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本
稿
は
、
三
国
魏
（
二
二
〇
〜
二
六
五
）
の
対
外
政
策
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
三
国
時
代
は
、
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
六
国
統
一
以
降
、
初
め
て
複
数
の
王
朝
・

複
数
の
皇
帝
が
長
期
に
亘
っ
て
並
存
し
た
時
代
で
あ
り
、
か
つ
「
親
魏
倭
王
」
卑
弥
呼

の
存
在
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
華
王
朝
と
周
辺
諸
民
族
と
の
関
係
に
も
大
き
な
発

展
が
見
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
時
代
は
、
分
裂
と
統
一
を
繰
り
返
す
中
華

王
朝
と
、
そ
う
し
た
動
き
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
周
辺
諸
民
族
と
の
関
係
性
を
考
え

る
上
で
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
魏
王
朝
は
、
前
代
の
統

一
王
朝
た
る
漢
か
ら
の
禅
譲
に
よ
っ
て
成
立
し
、
後
代
の
統
一
王
朝
た
る
晉
に
禅
譲
し

た
王
朝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
魏
晉
南
北
朝
」
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
三
国
の
内
で
は

一
応
「
正
統
」
と
さ
れ
て
い
る
王
朝
で
あ
る
。
無
論
、
魏
自
体
が
統
一
王
朝
と
な
る
こ

と
は
な
く
、
そ
の
正
統
性
に
は
大
き
な
欠
陥
が
存
在
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ

う
な
性
質
を
持
つ
魏
と
い
う
王
朝
が
、
中
華
王
朝
と
し
て
の
正
統
性
の
理
念
と
、
三
国

鼎
立
と
い
う
現
実
と
の
乖
離
を
抱
え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
対
外
政
策
を
展
開
し
た
の

か
を
考
察
し
た
。

　

魏
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
が
、
特
に
日
本
の

研
究
に
お
け
る
最
大
の
関
心
事
は
、
倭
と
の
関
係
や
、
魏
の
対
外
政
策
に
お
け
る
倭
の

位
置
づ
け
に
あ
り
、「
魏
が
ど
の
よ
う
な
対
外
政
策
を
展
開
し
て
い
た
か
」
と
い
う
視

点
に
乏
し
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
研
究
も
含
め
た
多
く
の
先
行
研
究
が
、
対
外
政
策
の

主
体
と
し
て
の
「
魏
」
を
一
貫
し
た
、
確
固
た
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
も
、
問

題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
に
お
い
て
は
、
魏
の
「
祖
」
た
る
曹
操
の

政
策
を
敷
衍
し
、
そ
の
継
続
と
し
て
対
外
政
策
を
論
じ
、
曹
操
以
来
の
政
策
を
一
貫
し

た
も
の
と
見
な
す
視
点
が
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
日
本
に
お
い
て
は
、
倭
を
は
じ
め
と

す
る
周
辺
諸
民
族
側
を
中
心
と
し
た
考
察
が
多
い
た
め
、
魏
の
政
策
方
針
の
変
遷
へ
の

言
及
が
少
な
く
、「
魏
の
対
外
政
策
の
一
貫
性
」
を
前
提
と
す
る
傾
向
が
強
い
。

　

し
か
し
、
魏
王
朝
に
お
い
て
、
皇
帝
の
代
替
わ
り
等
を
契
機
と
し
て
度
々
政
治
的
な

変
動
が
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
魏
の
対
外
政
策
の
一
貫
性
」
を
前
提

に
し
て
議
論
を
行
う
こ
と
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ
う
し

た
問
題
意
識
の
下
、
魏
王
朝
成
立
後
の
対
外
政
策
を
歴
代
皇
帝
に
よ
っ
て
区
分
し
て
検

討
し
、
そ
の
変
遷
を
考
察
し
た
。
時
期
ご
と
の
周
辺
諸
民
族
へ
の
対
外
政
策
を
総
括
し
、

そ
の
政
策
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
・
差
異
が
あ
る
の
か
を
分
析
し
た
。

　

以
下
、
各
章
の
概
要
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
第
一
章
「
文
帝
代
の
対
外
政
策
│
漢
魏
革

命
と
漢
の
継
承
│
」
に
お
い
て
は
、
後
漢
の
献
帝
か
ら
禅
譲
を
受
け
て
即
位
し
、
魏
を

建
国
し
た
文
帝
（
在
位
二
二
〇
〜
二
二
六
）
の
対
外
政
策
を
検
討
し
た
。
第
一
節
「
匈

奴
単
于
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
│
北
方
秩
序
の
再
構
築
│
」
で
は
、
漢
魏
革
命
前
後
に
お

い
て
、
匈
奴
を
は
じ
め
と
し
た
北
方
騎
馬
遊
牧
民
の
首
長
に
対
す
る
処
遇
を
取
り
上
げ

た
。
そ
し
て
、
首
長
の
中
で
も
匈
奴
単
于
に
の
み
「
単
于
」
号
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
着
目
し
、
文
帝
が
、
匈
奴
単
于
を
頂
点
と
し
た
北
方
騎
馬
遊
牧
民
の
秩
序
を
維
持

し
、
漢
代
の
国
際
秩
序
を
魏
が
継
承
す
る
姿
勢
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
第
二
節
「
東
方
及
び
西
方
と
の
関
係
│
遼
東
太
守
と
戊
己
校
尉
│
」
で
は
、
東
方

及
び
西
方
と
の
関
係
を
文
帝
が
ど
の
よ
う
に
構
築
し
た
か
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
東

方
に
お
い
て
は
、
公
孫
氏
政
権
の
長
・
遼
東
太
守
公
孫
恭
を
、
東
夷
諸
国
と
の
仲
介
役

と
し
て
重
視
し
、
厚
遇
し
た
こ
と
、
西
方
に
お
い
て
は
、
漢
代
の
故
事
を
集
成
し
て
待

遇
を
整
え
た
上
で
、
西
域
を
管
轄
す
る
戊
己
校
尉
を
再
置
し
、
漢
代
を
踏
襲
し
た
政
策

を
展
開
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
三
節
「
対
南
方
政
策
│
孫
権
と
南
方
物
産
│
」
で

三
国
魏
の
対
外
政
策
と
国
際
秩
序

伊
　
藤
　
光
　
成



895（416）

は
、
文
帝
が
呉
王
に
封
じ
た
孫
権
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
文
帝
が
孫
権

を
厚
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孫
権
が
交
州
か
ら
独
占
的
に
入
手
し
て
い
た
、
真
珠
等

の
南
方
の
物
産
を
「
諸
侯
王
か
ら
の
貢
納
」
と
い
う
形
で
入
手
し
、「
南
方
か
ら
文
帝

の
徳
を
慕
っ
て
朝
貢
し
て
き
た
」
と
い
う
体
裁
を
整
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
、
全
三
節
の
検
討
を
通
じ
て
、
文
帝
が
漢
代
の
国
際
秩
序

の
踏
襲
を
重
視
し
、
漢
代
同
様
の
「
四
夷
朝
貢
」
と
い
う
体
裁
を
整
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
対
外
政
策
を
展
開
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

次
に
、
第
二
章
「
明
帝
代
の
対
外
政
策
│
「
烈
祖
」
と
魏
の
威
信
│
」
に
お
い
て
は
、

文
帝
の
子
・
明
帝
（
在
位
二
二
六
〜
二
三
九
）
の
、
文
帝
と
は
異
な
る
対
外
政
策
方
針

を
検
討
し
た
。
第
一
節
「「
烈
祖
」
明
帝
と
「
親
魏
王
」
号
│
大
月
氏
王
の
朝
貢
を
め

ぐ
っ
て
│
」
で
は
、
新
た
に
朝
貢
し
て
き
た
西
域
の
大
国
・
大
月
氏
に
対
し
て
「
親
魏

王
」
と
い
う
新
た
な
称
号
が
与
え
ら
れ
た
背
景
を
探
っ
た
。
そ
し
て
、
明
帝
が
廟
号
を

「
烈
祖
」
と
定
め
て
自
ら
を
王
朝
の
「
祖
」
と
位
置
づ
け
る
自
負
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、

「
親
＋
王
朝
」
号
の
運
用
が
、
漢
代
と
は
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
親
魏
王
」
号
に
は

「
漢
」
に
代
る
「
魏
」
の
新
た
な
国
際
秩
序
を
示
す
明
帝
の
狙
い
が
あ
っ
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
。
第
二
節
「
明
帝
と
公
孫
淵
│
遼
東
遠
征
の
意
義
│
」
で
は
、
魏
と
遼
東
公

孫
氏
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
特
に
明
帝
の
治
世
末
期
に
行
わ
れ
た
遼
東
遠
征
に
至

る
経
緯
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
当
初
は
父
同
様
に
東
夷
と
の
仲
介
役
と
し
て
政
権

の
存
在
を
重
視
し
て
い
た
明
帝
が
、
自
ら
の
軍
事
的
な
功
業
の
た
め
に
遠
征
を
決
断
す

る
と
い
う
方
針
転
換
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
三
節
「
明
帝
の
東
方
政
策
│

「
親
魏
倭
王
」
の
朝
貢
│
」
で
は
、
遼
東
遠
征
前
後
の
東
夷
諸
国
と
の
関
係
、
と
り
わ

け
二
例
目
の
「
親
魏
王
」
で
あ
る
倭
王
と
の
関
係
を
中
心
に
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
明

帝
が
、
公
孫
氏
政
権
を
滅
ぼ
し
た
後
の
東
夷
諸
国
と
の
関
係
構
築
に
あ
た
っ
て
、
王
朝

の
「
祖
」
と
し
て
の
自
ら
の
威
信
を
示
す
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
当
時
南

方
の
島
嶼
国
と
認
識
さ
れ
て
い
た
倭
国
の
朝
貢
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
章
で
は
、
全
三
節
の
検
討
を
通
じ
て
、
明
帝
が
、
漢
代
の
継
承
を

重
視
す
る
文
帝
の
政
策
を
転
換
し
、
漢
に
代
る
魏
の
新
た
な
国
際
秩
序
と
王
朝
の
「
祖
」

と
し
て
の
自
ら
の
威
信
を
示
そ
う
と
す
る
対
外
政
策
を
展
開
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

そ
し
て
、
第
三
章
「
三
少
帝
代
の
対
外
政
策
│
東
夷
の
動
乱
と
魏
晉
革
命
│
」
に
お

い
て
は
、
明
帝
死
後
か
ら
魏
晉
革
命
に
至
る
、
三
〜
五
代
皇
帝
（
斉
王
・
高
貴
郷
公
・

元
帝
、
二
三
九
〜
二
六
五
）
在
位
中
の
対
外
政
策
を
検
討
し
た
。
第
一
節
「
明
帝
没
後

の
政
界
と
国
際
秩
序
│
曹
爽
政
権
の
成
立
と
周
辺
諸
民
族
│
」
で
は
、
明
帝
の
死
に
よ

る
魏
の
朝
廷
内
の
体
制
の
変
化
と
、
周
辺
諸
民
族
の
朝
貢
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
。
そ

し
て
、
明
帝
が
後
事
を
託
し
た
曹
爽
と
司
馬
懿
の
両
名
に
よ
る
二
頭
体
制
が
、
曹
爽
の

一
頭
体
制
へ
と
移
る
中
で
、
周
辺
諸
民
族
の
朝
貢
に
お
い
て
も
、
明
帝
の
築
い
た
国
際

秩
序
の
維
持
を
志
向
す
る
曹
爽
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
第

二
節
「
東
夷
の
動
乱
│
国
際
秩
序
の
綻
び
│
」
で
は
、
正
始
年
間
に
お
け
る
東
夷
諸
国

と
の
関
係
、
特
に
倭
国
の
内
乱
を
含
め
た
様
々
な
叛
乱
・
内
乱
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
動
乱
の
要
因
に
は
、
公
孫
氏
政
権
の
滅
亡
に
よ
る
秩
序
の
動
揺
に
加
え

て
、
国
際
秩
序
の
維
持
を
志
向
す
る
、
曹
爽
の
思
惑
に
よ
る
在
地
秩
序
へ
の
積
極
介
入

が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
介
入
が
か
え
っ
て
魏
の
国
際
秩
序
に
綻
び
を
生
ん
だ
こ
と
を
述

べ
た
。
第
三
節
「
魏
晉
革
命
と
国
際
秩
序
│
司
馬
氏
と
周
辺
諸
民
族
│
」
で
は
、
曹
爽

一
派
を
一
掃
し
て
政
治
の
実
権
を
握
っ
た
司
馬
氏
が
、
魏
晉
革
命
の
道
程
に
お
い
て
展

開
し
た
対
外
政
策
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
魏
の
末
期
に
お
い
て
は
、
魏
の
正
統
性

や
皇
帝
の
徳
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
周
辺
諸
民
族
の
来
朝
が
、
司
馬
氏
の
功
績

に
帰
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
魏
晉
革
命
の
正
統
性
を
担
保
し
た
こ
と
、

そ
の
中
で
も
特
に
魏
が
動
乱
を
招
い
た
東
夷
諸
国
と
の
関
係
の
安
定
が
強
調
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
三
章
で
は
全
三
節
の
検
討
を
通
じ
て
、
明
帝

代
に
構
築
さ
れ
た
魏
＝
曹
氏
の
国
際
秩
序
が
、
東
夷
の
動
乱
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
司

馬
氏
＝
晉
に
取
っ
て
代
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
対
外
政
策
の
主
体
と
し
て
歴
代
皇
帝
や
朝
廷
の
実
力

者
に
着
目
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
「
魏
の
対
外
政
策
」
と
し
て
一
括
し
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て
論
じ
ら
れ
て
き
た
た
め
に
捨
象
さ
れ
て
き
た
、
各
皇
帝
間
の
政
策
方
針
の
継
承
・
変

遷
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
魏
の
対
外
政

策
に
お
い
て
は
、「
い
か
に
し
て
漢
の
国
際
秩
序
を
継
承
し
て
正
統
性
を
示
す
か
」
と
、

「
い
か
に
し
て
漢
に
代
る
魏
の
国
際
秩
序
を
構
築
し
て
威
信
を
示
す
か
」
と
い
う
二
点

が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
禅
譲
間
も
な
い
文
帝
代
に
お
い
て
は
前
者
が
重
視
さ

れ
、
自
ら
を
「
祖
」
と
位
置
づ
け
る
明
帝
代
、
そ
し
て
そ
れ
以
降
は
、
主
と
し
て
後
者

が
志
向
さ
れ
た
も
の
の
、
曹
爽
は
有
効
な
政
策
の
展
開
に
失
敗
し
、
国
際
秩
序
の
中
心

は
、
司
馬
氏
＝
晉
に
取
っ
て
代
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
本
稿
で
論
じ
た
魏
の
対
外
政
策
を
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
研
究
の
対
象
と
し
て

き
た
呉
の
対
外
政
策
と
比
較
す
る
と
、
従
来
の
国
際
秩
序
を
規
定
し
て
き
た
所
謂
「
冊

封
体
制
」
の
論
理
に
囚
わ
れ
な
い
対
外
政
策
を
展
開
し
て
い
た
呉
に
対
し
、
魏
は
、
国

際
秩
序
の
構
築
に
よ
っ
て
正
統
性
と
威
信
を
示
す
こ
と
を
重
視
し
た
と
言
え
る
。
こ
の

差
異
は
、「
未
完
の
統
一
王
朝
」
と
し
て
、
理
念
と
現
実
の
乖
離
を
抱
え
た
魏
と
、
江

南
に
お
い
て
、
国
力
に
勝
る
魏
に
対
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
呉
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の

王
朝
が
置
か
れ
た
状
況
が
、
対
外
政
策
に
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
に
は
、「
対
外
政
策
」
と
銘
打
ち
な
が
ら
、
呉
や
蜀
漢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

一
部
触
れ
る
の
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
後
漢
と
の
比
較
検
討
を
詳
細
に
行
え
な

か
っ
た
こ
と
等
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
ま
た
、
呉
・
魏
の
対
外
政
策
を
検
討
し
た

以
上
、
蜀
漢
や
公
孫
氏
政
権
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今

後
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
及
び
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
を
基
に
、
こ
う
し
た
諸
課
題
の

検
討
を
進
め
た
い
。


