そ
U
　

曲
・
都
督
・
將
・
吏
士 

各
〻
戰
ふ
時
に
は
︑
校

督
・
U
　

曲
督 

陣
の
後
に
住と

ど

ま
り
︑
凡
そ
令
に
違
ひ
畏
懦
な
る
者
を
察
す
︒
⑤
急
有
ら
ば
︑
雷
鼓
の
音 

絕
え
し
後
︑
六
音
の
嚴 

畢

は
る
を
聞
き
て
︑
辨わ

か

れ
を
白
し
て
便た

だ

ち
に
出
づ
︒
卒
か
に
迯
歸
す
る
は
︑
之
を
斬
る
︒
一
日 

家
人 

捕
執
す
る
こ
と
弗
く
︑
及
び
吏

に
言
は
ざ
れ
ば
︑
盡
く
與
に
罪
を
同
じ
く
す
（
五
二
（︒

曹
操
は
﹁
步
戰
令
﹂
で
︑
次
の
よ
う
に
陣
の
運
用
方
法
を
定
め
て
い
る
︒
①
歩
兵
・
騎
兵
は
︑
進
退
を
規
則
通
り
に
し
て
集
団
戦
を
乱

さ
な
い
︒
具
体
的
に
は
︑
歩
兵
と
騎
兵
と
の
関
係
︑
叫
び
声
︑
敵
の
追
い
方
︑
鹵
獲
品
の
奪
い
方
な
ど
が
︑
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
︒

②
進
ん
で
戦
い
功
績
が
あ
っ
て
も
号
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
賞
を
受
け
ら
れ
な
い
︒
陣
形
を
乱
し
た
場
合
も
同
じ
で
あ
る
︒
⑤
退
く
時
も
︑

勝
手
に
退
く
こ
と
は
で
き
ず
︑
逃
げ
帰
っ
た
者
は
斬
刑
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
③
命
令
系
統
を
明
確
に
し
た
上
で
︑
④
陣
の
後
ろ
に
は
︑
校

督
・
部
曲
督
な
ど
の
監
察
官
が
︑
つ
ね
に
將
士
を
督
察
し
て
い
る
︒

あ
る
い
は
︑﹃
孫
子
﹄
に
は
︑
全
く
言
及
さ
れ
な
い
船
で
の
戦
い
に
つ
い
て
も
︑
曹
操
の
﹁
舩
戰
令
﹂
が
残
っ
て
い
る
︒

舩
戰
令
に
曰
く
︑﹁
①
雷
鼓 

一
通
せ
ば
︑
吏
士 

皆
嚴よ

そ
ほふ

︒
②
再
通
せ
ば
︑
什
伍 

皆 

舩
に
就
き
︑
櫓
棹
を
整
持
す
︒
戰
士 

各
〻
兵

器
を
持
し
て
舩
に
就
き
︑
各
〻
其
の
所
に
當
た
る
︒
Ｅ
幡
・
旗
鼓
︑
各
〻
將
ゐ
る
所
に
隨
ひ
て
舩
に
載
す
︒
③
鼓 

三
通
せ
ば
︑
大

曹
操
の
軍
事
思
想
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小
の
戰
舩 

次
を
以
て
發
す
︒
④
左
は
右
に
至
る
を
得
ず
︑
右
は
左
に
至
る
を
得
ず
︑
前
後
は
處
を
易
ふ
る
を
得
ず
︒
令
に
違
ふ
者

は
斬
る
﹂
と
（
五
三
（︒

船
の
戦
い
も
太
鼓
と
旗
で
命
令
を
伝
え
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
︒
①
一
番
太
鼓
で
装
備
を
整
え
︑
②
二
番
太
鼓
で
武
器
を
携
え
て
船
に

乗
り
︑
③
三
番
太
鼓
で
発
進
し
て
︑
④
陣
形
を
整
え
た
ま
ま
で
進
む
︒
こ
の
ほ
か
︑
曹
操
の
﹁
軍
令
﹂
に
は
︑
弩
と
い
う
対
騎
兵
の
主
力

兵
器
に
つ
い
て
の
運
用
方
法
を
論
じ
た
軍
令
も
あ
る
（﹃
通
典
﹄
卷
一
百
四
十
九 

兵
二
（︒
さ
ら
に
は
︑
石
井
仁
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に（
五
四
（︑﹃
太
平
御
覽
﹄
に
逸
文
が
残
る
﹁
魏
武
四
時
⻝
制
﹂
は
︑
料
理
・
調
理
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
本
草
学
の
性
格
が
強
く
︑
産
地
が
提

示
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
れ
ば
︑
名
物
学
も
し
く
は
地
理
書
の
体
裁
に
も
似
て
い
る
︒
曹
操
は
本
草
学
の
知
識
を
通
し
て
︑
民
間
の
医

療
な
い
し
食
糧
事
情
ま
で
を
も
よ
く
理
解
し
︑
そ
れ
を
軍
に
傳
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
曹
操
は
︑
軍
令
に
よ
り
︑
平
時
の
訓
練
か
ら
︑
個
別
の
戦
争
や
地
域
に
応
じ
た
具
体
的
な
戦
術
ま
で
を
詳
細
に
指
示
し
た
の

で
あ
る
︒

一
方
︑﹃
兵
書
接
要
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹃
太
平
御
覽
﹄
に
次
の
二
条
が
残
っ
て
い
る
︒

魏
武
の
兵
書
節
要
に
曰
く
︑﹁
①
孫
子
の
司
雲
氣
と
穪
す
る
は
︑
雲
に
非
ず
︑
�
に
非
ず
︑
霧
に
非
ず
︑
形
は
禽
獸
に
似
る
︒
客
は

吉
︑
主
人
は
忌
む
﹂
と
（
五
五
（︒

魏
の
武
帝
の
兵
書
接
要
に
曰
く
︑﹁
大
軍 

將
に
行
か
ん
と
す
る
に
︑
雨 

衣
冠
を
濡う
る
ほ
す
︑
是
れ
を
②
灑
兵
と
謂
ひ
︑
其
の
師 

慶
有

り
﹂
と
︒
H
曰
く
︑﹁
三
軍 

將
に
行
か
ん
と
す
る
に
︑
其
の
旗 
墊
然
と
し
て
雨
の
n
し
︑
是
を
③
天
露
と
謂
ひ
︑
三
軍 

徒
を
失

ふ
︒
將
に
陣
せ
ん
と
す
る
に
︑
雨
ふ
る
こ
と
甚
し
︑
是
れ
を
④
浴
尸
と
謂
ひ
︑
先
に
陣
す
る
者
は
敗
兦
す
﹂
と
︒
H
曰
く
︑﹁
大

將 

始
め
て
行
く
に
︑
雨
ふ
り
て
薄
く
︑
衣
冠
を
濡
さ
ず
︑
是
を
⑤
天
泣
と
謂
ひ
︑
其
の
將
は
大
い
に
凶
に
し
て
︑
其
の
卒
は
散
兦
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す
﹂
と
（
五
六
（︒

一
条
目
の
①
﹁
孫
子
の
司
雲
氣
﹂
に
つ
い
て
は
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
は
も
と
よ
り
︑
出
土
し
た
﹃
孫
臏
兵
法
﹄
に
も
該
当
す
る

字
句
が
な
く
︑﹁
孫
子
﹂
が
何
を
指
す
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
︒
分
か
る
こ
と
は
︑
そ
れ
が
現
れ
た
と
き
に
は
︑﹁
客
は
吉
﹂﹁
主
人
は

忌
﹂
と
な
る
予
兆
と
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
二
条
目
は
︑﹁
雨
﹂
に
関
す
る
占
い
で
あ
る
︒
②
﹁
灑
兵
﹂
の
場
合
に
は
︑
戦
い
が
順
調
に
進

む
こ
と
に
対
し
て
︑
③
﹁
天
露
﹂
の
場
合
に
は
︑
三
軍
が
兵
を
失
い
︑
④
﹁
浴
尸
﹂
の
場
合
に
は
︑
先
に
陣
を
布
い
た
者
が
敗
れ
︑

⑤
﹁
天
泣
﹂
の
場
合
に
は
︑
將
は
凶
で
兵
は
散
り
滅
び
る
と
い
う
︒

こ
う
し
た
兵
法
を
﹁
兵
陰
陽
﹂
と
い
う
︒﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
に
よ
れ
ば
︑
劉
向
が
宮
中
で
校
書
を
行
っ
た
際
に
︑
兵
書
は
任
宏
が
校
定

し
て
︑﹁
兵
權
謀
﹂（
総
合
戦
略
（・﹁
兵
形
勢
﹂（
用
兵
術
（・﹁
兵
陰
陽
﹂・﹁
兵
技
巧
﹂（
兵
器
・
武
術
（
の
四
種
に
分
類
し
た
︒﹃
孫
子
﹄

十
三
篇
と
﹃
孫
臏
兵
法
﹄
な
ど
を
含
む
﹁
吳
孫
子
兵
法
八
十
二
篇
﹂
と
﹁
齊
孫
子
八
十
九
篇
﹂︑
吳
起
の
﹃
吳
子
﹄
四
十
八
篇
な
ど
は
︑

﹁
兵
權
謀
﹂
に
属
す
る
︒﹁
兵
陰
陽
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
漢
書
﹄
藝
文
志
は
︑
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

陰
陽
な
る
者
は
︑
時
に
順
ひ
て
發
し
︑
刑
德
を
推
し
︑
斗
擊
に
隨
ひ
︑
五
勝
に
因
り
︑
鬼
神
を
假
り
て
助
と
爲
す
者
な
り
（
五
七
（︒

﹁
刑
德
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
淮
南
子
﹄
兵
略
訓
の
許
愼
註
は
︑﹁
刑
は
十
二
辰
な
り
︑
德
は
十
日
な
り
（
刑
十
二
辰
也
︑
德
十
日
也
（﹂
と
述

べ
︑
日
の
吉
凶
を
推
し
量
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
︒﹁
斗
擊
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
淮
南
子
﹄
天
文
訓
に
︑﹁
北
斗
の
擊
つ
所
は
︑
與
に
ｙ
す

可
か
ら
ず
（
北
斗
所
擊
︑
不
可
與
ｙ
（﹂
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
兵
陰
陽
﹂
と
は
︑
兵
を
発
す
る
と
き
に
時
に
従
い
︑
日
の
吉
凶
を
推
し

量
り
︑
北
斗
の
動
き
に
よ
っ
て
敵
を
討
ち
︑
五
行
相
勝
の
原
理
に
依
拠
し
︑
鬼
神
の
助
け
を
借
り
る
兵
法
で
あ
る
︒﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思

想
に
お
け
る
特
徴
の
第
三
と
し
て
あ
げ
た
︑
戦
争
を
呪
術
か
ら
解
放
し
て
︑
勝
敗
を
廟
算
に
よ
り
予
測
で
き
る
よ
う
合
理
的
な
基
準
を
定

め
た
こ
と
と
正
反
対
に
あ
る
兵
法
と
考
え
て
よ
い
︒

曹
操
の
軍
事
思
想
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現
行
の
﹃
孫
子
﹄
の
中
で
︑
唯
一
﹁
兵
陰
陽
﹂
的
な
思
想
を
含
む
部
分
は
︑
火
攻
篇
の
冒
頭
で
あ
る
︒

火
を
發
す
る
に
は
時
有
り
︑
火
を
起
こ
す
に
は
日
有
り
︒
①
時
な
る
者
は
︑
天
の
燥か

わ

け
る
な
り
﹇
一
﹈︒
②
日
な
る
者
は
︑
⺼
の
箕
・

壁
・
翼
・
軫
に
在
る
な
り
︒
凡
そ
此
の
四
宿
な
る
者
は
︑
風 

起
こ
る
の
日
な
り
︒

﹇
一
﹈
燥
な
る
者
は
︑
旱
な
り
（
五
八
（︒

﹃
孫
子
﹄
火
攻
篇
が
︑
火
攻
に
適
す
る
時
と
日
と
し
て
︑
空
気
が
①
乾
燥
し
て
い
る
時
を
挙
げ
る
の
は
︑
合
理
的
で
あ
る
︒
そ
こ
に

は
︑
曹
操
も
﹁
燥
﹂
は
﹁
旱
﹂
で
あ
る
︑
と
註
を
つ
け
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
②
⺼
が
箕
宿
・
壁
宿
・
翼
宿
・
軫
宿
に
あ
る
と
き

に
︑
火
を
放
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
︑﹁
兵
陰
陽
﹂
に
近
い
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
曹
操
が
こ
れ
に
註
を
つ
け
な
い
こ
と
で
あ
る
︒﹃
兵

書
接
要
﹄
に
﹁
兵
陰
陽
﹂
の
説
を
抜
き
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
曹
操
は
﹁
兵
陰
陽
﹂
の
知
識
が
あ
り
︑
そ
れ
を
諸
將
に
配
布
す
る

﹃
兵
書
接
要
﹄
に
含
め
る
ほ
ど
重
視
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
︑﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思
想
の
特
徴
で
あ
る
呪
術
か
ら
脱

却
し
た
合
理
性
を
守
る
た
め
に
︑
曹
操
は
こ
こ
に
註
を
付
け
な
い
︒﹃
孫
子
﹄
と
い
う
書
籍
の
特
徴
を
深
く
理
解
し
︑
そ
れ
を
尊
重
す
る

註
者
と
し
て
の
姿
勢
を
曹
操
は
持
つ
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹃
兵
書
接
要
﹄
が
︑﹃
孫
子
﹄
で
覆
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
軍
事
思
想
を
補
う
た
め
に
著
さ
れ
た
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
︒

曹
操
の
軍
事
思
想
は
︑﹃
孫
子
﹄
を
中
核
に
置
き
︑
そ
れ
を
﹃
兵
書
接
要
﹄
で
補
い
︑﹁
軍
令
﹂
に
よ
り
具
体
的
な
戦
術
に
落
と
し
込
ん

で
い
く
︑
と
い
う
原
則
と
具
体
策
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
こ
と
に
特
徴
を
持
つ
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に
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﹃
孫
子
﹄
の
成
立
過
程
の
解
明
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
は
︑
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
の
中
核
と
な
っ
て
い

る
孫
武
の
著
述
に
︑﹁
擒
龐
涓
﹂﹁
見
威
王
（
仮
題
（﹂﹁
威
王
問
﹂﹁
陳
忌
問
塁
﹂
な
ど
の
孫
臏
の
著
述
を
加
え
た
︑
孫
氏
一
派
の
共
通
テ

キ
ス
ト
の
地
域
的
な
異
本
で
あ
る
﹁
齊
孫
子
﹂
と
考
え
ら
れ
る
︒
曹
操
は
︑﹁
齊
孫
子
﹂
な
ど
の
孫
氏
一
派
の
共
通
テ
キ
ス
ト
か
ら
︑
本

来
孫
武
の
も
の
と
考
え
る
十
三
篇
を
抜
き
出
し
て
定
本
を
つ
く
っ
た
訳
で
は
な
い
︒﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
の
流
れ
を
汲
む
テ
キ
ス
ト
を
も
含

み
な
が
ら
も
︑
ほ
ぼ
現
行
の
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
と
同
じ
文
字
数
よ
り
な
る
﹃
孫
子
﹄
の
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
校
勘
し
な
が
ら
︑
定
本
を
作

成
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
際
︑
曹
操
は
︑﹃
孫
子
﹄
の
文
章
を
よ
り
抽
象
化
し
て
︑
そ
の
含
意
を
深
め
︑
応
用
の
効
く
よ
う
に
改
め
て
お

り
︑﹃
孫
子
﹄
の
思
想
性
は
曹
操
の
校
勘
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒

曹
操
は
︑﹃
孫
子
﹄
に
註
を
つ
け
る
際
︑﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思
想
の
特
徴
を
深
め
る
た
め
に
︑﹃
孫
子
﹄
と
同
様
︑
黃
老
思
想
に
基
づ
く

註
を
付
け
︑
訓
詁
に
よ
り
﹃
孫
子
﹄
本
文
に
寄
り
添
っ
た
︒
た
だ
し
︑
自
ら
の
軍
事
経
験
に
基
づ
き
︑﹃
孫
子
﹄
本
文
の
主
張
と
異
な
っ

た
註
を
付
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
徐
州
に
関
わ
る
二
つ
戦
役
に
つ
い
て
は
︑
自
ら
の
軍
事
思
想
を
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と

を
試
み
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
二
ヵ
所
に
止
ま
り
︑
抽
象
的
に
兵
法
の
理
論
を
述
べ
る
﹃
孫
子
﹄
本
文
に
相
応
し
い
註
を
中
心
と
し
て
い

た
︒そ

れ
は
︑﹃
孫
子
﹄
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
個
々
の
戦
争
は
︑
そ
の
地
域
性
や
地
形
︑
相
手
の
あ
り
方
な
ど
の
条
件
に
応
じ
て
︑
常
に
変

化
す
る
も
の
で
あ
り
︑
兵
法
書
の
註
と
し
て
具
体
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
は
積
極
的
な
意
義
を
見
い
出
せ
な
い
︑
と
い
う
曹
操
軍
事
思
想

の
現
れ
で
あ
る
︒
曹
操
は
︑
具
体
的
な
戦
争
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
都
度
︑
軍
令
を
出
し
︑
ま
た
︑﹃
孫
子
﹄
に
含
ま
れ
な
い
武
器
や
兵
種

に
つ
い
て
も
︑
軍
令
に
よ
り
指
示
を
行
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
他
の
兵
法
書
か
ら
抜
き
書
き
を
し
た
と
い
う
﹃
兵
書
接
要
﹄
に
は
︑﹃
孫
子
﹄

に
含
ま
れ
な
い
﹁
兵
陰
陽
﹂
の
思
想
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
呪
術
か
ら
脱
却
し
て
合
理
的
に
戦
争
を
把
握
し
た
﹃
孫
子
﹄
に
註
を
つ
け
な
が

曹
操
の
軍
事
思
想
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ら
も
︑
現
実
の
戦
い
の
中
で
︑
偶
然
に
基
づ
く
敗
戦
を
經
験
し
て
い
た
曹
操
は
︑
す
べ
て
の
戦
い
を
廟
算
す
る
﹃
孫
子
﹄
の
合
理
性
に
限

界
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
曹
操
は
︑﹃
孫
子
﹄
を
最
も
優
れ
た
兵
法
書
と
認
め
︑
そ
れ
に
寄
り
添
っ
た
註
を
付
け
な
が
ら
も
︑﹃
孫

子
﹄
の
限
界
を
も
見
据
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
孫
子
﹄
の
原
則
を
補
う
﹃
兵
書
接
要
﹄︑
さ
ら
に
は
具
体
的
な
戦
術
を
指
示
す
る
軍
令

を
用
意
し
︑
自
ら
の
兵
学
研
究
を
諸
将
に
共
有
さ
せ
て
︑
統
一
的
な
軍
事
行
動
を
取
ろ
う
と
し
た
︒
曹
操
の
軍
事
思
想
の
特
徴
は
︑
こ
こ

に
あ
る
︒

〈
注
〉

（
一
（
御
軍
三
十
餘
年
︑
手
不
捨
書
︑
晝
則
講
①
武
策
︑
夜
則
思
②
經
傳
︑
③
登
高
必
賦
︑
及
造
D
　

詩
︑
被
之
管
弦
︑
皆
成
樂
z
︒
④
才
力
絕
人
︑
手
射
飛

鳥
︑
躬
禽
猛
獸
（﹃
三
國
志
﹄
卷
一 
武
帝
紀
註
引
﹃
魏
書
﹄（︒

（
二
（
渡
邉
義
浩
﹁
三
国
時
代
に
お
け
る
﹁
文
学
﹂
の
政
治
的
宣
揚

　

―
―

　

六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら

　

―
―

　

﹂（﹃
東
洋
史
研
究
﹄
五
四
―
三
︑
一
九

九
五
年
︑
増
補
・
改
訂
の
う
え
﹃﹁
古
典
中
国
﹂
に
お
け
る
文
学
と
儒
教
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
一
五
年
に
所
収
（︑
渡
邉
義
浩
﹃
三
國
志

　

―
―

　

英
雄
た
ち

と
文
学

　

―
―

　

﹄（
人
文
書
院
︑
二
〇
一
五
年
（
を
参
照
︒

（
三
（
①
孫
子
兵
法
二
卷
︒
吳
將
孫
武
撰
︑
魏
武
帝
註
︒
②
孫
子
兵
法
一
卷
︒
魏
武
︑
王
淩
集
解
︒
③
續
孫
子
兵
法
二
卷
︒
魏
武
帝
撰
︒
④
兵
書
接
要
十
卷
︒

魏
武
帝
撰
︒
⑤
兵
法
接
要
三
卷
︒
魏
武
帝
撰
︒
⑥
兵
書
略
要
九
卷
︒
魏
武
帝
撰
︒
⑦
魏
武
帝
兵
法
一
卷
（﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
三 

子
U 

兵
家
（︒
な
お
︑
こ

れ
以
外
の
曹
操
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
張
道
英
﹁
略
論
曹
操
是
一
位
傑
出
的
軍
事
家
﹂（﹃
聊
城
師
範
学
院
学
報
﹄
哲
学
社
会
科
学
版
一
九
九
五
―
四
︑

一
九
九
五
年
（︑
龔
留
柱
・
譚
慧
存
﹁
曹
操
︽
孫
子
略
解
︾
的
兵
学
成
就
﹂（﹃
河
南
大
学
学
報
﹄
社
会
科
学
版
五
二
―
二
︑
二
〇
一
二
年
（
を
参
照
︒

（
四
（
曹
公
孫
子
兵
法
序
曰
︑
操
聞
︑
上
古
弧
矢
之
利
︒
論
語
曰
︑
足
⻝
足
兵
︒
尙
書
八
政
曰
︑
師
︒
易
曰
︑
師
貞
︒
傳
云
︑
王
赫
斯
怒
︒
黄
帝
・
湯
・

武
︑
咸
用
干
戈
爲
民
也
︒
用
武
者
滅
︑
用
文
者
兦
︑
夫
差
・
偃
王
是
也
︒
①
垩
賢
之
於
兵
也
︑
戢
而
時
動
︑
不
得
已
而
用
之
︒
②
吾
觀
兵
書
・
戰
策
︑
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孫
武
深
矣
︒
孫
子
者
︑
齊
人
也
︑
名
武
︒
爲
吳
王
闔
閭
︑
作
兵
法
一
十
三
篇
︑
試
之
婦
人
︑
卒
以
爲
將
︒
西
破
強
楚
入
郢
︑
北
滅
齊
・
晉
︒
後
百
餘

歳
︑
有
孫
臏
︑
是
武
之
後
也
（﹃
太
平
御
覧
﹄
卷
二
百
七
十 

兵
U
一 

叙
兵
上
（︒

（
五
（
吳
孫
子
兵
法
八
十
二
篇﹇
一
﹈︒
図
九
卷
︒﹇
一
﹈
師
古
曰
︑
孫
武
也
︑
臣
於
闔
廬
︒
齊
孫
子
八
十
九
篇﹇
二
﹈︒
図
四
卷
︒﹇
二
﹈
師
古
曰
︑
孫
臏

（﹃
漢
書
﹄
卷
三
十 

藝
文
志
（︒

（
六
（
た
と
え
ば
︑
江
戶
時
代
の
齋
藤
拙
堂
﹃
拙
堂
文
集
﹄
卷
四 

孫
子
辨
は
︑﹃
孫
子
﹄
と
﹃
史
記
﹄・﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
を
比
較
し
て
︑
四
つ
の
疑
問
点

を
掲
げ
︑
孫
武
の
実
在
を
否
定
し
︑
孫
臏
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
卿
三
祥
﹁
曹
操
与
︽
孫
子
兵
法
︾﹂（﹃
成
都
大
学
学

報
﹄
社
会
科
学
版
二
〇
〇
五
―
六
︑
二
〇
〇
五
年
（
は
﹃
孫
子
﹄
十
三
篇
は
︑
春
秋
末
期
の
作
で
あ
る
と
す
る
︒

（
七
（
金
谷
治
﹃
孫
臏
兵
法
﹄（
東
方
書
店
︑
一
九
七
六
年
（︒
張
震
沢
﹃
孫
臏
兵
法
校
理
﹄（
中
華
書
局
︑
一
九
八
四
年
（
も
参
照
︒

（
八
（
平
田
昌
司
﹃
孫
子

　

―
―

　

解
答
の
な
い
兵
法

　

―
―

　

﹄（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
（︒

（
九
（
浅
野
裕
一
﹃
孫
子
﹄（
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
九
七
年
（︒
浅
野
裕
一
﹁
十
三
篇
﹃
孫
子
﹄
の
成
立
事
情
﹂（﹃
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄
一

三
︑
一
九
七
九
年
（
も
参
照
︒

（
一〇（
孫
子
学
派
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
李
桂
生
﹃
孫
子
学
流
変
研
究
﹄（
斉
魯
書
社
︑
二
〇
二
一
年
（
も
参
照
︒

（
一一（
李
零
﹁
関
于
銀
雀
山
簡
本
︽
孫
子
︾
研
究
的
商
榷
﹂（﹃
文
史
﹄
七
︑
一
九
七
九
年
（︑
詹
立
波
﹁
略
談
臨
沂
漢
墓
竹
簡
︽
孫
子
兵
法
︾﹂（﹃
文
物
﹄

一
九
七
四
│
一
二
︑
一
九
七
四
年
（︒

（
一二（
た
と
え
ば
︑
儒
家
の
共
有
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
﹃
論
語
﹄
に
︑﹃
齊
論
語
﹄﹃
魯
論
語
﹄
と
い
う
異
本
が
存
在
し
た
こ
と
と
同
様
と
考
え
て
よ
い
︒﹃
齊

論
語
﹄・﹃
魯
論
語
﹄
に
つ
い
て
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁
定
州
﹃
論
語
﹄
と
﹃
斉
論
﹄﹂（﹃
東
方
学
﹄
一
二
八
︑
二
〇
一
四
年
︑﹃﹃
論
語
﹄
の
形
成
と
古
注
の

展
開
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
二
一
年
に
所
収
（
を
参
照
︒

（
一三（
孫
子
武
者
︑
齊
人
也
︒
以
兵
法
見
於
吳
王
闔
廬
︒
闔
廬
曰
︑
子
之
十
三
篇
︑
吾
盡
觀
之
矣
︒
可
以
小
試
勒
兵
乎
︒
對
曰
︑
可
︒
闔
廬
曰
︑
可
試
以

婦
人
乎
︒
曰
︑
可
︒
於
是
許
之
︑
出
宮
中
美
女
︑
得
百
八
十
人
︒
孫
子
分
爲
二
隊
︑
以
王
之
寵
姬
二
人
各
爲
隊
長
︑
皆
令
持
戟
︒
令
之
曰
︑
汝
知
而
心

曹
操
の
軍
事
思
想

　

─
─
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與
左
右
手
・
背
乎
︒
婦
人
曰
︑
知
之
︒
孫
子
曰
︑
②
歬
︑
則
視
心
︑
左
︑
視
左
手
︑
右
︑
視
右
手
︑
後
︑
即
視
背
︒
婦
人
曰
︑
諾
︒
約
束
旣
布
︑
乃
設

鈇
鉞
︑
卽
三
令
五
申
之
︒
於
是
①
鼓
之
右
︑
婦
人
大
笑
︒
孫
子
曰
︑
約
束
不
朙
︑
申
令
不
熟
︑
將
之
罪
也
︒
復
三
令
五
申
而
鼓
之
左
︑
婦
人
復
大
笑
︒

孫
子
曰
︑
③
約
束
不
朙
︑
申
令
不
熟
︑
將
之
罪
也
︒
旣
已
朙
而
不
如
法
者
︑
吏
士
之
罪
也
︒
乃
欲
斬
左
右
隊
長
︒
吳
王
從
臺
上
觀
︑
見
且
斬
愛
姬
︑
大

駭
︒
趣
使
使
下
令
曰
︑
寡
人
已
知
將
軍
能
用
兵
矣
︒
寡
人
非
此
二
姬
︑
⻝
不
甘
味
︒
願
勿
斬
也
︒
孫
子
曰
︑
臣
旣
已
受
命
爲
將
︒
④
將
在
軍
︑
君
命
有

所
不
受
︒
遂
斬
隊
長
二
人
以
徇
︒
用
其
次
爲
隊
長
︑
於
是
復
鼓
之
︒
婦
人
左
右
歬
後
跪
起
皆
中
規
矩
繩
墨
︑
無
敢
出
聲
︒
於
是
孫
子
使
使
報
王
曰
︑
兵

旣
整
齊
︒
王
可
試
下
觀
之
︒
唯
王
所
欲
用
之
︑
雖
赴
水
火
猶
可
也
（﹃
史
記
﹄
卷
六
十
五 

孫
武
傳
（︒

（
一四（
步
戰
令
曰
︑
①
嚴
鼓
一
通
︑
步
騎
悉
裝
︒
再
通
︑
騎
上
馬
︑
步
結
屯
︒
三
通
︑
以
次
出
之
︑
随
幡
︹
所
指
︺︑
住
者
結
屯
（
住
（
幡
後
︒
聞
急
鼓

音
︑
整
陣
︑
斥
候
者
視
地
形
廣
狹
︑
從
四
角
面
立
表
︑
制
戰
陣
之
宜
︒
諸
U
曲
者
︑
各
自
安
U
︒
陣
兵
疏
數
︑
兵
曹
擧
白
不
如
令
者
斬
︒
兵
n
欲
作
陣

對
ｙ
︑
營
先
白
表
︑
乃
引
兵
就
表
而
陣
︒
臨
陣
皆
無
讙
譁
︑
明
聽
鼓
音
︑
②
旗
幡
麾
歬
則
歬
︑
麾
後
則
後
︑
麾
左
則
左
︑
麾
右
則
右
︒
不
聞
令
而
擅
歬

後
左
右
者
斬
︒
③
伍
中
有
不
進
者
︑
伍
長
殺
之
︒
伍
長
有
不
進
者
︑
什
長
殺
之
︒
什
長
有
不
進
者
︑
都
伯
殺
之
︒
督
戰
U
曲
將
︑
拔
刄
在
後
察
︑
違
令

不
進
者
︑
斬
之
︒
一
U
受
ｙ
︑
餘
U
不
進
救
者
斬
（﹃
通
典
﹄
卷
一
百
四
十
九 

兵
二
（︒﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
三
百 

兵
U
三
十
一 

卒
に
よ
り
︑︹　

︺
を

補
い
︑（　

（
を
省
い
た
︒

（
一五（
⑴
兵
法
曰
︑
⑵
弗
令
弗
聞
︑
君
將
之
罪
也
︒
⑶
已
令
已
申
︑
卒
長
之
罪
也
︒
⑷
兵
法
曰
︑
賞
善
始
賎
︑
罰
︙
︙
（﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂﹃
孫
子
兵
法
﹄
見
吳

王
（︒﹁
銀
雀
山
漢
簡
﹂
は
︑﹃
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壱
（﹄（
文
物
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
（
に
依
拠
し
︑﹃
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壱
（﹄（
文
物
出
版
社
︑

一
九
七
五
年
（
を
参
照
し
た
︒

（
一六（
鄭
良
樹
﹁
論
銀
雀
山
竹
簡
︽
孫
子
︾
佚
文
﹂（﹃
竹
簡
帛
書
論
文
集
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
二
年
（︒

（
一七（﹃
後
漢
書
﹄
に
み
え
る
﹃
孫
子
﹄
の
理
論
運
用
や
戦
術
実
践
に
つ
い
て
は
︑
閻
盛
国
﹁︽
後
漢
書
︾
所
記
載
文
臣
武
将
対
︽
孫
子
兵
法
︾
的
運
用
﹂

（﹃
孫
子
研
究
﹄
一
五
︑
二
〇
一
七
年
（
を
参
照
︒

（
一八（
不
可
勝
者
︑
守
也﹇
六
﹈︑
可
勝
者
︑
攻
也﹇
七
﹈︒
①
守
則
不
足
︑
攻
則
有
餘﹇
八
﹈︒
②
善
守
者
︑
藏
於
九
地
之
下
︑
善
攻
者
︑
動
於
九
天
之
上
︒
故
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能
自
保
而
全
勝
也﹇
九
﹈︒﹇
六
﹈
藏
形
也
︒﹇
七
﹈
ｙ
攻
︑
己
乃
可
勝
︒﹇
八
﹈
③
吾
所
以
守
者
︑
力
不
足
︒
所
以
攻
者
︑
力
有
餘
︒﹇
九
﹈
喩
其
深
微

（
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
軍
形
篇
（︒﹇　

﹈
が
魏
武
註
の
本
来
の
位
置
︑
漢
数
字
は
篇
の
通
し
番
号
で
あ
る
︒
な
お
︑
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
は
︑
京
都
大
学
附

属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
﹃
孫
子
﹄
古
写
本
を
底
本
と
し
︑
楊
丙
安
（
校
理
（﹃
十
一
家
注
孫
子
校
理
﹄（
中
華
書
局
︑
二
〇
一
二
年
（
な
ど
に
よ
り
校
勘

し
た
︒

（
一九（
⑴
百
戰
百
勝
︑
不
如
不
戰
而
屈
人
之
兵
︒
是
以
②
先
爲
不
可
勝
︑
以
待
ｙ
　

之
可
勝
︒
不
可
勝
在
我
︑
可
勝
在
彼
︒
⑶
彼
守
不
足
︑
我
攻
有
餘
︒
⑷
有
餘

者
︑
動
於
九
天
之
上
︑
不
足
者
︑
陷
於
九
地
之
下
︒（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
六
十
一 

皇
甫
嵩
傳
（︒

（
二〇（
馬
王
堆
漢
Ｃ
か
ら
出
土
し
た
﹁
經
法
﹂
に
は
︑﹁
餘
り
有
る
を
以
て
守
れ
ば
︑
拔
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
︒
足
ら
ざ
る
を
以
て
攻
む
れ
ば
︑
反
り
て
自

ら
伐
た
る
る
な
り
（
以
有
餘
守
︑
不
可
拔
也
︒
以
不
足
攻
︑
反
自
伐
也
（﹂
と
あ
り
︑
歬
漢
に
は
﹁
有
餘
﹂
で
あ
れ
ば
﹁
守
﹂
る
︑
と
い
う
考
え
方
が

あ
っ
た
こ
と
を
記
す
︒
な
お
︑
釈
読
は
︑
馬
王
堆
漢
墓
出
土
帛
書
整
理
小
組
（
編
（﹃
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
﹄
経
法
（
文
物
出
版
社
︑
一
九
七
六
年
（
に

よ
っ
た
︒

（
二一（
加
賀
栄
治
﹃
中
国
古
典
解
釈
史
﹄
魏
晉
篇
（
勁
草
書
房
︑
一
九
六
四
年
（︒

（
二二（﹃
孫
子
﹄
の
特
徴
に
つ
い
て
︑
呉
如
高
﹃
孫
子
兵
法
新
論
﹄
修
訂
版
（
商
務
印
書
館
︑
二
〇
二
一
年
（
は
︑﹃
孫
子
﹄
の
軍
事
思
想
を
国
と
軍
を
全

う
す
る
た
め
に
戦
争
を
慎
む
︑
戦
わ
ず
に
敵
を
屈
す
る
こ
と
を
全
勝
と
す
る
︑
兵
は
詭
道
で
あ
る
な
ど
の
十
六
項
目
に
成
立
す
る
︒
な
お
︑
徐
瑜
﹃
孫

子
兵
法
―
不
朽
的
戦
争
芸
術
﹄（
九
州
出
版
社
︑
二
〇
一
九
年
（︑
李
零
﹃︽
孫
子
︾
十
三
篇
綜
合
研
究
﹄（
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
六
年
（︑
陳
伯
适
﹃
孫

子
兵
法
研
究
﹄（
文
史
哲
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
（
も
参
照
︒

（
二三（
孫
子
曰
︑
兵
者
︑
國
之
大
事
︒
死
生
之
地
︑
存
兦
之
衜
︑
不
可
不
察
也
︒
故
經
之
以
①
五
事
︑
校
之
以
②
七
計
︑
而
索
其
情﹇
二
﹈︒
︙
︙
③
兵
者
︑

詭
衜
也﹇
一七﹈︒
故
能
而
示
之
不
能
︑
用
而
示
之
不
用
︑
近
而
示
之
遠
︑
遠
而
示
之
近﹇
一八﹈︒
︙
︙
攻
其
無
備
︑
出
其
不
意﹇
二四﹈︒
此
兵
家
之
勝
︑
不
可

先
傳
也﹇
二五﹈︒﹇
二
﹈
謂
下
五
事
・
七
計
︑
求
彼
我
之
情
也
︒
︙
︙
﹇
一七﹈
④
無
常
形
︑
以
詭
詐
爲
衜
︒﹇
一八﹈
欲
進
而
治
其
衜
︒
n
韓
信
之
襲
安
邑
︑

陳
舟
臨
晉
而
渡
於
夏
陽
也
︒
︙
︙
﹇
二四﹈
擊
其
懈
怠
︑
出
其
空
虛
︒﹇
二五﹈
傳
︑
猶
洩
也
︒
⑤
兵
無
常
勢
︑
水
無
常
形
︒
臨
ｙ
變
化
︑
不
可
先
傳
也
︒

曹
操
の
軍
事
思
想
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故
料
ｙ
在
心
︑
察
機
在
目
也
（
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
始
計
篇
（︒

（
二四（﹃
史
記
﹄
卷
百
三
十 

太
史
公
自
序
に
︑﹁
衜
家
は
無
爲
な
り
︑
H 

曰
く
﹁
爲
さ
ざ
る
無
し
﹂
と
︒
其
の
實
は
行
ひ
易
き
も
︑
其
の
辭
は
知
り
難

し
︒
其
の
術
は
虛
無
を
以
て
本
と
爲
し
︑
因
循
を
以
て
用
と
爲
す
︒
成
埶
無
く
︑
常
形
無
し
︒
故
に
能
く
萬
物
の
情
を
究
む
（
衜
家
無
爲
︑
H
曰
無
不

爲
︒
其
實
易
行
︑
其
辭
難
知
︒
其
術
以
虛
無
爲
本
︑
以
因
循
爲
用
︒
無
成
埶
︑
無
常
形
︒
故
能
究
萬
物
之
情
（﹂
と
あ
る
︒

（
二五（﹃
淮
南
子
﹄
兵
略
訓
に
︑﹁
凡
そ
物
に
朕
き
ざ
し

有
り
︑
唯
だ
衜
の
み
に
朕
無
し
︒
朕
無
き
所
以
の
者
は
︑
其
の
常
な
る
形
勢
無
き
を
以
て
な
り
（
凡
物
有

朕
︑
唯
衜
無
朕
︒
所
以
無
朕
者
︑
以
其
無
常
形
勢
也
（﹂
と
あ
る
︒

（
二六（
黃
巾
の
乱
の
口
号
に
黃
老
思
想
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
︑
後
漢
﹁
儒
敎
國
家
﹂
へ
の
反
発
の
中
か
ら
︑
後
漢
末
に
は
黃
老
思
想
が
復
権
し
︑
や
が

て
儒
敎
の
枠
組
み
の
中
で
老
莊
思
想
が
再
編
さ
れ
る
玄
學
へ
と
展
開
し
て
い
く
︒
そ
う
し
た
時
代
風
潮
の
中
で
︑
曹
操
は
﹃
孫
子
﹄
を
著
し
て
い
る
︒

黃
巾
の
乱
の
口
号
に
つ
い
て
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁
両
漢
に
お
け
る
天
の
祭
祀
と
六
天
説
﹂（﹃
両
漢
儒
教
の
新
研
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
︑﹃
後
漢

に
お
け
る
﹁
儒
教
国
家
﹂
の
成
立
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
に
所
収
（
を
参
照
︒

（
二七（
用
兵
雖
本
於
仁
義
︑
然
其
取
勝
︑
必
在
詭
詐
（﹃
十
一
家
註
孫
子
﹄
始
計
篇
（︒
な
お
︑﹃
十
一
家
註
孫
子
﹄
は
︑
楊
丙
安
（
校
理
（﹃
十
一
家
註
孫

子
校
理
﹄（
前
掲
（
に
依
拠
し
た
︒

（
二八（
た
と
え
ば
︑﹃
孫
子
﹄
九
地
篇
に
︑﹁
將
軍
の
事
は
︑
靜
か
に
し
て
以
て
幽か

す

か
に
︑
正
し
く
し
て
以
て
治
ま
る
︒
能
く
士
卒
の
耳
目
を
愚
に
し
︑
之

を
し
て
知
る
こ
と
無
か
ら
し
む
（
將
軍
之
事
︑
靜
以
幽
︑
正
以
治
︒
能
愚
士
卒
之
耳
目
︑
使
之
無
知
（﹂
と
あ
る
︒
こ
う
し
た
考
え
方
は
︑﹃
老
子
﹄
第

三
z
に
﹁
常
に
民
を
し
て
無
知
無
欲
た
ら
し
む
（
常
使
民
無
知
無
欲
（﹂
と
あ
り
︑
第
六
十
五
z
に
﹁
古
の
善
く
衜
を
爲を
さ

む
る
者
は
︑
以
て
民
を
朙
ら

か
に
す
る
に
非
ず
︑
將
に
以
て
之
を
愚
に
せ
ん
と
す
（
古
之
善
爲
衜
者
︑
非
以
朙
民
︑
將
以
愚
之
（﹂
と
あ
る
よ
う
な
思
想
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒

（
二九（
孫
子
曰
︑
凡
用
兵
之
法
︑
①
全
國
爲
上
︑
破
國
次
之﹇
二
﹈︒
︙
︙
是
故
②
百
戰
百
勝
︑
非
善
之
善
者
也
︒
不
戰
而
屈
人
之
兵
︑
善
之
善
者
也﹇
七
﹈︒

﹇
二
﹈
③
興
師
深
入
長
驅
︑
據
其
都
邑
︑
絕
其
內
外
︑
ｙ
　

挙
國
來
服
爲
上
︒
以
兵
擊
破
得
之
爲
次
也
︒
︙
︙
﹇
七
﹈
未
戰
而
ｙ
自
屈
服
（
魏
武
註
﹃
孫

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
二
册
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子
﹄
謀
攻
篇
（︒

（
三〇（
兵
者
︑
不
祥
之
器
︑
非
君
子
之
器
︒
不
得
已
而
用
之
︑
恬
淡
爲
上
︑
勝
而
不
美
︒
而
美
之
者
︑
是
樂
殺
人
︒
夫
樂
殺
人
者
︑
則
不
可
以
得
志
於
天

下
矣
（﹃
老
子
﹄
第
三
十
一
z
（︒

（
三一（
取
天
下
常
以
無
事
︒
及
其
有
事
︑
不
足
以
取
天
下
（﹃
老
子
﹄
第
四
十
八
z
（︒

（
三二（
ｙ
国
来
服
爲
上
︑
以
撃
破
爲
次
（﹃
十
一
家
註
孫
子
﹄
始
計
篇
（︒

（
三三（﹃
三
國
志
﹄
卷
一 
武
帝
紀
に
︑﹁
二
年
春
正
月
︑（
曹
（
公 

宛
に
到
る
︒
張
繡 

降
る
も
︑
旣
に
し
て
之
を
悔
い
︑
復
た
反
す
︒
公 

与
に
戰
ひ
︑

軍 

敗
る
︒
流
矢
の
中
つ
る
所
と
爲
り
︑
長
子
の
昂
・
弟
の
子
の
安
民 

害
に
遇
ふ
（
二
年
春
正
月
︑〈
曹
〉
公
到
宛
︒
張
繡
降
︑
旣
而
悔
之
︑
復
反
︒

公
與
戰
︑
軍
敗
︒
爲
流
矢
所
中
︑
長
子
昂
・
弟
子
安
民
遇
害
（﹂ 

と
あ
る
︒
な
お
︑
魏
武
註
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な
戦
役
が
徐
州
の
そ
れ
に
限
ら
れ
る

こ
と
︑
官
渡
・
赤
壁
の
戦
い
が
﹃
孫
子
﹄
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
魏
武
註
の
主
要
部
分
の
成
立
は
︑
官
渡
の
戦
い
以
前
と
推

測
さ
れ
る
︒

（
三四（
た
と
え
ば
︑
曹
操
は
Ｆ
州
の
劉
表
政
権
を
降
服
さ
せ
る
際
に
︑
先
に
侵
寇
し
て
中
心
都
市
の
襄
陽
を
取
り
︑
軍
事
拠
点
で
あ
っ
た
江
陵
を
把
握
し

た
の
ち
︑
劉
表
の
子
で
あ
る
劉
琮
の
降
服
へ
の
対
応
を
開
始
し
て
い
る
︒
自
ら
の
﹃
孫
子
﹄
註
の
解
釈
の
と
お
り
︑﹁
國
を
全
﹂
く
し
な
が
ら
降
服
さ

せ
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
劉
表
政
権
の
構
造
に
つ
い
て
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁
蜀
漢
政
権
の
成
立
と
荊
州
人
士
﹂（﹃
東
洋
史
論
﹄
六
︑
一
九
八
八

年
︑﹃
三
国
政
権
の
構
造
と
﹁
名
士
﹂﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
に
所
収
（
を
参
照
︒

（
三五（
何
晏
の
註
に
つ
い
て
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁
何
晏
﹃
論
語
集
解
﹄
の
特
徴
﹂（﹃
東
洋
の
思
想
と
宗
教
﹄
三
三
︑
二
〇
一
六
年
︑﹃﹃
論
語
﹄
の
形
成
と
古

注
の
展
開
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
二
一
年
に
所
収
（︑
王
弼
の
註
に
つ
い
て
は
︑
伊
藤
涼
﹁
王
弼
に
お
け
る
﹁
物
﹂
と
﹁
道
﹂
│
﹃
老
子
﹄
に
対
す
る
注

釈
態
度
に
触
れ
て
﹂（﹃
東
洋
の
思
想
と
宗
教
﹄
三
七
︑
二
〇
二
〇
年
（
を
参
照
︒

（
三六（﹃
孫
子
﹄
作
戰
篇
に
︑﹁
孫
子
曰
く
︑
凡
そ
兵
を
用
ふ
る
の
法
は
︑
馳
車
千
乘
︑
革
車
千
乘
︑
帶
甲
十
萬
あ
り
て
︑
千
里
に
糧
を
饋お
く

る
︒
さ
す
れ
ば

則
ち
內
外
の
費
︑
賓
客
の
用
︑
膠
漆
の
材
︑
車
甲
の
奉
︑
日
に
千
金
を
費
す
︒
然
る
後
に
十
萬
の
師
擧
ぐ
（
孫
子
曰
︑
凡
用
兵
之
法
︑
馳
車
千
乘
︑
革

曹
操
の
軍
事
思
想
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車
千
乘
︑
帯
甲
十
万
︑
千
里
饋
糧
︒
則
内
外
之
費
︑
賓
客
之
用
︑
膠
漆
之
材
︑
車
甲
之
奉
︑
日
費
千
金
︒
然
後
十
萬
之
師
擧
矣
（﹂
と
あ
る
︒

（
三七（
①
禁
祥
去
疑
︑
至
死
無
所
之﹇
三〇﹈︒﹇
三〇﹈
禁
祅
祥
之
言
︑
②
去
疑
惑
之
計
（
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
九
地
篇
（︒

（
三八（
先
知
者
︑
①
不
可
取
於
鬼
神﹇
三
﹈︑
不
可
象
於
事
︑
不
可
驗
於
度
︑
必
取
於
人
︑
知
ｙ
之
情
者
也﹇
六
﹈︒﹇
三
﹈
②
不
可
以
祭
祀
而
求
︒﹇
六
﹈
③
因

間
人
也
（
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
用
間
篇
（︒

（
三九（
後
述
す
る
よ
う
に
︑﹃
孫
子
﹄
の
中
で
︑
唯
一
︑
兵
陰
陽
的
な
記
述
が
残
る
火
攻
篇
の
﹁
日
な
る
者
は
︑
月
の
箕
・
壁
・
翼
・
軫
に
在
る
な
り
︒
凡

そ
此
の
四
宿
な
る
者
︑
風 

起
こ
る
の
日
な
り
（
日
者
︑
月
在
箕
・
壁
・
翼
・
軫
也
︒
凡
此
四
宿
者
︑
風
起
之
日
也
（﹂
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
︑
曹
操

は
註
を
つ
け
る
こ
と
が
な
い
︒

（
四〇（﹃
三
國
志
﹄
卷
一 

武
帝
紀
註
引
﹃
魏
書
﹄
に
︑﹁
K
め
︑
城
陽
景
王
の
劉
z
︑
漢
に
功
有
る
を
以
て
︑
故
に
其
の
國 

爲
に
祠
を
立
て
︑
靑
州
の
諸

郡
︑
轉う
た

た
相 

倣
効
す
︒
濟
南 
尤
も
盛
ん
に
し
て
︑
六
百
餘
祠
あ
る
に
至
る
︒
賈
人 

或
い
は
二
千
石
の
輿
服
・
導
從
を
假
し
︑
倡
樂
を
作
り
︑
奢
侈

す
る
こ
と
日
〻
に
甚
し
く
︑
民
貧
窮
に
坐
す
︒
歷
世
の
長
吏
︑
敢
へ
て
禁
絕
す
る
者
無
し
︒
太
祖 

到
る
や
︑
皆 

祠
屋
を
毀
壞
し
︑
官
吏
に
止
絕
し

て
︑
民 

祠
祀
す
る
を
得
ず
︒
政
を
秉
る
に
至
る
に
及
び
︑
遂
に
姦
邪
鬼
神
の
事
を
除
く
︒
世
の
淫
祀
︑
此
に
由
り
遂
に
絕
ゆ
（
K
︑
城
陽
景
王
劉

z
︑
以
有
功
於
漢
︑
故
其
國
爲
立
祠
︑
靑
州
諸
郡
︑
轉
相
倣
効
︒
濟
南
尤
L
︑
至
六
百
餘
祠
︒
賈
人
或
假
二
千
石
輿
服
・
導
從
︑
作
倡
樂
︑
奢
侈
日

甚
︑
民
坐
貧
窮
︒
歷
世
長
吏
︑
無
敢
禁
絕
者
︒
太
祖
到
︑
皆
毀
壞
祠
屋
︑
止
絕
官
吏
︑
民
不
得
祠
祀
︒
及
至
秉
政
︑
遂
除
姦
邪
鬼
神
之
事
︒
世
之
淫

祀
︑
由
此
遂
絕
（﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑
こ
う
し
た
態
度
を
黃
巾
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
靑
州
黃
巾
を
自
ら
の
軍
事
的
な
基
盤
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁
曹
操
政
権
の
形
成
﹂（﹃
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
﹄
四
〇
︑
二
〇
〇
一
年
︑﹃
三
国
政
権
の
構
造
と
﹁
名
士
﹂﹄
前
掲
に
所
収
（

を
参
照
︒

（
四一（
途
有
所
不
由
︑
軍
有
所
不
撃
︑
①
城
有
所
不
攻﹇
九
﹈︑
地
有
所
不
爭
︑
②
君
命
有
所
不
受﹇
一一﹈︒
︙
︙
﹇
九
﹈
③
城
小
而
固
︑
糧
饒
︑
不
可
攻
也
︒

操
所
以
置
Ｄ
　

・
費
而
深
入
徐
州
︑
得
十
四
縣
也
︒
︙
︙
﹇
一一﹈
Ｊ
便
於
事
︑
不
拘
於
君
命
也
（
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
九
變
篇
（︒

（
四二（﹃
十
一
家
註
孫
子
校
理
﹄
九
變
篇
に
引
く
杜
牧
の
註
に
︑﹁（
曹
（
操 

Ｄ
・
費
を
舎
て
て
攻
め
ず
︑
故
に
能
く
兵
力 

完
全
し
︑
深
く
徐
州
に
入
り
︑
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十
四
縣
を
得
た
る
な
り
︒
蓋
し
言
へ
ら
く
︑
要
害
の
地
・
深
峻
た
る
城
隍
に
ｙ
す
る
や
︑
多
く
糧
⻝
を
積
み
︑
我
が
師
を
留
ま
ら
し
め
ん
と
欲
す
︒
n

し
之
を
攻
拔
す
れ
ど
も
︑
未
だ
利
と
爲
す
に
足
ら
ず
︑
拔
け
ざ
れ
ば
則
ち
我
が
兵
勢
を
挫
く
︒
故
に
攻
む
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
（〈
曹
〉
操
舎
Ｄ
・
費

不
攻
︑
故
能
兵
力
完
全
︑
深
入
徐
州
︑
得
十
四
縣
也
︒
蓋
言
︑
ｙ
於
要
害
之
地
・
深
峻
城
隍
︑
多
積
糧
⻝
︑
欲
留
我
師
︒
n
攻
拔
之
︑
未
足
爲
利
︑
不

拔
則
挫
我
兵
勢
︒
故
不
可
攻
也
（﹂
と
あ
る
︒

（
四三（
故
用
兵
之
法
︑
①
十
則
圍
之﹇
一六﹈︑
五
則
攻
之
︑
S
則
分
之
︑
ｙ
則
能
戰
之
︑
少
則
能
守
之
︑
不
n
則
能
避
之
︒﹇
一六﹈
以
十
ｙ
一
︑
則
圍
之
︒
是

②
謂
將
智
勇
等
而
兵
利
鈍
均
也
︒
n
主
弱
客
強
︑
③
操
所
以
S
　

兵
圍
下
邳
︑
生
擒
呂
布
也
（
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
謀
攻
篇
（︒

（
四四（﹃
十
一
家
註
孫
子
校
理
﹄
謀
攻
篇
に
引
く
杜
牧
の
註
に
︑﹁
圍
な
る
者
は
︑
四
面
の
壘
に
合
は
せ
︑
ｙ
を
し
て
迯
逸
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
を
謂

ふ
︒
凡
そ
四
を
圍
み
合
は
す
に
は
︑
必
ず
須
く
ｙ
城
よ
り
稍
や
遠
く
去
り
︑
地
を
占
む
る
こ
と
旣
に
廣
く
︑
守
備
す
る
こ
と
須
く
嚴
な
る
べ
し
︒
n
し

兵 

多
き
に
非
ざ
れ
ば
︑
則
ち
闕
漏
有
り
︒
故
に
兵
を
用
ふ
る
こ
と
十
S
有
る
な
り
︒
呂
布
の
敗
る
る
や
︑
是
れ
上
下 

相 

疑
ふ
な
り
︒
侯
成 

陳
宮
を

執と

ら
へ
布
を
委す

て
て
降
る
は
︑
能
く
擒
へ
ら
る
る
所
以
な
り
︒
曹
公
の
兵
力
に
し
て
能
く
之
を
取
る
に
非
ず
︒
n
し
上
下 

相 

疑
ひ
︑
政
令 

一
な
ら

ざ
れ
ば
︑
設も

使し 

圍
は
ざ
る
と
も
︑
自
づ
か
ら
當
に
潰
叛
す
べ
し
︑
何
ぞ
況
ん
や
之
を
圍
む
を
や
︒
固
よ
り
須
く
破
滅
す
︒
孫
子
の
言
ふ
所
の
︑
十
な

れ
ば
則
ち
之
を
圍
む
は
︑
是
れ
將
の
勈
智 

等
し
く
し
て
兵
の
利
鈍 

均
し
て
︑
ｙ
人
の
自
づ
か
ら
離
叛
す
る
有
る
を
言
は
ず
︒
曹
公 

S
兵
も
て
布
を

降
す
と
穪
す
る
は
︑
蓋
し
圍
の
力
の
窮
ま
れ
る
に
非
ざ
る
な
り
︒
此
れ
以
て
訓
へ
と
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
（
圍
者
︑
謂
四
面
壘
合
︑
使
ｙ
不
得
迯
逸
︒

凡
圍
四
合
︑
必
須
去
ｙ
城
稍
遠
︑
占
地
旣
廣
︑
守
備
須
嚴
︒
n
非
兵
多
︑
則
有
闕
漏
︑
故
用
兵
有
十
S
也
︒
呂
布
敗
︑
是
上
下
相
疑
︒
侯
成
執
陳
宮
委

布
降
︑
所
以
能
擒
︒
非
曹
公
兵
力
而
能
取
之
︒
n
上
下
相
疑
︑
政
令
不
一
︑
設
使
不
圍
︑
自
當
潰
叛
︑
何
況
圍
之
︒
固
須
破
滅
︒
孫
子
所
言
︑
十
則
圍

之
︑
是
將
勈
智
等
而
兵
利
鈍
均
︑
不
言
ｙ
人
自
有
離
叛
︒
曹
公
穪
S
兵
降
布
︑
蓋
非
圍
之
力
窮
也
︒
此
不
可
以
訓
也
（﹂
と
あ
る
︒

（
四五（
魏
武
註
の
特
徴
と
し
て
︑
馬
宝
記
﹁
曹
操
︽
孫
子
註
︾
的
成
就
及
其
実
践
価
値
﹂（﹃
瀋
陽
師
範
学
院
学
報
﹄
哲
学
社
会
科
学
版
三
一
―
六
︑
二
〇

一
一
年
（
は
︑﹃
孫
子
﹄
の
本
文
が
六
〇
四
〇
字
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
︑
魏
武
註
が
三
八
七
一
字
で
︑
約
六
五
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
簡
略
な
註
を

魏
武
註
の
特
徴
と
し
て
い
る
︒
梁
舟
・
熊
剣
平
﹁︽
孫
子
︾
曹
註
研
究
﹂（﹃
孫
子
研
究
﹄
二
七
︑
二
〇
二
〇
年
（
は
︑
簡
略
な
言
葉
︑
実
用
を
重
ん
じ

曹
操
の
軍
事
思
想

　

─
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平
易
で
質
朴
︑
註
を
つ
け
る
方
法
の
多
様
性
を
挙
げ
て
い
る
︒

（
四六（
太
祖
自
統
御
海
內
︑
芟
夷
羣
醜
︑
其
行
軍
・
用
師
︑
大
較
依
孫
・
吳
之
法
︒
而
因
事
設
奇
︑
譎
ｙ
制
勝
︑
變
化
如
神
︒
①
自
作
兵
書
十
萬
餘
言
︑

諸
將
征
伐
︑
皆
以
D
　

書
從
事
︒
②
臨
事
H
　

手
爲
節
度
︑
從
令
者
克
捷
︑
違
敎
者
負
敗
︒
與
虜
對
陣
︑
意
思
安
閑
︑
如
不
欲
戰
︒
然
及
至
決
機
乘
勝
︑
氣

勢
盈
溢
︒
故
每
戰
必
克
︑
軍
無
幸
勝
（﹃
三
國
志
﹄
卷
一 

武
帝
紀
註
引
﹃
魏
書
﹄（︒

（
四七（（
曹
操
（
博
覽
群
書
︑
特
好
兵
法
︑
③
抄
集
諸
家
兵
法
︑
名
曰
接
要
（﹃
三
國
志
﹄
卷
一 

武
帝
紀
註
引
孫
L
﹃
A
同
雜
語
﹄（︒

（
四八（
渡
邉
義
浩
﹁
魏
武
註
﹃
孫
子
﹄
と
曹
操
の
戦
法
﹂（﹃
多
元
文
化
﹄
一
一
︑
二
〇
二
二
年
（
を
参
照
︒

（
四九（
護
軍
に
つ
い
て
は
︑
石
井
仁
﹁
曹
魏
の
護
軍
に
つ
い
て
﹂（﹃
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
﹄
二
六
︑
一
九
九
〇
年
（
を
参
照
︒

（
五〇（
俄
而
（
孫
（
權
卛
十
萬
眾
圍
合
肥
︑
乃
共
發
敎
︒
敎
曰
︑
n
孫
權
至
者
︑
張
・
李
將
軍
出
戰
︒
樂
將
軍
守
護
軍
︑
勿
得
與
戰
（﹃
三
國
志
﹄
卷
十

七 

張
遼
傳
（︒

（
五一（
臨
戰
︑
①
兵
・
弩
不
可
離
陣
︒
離
陣
︑
伍
長
・
什
長
不
擧
發
與
同
罪
︒
無
將
軍
令
︑
②
有
妄
行
陣
閒
者
斬
︒
臨
戰
︑
③
陣
騎
皆
當
在
軍
兩
頭
︑
歬

陥
︑
陣
騎
次
之
︑
遊
騎
在
後
︒
違
令
︑
髡
鞭
二
百
︒
④
兵
進
︑
退
入
陣
閒
者
斬
︒
n
步
騎
與
賊
對
陣
︑
臨
時
見
地
勢
便
︑
欲
使
騎
獨
進
討
賊
者
︑
⑤
聞

三
鼓
音
︑
騎
特
從
兩
頭
進
戰
︑
視
麾
所
指
︒
⑥
聞
三
金
音
還
︒
此
但
謂
獨
進
戰
時
也
（﹃
通
典
﹄
卷
一
百
四
十
九 

兵
二
（︒

（
五二（
其
①
步
騎
大
戰
︑
進
退
自
如
法
︒
吏
士
向
陣
騎
馳
馬
者
斬
︒
吏
士
有
妄
呼
大
聲
者
斬
︒
追
賊
︑
不
得
獨
在
歬
在
後
︑
犯
令
者
罰
金
四
兩
︒
士
將

戰
︑
皆
不
得
取
牛
馬
・
衣
物
︑
犯
令
者
斬
︒
②
進
戰
︑
士
各
隨
其
號
︒
不
隨
號
者
︑
雖
有
功
不
賞
︒
進
戰
︑
後
兵
出
歬
︑
歬
兵
在
後
︑
雖
有
功
不
賞
︒

③
臨
陣
︑
牙
門
將
・
騎
督
朙
受
都
令
︒
④
諸
U
　

曲
・
都
督
・
將
・
吏
士
各
戰
時
︑
校
督
・
U
　

曲
督
住
陣
後
︑
察
凡
違
令
畏
懦
者
︒
⑤
有
急
︑
聞
雷
鼓
音
絕

後
︑
六
音
嚴
畢
︑
白
辨
便
出
︒
卒
迯
歸
︑
斬
之
︒
一
日
家
人
弗
捕
執
︑
及
不
言
於
吏
︑
盡
與
同
罪
（﹃
通
典
﹄
卷
一
百
四
十
九 

兵
二
（︒

（
五三（
舩
戰
令
曰
︑
①
雷
鼓
一
通
︑
吏
士
皆
嚴
︒
②
再
通
︑
什
伍
皆
就
舩
︑
整
持
櫓
棹
︒
戰
士
各
持
兵
器
就
舩
︑
各
當
其
所
︒
幢
幡
旗
鼓
︑
各
隨
將
所
載

舩
︒
③
鼓
三
通
︑
大
小
戰
舩
以
次
發
︒
④
左
不
得
至
右
︑
右
不
得
至
左
︑
歬
後
不
得
易
處
︒
違
令
者
斬
（﹃
通
典
﹄
卷
一
百
四
十
九 

兵
二
（︒
な
お
︑

﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
三
百
三
十
四 

兵
U
六
十
五 

戰
艦
に
も
同
文
を
引
く
が
︑
字
句
に
異
同
が
あ
る
︒

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
二
册

― 62 ―



（
五四（
石
井
仁
﹁
曹
操
の
学
問
と
教
養
―
﹃
魏
武
四
時
食
制
﹄
を
中
心
に
﹂（﹃
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
﹄
九
一
︑
二
〇
一
三
年
（︒

（
五五（
魏
武
兵
書
節
要
曰
︑
①
孫
子
穪
司
雲
氣
︑
非
雲
︑
非
�
︑
非
霧
︑
形
似
禽
獸
︒
客
吉
︑
主
人
忌
（﹃
太
平
御
覽
﹄
卷
八 

天
U
八 

雲
（︒

（
五六（
魏
武
帝
兵
書
接
要
曰
︑
大
軍
將
行
︑
雨
濡
衣
冠
︑
是
謂
②
灑
兵
︑
其
師
有
慶
︒
H
曰
︑
三
軍
將
行
︑
其
旗
墊
然
n
雨
︑
是
謂
③
天
露
︑
三
軍
失
徒
︒

將
陣
︑
雨
甚
︑
是
謂
④
浴
尸
︑
先
陣
者
敗
兦
︒
H
曰
︑
大
將
始
行
︑
雨
而
薄
︑
不
濡
衣
冠
︑
是
謂
⑤
天
泣
︑
其
將
大
凶
︑
其
卒
散
兦
（﹃
太
平
御
覽
﹄
卷

十
一 

天
U
十
一 
雨
（︒

（
五七（
陰
陽
者
︑
順
時
而
發
︑
推
刑
德
︑
隨
斗
擊
︑
因
五
勝
︑
假
鬼
神
而
爲
助
者
也
（﹃
漢
書
﹄
卷
三
十 

芸
文
志
（︒

（
五八（
發
火
有
時
︑
起
火
有
日
︒
①
時
者
︑
天
之
燥
也﹇
一
﹈︒
②
日
者
︑
月
在
箕
・
Ｉ
　

・
翼
・
軫
也
︒
凡
此
四
宿
者
︑
風
起
之
日
也｡
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Cao Cao’s Military Thought: With a Focus on 
His Commentary on the Sunzi

WATANABE Yoshihiro

The Yinqueshan 銀雀山 Han slips have played a decisive role in elucidating the 

formation of the Sunzi 孫子 （Art of War）, and they include what is thought to be 

a regional variant text common to the Sun family and a school of disciples （“Qi 

Sunzi”）, consisting of the writings of Sun Wu 孫武, which form the core of the re-

ceived text of the 13-chapter Sunzi, together with some writings of Sun Bin 孫臏, 

such as the “Qin Pang Juan” 擒龐涓, “Jian Weiwang” 見威王 （provisional title）, 

“Weiwang wen” 威王問, and “Chen Ji wen lei” 陳忌問塁. It was not the case that 

Cao Cao created the standard text of the Sunzi by picking out from texts com-

mon to the Sun family and a school of disciples such as the “Qi Sunzi” the thir-

teen chapters considered to have originally been the work of Sun Wu. Instead he 

created the standard text by collating several texts of the Sunzi that had roughly 

the same number of characters as the 13-chapter received text and included a 

text deriving from the Yinqueshan Han slips. When doing so, Cao Cao made the 

contents of the Sunzi more abstract, deepened their implications, and altered 

them so that they could be applied to different situations, and it may be supposed 

that the philosophical character of the Sunzi was enhanced as a result of Cao 

Cao’s editing of the text.

When writing his commentary on the Sunzi, Cao Cao added comments 

based on Huang-Lao 黄老 thought, which was found in the Sunzi, in order to add 
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depth to the characteristics of its military thought, and in his glosses he inter-

preted words and phrases in line with the text of the Sunzi. However, there are 

instances in which he added comments at variance with the arguments of the 

Sunzi on the basis of his own military experiences. In particular, he endeavoured 

to explain his military thinking in concrete detail with regard to the two battles in 

Xuzhou 徐州. However, this was limited to two passages, and on the whole his 

comments are aligned to the Sunzi, which sets forth theories of military strategy 

in abstract terms.

This was a manifestation of Cao Cao’s military thought, according to which, 

as is stated in the Sunzi, individual battles are always different because of various 

conditions such as the character of the region, the terrain, and the behaviour of 

the other side, and no positive significance can be found in lending specificity to 

comments on a book about military strategy. Whenever he was engaged in actual 

warfare, Cao Cao would issue military orders, and he also gave instructions 

through military orders regarding weapons and types of troops not mentioned in 

the Sunzi. Furthermore, the Bingshu jieyao 兵書接要, said to have been excerpt-

ed from other books on military strategy, records ideas about “military yin and 

yang,” not included in the Sunzi. Even though he wrote a commentary on the 

Sunzi, which had broken free from magic and understood warfare in rational 

terms, Cao Cao, having experienced defeat due to happenstance in the midst of 

actual fighting, felt that there were limits to the rational character of the Sunzi, in 

which it is stated that before any engagement the general should determine in 

the ancestral temple how many factors are in his favour. Cao Cao regarded the 

Sunzi as the best treatise on military strategy and wrote his commentary in line 

with its contents, but nonetheless he was well aware of its limitations. For this 

reason he prepared the Bingshu jieyao, which supplemented the principles of the 
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Sunzi, and also provided military orders that gave instructions for specific tactics, 

thereby sharing his research on the science of war with his generals and attempt-

ing to take unified military action. Herein lies the distinguishing feature of Cao 

Cao’s military thought.
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