
一

汲
汲
と
し
て
歓
び
無
し

走
馬
灯
の
ご
と
く

曹そ
う

植
し
ょ
く
は
、
死
の
床
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
。

ひ
と
は
、
死
の
ま
ぎ
わ
に
い
た
っ
た
と
き
、
そ
の
脳
裏
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
が
走
馬
灯
の
ご
と
く
め
ぐ
り
、
ま
た
き
え
さ
っ
て

ゆ
く
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
曹
植
の
脳
裏
に
は
、
ど
ん
な
思
い
出
が
想
起
さ
れ
、
ど
ん
な
場
面
が
め
ぐ
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

曹
植
が
回
想
し
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
の
得
意
の
日
々
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
脳
裏
に
は
、
わ
か

い
こ
ろ
、
そ
う
、
十
代
ご
ろ
の
�
で
の
は
な
や
か
な
日
々
が
、
う
か
ん
で
い
た
は
ず
だ
。
た
と
え
ば

犬
の
吠
え
ご
え
が
き
こ
え
る
。
狩
猟
だ
。
た
の
し
そ
う
、
だ
れ
が
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
一
騎
、
二
騎
、
三
騎
。
そ
し
て
従
者
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が
七
八
人
、
騎
馬
の
前
後
を
は
し
り
ま
わ
っ
て
い
る
。
あ
、
前
方
に
い
た
鹿
が
た
お
れ
た
。
二
頭
も
。
矢
が
命
中
し
た
ん
だ
。
す
ご

い
、
あ
ん
な
に
距
離
が
あ
る
の
に
。
だ
れ
が
射
た
ん
だ
ろ
う
。
あ
れ
、
栗
毛
色
の
馬
に
の
っ
た
ひ
と
、
あ
れ
は
子
桓

(

曹
丕)

兄
さ

ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
か
兄
さ
ん
が
射
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
む
こ
う
の
騎
馬
は
、
子
丹

(

曹
真)

お
じ
さ
ん
だ
。
い
い
な
、
兄

さ
ん
た
ち
、
き
っ
と
た
の
し
い
だ
ろ
う
な
。

い
ま
は
春
の
お
わ
り
、
な
ご
や
か
な
風
が
ふ
き
よ
せ
て
き
て
、
す
ご
く
気
も
ち
が
い
い
。
こ
こ
は
、
ど
こ
だ
ろ
う
か
。
あ
、
あ
の

丘
は
見
覚
え
が
あ
る
。
そ
う
か
、
こ
こ
は
�
の
郊
外
だ
。
�
の
西
方
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
、
あ
の
原
野
に
ち
が
い
な
い
。
兄
さ
ん
た

ち
は
供
の
者
を
つ
れ
て
、
こ
こ
へ
狩
猟
に
き
て
る
ん
だ
な
。
い
い
な
、
自
分
も
参
加
し
た
い
。
ど
う
し
て
僕
に
は
、
声
を
か
け
て
く

れ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
。
兄
さ
ー
ん
。

ふ
り
む
い
て
く
れ
な
い
。
僕
の
声
が
き
こ
え
な
い
の
か
な
。
あ
あ
、
腕
が
な
る
。
お
お
き
く
な
っ
た
ら
、
兄
さ
ん
た
ち
に
ま
じ
っ

て
、
狩
場
、
い
や
戦
場
へ
で
た
い
も
の
。
そ
う
し
た
ら
、
鹿
や
雉
な
ど
で
な
く
、
敵
の
強
兵
ど
も
に
遠
矢
を
射
か
け
て
、
み
ご
と
う

ち
と
っ
て
や
る
。
そ
し
て
大
功
を
あ
げ
る
ん
だ
。
あ
の
漢
の
驃
騎
将
軍
、
霍
去
病
の
よ
う
に
。

あ
あ
、
兄
さ
ん
、
後
生
だ
よ
。
気
づ
い
て
よ
、
僕
が
こ
こ
に
い
る
ん
だ
よ
。
こ
っ
ち
を
む
い
て
よ
、
僕
も
狩
り
が
し
た
い
。
お
ね

が
い
だ
よ
、
兄
さ
ん
、
兄
さ
ん
…
…

(

１)

。

ふ
い
に
舞
台
が
か
わ
っ
た
。
あ
れ
、
こ
こ
は
ど
こ
。
月
の
光
が
赤
幕
に
ふ
り
そ
そ
ぎ
、
灯
火
が
酒
酔
い
の
顔
を
い
っ
そ
う
あ
か
く

み
せ
て
い
る
。
男
た
ち
だ
け
で
な
く
、
妓
女
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
て
、
た
の
し
そ
う
だ
。
ご
ち
そ
う
が
な
ら
び
、
笑
い
声
が
き
こ
え
、

筝
の
響
き
も
き
こ
え
る
。
に
ぎ
や
か
な
酒
宴
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
。

こ
ん
ど
は
自
分
も
参
加
し
て
い
る
。
の
け
も
の
じ
ゃ
な
い
。
み
な
と
い
っ
し
ょ
に
車
座
に
な
っ
て
、
わ
ら
っ
た
り
、
う
た
っ
た
り
。

灯
影
の
も
と
で
、
さ
か
ん
に
酒
杯
の
や
り
と
り
も
す
る
。
あ
あ
、
た
の
し
い
。
む
か
い
に
は
王
仲
宣

(

王
粲)

ど
の
が
い
る
。
そ
の
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と
な
り
に
は
、
ご
高
齢
の
邯

(

鄲
淳)

先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
こ
の
お
二
人
、
熱
心
に
議
論
し
て
い
た
が
、
と
つ
ぜ
ん
わ
ら
い
だ

し
た
。
な
に
が
お
か
し
い
の
だ
ろ
う
。
だ
れ
か
の
、
南
皮
が
ど
う
し
た
と
か
い
う
声
が
き
こ
え
た
。
す
る
と
、
こ
こ
が
南
皮
の
地
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
以
前
の
思
い
出
話
を
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
。

涼
風
が
ふ
い
て
き
て
、
酒
酔
い
で
ほ
て
っ
た
顔
を
さ
ま
し
て
く
れ
る
。
気
も
ち
い
い
風
だ
。
ふ
と
顔
を
あ
げ
て
み
る
と
、
馬
車
が

到
着
し
た
ば
か
り
。
あ
た
ら
し
い
メ
ン
バ
ー
が
お
り
て
く
る
。
ま
っ
さ
き
に
下
車
し
た
の
は
、
子
桓
兄
さ
ん
だ
。
つ
づ
い
て
劉
公
幹

(

劉
�)

ど
の
や
繁
休
伯

(

繁
欽)

ど
の
も
お
り
て
き
た
。
た
の
し
そ
う
に
わ
ら
い
あ
っ
て
い
る
。
庭
園
を
め
ぐ
っ
て
き
た
の
か
な
。

い
や
、
み
な
顔
が
あ
か
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
他
所
で
、
一
杯
や
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

や
が
て
仲
宣
ど
の
が
、
詩
を
吟
じ
は
じ
め
た
。
ど
う
や
ら
詩
の
吟
詠
を
は
じ
め
た
ら
し
い
。
い
ろ
ん
な
声
が
交
代
で
、
詩
句
ら
し

い
こ
と
ば
を
吟
じ
て
い
る
。
だ
が
、
み
な
酒
が
は
い
っ
て
い
る
せ
い
か
、
ど
の
声
も
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
、
よ
く
き
こ
え
な
い
。
そ
の

う
ち
子
桓
兄
さ
ん
が
、
い
き
な
り
僕
の
も
と
へ
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
に
や
に
や
わ
ら
い
な
が
ら
、｢

植
、
お
ま
え
も
詩
を
吟
じ
て

み
ろ
よ
。
お
ま
え
は
戦
場
で
刀
を
ふ
り
ま
わ
す
よ
り
、
詩
を
つ
く
る
ほ
う
が
む
い
て
る
よ
う
な
気
が
す
る
な｣

な
ど
と
い
う
。

僕
は
口
を
と
が
ら
せ
て
い
っ
た
。
兄
さ
ん
、
い
じ
わ
る
だ
な
。
い
つ
も
い
っ
て
る
で
し
ょ
う
、
僕
は
、
詩
を
つ
く
る
の
は
き
ら
い

で
は
な
い
け
ど
、
で
も
そ
れ
以
上
に
、
戦
場
に
で
た
い
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
敵
味
方
の
軍
勢
が
対
峙
し
た
な
か
、
先
陣
を
き
っ

て
敵
陣
に
突
進
し
て
み
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
っ
と
敵
将
の
首
を
は
ね
て
や
る
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
ま
た

ま
た
舞
台
が
か
わ
っ
た
。
や
は
り
大
勢
で
酒
宴
を
し
て
い
る
。
で
も
こ
ん
ど
は
、
な
ん
と
な
く
厳
粛
で
、
周
囲
の
連
中
も
す
こ
し

緊
張
気
味
だ
。
そ
う
か
、
座
の
中
央
に
父
う
え
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
だ
な
。
父
う
え
が
デ
ン
と
す
わ
っ
て
お
ら
れ
る
と
、
や
は
り

雰
囲
気
が
キ
リ
ッ
と
ひ
き
し
ま
る
。
ふ
だ
ん
は
野
放
図
な
劉
公
幹
ど
の
も
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
神
妙
な
顔
を
し
て
、
視
線
を
お
と

し
て
い
る
。
む
り
も
な
い
。
父
う
え
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、
漢
朝
を
さ
さ
え
る
丞
相
さ
ま
だ
か
ら
な
。
わ
れ
ら
曹
家
の
者
は
、
漢
朝
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に
お
つ
か
え
も
う
し
あ
げ
、
天
子
さ
ま
の
命
に
よ
っ
て
、
不
埒
な
や
つ
ら
ど
も
を
け
ち
ら
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
な
ん
と
い
っ
て
も
、

父
う
え
あ
れ
ば
こ
そ
だ
っ
た
。
い
つ
か
、
だ
れ
か
が

｢

漢
室
が
安
泰
な
の
は
、
丞
相
さ
ま
が
陛
下
を
お
守
り
も
う
し
あ
げ
て
い
る
か

ら
で
す｣

と
い
っ
て
い
た
。
お
そ
れ
お
お
い
こ
と
ば
だ
が
、
で
も
父
う
え
が
天
子
さ
ま
の
た
め
に
、
犬
馬
の
労
を
い
と
わ
な
か
っ
た

の
は
、
僕
も
よ
く
し
っ
て
い
る
。
ほ
ん
と
に
父
う
え
は
す
ご
い
。

そ
の
父
が
い
ま
、
目
を
ほ
そ
め
な
が
ら
、
自
分
の
ほ
う
を
み
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
隣
に
は
子
桓
兄
さ
ん
も
い
る
し
、
下
座
に
は

仲
宣
ど
の
や
公
幹
ど
の
も
ひ
か
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
だ
、
い
ま
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
父
う
え
が
お
ら
れ
る
こ
の
宴
席
の
場
で
、

で
き
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
即
興
の
詩
を
披
露
し
て
み
よ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
父
う
え
か
ら
お
褒
め
の
こ
と
ば
を
い
た
だ
け
、
兄

さ
ん
も
感
心
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
う
お
も
う
や
、
さ
っ
と
手
を
あ
げ
て
み
た
。
す
る
と
、
父
が
う
ん
と
う
な
ず
い
て
く
れ

た
の
が
、
視
野
の
隅
に
み
え
た
。
よ
し
、
い
ま
だ
。
た
ち
あ
が
っ
て
、
自
作
の
詩
を
よ
み
あ
げ
よ
う

そ
の
瞬
間
、
曹
植
の
意
識
は
現
実
に
も
ど
っ
た
。
そ
ば
に
い
た
は
ず
の
父
が
い
な
い
。
兄
も
王
粲
も
劉
�
も
、
い
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
い
ま
自
分
が
い
る
と
こ
ろ
は
、
群
臣
や
娼
妓
ら
が
あ
ふ
れ
て
い
た
、
あ
の
�
の
王
府
で
は
な
か
っ
た
。
す
き
ま
風
が
ふ
く
、

う
そ
さ
む
い
官
舎
の
一
室
に
、
自
分
は
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
う
か
、
夢
を
み
て
い
た
の
か
。
曹
植
は
こ
う
つ
ぶ
や
い

た
。
だ
が
、
そ
の
つ
ぶ
や
き
も
、
瀕
死
の
病
人
の
咽
喉
か
ら
、
す
こ
し
つ
よ
い
呼
気
が
で
て
き
た
だ
け
で
、
こ
と
ば
と
し
て
正
確
に

き
き
と
れ
た
者
は
、
だ
れ
も
い
な
か
っ
た
。

曹
植
は
け
っ
き
ょ
く
、
死
の
床
か
ら
お
き
あ
が
れ
な
か
っ
た
。
は
な
や
か
な
思
い
出
と
く
る
し
い
現
実
と
の
あ
い
だ
を
、
な
ん
ど

か
意
識
が
い
っ
た
り
き
た
り
し
た
の
ち
、
や
が
て
、
ろ
う
そ
く
の
火
が
き
え
る
よ
う
に
、
ふ
と
息
が
た
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
き
は
太
和
六
年(

二
三
二)

の
冬
十
一
月
、
場
所
は
都
の
洛
陽
か
ら
は
な
れ
た
陳
の
官
舎
、
享
年
は
四
十
一
で
あ
っ
た
。
魏
朝
の

基
を
つ
く
っ
た
曹
操
の
息
子
と
し
て
う
ま
れ
、
天
与
の
詩
才
を
た
た
え
ら
れ
、
一
時
は
父
の
後
継
な
ら
ん
か
と
期
待
さ
れ
た
曹
植
は
、
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こ
う
し
て
世
を
さ
っ
た
の
だ
っ
た
。

お
だ
や
か
な
死

曹
植
の
死
に
つ
い
て
は
、『

魏
志』

本
伝
に

｢

遂
に
疾
や
ま
い
を
発
し
て
薨
ず｣

と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
右
は
、
彼
の
死
の
場
面
を
、
私

の
想
像
で
ふ
く
ら
ま
せ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
常
道
に
も
ど
り
、
史
書
の
記
述
に
即
し
て
の
べ
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
曹
植
、
都
か
ら
は
な
れ
た
陳
の
官
舎
で
、
ひ
と
り
孤
独
に
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は

｢

疾
を
発
し
て｣

死
ん
だ
の
で
あ

り
、
急
死
や
横
死
で
は
な
か
っ
た
。
す
る
と
死
の
床
の
曹
植
の
周
囲
に
は
、
彼
の
家
族
を
は
じ
め
、
配
下
の
も
の
も
つ
め
か
け
て
い

た
は
ず
だ
。
彼
は
、
そ
う
し
た
人
び
と
に
み
ま
も
ら
れ
な
が
ら
、
波
乱
お
お
き
生
涯
を
と
じ
た
の
だ
っ
た
。
後
世
の
人
び
と
は
、
曹

植
の
生
涯
を
悲
劇
的
な
も
の
に
み
な
し
が
ち
だ
が
、
死
の
場
面
に
関
し
て
は
、
お
だ
や
か
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
、
具
体
的
に
だ
れ
が
曹
植
の
死
を
み
と
っ
た
の
か
。
史
書
は
そ
こ
ま
で
は
記
述
し
て
お
ら
ぬ
が
、
す
く
な
く
と
も
彼
の
妻
や

子
た
ち
は
枕
元
に
は
べ
っ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
妻
な
る
人
物
、
詳
細
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
公
式
的
に
は

｢

陳
王
妃｣

と
よ
ば
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
資
料
が
の
こ
る
範
囲
で

は
、
植
の
二
人
目
の
妻
だ
っ
た
は
ず
だ

(

一
人
目
の
妻
は
、
名
臣
の
崔
�
の
兄
の
娘
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
す
で
に
故
人)

。
曹
植

の
死
の
年
、
す
な
わ
ち
太
和
六
年
の
二
月
、
植
が
陳
王
に
封
じ
ら
れ
、
邑
三
千
五
百
戸
を
た
ま
わ
っ
た
と
き

(

こ
の
と
き
、
植
は
都

の
洛
陽
に
い
た)

、
彼
女
も
明
帝
か
ら
、｢

陳
王
妃
と
な
す｣
と
い
う
璽
書
を
た
ま
わ
り
、
陳
妃
の
印
綬
を
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
と
き
曹
植
は
、｢

謝
妻
改
封
表｣

な
る
感
謝
の
表
を
つ
づ
っ
て
奏
上
し
た
。｢

陛
下
の
お
恵
み
は
ま
こ
と
に
広
大
で
、
わ
れ
ら

父
子
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
愚
妻
ま
で
、
陳
妃
の
印
綬
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
お
沙
汰
、
か
が
や
か
し
く
栄
達
の
極
み
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
お
ろ
か
な
わ
が
妻
な
ど
に
は
、
不
似
あ
い
で
ご
ざ
い
ま
す｣

云
々
。
か
く
曹
植
が
謙
遜
し
た
陳
妃
な
る
女
性
は
、
き
っ
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と
曹
植
の
枕
元
に
あ
っ
て
、
彼
の
最
期
を
み
と
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
子
と
し
て
は
、
男
子
二
人
が
こ
の
場
に
い
た
は
ず
だ
。
曹
植
に
は
、
わ
か
っ
て
い
る
範
囲
で
、
四
人
の
子
が
う
ま
れ
て
い
る
。

男
子
が
苗

(

長
子)

と
志

(

次
子)

、
女
子
が
金
瓠

(

長
女)

と
行
女

(

次
女)

で
、
あ
わ
せ
て
四
人
で
あ
る
。
だ
が
、
女
子
は
二

人
と
も
乳
児
の
う
ち
に
死
に
、
こ
の
時
点
で
は
男
子
二
人
が
い
き
て
い
る
だ
け
だ
。
こ
の
二
子
、
ま
だ
少
年
だ
っ
た
ろ
う
が
、
十
年

ま
え
に
、
曹
植
の
息
子
と
い
う
こ
と
で
、
と
も
に
郷
公
の
爵
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る

(

曹
植
は
こ
の
沙
汰
に
対
し
て
も
、｢

封
二
子

為
郷
公
恩
章｣
を
た
て
ま
つ
っ
て
、
魏
廷
に
感
謝
し
て
い
る)

。

た
だ
、
こ
の[

死
ん
だ
二
女
も
あ
わ
せ]

四
人
の
子
と
い
う
の
は
、
諸
侯
王
と
し
て
は
す
く
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
す
る
と
、

史
書
に
し
る
さ
れ
て
お
ら
ぬ
だ
け
で
、
あ
る
い
は
四
人
以
外
に
も
、
庶
出
の
子
た
ち
が
い
た
か
も
し
れ
な
い

(

た
だ
し

『

晋
書』

本

伝
は
、
曹
志
も

｢

陳
思
王
植
の
�
げ
つ

子し｣

だ
っ
た
と
す
る
。
す
る
と
陳
王
妃
は
、
正
妻
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い)

。
も
し
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
子
た
ち
も
苗
や
志
と
と
も
に
、
曹
植
の
枕
元
に
あ
つ
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
曹
植
は
す
く
な
く
と
も
、

こ
う
し
た
妻
子
た
ち
に
か
こ
ま
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

彼
の
子
の
う
ち
、
も
と
も
す
ぐ
れ
て
い
た
の
は
、
ど
う
や
ら
次
子
の
曹
志
だ
っ
た
ら
し
い
。
彼
は
、
父
の
名
を
は
ず
か
ら
し
め
ず
、

学
問
を
こ
の
み
、
才
幹
も
有
し
て
い
た
と
い
う

(

長
子
の
苗
の
ほ
う
は
、
そ
の
後
の
事
迹
が
不
明
。
父
の
死
後
、
ま
も
な
く
死
ん
だ

か)

。
そ
の
た
め
曹
植
は
、
こ
の
志
を
自
分
の
後
継
に
し
た
い
と
の
ぞ
ん
で
い
た
。
曹
植
の
死
後
、
そ
の
願
い
が
き
き
い
れ
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
、
こ
の
志
が
、
父
の
官
爵
を
継
承
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
は
の
ち
済
北
王
に
転
封
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
領
邑
を
な
ん
ど
か

加
増
さ
れ
た
。
ま
た
か
な
り
長
生
き
し
た
よ
う
で
、
父
の
死
後
も
、
魏
晋
交
替
を
た
く
み
に
の
り
こ
え
、
西
晋
の
武
帝
か
ら
敬
意
を

は
ら
わ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
最
期
に
つ
い
て
、
父
の

『

魏
志』

本
伝
の
末
尾
に
、
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曹
志
は
母
に
死
な
れ
る
や
、
喪
に
服
し
て
哀
悼
の
情
を
つ
く
し
た
。
お
か
げ
で
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
精
神
の
正
常
さ
を

う
し
な
う
に
い
た
っ
た
。
太
康
九
年
に
死
ん
だ
。

と
あ
る

(

裴
松
之
注
に
ひ
く

『

曹
志
別
伝』)

。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
曹
志
は
、
太
康
九
年

(

二
八
八)

に
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

曹
植
が
死
ん
だ
年
、
か
り
に
十
五
歳
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
七
十
一
歳
で
死
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
母

(

陳

王
妃)

の
喪
に
服
し
、
そ
れ
か
き
っ
か
け
で
病
気
に
な
っ
て
死
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
母
の
陳
王
妃
も
、
曹
志
と

ほ
ぼ
お
な
じ
こ
ろ
ま
で
生
存
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
も
ず
い
ぶ
ん
長
生
き
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
伝
に
よ
れ
ば
、
曹
植
は
生
前
、
と
い
っ
て
も
晩
年
の
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
周
囲
の
も
の
に
、
質
素
な
葬
儀
を
す
る
よ
う
遺
言
し
た
。

さ
ら
に
、
東
阿
王
だ
っ
た
と
き
だ
ろ
う
か
、
魚
山
と
い
う
山
に
の
ぼ
っ
て
東
阿
の
地
を
み
お
ろ
し
た
と
き
、
ふ
い
に
こ
の
地
が
気
に

い
り
、
そ
こ
に
自
分
の
墳
墓
を
つ
く
ら
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
話
柄
は
、
彼
自
身
が
自
分
の
死
を
予
期
し
、
そ
れ
な
り
に
準
備
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
だ
。
こ
う
し
た
曹
植
の
生
前
の
願
い
は
、
陳
王
妃
や
曹
志
も
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
お
そ

ら
く
す
べ
て
か
な
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

曹
植
の
冥
福
は
、
そ
の
後
も
つ
づ
い
た
。
景
初
年
間

(

二
三
七
〜
二
三
九)

と
い
う
か
ら
、
曹
植
が
死
ん
で
数
年
後
の
こ
と
と
な

る
が
、
明
帝

(

二
〇
五
？
〜
二
三
九
。
在
位
二
二
六
〜
二
三
九
。
曹
植
の
甥)

か
ら

｢

追
録
陳
思
王
遺
文
詔｣

と
い
う
詔
勅
が
発
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
要
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。

陳
思
王
曹
植
は
、
生
前
に
過
失
を
お
か
し
た
。
だ
が
、
そ
の
後
は
欲
を
お
さ
え
行
い
を
つ
つ
し
み
、
よ
く
罪
科
を
つ
ぐ
な
っ

た
。
そ
の
う
え
、
わ
か
い
と
き
か
ら
死
ぬ
ま
で
、
書
物
を
手
か
ら
は
な
さ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
至
難
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
い
て
は
、
生
前
の
罪
科
を
つ
づ
っ
た
訴
状
は
、
す
べ
て
廃
棄
せ
よ
。
そ
し
て
、
曹
植
が
か
い
た
賦
頌
詩
銘
や
雑
論
な
ど
百

余
篇
を
撰
�
し
、
副
本
は
洛
陽
の
�
外
に
所
蔵
せ
よ
。
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こ
の
詔
は
、
た
い
へ
ん
好
意
的
な
も
の
だ
。
生
前
、
な
に
か
と
問
題
に
さ
れ
て
き
た
曹
植
の
罪
状

(

泥
酔
の
あ
げ
く
、
朝
廷
の
使

者
に
狼
藉
を
は
た
ら
い
た
等
の
事
件
。
後
述)

を
ぜ
ん
ぶ
不
問
と
し
て
や
る
ぞ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
一
種
の
名
誉
回
復
だ

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
沙
汰
は
、
亡
き
曹
植
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
の
こ
さ
れ
た
妻
子
に
と
っ
て
も
、
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
こ
と

だ
っ
た
ろ
う
。

さ
ら
に
、
曹
植
が
生
前
に
か
い
た
詩
文
を
、
す
べ
て
集
録
し
、
副
本
を
都
の
内
外
に
所
蔵
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
出
版

と
い
う
方
法
が
な
か
っ
た
こ
の
当
時
で
は
、
破
格
の
厚
遇
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
曹
植
の
詩
文
は
、
当
時
の
ひ
と
と
し
て
は
比
較

的
お
お
く
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
明
帝
の
好
意
的
な
詔
が
、
功
を
奏
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は

こ
の
詔
、
詩
文
に
も
造
詣
が
ふ
か
か
っ
た
明
帝
ら
し
い
、
た
い
へ
ん
ゆ
き
と
ど
い
た
沙
汰
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
曹
植
の
霊
、
も
っ
て

瞑
す
べ
し
。

晩
年
の
優
遇

明
帝
か
ら
、
か
か
る
好
意
的
な
詔
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
き
ざ
し
は
、
曹
植
の
晩
年
ご
ろ
か
ら
あ
っ
た
。

中
央
政
界
か
ら
放
逐
さ
れ
て
い
た
曹
植
は
、
地
方
か
ら
甥
の
明
帝
に
上
表
を
く
り
か
え
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
○
○
さ
せ

て
ほ
し
い
、
○
○
し
て
ほ
し
い
、
○
○
す
べ
き
だ

な
ど
と
執
拗
に
嘆
願
す
る
も
の
で
、
上
表
魔
と
称
さ
れ
て
も
よ
い
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
○
○
、
す
な
わ
ち
訴
え
の
内
容
は
、
公
私
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
に
お
よ
ぶ
が
、
主
要
な
も
の
は

｢

自
分
を
国
政
に
参
与
さ

せ
て
ほ
し
い｣

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た

(

く
わ
し
く
は
後
述)

。
し
か
し
こ
れ
以
前
、
こ
う
し
た
曹
植
の
訴
え
は
、
な
か
な
か
き
き

い
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
太
和
三
年(

二
二
九)

十
二
月
、
曹
植
が
三
十
八
歳
に
し
て
東
阿
王
に
任
じ
ら
れ
た
こ
ろ
か
ら
、
す
こ
し
状
況
が
か
わ
っ
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て
き
た
。
曹
植
の
上
書
に
対
し
、
明
帝
か
ら
し
ば
し
ば
、
こ
の
ま
し
い
返
答
が
か
え
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
翌
四
年
、
曹
植
が
国
内
の
諸
課
題
や
辺
将
の
配
置
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
上
書
し
た
と
き

(

い
ま
は
逸)

、
明
帝
は

｢

答
東
阿
王

論
辺
事
詔｣

と
い
う
詔
を
発
布
し
て
、
曹
植
の
献
言
を
ね
ぎ
ら
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
大
要
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。

王
の
上
書
を
な
ん
ど
も
よ
み
か
え
し
た
。
朕
は
不
徳
で
あ
る
う
え
、
武
皇
帝
・
文
皇
帝
に
死
な
れ
、
ま
た
卞
太
后

(

一
六
〇

〜
二
三
〇)
も
冥
界
に
ゆ
か
れ
た
の
で
、
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
政
道
に
も
く
ら
い
の
で
、
呉
蜀
を
な
お
誅
滅
で
き

ず
に
お
り
、
民
草
も
安
心
し
て
す
ご
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
朕
は
兢
兢

き
ょ
う
き
ょ
うと
し
て
、
お
そ
れ
る
日
々
を
す
ご
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
王
が
わ
が
帝
室
を
補
佐
し
て
く
れ
る
の
で
、
朕
は
頼
り
に
し
て
お
る
ぞ
。
王
は
、
自
身
を
三
監

(

周
武
王

の
弟
だ
っ
た
管
叔
鮮
・
蔡
叔
度
・
霍
叔
処
の
三
人
を
さ
す
。
こ
の
三
人
は
武
王
の
死
後
、
周
に
反
乱
を
お
こ
し
た)

な
ど
と
し

て
、
卑
下
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
た
び
ご
教
示
い
た
だ
い
た
事
案
は
、
き
ち
ん
と
嘉
納
す
る
で
あ
ろ
う
。
王
の
高
謀
や
良
策
、

こ
れ
以
後
も
き
き
た
い
と
お
も
っ
て
お
る
ぞ
。

こ
の

｢

答
東
阿
王
論
辺
事
詔｣

、
厳
可
均
は

｢

当ま
さ

に
太
和
三
年
に
在
る
べ
し｣

と
い
う
が
、
詔
中
に

｢

卞
太
后
も
冥
界
に
ゆ
か
れ

た｣
(

原
文

｢

武
宣
皇
后
、
復
即
玄
官｣)

と
あ
る
の
で
、
太
和
四
年
の
作
だ
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
詔
、
な
か
な
か
慇
懃
な
文
面
で
あ
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
な
か
で
も
、｢

王
の
上
書
を
な
ん
ど
も
よ
み
か
え
し
た｣

(

原
文

｢

覧
省
来
書
、
至
于
再
三｣)

や
、｢

ご
教
示
い
た
だ
い
た
事
案
は
、
き
ち
ん
と
嘉
納
す
る
で
あ
ろ
う｣

(

原
文

｢

諸
所
開
�
、

朕
敬
聴
之｣)

な
ど
の
こ
と
ば
は
、
曹
植
を
た
い
へ
ん
よ
ろ
こ
ば
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

も
と
よ
り
詔
は
形
式
め
い
た
行
文
な
の
で
、
表
面
上
の
字
句
を
そ
の
ま
ま
解
し
て
は
な
る
ま
い
。
た
だ
そ
う
で
あ
っ
て
も
、｢

王

が
わ
が
帝
室
を
補
佐
し
て
く
れ
る
の
で
、
朕
は
頼
り
に
し
て
お
る
ぞ｣

(
原
文｢

王
�
輔
帝
室
、
朕
深
�
焉｣)

、｢

王
の
高
謀
や
良
策
、

こ
れ
以
後
も
き
き
た
い
と
お
も
っ
て
お
る
ぞ｣

(

原
文

｢

高
謀
良
策
、
思
聞
其
次｣)

な
ど
を
よ
む
と
、
明
帝
が
叔
父
の
曹
植
に
、
そ
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れ
な
り
の
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
さ
そ
う
だ
。

さ
ら
に
太
和
五
年
、
曹
植
は
魏
室
の
宗
族

(

九
族)

ど
う
し
の
交
流
を
み
と
め
、
ま
た
自
分
を
明
帝
の
側
近
と
し
て
と
り
た
て
て

ほ
し
い
と
上
表
し
た
。
こ
の
上
書
は

｢

求
通
親
親
表｣

と
よ
ば
れ
、
後
日
に

『

文
選』

に
も
採
録
さ
れ
た
畢
生
の
力
作
で
あ
る
。
同

種
の
主
張
は
、
異
姓
の
廷
臣
、
た
と
え
ば
楊
阜
の

｢

諫
治
宮
室
発
美
女
疏｣

で
も
主
張
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
世
論
の
あ
と
お
し
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
上
書
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
曹
植
は
、
明
帝
よ
り
丁
重
な
返
答
を
も
ら
う
こ
と
が
で

き
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
帝
は

｢

詔
報
東
阿
王
植｣

を
発
し
て
、
お
お
む
ね
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
た
。

い
ま
、
諸
国
の
兄
弟
間
で
自
然
な
情
理
が
通
ぜ
ず
、
妃
妾
の
実
家
に
膏
沐
代
が
不
足
ぎ
み
だ
っ
た
の
は
、
朕
が
な
ま
け
て
親

愛
さ
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
故
事
を
ひ
き
議
論
を
つ
く
し
た
東
阿
王
の
表
文
に
、
か
か
れ
て
い
る
と
お
り
だ
。
ど
う
し
て

王
の
衷
心
が
心
を
う
ご
か
さ
ぬ
こ
と
が
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
貴
賤
の
別
を
あ
き
ら
か
に
し
、
宗
族
を
仲
よ
く
さ
せ
、
賢
良
を
た
っ
と
び
、
長
幼
の
順
に
し
た
が
わ
す
こ
と
は
、

経
国
の
根
本
で
あ
り
、
宗
室
諸
侯
間
の
交
流
を
禁
止
す
る
詔
な
ど
は
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
従
前
ゆ
き
す
ぎ
が
あ
っ
た
の
は
、
下

吏
が
叱
責
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
の
で
、
こ
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
役
人
に
命
じ
て
、
王
の
訴
え
ど
お
り
さ
せ
る

こ
と
に
し
た
。

つ
ま
り
、
宗
族
間
の
交
流
を
み
と
め
て
ほ
し
い
と
い
う
曹
植
の
訴
え
は
、
き
き
と
ど
け
ら
れ
た
の
だ
っ
た

(

具
体
的
に
は
ど
ん
な

措
置
が
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
。
あ
る
い
は
、
太
和
五
年
八
月
の
詔
が
そ
れ
か)

。

上
書
の
も
う
ひ
と
つ
の
訴
え
、
す
な
わ
ち
、
自
分
を
側
近
に
と
り
た
て
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
の
ほ
う
は
、
か
な
え
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
曹
の
訴
え
の
半
分
は
き
き
い
れ
ら
れ
た
。
な
か
で
も
、
詔
中
の

｢

朕
が
な
ま
け
て
親
愛
さ
せ
な
か
っ
た｣

｢

従
前

ゆ
き
す
ぎ
が
あ
っ
た｣

な
ど
の
発
言
は
、
こ
れ
ま
で
の
朝
廷
の
や
り
か
た
に
、
無
理
が
あ
っ
た
こ
と
を
み
と
め
る
も
の
だ
。
従
前
の
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無
視
一
辺
倒
と
は
、
か
な
り
ち
が
っ
た
対
応
で
あ
る
。
こ
の
曹
植
、
文
帝
の
と
き
は
、
罪
を
着
せ
ら
れ
て
誅
殺
さ
れ
る
可
能
性
さ
え

あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
と
は
様
が
わ
り
し
た
様
相
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
勇
気
を
え
た
か
、
曹
植
は
同
年
、
さ
ら
に
長
大
な

｢

上
疏
陳
審
挙
之
義｣

と
い
う
上
疏
を
た
て
ま
つ
っ
て
、
こ
ん
ど
は
官

吏
登
用
法
の
改
善
を
う
っ
た
え
た
。
こ
の
あ
た
り
、
ま
さ
に
上
書
の
鬼
と
い
う
観
が
あ
る
。
曹
植
は
こ
れ
ま
で
、
よ
ほ
ど
胸
に
た
ま
っ

た
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
も
明
帝
は
、｢

ね
ん
ご
ろ
な
文
章
で
返
答｣

(

帝
輒
優
文
答
報)

し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

つ
づ
い
て
、
曹
植
は

｢

上
書
請
免
発
取
諸
国
士
息
表｣

を
た
て
ま
つ
っ
て
、
若
者
を
労
務
や
兵
役
に
徴
発
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
や
め
る
よ
う
提
言
し
た
。
こ
れ
も
長
篇
で
あ
る
。
す
る
と
、
訴
え
は
き
き
と
ど
け
ら
れ
て
、｢

皆
な
遂
に
之
を
還
ら
し
む｣

(『

魏
志』

本
伝
の
裴
松
之
注)
。
若
者
は
み
な
帰
郷
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
と
き
の
上
表
は
、
魏
の
国
政

に
多
少
と
も
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
曹
植
は
自
分
の
上
書
に
手
ご
た
え
を
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
う
れ
し
い
こ
と
が
お
こ
っ
た
。
太
和
五
年
八
月
、
と
つ
ぜ
ん
明
帝
は
宗
室
の
諸
侯
王
た
ち
に
、｢

令
諸
王
及
宗
室
公
侯
各

将
適
子
一
人
入
朝
詔｣

と
い
う
詔
を
発
布
し
、｢

翌
年
正
月
、
嫡
子
ひ
と
り
を
つ
れ
て
都
の
洛
陽
へ
参
内
せ
よ｣

と
命
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
詔
に
い
わ
く
、
い
に
し
え
、
諸
侯
を
朝
廷
に
参
内
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
、
宗
族
を
な
か
よ
く
さ
せ
、
万
国
を
協
和
さ
せ
る

た
め
だ
っ
た
。
先
帝

(

父
の
文
帝)

の
と
き
は
、
政
治
的
事
情
が
あ
っ
て
、
参
内
を
ゆ
る
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
お
か
げ
で
、

朕
は
諸
王
ら
と
十
二
年
も
の
あ
い
だ
、
対
面
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
敬
慕
の
情
が
、
い
や
ま
さ
ず
に
お
ら
れ

よ
う
か
云
々
。

こ
の
詔
が
発
布
さ
れ
る
や
、
曹
植
は
狂
喜
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
我
わ
れ
宗
室
の
王
た
ち
に
上
洛
が
ゆ
る
さ
れ
た
。
あ
の
繁
華
な
都

洛
陽
へ
、
息
子
と
も
ど
も
で
か
け
て
ゆ
け
る
の
だ
。
な
つ
か
し
い
宗
族
た
ち
と
も
あ
え
る
だ
ろ
う
。
曹
植
は
、
こ
れ
は
自
分
が

｢

求

通
親
親
表｣

を
た
て
ま
つ
っ
た
こ
と
の
成
果
で
は
な
い
か
、
と
お
も
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
た
ぶ
ん
そ
う
お
も
っ
た
こ
と
だ
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ろ
う
。
そ
し
て
、
ひ
そ
か
に
期
待
し
た
か
も
し
れ
ぬ
。
昨
今
の
陛
下
は
、
我
わ
れ
宗
室
の
者
に
、
好
意
的
な
姿
勢
を
し
め
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
か
ね
て
の
念
願
、
す
な
わ
ち

[

明
帝
の]

叔
父
た
る
自
分
が
、
魏
の
中
央
政
府
に
ま
ね
か
れ
、
国
政
に

参
与
し
て
ゆ
く
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い

と
。

か
く
し
て
曹
植
は

[

た
ぶ
ん]

太
和
五
年
の
冬
、
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
洛
陽
に
む
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
曹
植
の
昂
揚

感
を
よ
く
反
映
し
た
作
が
あ
る
。
そ
れ
が

｢

請
赴
元
正
表｣

と
題
さ
れ
た
表
で
あ
り
、

百
官
の
礼
容
ぶ
り
に
心
お
ど
り
つ
つ
、
朝
見
の
儀
を
心
中
に
想
像
し
て
い
ま
す
。
わ
が
耳
に
は
雅
楽
の
音
が
ひ
び
き
、
わ
が
目

に
は
祝
賀
の
舞
が
み
え
る
か
の
よ
う
で
す
。

欣
豫
百
官
之
美
、

耳
存
九
成
、

想
見
朝
覲
之
礼
、

目
想
率
舞
。

の
四
句
の
み
が
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
題
か
ら
す
る
と
、
こ
の
表
は
、｢

上
洛
し
た
さ
い
は
、
元
会

(

後
述)

に
参
列
さ
せ
て
ほ
し
い｣

と
嘆
願
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、｢
も
し
参
列
が
ゆ
る
さ
れ
た
な
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
な
ん
だ
ろ
う
な｣

と
想
像
し
た
の
が
、
右

の
四
句
の
断
片
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
四
句
は
、
上
洛
ま
え
の
曹
植
の
は
ず
ん
だ
気
も
ち
を
、
よ
く
つ
た
え
る
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
の
表
、
厳
可
均
は
黄
初
四
年
の
作
と
す
る
。
し
か
し
徐
公
持

『

曹
植
年
譜
考
証』

三
百
八
十
六
頁
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
太
和
五
年
、
明
帝
の
詔
を
拝
読
し
た
あ
と
の
作
と
す
べ
き
だ
ろ
う

(

２)

。

最
期
の
年

か
く
し
て
年
末
に
は
到
着
し
、
翌
太
和
六
年
の
正
月
は
洛
陽
で
む
か
え
た
は
ず
だ
。
曹
植
は
こ
の
年
、
洛
陽
と
陳
国
と
で
す
ご
し

た
の
だ
が
、
喜
と
悲
の
感
情
が
は
げ
し
く
交
錯
す
る
日
々
が
つ
づ
い
た
。
そ
し
て
同
年
の
十
一
月
、
彼
は
悲
の
感
情
の
極
に
い
た
り
、
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｢

疾
を
発
し
て
薨
ず｣

と
い
う
終
局
に
い
た
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
の
死
で
お
わ
る
こ
の
最
期
の
年
は
、
す
こ
し
て
い
ね
い
に
み
て
ゆ

く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

ご
く
お
お
ざ
っ
ぱ
に
説
明
し
て
お
け
ば
、
こ
の
年
、
前
半

(

洛
陽
で
す
ご
し
た)

は

｢

喜｣

の
感
情
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
が
、
後

半(

陳
国
で
す
ご
し
た)

に
な
る
や
、[｢

喜｣

に
か
わ
っ
て]
｢

悲｣

の
感
情
に
お
お
わ
れ
、
落
胆
し
、
絶
望
し
、
つ
い
に
世
を
さ
っ

て
し
ま
っ
た

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ま
ず
、
前
半
の

｢
喜｣

の
感
情
に
つ
つ
ま
れ
た
日
々
を
叙
し
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
日
々
、
曹
植
は
お
お
く
の
詩
文
を
も
の
し
て
い
る
。
ひ
さ
し
ぶ
り
に
洛
陽
に
や
っ
て
き
、
き
ら
び
や
か
な
宮
中
に
出
入
り
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
洛
陽
の
繁
華
な
街
な
み
、
そ
し
て
豪
壮
な
宮
殿
群
を
一
見
す
る
や
、
彼
は
感
激
し
、
喜
び
に
ふ
る
え
た
に
相
違

な
い
。
そ
う
し
た
感
激
や
喜
び
に
刺
激
さ
れ
、
い
っ
き
に
曹
植
の
詩
嚢
が
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
。
か
く
し
て
、
お
お
く
の
詩
や
文
章
が

か
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
諸
作
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
曹
植
の
よ
う
す
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
到
着
後
、
す
ぐ
明
帝
へ
の
お
目
ど
お
り
が
か
な
っ
た
よ
う
だ
。
感
激
し
た
曹
植
は
そ
の
と
き
の
喜
び
を
、｢

謝
入
覲
表｣

と

い
う
表
で
、

臣
は
辺
隅
の
地

(

東
阿)

を
出
立
し
、
百
官
の
礼
容
ぶ
り
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
第
一
の
喜
び
で
ご
ざ

い
ま
す
。
茅
茨
の
陋
屋
を
で
て
、
宮
殿
の
門
中
に
い
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
第
二
の
喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
恥

ず
べ
き
姿
で
、
か
し
こ
き
竜
顔
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
第
三
の
喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
お
ろ
か
な

臣
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
陛
下
の
お
教
え
を
こ
う
む
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
が
第
四
の
喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。

臣

得
出
幽
屏
之
城
、
此
一
喜
也
。

背
茅
茨
之
陋
、
此
二
喜
也
。

獲
覲
百
官
之
美
、

登
�
闔
之
闥
、
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必
以
有
靦
之
容
、
此
三
喜
也
。
将
以
檮
�
之
質
、
稟
受
崇
聖
之
訓
、
此
四
喜
也
。

瞻
見
穆
穆
之
顔
、

と
か
た
っ
て
い
る
。
上
洛
ま
え
の

｢

請
赴
元
正
表｣

で
も
、｢

百
官
の
礼
容
ぶ
り｣

(

百
官
之
美)

を
想
像
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ

の
第
一
の
喜
び
に
お
い
て
も
、
お
な
じ
語
を
使
用
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
た
だ
こ
の
表
で
は
、
想
像
で
は
な
く
、
百
官
を
実

見
し
た
う
え
で
の
も
の
だ
。
曹
植
、
さ
ぞ
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
以
後
、
曹
植
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
に
参
加
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
見
物
し
た
。
そ
し
て
そ
の
た
び
に
、
自
身
の
感
動
を
詩

文
に
つ
づ
っ
て
い
っ
た
。｢
元
会
詩｣

｢

罷
朝
表｣
｢

謝
周
観
表｣

｢

謝
賜
�
表｣

｢

謝
明
帝
賜
食
表｣

｢

謝
鼓
吹
表｣

な
ど
が
、
そ
れ
で

あ
る
。
凡
人
だ
っ
た
ら
、｢
す
ご
い
な
あ｣
｢

う
れ
し
い
な
あ｣

と
声
に
だ
す

(

あ
る
い
は
心
中
に
お
も
う)

だ
け
で
、
そ
の
ま
ま
宙

に
き
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
は
天
稟
に
め
ぐ
ま
れ
た
曹
植
の
こ
と
、
自
身
の
感
動
や
喜
び
を
さ
っ
と
詩
文
に
昇
華

で
き
た
の
だ
っ
た
。

念
願
の
元
会
の
儀
に
も
、
参
加
で
き
た
。
元
会
と
は
、
天
子
が
元
旦
に
朝
臣
を
一
同
会
せ
し
め
る
儀
式
の
こ
と
で
、
ま
た
正
会
と

も
称
す
る
。
曹
植
は
こ
の
儀
式
に
、
他
の
諸
侯
王
と
と
も
に
招
待
さ
れ
て
参
加
し
た
の
だ
っ
た
。
な
が
ら
く
地
方
に
お
い
や
ら
れ
て

い
た
曹
植
に
と
っ
て
、
ひ
さ
び
さ
の
出
席
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
き
っ
と
う
れ
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
っ
そ
く

｢

元
会
詩｣

と
い

う
慶
賀
の
詩
を
つ
く
っ
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
詩
は
な
が
い
し
、
そ
れ
ほ
ど
内
容
の
あ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
書

き
く
だ
し
で
引
用
す
る
だ
け
に
し
よ
う
。

初
歳

元
祚
、
吉
日

惟こ

れ
良
し
。

乃
ち
嘉
会
を
為
さ
ん
と
、
此
の
高
堂
に
讌え

ん

せ
り
。

尊
卑

列
叙
し
、
典
に
し
て
章あ

き

ら
か
な
る
有
り
。
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衣
裳

鮮
潔
に
し
て
、
黼ほ

�
ふ
つ

玄
黄
な
り
。

清
�

爵
に
盈み

ち
、
中
坐
に
光
を
騰あ

げ
た
り
。

珍
膳

雑ざ
っ

�
と
う

し
、
円
方
に
充
溢
せ
り
。

笙
磬

既
に
設
け
ら
れ
、
筝
瑟

倶
に
張
ら
る
。

悲
歌

�
は
げ

し
く
響
き
、
清
商
を
咀
嚼
す
。

俯ふ

し
て
は
文
軒
を
視み

、
仰
ぎ
て
は
華
梁
を
瞻み

る
。

願
は
く
は
茲こ

の
善
を
保
ち
、
千
載
に
常
た
ら
ん
を
。

歓
笑
し
て
娯
し
み
を
尽
く
し
、
楽
し
い
か
な

未
だ
央つ

き
ず
。

皇
家
は
栄
貴
に
し
て
、
寿
考

疆
か
ぎ
り
無
か
ら
ん
。

新
年
を
め
で
つ
つ
、
魏
室
を
賛
美
し
た
儀
礼
的
な
四
言
詩
で
あ
る
。
溢
美
の
言
を
つ
ら
ね
た
篇
什
だ
が
、
た
の
し
げ
な
気
分
が
み

ち
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
の
詩
、
個
人
の
立
場
で
つ
く
っ
た
の
で
な
く
、
明
帝
の
命
に
よ
っ
て
、
曹
植

が
諸
侯
を
代
表
し
て
つ
く
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
、
群
臣
が
い
な
ら
ぶ
元
会
の
場
で
、
朗
々
と
よ
み
あ
げ
ら
れ
た
可
能

性
も
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
曹
植
は
そ
の
光
栄
に
感
激
し
、
よ
ろ
こ
び
を
か
み
し
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。
罪
を
お
か

し
た
た
め
に
、
辛
酸
を
な
め
て
き
た
自
分
。
そ
の
自
分
が
、
よ
う
や
く
ゆ
る
さ
れ
、
か
く
新
年
の
元
会
に
列
し
て
い
る
。
な
ん
と
う

れ
し
い
こ
と
か

と
。

こ
の
と
き
、
元
会
の
場
に
は
、
だ
れ
が
い
た
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
、
魏
朝
を
さ
さ
え
る
重
臣
や
将
軍
た
ち
が
い
た
は
ず
だ
。
重
臣
の
鍾
�
や
華
�
、
王
朗
ら
は
も
う
逝
去
し
て
い
た
が
、
陳

羣
は
ま
だ
健
在
だ
っ
た
。
す
る
と
陳
羣
は
、
楊
阜
や
�
済
、
高
堂
隆
な
ど
を
し
た
が
え
、
廷
臣
の
ト
ッ
プ
と
し
て
こ
の
場
に
の
ぞ
ん
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で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
山
陽
公
こ
と
元
後
漢
の
献
帝
は
、
ま
だ
生
存
し
て
い
た
の
で
、
あ
る
い
は
賓
客
と
し
て
招
待
さ

れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

将
軍
の
ほ
う
は
、
な
お
戦
争
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
や
や
さ
み
し
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
古
参
の
曹
休
や
張
�
は
、
こ
の
時

点
で
は
亡
く
な
っ
て
い
た
。
曹
真
も
昨
年
の
う
ち
に
死
去
し
、
や
や
軽
量
級
の
曹
爽
が
跡
を
つ
い
で
い
た
。
軍
事
の
元
締
め
と
い
う

べ
き
司
馬
懿
は
、
諸
葛
亮
ひ
き
い
る
蜀
軍
へ
の
対
応
の
た
め
、
こ
の
場
に
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
た
だ
、
第
二
世
代
と
い
う
べ
き

満
寵
や
王
�
ら
は
、
こ
の
場
に
列
席
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

で
は
、
魏
の
宗
族
と
し
て
は
、
ど
ん
な
メ
ン
バ
ー
が
い
た
か
。
魏
朝
で
は
な
が
い
こ
と
、
宗
族
ど
う
し
が
交
際
す
る
こ
と
は
禁
じ

ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
お
た
が
い
に
ひ
さ
し
ぶ
り
の
対
面
だ
っ
た
は
ず
だ
。
曹
彪
や
曹
袞
ら
の[

曹
植
の
異
母]

兄
弟
が
あ
つ
ま
っ

て
、
や
あ
や
あ
と
、
う
れ
し
そ
う
に
久
闊
を
叙
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
等
は
み
な
、
へ
だ
た
っ
た
遠
地
に
居
住
し
て
い
た
の
で
、
な

お
さ
ら
都
で
再
会
で
き
た
の
が
う
れ
し
く
、
手
を
と
り
あ
っ
て
よ
ろ
こ
び
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

元
会
に
列
し
た
宗
族
の
な
か
で
、
曹
植
は
特
別
の
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
魏
室
の
嫡
流

(

曹
操
と
卞
后
の
息

子)

で
あ
り
、
唯
一
い
き
の
こ
っ
て
い
る
明
帝
の
叔
父

(

文
帝

〈

曹
丕〉

、
曹
彰
、
曹
熊
は
と
も
に
故
人)

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
偉
大
な
曹
操
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
し
ば
し
ば
政
治
的
具
申
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
、
詩
人
と
し
て
の
名
声

が
卓
立
し
て
い
た
こ
と
等
の
経
緯
も
あ
っ
て
、
魏
室
の
重
鎮
と
称
さ
れ
て
よ
い
立
場
に
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
四
年
ま
え
の
太
和
二
年

(

二
二
八)

、
明
帝
が
蜀
と
の
戦
い
に
親
征
し
て
長
安
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
、
首
都
の
洛
陽

に

｢

曹
叡
が
崩
御
さ
れ
、
曹
植
が
践
祚
し
た｣

と
い
う
デ
マ
が
な
が
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
明
帝
の
息
子
は
夭
折
し
、
ま
だ
後
継
が

は
っ
き
り
せ
ぬ
時
期
だ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
に
あ
っ
て
曹
植
は
、
明
帝
に
万
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
第
一
に
想
起
さ
れ
る
べ
き

人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
魏
室
で
お
も
ん
じ
ら
れ
、
ま
た
警
戒
さ
れ
る
べ
き
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
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微
妙
な
状
勢
下
で
の
、
こ
の｢

元
会
詩｣

の
創
作[

や
、
も
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
式
場
で
の
朗
読]

は
、
あ
ら
た
め
て
廷
臣
ら
に
、

彼
の
非
凡
さ
を
み
せ
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

前
半
の

｢

喜｣

の
日
々
は
、
ま
だ
つ
づ
く
。
曹
植
を
と
く
に
よ
ろ
こ
ば
せ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
明
帝
が
し
め
し
て
く
れ
た
親
近
ぶ

り
だ
っ
た
ろ
う
。
曹
植
は
、
成
人
し
た
甥
の
明
帝(

こ
の
時
点
で
は
二
十
八
歳)

と
は
、
は
じ
め
て
の
対
面
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
明
帝
は
、
想
像
以
上
の
親
し
さ
ぶ
り
を
し
め
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
し
め
す
や
り
と
り
は
、
両
者
最
初
の
対
面

の
と
き
ら
し
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ま
だ
右
の
元
会
よ
り
ま
え
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

○

[

明
帝
与
陳
王
植
手
詔]

王

(

曹
植)

は
顔
つ
き
が
や
つ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
さ
れ
た
の
か
。
身
体
の
調
子
が
わ
る
い
の
で

は
な
い
か
。
最
近
は
、
ど
れ
ほ
ど
米
を
た
べ
、
肉
を
口
に
し
て
い
る
の
か
。
王
の
や
つ
れ
ぶ
り
に
、
朕
は
お
ど
ろ
く
ば
か
り
だ
。

飲
み
物
だ
け
で
な
く
、
よ
く
食
物
を
と
る
よ
う
に
せ
よ
。

王
顔
色
痩
弱
何�

意�

耶�

。
腹
中
調
和
不�

。
今
者
食
幾�

許�

米
、
又
啖
肉
多�

少�

。
見
王
痩
、
吾
甚
驚
。
宜
当
節
水
加
餐
。

○

[

曹
植
謝
明
帝
賜
食
表]

ち
か
ご
ろ
臣
は
、
陛
下
よ
り
ご
ち
そ
う
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
表
を
た
て
ま
つ
り
、
あ
つ
く
御
礼

も
う
し
あ
げ
ま
す
。
さ
ら
に
手
詔
ま
で
た
ま
わ
っ
て
、
臣
の
痩
弱
ぶ
り
を
ご
心
配
い
た
だ
き
ま
し
た
。
臣
は
、
陛
下
の
直
筆
の

詔
を
拝
読
し
た
日
は
、
涙
が
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
周
の
文
王
武
王
も
、
よ
く
臣
下
を
い
た
わ
り
な
さ
い
ま
し
た
が
、

陛
下
の
ご
厚
情
に
は
と
て
も
か
な
い
ま
せ
ん
。

近
得
賜
御
食
、
拜
表
謝
恩
。
尋
奉
手
詔
、
愍
臣
痩
弱
。
奉
詔
之
日
、
涕
泣
横
流
。
雖
文
武
二
帝
所
以
愍
憐
於
臣
、
不
復
過
於

明
詔
。

右
の
明
帝
手
詔
と
曹
植
表
と
は
、
明
帝
の
集
と
曹
植
の
集
と
に
別
々
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
対
応
し
あ
う
も
の
だ
と

お
も
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
明
帝
が
曹
植
に
し
め
す
親
近
ぶ
り
で
あ
る
。
明
帝
は
親
身
に
な
っ
て
叔
父

(

曹
植)

の

17



体
調
に
つ
い
て
、｢

顔
つ
き
が
や
つ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
さ
れ
た
の
か｣

｢

身
体
の
調
子
が
わ
る
い
の
で
は
な
い
か｣

な
ど
と
心
配
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
内
容
に
対
応
し
て
、
詔
中
の
あ
ち
こ
ち
に
口
語
的
語
法

(

傍
点)

が
散
見
し
て
お
り
、
行
文
の
う
え
か
ら
も
、

親
近
さ
を
し
め
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
叔
父
さ
ん(

曹
植)

が
た
だ
ご
と
と
は
お
も
え
ぬ
ほ
ど
、
よ
わ
っ
た
ふ
う
に
み
え
た
の
で
、

甥
の
明
帝
は
こ
う
し
た
こ
と
ば
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
。
曹
植
は
こ
の
年
の
十
一
月
に
逝
去
す
る
の
だ
か
ら
、
じ
っ
さ
い
に
病
ん
で
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
伝
に
し
る
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
明
帝
は
吃
音
ぎ
み
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
ふ
だ
ん
か
ら
口
数
が
す
く
な
か
っ
た
と
い

う
。
す
る
と
明
帝
は
こ
の
と
き
も
、
口
頭
で
か
た
る
か
わ
り
に

[

自
分
で
、
あ
る
い
は
お
側
の
者
が]

字
句
に
つ
づ
り
、
そ
れ
を
曹

植
に
し
め
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
曹
植
も
帝
に
あ
わ
せ
、
文
書
で
返
事
を
か
え
し
た
。
い
わ
ば
筆
談
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
手
詔
や
表
が
の
こ
り
、
現
在
ま
で
つ
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

明
帝
と
の
し
た
し
い

[

筆
談
で
の]
会
話
は
、
ほ
か
に
も
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
明
帝
は
、
涼
州
の
地
か
ら
遠
路
は
る
ば
る
献
上
さ

れ
た
�

か
ら
な
し(

果
物
の
一
種)

を
、｢

こ
れ
は
涼
州
か
ら
き
た
も
の
じ
ゃ
。
道
が
と
お
か
っ
た
し
、
こ
の
地
は
あ
た
た
か
い
の
で
、
す
こ

し
変
色
し
て
お
る
が
な｣

と
い
い
つ
つ
、
植
ら
に
た
ま
わ
っ
て
く
れ
た
ら
し
い(

こ
れ
も
口
頭
で
な
く｢

報
陳
王
植
等
詔｣

で
あ
る)

。

こ
れ
に
感
激
し
た
曹
植
は
、｢

�
は
夏
の
も
の
な
の
に
、
こ
の
さ
む
い
時
期
に
た
ま
わ
り
ま
し
た
。
旬
な
ら
ざ
る
と
き
に
入
手
す
れ

ば
、[

涼
州
の]

果
物
は
貴
重
に
感
じ
ら
れ
ま
す
し
、
美
味
な
も
の
を
賜
与
さ
れ
れ
ば
、[

陛
下
の]

恩
情
が
値
千
金
に
感
じ
ら
れ
ま

す｣

と
い
っ
て
感
謝
し
た
の
だ
っ
た

(

謝
賜
�
表)

。

ま
た
こ
の
と
き
、
明
帝
は
芳
林
園
に
承
露
盤
を
鋳
造
さ
せ
て
い
た
。
園
中
を
散
策
し
、
そ
の
承
露
盤
を
曹
植
ら
に
み
せ
る
や
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
た
。｢

先
帝
の
と
き
、
甘
露
が
仁
壽
殿
に
お
り
て
き
、
霊
芝
が
芳
林
園
に
生
じ
た
も
の
だ
が
、
わ
し
が
承
露
盤

を
つ
く
っ
て
も
、
甘
露
が
芳
林
園
や
仁
壽
殿
に
ふ
り
そ
そ
い
で
く
れ
た
ぞ｣
と

(
与
陳
王
植
詔)

。
す
る
と
曹
植
は
す
か
さ
ず
、｢

�
ち
ょ
う
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�
ち
ょ
うた
る
承
露
、
峻た
か

く
し
て
太
清
に
極い
た

る｣

云
々
と
は
じ
ま
る

｢

承
露
盤
銘｣

を
つ
く
っ
て
、
明
帝
に
さ
さ
げ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し

た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
両
者
の
親
し
さ
ぶ
り
を
し
め
す
も
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
曹
植
ら
が
洛
陽
に
つ
ど
っ
て
い
た
と
き
、
明
帝
の
生
時
ま
も
な
い
女
児

(

曹
淑)

が
逝
去
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
死
を
か
な
し
ん
だ
明
帝
は
、
自
分
で
亡
き
娘
の
た
め
に
、｢

故
平
原
公
主
誄｣

と
い
う
誄
を
つ
く
っ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
明
帝
は
、
そ
の
自
作
の
誄
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
曹
植
に
こ
う
か
た
っ
た
。
余
は
文
才
が
お
と
り
、
と
り
わ

け
賦
誄
の
類
は
苦
手
だ
。
娘
の
陵
墓
か
ら
帰
還
し
た
の
ち
、
悲
し
み
の
情
が
お
さ
ま
ら
ず
、
娘
の
誄
を
つ
く
っ
て
み
た
が
、
ま
る
で

田
舎
お
や
じ
が
つ
く
っ
た
か
の
よ
う
だ
、
と

(

詔
陳
王
植)

。
す
る
と
、
曹
植
は
如
才
な
く
こ
た
え
た
。
陛
下
の

｢

故
平
原
公
主
誄｣

を
拝
読
し
ま
し
た
が
、
表
現
と
内
容
が
よ
く
調
和
し
、
章
も
句
も
と
も
に
卓
越
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
哀
悼
ぶ
り
た
る
や
、
聖

明
の
士
を
感
動
さ
せ
、
天
地
も
つ
ら
ぬ
く
ほ
ど
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
陛
下
の
誄
を
読
誦
す
る
の
を
き
く
や
、
楚
王
の
曹
彪
ら
は
み

な
涙
を
こ
ぼ
し
た
も
の
で
し
た

(

答
詔
示
平
原
懿
公
主
誄
表)

。

こ
う
し
た

[

文
書
に
よ
る]

や
り
と
り
が
あ
っ
た
の
ち
、
曹
植
は
明
帝
か
ら
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
、
明
帝
の
亡
娘
の
た
め
に
、

あ
ら
た
め
て
誄
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
が
現
に
の
こ
る
曹
植
の

｢

平
原
懿
公
主
誄｣

と
い
う
作
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
こ
の
作
を
訳

出
し
て
お
こ
う

(

な
お
、｢

田
舎
お
や
じ
が
つ
く
っ
た
か
の
よ
う｣

と
謙
遜
し
た
明
帝
の
誄
は
、
現
存
し
て
い
な
い
。
自
分
で
破
棄

し
た
の
だ
ろ
う)

。

下
を
み
れ
ば
大
地
が
ゆ
れ
、
上
を
み
れ
ば
天
文
も
み
だ
れ
て
い
る
。
悲
風
が
ふ
き
つ
け
、
霜
が
お
り
雪
が
ま
う
。
蘭
は
し
ぼ

み
�
は
か
れ
、
樹
幹
も
い
た
ん
で
し
ま
っ
た
。

あ
あ
、
亡
き
平
原
懿
公
主
さ
ま
は
、
麗
質
を
お
持
ち
だ
っ
た
。
卜
占
に
か
な
い
天
運
に
応
じ
て
う
ま
れ
、
美
貌
に
め
ぐ
ま
れ
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て
い
た
。
聡
明
な
お
姿
を
も
ち
、
神
情
は
明
朗
か
つ
純
一
で
あ
っ
た
。

う
ま
れ
て
百
日
ほ
ど
で
、
も
う
ひ
と
や
物
を
識
別
で
き
、
ご
容
姿
は
陛
下
に
似
て
お
ら
れ
、
お
声
は
音
律
に
か
な
っ
て
い
た
。

ひ
と
が
は
な
れ
れ
ば
首
を
あ
げ
、
ひ
と
が
ち
か
づ
け
ば
首
を
さ
げ
た
。
あ
や
す
と
よ
く
わ
ら
い
、
声
を
か
け
る
と
に
っ
こ
り
さ

れ
た
。
い
つ
も
乳
母
が
手
を
そ
え
、
侍
女
が
そ
ば
に
は
べ
り
、
襁
褓

む
つ
き
に
つ
つ
ま
れ
、
蒲
団
に
お
か
れ
ぬ
ほ
ど
大
事
に
さ
れ
た
。

宮
中
の
ひ
と
か
ら
か
わ
い
が
ら
れ
、
陛
下
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
と
つ
ぜ
ん
災
禍
に
お
そ
わ
れ
、
魂
は
肉
体
を
さ
り
、
霊
は
天
に
か
け
あ
が
っ
た
。
大
声
で
よ
ん
で
も
応
じ
ず
、

声
を
き
こ
う
に
も
き
け
な
い
。
陛
下
は
お
嘆
き
に
な
り
、
嗚
咽
し
て
声
も
か
れ
は
て
た
。
あ
あ
、
か
な
し
い
こ
と
だ
。

陛
下
は
、
懿
公
主
が
早
世
し
、
命
数
が
う
し
な
わ
れ
た
の
を
い
た
ま
れ
、
公
主
を
平
原
郡
に
改
封
さ
れ
た
が
、
そ
こ
は
か
つ

て
の
陛
下
の
封
地
だ
っ
た
。
こ
こ
に
地
を
あ
た
え
家
を
お
こ
し
、
藩
国
と
し
て
領
邑
と
し
た
。[

遺
体
が]

身
に
お
び
た
�
珮

は
色
あ
ざ
や
か
で
、
朱
�
も
か
が
や
い
て
い
る
。

だ
が
藩
国
も
有
す
る
と
は
い
え
、
ひ
と
り
な
の
を
あ
わ
れ
に
思
し
め
さ
れ
た
。
そ
こ
で
公
主
を

[

や
は
り
夭
折
し
た]

甄
黄

と
結
婚
さ
せ
た
が
、
彼
も
も
と
も
と
高
貴
な
身
。
さ
ら
に
列
侯
の
爵
位
を
た
ま
い
、
銀
印
と
印
綬
も
さ
ず
け
た
。
か
く
し
て
宮

中
で

[

死
者
ど
う
し
の]

婚
礼
の
儀
を
挙
行
し
、
そ
れ
か
ら
霊
車
は
こ
も
ご
も
都
を
出
発
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
お
二
人
、
生

前
は
同
居
し
な
か
っ
た
が
、
死
後
は
山
陵
で
と
も
に
す
ご
す
の
で
あ
る
。

山
陵
に
は
墓
室
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
内
部
に
は
玉
石
が
し
き
つ
め
ら
れ
る
。
朱
房
と
皓
璧
と
は
、
電
光
の
よ
う
に
あ
ざ
や
か
。

公
主
は
栄
爵
が
あ
た
え
ら
れ
、
そ
の
待
遇
は
い
き
て
い
る
か
の
よ
う
。
公
主
の
墓
地
は
整
備
さ
れ
、
墓
室
の
扉
も
あ
い
て
い
る
。

二
柩
が
お
ろ
さ
れ
た
が
、
双
魂
は
だ
れ
を
た
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
は
み
な
死
ぬ
定
め
だ
が
、
早
世
は
い
っ
そ
う
無
念
に
感
じ
ら
れ
る
。
乳
母
は
な
き
さ
け
び
、
陛
下
も
御
心

み
こ
こ
ろ

を
い
た
ま
さ
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れ
る
。『

詩』

子
衿
に

｢

一
日
が
三
月
の
よ
う｣

と
あ
る
が
、
公
主
は

[

三
月
ど
こ
ろ
か]

永
久
に
歳
月
を
う
し
な
わ
れ
た
。

墓
室
の
扉
が
と
じ
ら
れ
る
や
、
も
は
や
二
度
と
姿
を
み
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
の
だ
。

俯
振
地
紀
、
悲
風
激
興
、
霜
�
雪
雰
。
凋
蘭
夭
�
、
良
幹
以
泯
。

仰
錯
天
文
。

於
惟
懿
主
、
瑛
瑤
其
質
。
協
策
応
期
、
含
英
秀
出
。
岐
嶷
之
姿
、
実
朗
実
一
。
生
在
十
旬
、
察
人
識
物
。

儀
同
聖
表
、

驤
眉
識
往
、

求
顔
必
笑
、

阿
保
接
手
、
常
在
襁
抱
、
不
停
�
牀
。

專
愛
一
宮
、

声
協
音
律
。

俛
瞳
知
来
。

和
音
則
孩
。

侍
御
充
旁
。

取
翫
聖
皇
。

何
図
奄
忽
、
罹
天
之
殃
。

魂
神
遷
移
、

号
之
不
応
、
帝
用
吁
嗟
、
嗚
咽
失
声
。
嗚
呼
哀
哉
。

精
爽
�
翔
。

聴
之
莫
聆
。

憐
爾
早
歿
、
不
逮
陰
光
。
改
封
大
郡
、
惟
帝
旧
疆
。
建
土
開
家
、
邑
移
蕃
王
。

�
珮
惟
鮮
、
国
号
既
崇
、
哀
爾
孤
独
。
配
爾
名
才
、
華
宗
貴
族
。
爵
以
列
侯
、
銀
艾
優
渥
。

朱
�
斯
煌
。

成
礼
于
宮
、
霊
�
交
轂
。
生
雖
異
室
、
歿
同
山
岳
。

爰
搆
玄
宮
、
玉
石
交
連
。
朱
房
皓
璧
、
�
曜
電
鮮
。

飾
終
備
位
、
長
	
繕
修
、
神
閨
啓
扉
。
二
柩
竝
降
、
双
魂
孰
依
。
人
誰
不
没
、
憐
爾
尚
微
。

法
生
象
存
。

阿
保
激
摧
、
城
闕
之
詩
、
以
日


月
。
況
我
愛
子
、
神
光
長
滅
。
�
関
一
闔
、
曷
其
復
晰

(

３)

。

聖
上
傷
悲
。
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ぬ
か
喜
び

曹
植
の
最
期
の
年
、｢

喜｣

の
感
情
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
前
半
ご
ろ
ま
で
だ
っ
た
。
や
が
て
後
半
に
す
す
む
や
、

｢
喜｣
は

｢

悲｣

の
感
情
に
お
お
わ
れ
て
、
あ
っ
け
な
く
き
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
曹
植
は
落
胆
し
、
絶
望
し
て
、

あ
え
な
く
世
を
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
経
緯
を
か
た
ろ
う
。

元
会
へ
の
参
列
や
明
帝
と
の
親
交
は
、
曹
植
に
と
っ
て
う
れ
し
く
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し
か
し
ま
だ
最
善
の
こ
と
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
、
曹
植
は
こ
の
と
き
、
も
っ
と
お
お
き
な
希
望
を
い
だ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
希
望
と
は
、
し
が
な
い
地
方
官
か

ら
足
を
あ
ら
っ
て
魏
の
中
央
政
府
に
ま
ね
か
れ
、
国
政
に
参
画
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
分
は
い
ま
や
年
輪
を
か
さ
ね
、
陛
下
の
叔
父
と
い
う
立
場
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
自
分
に
と
っ
て
、
小
道
に
す
ぎ
ぬ
銘
誄
の
文

を
つ
く
っ
て
、
腕
前
を
た
た
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
た
い
し
て
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
陛
下
か
ら
特
別
の

お
目
ど
お
り
を
た
ま
わ
っ
て
、
ふ
た
り
だ
け
で
時
勢
を
論
じ
あ
い
た
い
。
そ
し
て
、
お
の
が
識
見
を
披
露
し
、
朝
廷
の
高
官
に
と
り

た
て
て
い
た
だ
こ
う
。
そ
う
し
た
ら
、
わ
が
手
で
魏
朝
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
連
中
を
征
伐
し
、
文
帝
の
と
き
こ
う
む
っ
た
罪
科
を
つ
ぐ
な

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
。

曹
植
は
、
今
回
の
上
洛
こ
そ
、
そ
う
し
た
念
願
を
か
な
え
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ
、
と
お
も
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
近

時
の
明
帝
は
、
い
ま
ま
で
冷
遇
し
て
き
た
曹
植

[

や
そ
の
他
の
宗
族]

に
、[

以
前
と
は
ち
が
っ
た]

好
意
的
な
処
遇
を
あ
た
え
て

く
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
二
月
に
、
宗
室
の
諸
侯
を
県
王
か
ら
郡
王
に
格
上
げ
し
て
く
れ
た
。
そ
の
措
置
に
よ
り
曹
植
も
、
あ
ら
た
に
陳

の
四
県
を
あ
た
え
ら
れ
て
陳
王
と
な
り
、
領
邑
も
三
千
五
百
戸
ま
で
増
加
し
た
。
さ
ら
に
、
妻
も
陛
下
か
ら

｢

陳
王
妃
と
な
す｣

と

い
う
沙
汰
を
た
ま
わ
っ
た
の
で
あ
る

(

前
述)

。
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さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
。
そ
れ
は
、
偶
然
の
こ
と
な
が
ら
、
魏
朝
の
対
外
戦
争
に
対
し
、
直
接
に
意
見
を
た
て
ま
つ
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
だ
。
曹
植
が
上
洛
し
て
い
る
と
き
、
明
帝
は
、
遼
東
の
公
孫
氏
を
攻
撃
さ
せ
て
い
た
。
平
州
刺
史
の
田
豫
に
は
海
路
で
、

幽
州
刺
史
の
王
雄
に
は
陸
路
で
、
そ
れ
ぞ
れ
進
攻
を
命
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
征
に
対
し
て
は
、
不
要
不
急
の
こ
と
と
し
て

反
対
す
る
廷
臣
も
す
く
な
く
な
く
、
当
時
の
重
要
な
外
交
案
件
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
件
を
耳
に
し
た
曹
植
は
、[

国
政
好
き
の]

血
が
さ
わ
い
だ
の
だ
ろ
う
か
、
諸
侯
王
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
す
ぐ
明
帝
に

｢

諌
伐
遼
東
表｣
を
た
て
ま
つ
っ
た
。｢

臣
伏
し
て
以お
も

う
に
、
遼
東
は
阻そ

を
負お

い
し
国
に
し
て｣

云
々
と
は
じ
ま
る
曹
植
の
表
は
、
大

要
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

遼
東
の
地
は
険
阻
な
地
で
、
海
に
も
か
こ
ま
れ
て
お
り
ま
す
れ
ば
、
な
か
な
か
せ
め
き
れ
る
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
り
に

占
領
で
き
た
と
し
て
も
、
多
大
な
犠
牲
を
は
ら
う
の
み
な
ら
ず
、
見
返
り
に
え
ら
れ
る
も
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
。

当
今
の
務
め
は
、
そ
う
し
た
こ
と
よ
り
も
、
民
衆
の
徭
役
や
賦
斂
を
す
く
な
く
し
、
彼
ら
を
農
桑
に
つ
と
め
さ
せ
る
べ
き
で

す
。
か
く
す
れ
ば
、
太
平
の
基
は
し
っ
か
り
樹
立
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
遼
東
の
公
孫
氏
の
動
向
な
ど
、
ど
う
し

て
気
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

結
論
と
し
て
は
、
曹
植
は
、
こ
の
遼
東
進
攻
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
表
の
上
奏
、
曹
植
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
の
こ
と
な
の

か
、
そ
れ
と
も
明
帝
か
ら
意
見
を
も
と
め
ら
れ
て
の
こ
と
な
の
か
、
そ
の
あ
た
り
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
た
ま
た
ま
宮
中
に
い
た

地
方
の
王
に
す
ぎ
ぬ
の
に
、[

国
政
に
関
す
る]

表
を
上
奏
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曹
植
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
と

は
ち
が
う
手
ご
た
え
を
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

本
日
、
表
を
た
て
ま
つ
っ
た
の
で
、
た
ぶ
ん
近
日
中
に
陛
下
の
も
と
へ
と
ど
く
は
ず
だ
。
す
る
と
、
そ
の
表
は
や
が
て
朝
議
に
か

け
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
評
議
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
廷
臣
た
ち
は
ど
う
判
断
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
陛
下
は
い
か
に
お
思
い
に
な
ら
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れ
る
だ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
自
分
、
陛
下
の
お
召
し
に
あ
ず
か
っ
て
、
直
接
に
意
見
を
徴
さ
れ
る
や
も
し
れ
ぬ
。
そ
の

と
き
は
、
ど
う
お
答
え
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
な
ど
、
曹
植
の
胸
は
お
ど
っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
し
て
心
中
、
こ
う
お
も
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
昂
揚
感
は
ひ
さ
し
ぶ
り
だ
。
血
が
さ
わ
ぐ
と
い
う
か
、
気
分
が

ふ
る
い
た
つ
と
い
う
か
。
国
政
に
参
画
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ん
な
昂
奮
を
あ
じ
わ
う
こ
と
な
ん
だ
な
。
あ
あ
、
わ
く
わ
く
す
る
、

ど
き
ど
き
す
る
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
宮
中
に
い
て
、
こ
ん
な
日
々
を
す
ご
し
た
い
、
と

(

４)

。

こ
の

｢

諌
伐
遼
東
表｣

上
奏
を
き
っ
か
け
に
、
曹
植
は
こ
れ
か
ら
の
日
々
に
、
お
お
い
に
期
待
を
も
っ
た
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。

｢

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、[
地
方
に
か
え
る
こ
と
な
く]

こ
の
ま
ま
洛
陽
に
と
ど
ま
れ
と
い
う
命
が
、
陛
下
か
ら
く
だ
さ
れ
る
や
も
し
れ

ぬ
。
そ
う
す
る
と
、
私
は
陳
で
な
く
、
こ
の
洛
陽
に
転
居
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
あ
、
い
そ
が
し
く
な
る
ぞ｣

と
、
希
望
は
ふ
く
ら

ん
で
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
希
望
は
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
明
帝
か
ら
は
な
ん
の
沙
汰
も
な
か
っ
た
。
廷
臣
へ
の
取
り
た

て
や
、
遼
東
征
伐
へ
の
意
見
聴
取
も
な
い
ま
ま
、
や
が
て
地
方
へ
帰
国
す
る
時
期
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
陛

下
か
ら
呼
び
だ
し
が
あ
る
は
ず
だ
。
曹
植
は
じ
り
じ
り
と
あ
せ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
あ
、
な
に
も
な
い
。
な
ん
の
沙
汰
も
な
い
。

過
日
の

｢

朕
は
頼
り
に
し
て
お
る
ぞ｣

と
い
う
詔
も
、
い
か
に
も
親
近
そ
う
な
態
度
も
、
口
う
る
さ
い
叔
父
さ
ん

(

＝
曹
植)

へ
の

親
切
ご
か
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
…
…

か
く
し
て
、
曹
植
が
ね
が
っ
た
、
明
帝
と
ふ
た
り
だ
け
で
時
勢
を
論
じ
あ
う
機
会
は
、
つ
い
に
も
て
な
か
っ
た
。
い
や
、
曹
植
の

願
い
を
感
じ
と
っ
た
明
帝
、
あ
え
て
そ
う
し
た
機
会
を
さ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
帝
は
当
初
か
ら
、
曹
植
を
国
政
に
参
画
さ
せ

る
つ
も
り
は
な
く
、
す
べ
て
、
曹
植
の
ひ
と
り
よ
が
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
曹
植
は
さ
み
し
く
帰
国
し
た
。
今
回
の
洛
陽
行
で
、
郡
王
に
格
上
げ
さ
れ
て
陳
王
と
な
り
、
領
邑
も
多
少
は
ふ
え
た
。
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だ
が
実
態
と
し
て
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
、
地
方
の
一
郡
を
ま
か
せ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
政
参
画
の
機
会
は
と
お
の
き
、
こ

の
後
も
お
そ
ら
く
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
だ
ろ
う
。

曹
植
、
明
帝
の
好
意
的
な
態
度
に
、
こ
ん
ど
こ
そ
と
意
気
ご
ん
で
い
た
だ
け
に
、
そ
の
反
動
は
お
お
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
だ
ろ

う
、
曹
植
は
す
っ
か
り
気
分
が
お
ち
こ
ん
で
し
ま
い
、
け
っ
き
ょ
く
同
年
の
十
一
月
、
陳
国
で
あ
っ
け
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。『

魏
志』
本
伝
は
、
彼
が
死
ん
だ
と
き
の
状
況
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
し
て
い
る
。

曹
植
は
洛
陽
か
ら
か
え
る
や
、
が
っ
か
り
し
て
望
み
を
う
し
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
、
魏
の
国
法
と
し
て
、
藩
国
へ
の
待

遇
が
た
い
へ
ん
苛
酷
だ
っ
た
。[

藩
国
の]

役
人
ど
も
は
み
な
、
商
人
ふ
ぜ
い
か
無
能
な
連
中
ば
か
り
。
兵
士
た
ち
も
、
老
残

の
者
し
か
派
遣
し
て
も
ら
え
ず
、
二
百
人
よ
り
お
お
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
曹
植
は
以
前
の
罪
科
が
あ
っ
た
の
で
、
な

に
か
あ
る
ご
と
に
半
減
さ
れ
、
十
一
年
に
三
度
も
領
地
を
か
え
さ
せ
ら
れ
た
。

彼
は
、
い
つ
も
小
事
に
あ
く
せ
く
し
て
楽
し
み
も
な
く
、
け
っ
き
ょ
く
病
気
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
と
き
に
四
十

一
歳
で
あ
っ
た
。

こ
の
記
事
は
、
曹
植
後
半
生
の
不
遇
な
日
々
と
、
そ
し
て
そ
う
な
っ
た
理
由
と
を
明
快
に
か
た
っ
て
く
れ
て
い
る
。
か
か
る
日
々

の
積
み
か
さ
ね
の
う
え
に
、
今
回
の
上
洛
時
の
期
待
と
、
そ
し
て
落
胆
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
不

遇
と
落
胆
と
が
、
曹
植
を
絶
望
に
お
い
こ
み
、
そ
の
死
期
を
は
や
め
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

魏
の
国
法

右
の
記
事
で
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、｢
当
時
、
魏
の
国
法
と
し
て
、
藩
国
へ
の
待
遇
が
た
い
へ
ん

苛
酷
だ
っ
た｣

と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
曹
植
た
ち
魏
の
宗
族
が
冷
淡
に
遇
さ
れ
た
の
は
、
ど
う
や
ら｢

魏
の
国
法｣
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(

原
文

｢

法
制｣)

に
し
た
が
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
藩
国
を
苛
酷
に
遇
す
る
方
針
が
、
そ
の
国
法
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
魏
の
国
法
は
、
い
つ
か
ら
、
ど
う
し
た
事
情
で
は
じ
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『

三
国
志』

に
注
し
た
裴
松
之
は
、
孫
盛

『

魏
氏
春
秋
評』

を
ひ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

奇
妙
な
も
の
だ
、
魏
の
封
建
た
る
や
。
先
王
の
大
典
に
の
っ
と
ら
ず
、
藩
屏
を
守
り
と
せ
ず
、
親
族
が
む
つ
み
あ
い
、
宗
族

が
本
家
を
守
護
す
る
よ
う
、
さ
せ
な
か
っ
た
。

漢
初
の
封
建
で
は
、
藩
国
が
朝
廷
と
は
り
あ
う
ほ
ど
権
勢
を
ほ
こ
っ
て
い
た
。
よ
く
な
い
こ
と
だ
っ
た
が
、
時
勢
で
そ
う
な
っ

た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
魏
の
諸
侯
た
る
や
、[

漢
初
と
お
お
ち
が
い
で]

匹
夫
に
ひ
と
し
い
存
在
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
魏
廷
が
七

国
の
乱
に
こ
り
た
た
め
だ
っ
た
ろ
う
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
す
ぎ
た
待
遇
で
あ
ろ
う
。

こ
の
孫
盛
の
見
か
た
に
し
た
が
え
ば
、
藩
国
を
苛
酷
に
遇
し
た
の
は
、
魏
廷
が
漢
初
の
七
国
の
乱
に
こ
り
た
た
め
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
漢
初
の
乱
と
は
、
正
式
に
は
呉
楚
七
国
の
乱
と
い
い
、
前
漢
の
景
帝
の
と
き

(

紀
元
前
一
五
四)

に
お
こ
っ
た
、
宗
室
た
ち
の

反
乱
を
い
う
。
簡
単
に
い
え
ば
、
権
限
を
つ
よ
め
た
い
漢
の
中
央
政
府
と
、
半
独
立
状
態
の
ま
ま
で
い
た
い
宗
室
の
地
方
王

(

と
も

に
劉
姓)

と
の
対
立
で
あ
り
、
い
わ
ば
宗
室
内
に
お
け
る
指
導
権
争
い
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
乱
は
、
呉
や
楚
な
ど
七

国
の
王
が
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
大
規
模
な
も
の
で
、
最
終
的
に
は
な
ん
と
か
中
央
政
府
が
勝
利
し
た
も
の
の
、
景
帝
の
心
胆
を
さ

む
か
ら
し
め
た
大
乱
で
あ
っ
た
。

魏
朝
が
こ
れ
に
こ
り
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
地
方
に
有
力
な
同
姓
諸
侯
を
つ
く
ら
な
い
と
決
意
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
室
の
曹
植
ら
に
権
力
を
も
た
さ
ず
、
抑
圧
し
、
冷
遇
し
つ
づ
け
る
の
は
、
そ
う
し
た
魏
朝
の
方
針
に

も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
明
帝
も
、
父
文
帝
の
方
針
を
継
承
し
て
、
宗
族
の
抑
圧
政
策
は
変
更
す
る
つ
も
り
は
、
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な
か
っ
た
の
で
あ
る

(

５)

。

こ
う
し
た
宗
族
抑
圧
政
策
は
、｢

魏
の
国
法｣

だ
っ
た
だ
け
に
、
曹
植
に
の
み
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
他
の
兄
弟
た

ち
に
も
、
ひ
と
し
な
み
に
適
応
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『

魏
志』

巻
二
十
の

｢

武
文
世
王
公
伝｣

は
、
曹
操
と
文
帝
の
皇
子
た
ち
の
伝

を
あ
つ
め
た
巻
で
あ
る
が
、
そ
こ
の
末
尾
の

｢

評
曰｣

に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

魏
の
王
公
た
ち
は
、
領
地
を
有
す
る
と
い
う
名
目
は
あ
っ
て
も
、
藩
国
と
し
て
の
実
態
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
か
ら
い
ろ
い
ろ
禁

止
さ
れ
、
へ
だ
て
ら
れ
、
あ
た
か
も
牢
獄
に
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
地
位
や
称
号
も
不
安
定
で
、
領
土
の
大
小
も
歳
ご
と
に

か
わ
る
始
末
だ
っ
た
。
骨
肉
の
恩
情
は
う
ら
ぎ
ら
れ
、[

な
か
よ
し
兄
弟
の]

常
棣
の
義
は
皆
無
だ
っ
た
。
魏
の
国
法
た
る
や
、

か
か
る
弊
に
い
た
っ
た
の
だ
っ
た
。

陳
寿
は

｢

牢
獄
に
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た｣

と
い
う
。
す
る
と
、
嫡
流
以
外
の
皇
子

(

正
室
以
外
の
女
性
が
う
ん
だ
子)

の
場
合

は
、
曹
植
よ
り
も
っ
と
待
遇
が
わ
る
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
裴
松
之
は
、
こ
の
部
分
に

『

袁
子』

と
い
う
文
献
を
ひ
い
て
、
彼

ら
の
あ
わ
れ
な
状
況
を
、
よ
り
詳
細
に
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
。

宗
室
諸
侯
が
お
さ
め
る
地
で
は
、
老
兵
百
余
人
が
国
を
ま
も
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
王
侯
の
名
は
あ
っ
て
も
、
匹
夫
の
身

と
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
か
ら
千
里
の
外
に
隔
離
さ
れ
、
朝
聘
の
儀
と
て
な
く
、
隣
国
と
会
同
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
。
諸
侯
ら
が
狩
り
に
で
て
も
、
三
十
里
以
上
は
と
お
く
へ
ゆ
け
ず
、
つ
ね
に
防
輔
と
監
国
の
官
が
い
て
、
監
視
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

お
か
げ
で
諸
侯
ら
は
み
な
、[

自
由
な]

布
衣
の
身
に
な
り
た
い
と
ね
が
っ
た
が
、
そ
れ
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
や

り
か
た
は
、
宗
室
が
藩
屏
と
な
る
考
え
と
た
が
っ
て
い
た
し
、
親
戚
や
骨
肉
の
恩
情
に
も
そ
む
く
も
の
で
あ
っ
た
。

｢

老
兵
百
余
人｣

と
い
う
の
は
、
曹
植
の

｢

二
百
人
よ
り
お
お
い
こ
と
は
な
か
っ
た｣

よ
り
す
く
な
い
。
布
衣
の
身
に
な
り
た
い
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と
ね
が
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
よ
ほ
ど
日
々
の
生
活
が
窮
屈
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
宗
族
の
冷
遇
は
、

ま
さ
に

｢

魏
の
国
法｣

で
あ
っ
て
、
曹
植
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
彼
以
外
の
宗
室
の
人
び
と
も
、
や
は
り
冷
酷
な
待
遇
に
よ
っ
て
く
る

し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

幸
運
の
ひ
と

話
題
が
す
こ
し
そ
れ
て
し
ま
っ
た
。
曹
植
に
も
ど
ろ
う
。
こ
う
し
て
死
ん
で
い
っ
た
曹
植
を
、
当
時
の
識
者
た
ち
は
ど
う
評
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
陳
寿
は

『

魏
志』

本
伝
末
尾
の

｢

評
曰｣

で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
い
る
。

陳
思
王
の
曹
植
は
文
才
ゆ
た
か
で
、
後
世
に
ま
で
か
た
り
つ
が
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
彼

[

や
曹
彰]

は
謙
抑
し
て
災
い
を
ふ

せ
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
け
っ
き
ょ
く

[

天
子
と
の]

不
和
を
ま
ね
い
て
し
ま
っ
た
。『

伝』

に

｢

楚
は
失
敗
し
た
が
、
斉
も
成

功
し
た
と
は
い
え
な
い｣

と
い
う
が
、
曹
植
は
こ
の
こ
と
ば
に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

｢

謙
抑
し
て
災
い
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
が
で
き｣
な
か
っ
た
た
め
、
不
遇
な
目
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
男
。
こ
れ
が
、
陳
寿
の
曹
植
評
で

あ
る
。
彼
の
ゆ
た
か
な
文
才
は
み
と
め
な
が
ら
も
、
人
が
ら
に
つ
い
て
は
、
た
か
い
評
価
は
し
て
い
な
い
。｢

楚
は
失
敗
し
た
が
、

斉
も
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い｣

(

司
馬
相
如

｢

上
林
賦｣

の
一
節)

と
い
う
こ
と
ば
は
、
不
遇
の
い
く
ぶ
ん
か
は
、
曹
植
に
も
原

因
が
あ
っ
た
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
陳
寿
、
ど
う
し
た
立
場
で
曹
植
伝
を
叙
し
た
の
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
か
な
ら
ず
し
も
曹

植
に
同
情
的
な
見
か
た
は
し
て
い
な
い
。

『

魏
志』

の
同
個
所
に
、
裴
松
之
に
よ
っ
て
魚
豢
の
発
言

(

書
名
を
だ
さ
ぬ
が
、『

魏
略』

だ
ろ
う)

が
ひ
か
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら

の
見
か
た
は
、
曹
植
に
も
っ
と
き
び
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

も
し
太
祖
の
曹
操
が
、
ず
っ
と
以
前
に
曹
植
等
を
抑
制
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
ら
の
よ
う
な
賢
明
な
人
び
と
の
心
の
な
か
に
、
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帝
位
を
の
ぞ
む
よ
う
な
野
心
が
お
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
曹
彰
は
恨
み
を
も
っ
て
も
、
な
に
ご
と
も
な
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、

曹
植
の
ほ
う
だ
っ
て
、
ど
う
し
て
争
い
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
。
つ
ま
り
魚
豢
は
、
曹
植
や
曹
彰
ら
は
い
っ
と
き
、
帝
位
を
う
か
が
う
野
心
を
有
し
、
な
に
ご
と
か

(

具
体
的
に
は
不
明)

を
し
で
か
し
た
、
と
か
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
の
曹
操
が
曹
植
ら
を
あ
ま
や
か
し
た
の
で
、
彼
ら
が
図
に
の
っ
て
よ
か
ら
ぬ
こ

と
を
し
で
か
し
た
、
と
か
ん
が
え
て
い
る
よ
う
だ
。
け
っ
し
て
好
意
的
な
批
評
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
識
者
た
ち
は
、

曹
植
を
か
な
ら
ず
し
も
気
の
ど
く
な
被
抑
圧
者
と
は
、
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
文
学
史
の
う
え
で
は
、
そ
う
し
た
見
か
た
は
さ
れ
て
い
な
い
。
曹
植
は
、
す
ば
ら
し
い
文
才
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ

て
兄
の
曹
丕
ら
か
ら
嫉
妬
さ
れ
、
警
戒
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
不
当
な
い
じ
め
を
う
け
、
不
遇
の
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た

と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば

｢
不
遇
な
天
才｣

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
か
た
は
お
そ
ら
く
、
あ
の
有
名
な

｢

七
歩
之
才｣

の
話
柄
が
ひ
ろ
ま
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。｢
文
帝

(

曹
丕)

嘗か
つ

て
東
阿
王

(

曹
植)

を
し
て
七
�
中
に
詩
を
作
ら
し
め
、
成
ら
ざ
れ
ば

大
法
を
行
は
ん
と
す
。
声
に
応
じ
て
便
ち
詩
を
為つ

く

り
て
曰
く
、
云
々
。
帝
深
く
慚は

づ
る
色
有
り｣

。
こ
の
話
が

『

世
説
新
語』

文
学

篇
に
収
録
さ
れ
る
に
お
よ
び
、
曹
植
は
い
ち
や
く
不
遇
な
天
才
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た

｢

不
遇
な
天
才｣

イ
メ
ー
ジ
が
、
後
世
の
人
び
と
に
判
官
び
い
き
を
ひ
き
お
こ
し
、
曹
植
の
人
が
ら
を
、
そ
し
て
文
学

を
、
実
際
以
上
に
た
か
か
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、『

文
心
雕
龍』

才
略
篇
で
は
、
兄
の
曹
丕
の
文
才
を
た
か
く
評

価
し
な
が
ら
も
、

だ
が
、
世
間
の
俗
情
は
う
つ
ろ
い
が
ち
で
、
付
和
雷
同
ぎ
み
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
文
帝

(

曹
丕)

は
尊
位
に
い
た
た

め
過
小
に
評
価
さ
れ
、
曹
植
は
窮
地
に
い
た
た
め
過
大
に
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
は
た
だ
し
い
評
価
と
は
い
え
な
い
。

と
の
べ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
こ
の

｢

世
間
の
俗
情
は
う
つ
ろ
い
が
ち
で
、
付
和
雷
同
ぎ
み
に
な
り
や
す
い｣

(

原
文
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｢

俗
情
抑
揚
、
雷
同
一
響｣)

と
い
う
発
言
だ
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
明
示
し
な
い
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く｢

七
歩
之
才｣

の
話
に
よ
る
、

曹
植
へ
の
判
官
び
い
き
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
判
官
び
い
き
が
ひ
ろ
ま
っ
た
の
で
、
曹
丕
の
文
学
は
ひ
く
く
見
つ
も
ら
れ
て

し
ま
っ
た
、
と
劉
�
は
か
ん
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
斉
末
の
劉
�
の
こ
ろ
に
は
、
曹
植
へ
の
判
官
び
い
き
は
、
そ
う

と
う
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
鍾
�
の

『

詩
品』

に
い
た
っ
て
は
、

あ
あ
、
詩
文
の
世
界
に
お
け
る
曹
植
は
、
た
と
え
れ
ば
、
人
間
の
な
か
の
周
公
や
孔
子
、
鳥
獣
の
な
か
の
龍
や
鳳
、
音
楽
の
な

か
の
琴
や
笙
、
女
功
の
な
か
の
刺
繍
の
ご
と
き
存
在
で
あ
る
。

と
の
べ

(

上
品
の

｢

曹
植｣
の
条)

、
曹
植
を
周
公
・
孔
子
に
た
と
え
る
に
い
た
っ
た
。
こ
こ
の

｢

周
公
や
孔
子｣

｢

龍
や
鳳｣

｢

琴

や
笙｣

｢

黼
黻｣

な
ど
は
、
た
だ

｢
最
高
の
も
の｣

の
譬
喩
と
し
て
提
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
。
だ
が
譬
喩
だ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の

｢

曹
植
＝
周
公
・
孔
子｣

の
比
擬
は
、
曹
植
ブ
ラ
ン
ド
の
向
上
に
お
お
き
く
寄
与
し
た
は
ず
だ
。
こ
の
比
擬
に
よ
っ
て
、
曹
植
は
詩

文
創
作
だ
け
で
な
く
、
人
格
的
に
も
偉
大
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
曹
植
を
不
遇
な
天
才
と
断
じ
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。
世
俗
の
判
官
び
い
き

に
よ
る
、
過
褒
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
委
細
は
不
明
だ
が
、
曹
植
、
も
し
魚
豢
が
い
う
ご
と
く
、
帝

位
を
う
か
が
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
行
動
を
お
こ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
大
逆
の
罪
人
と
し
て
、
首
を
は
ね
ら
れ
て
も
し
か
た
が

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
曹
植
は
、
首
を
は
ね
ら
れ
る
こ
と
な
く
、[

粛
清
の
危
機
を
の
り
こ
え
て]

な
ん
と
か
寿
命
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
死
後
は
、
明
帝
に
よ
っ
て
罪
を
ゆ
る
さ
れ
、
文
集
も
編
纂
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
後
代
に
な
る
と
、｢

人
間
の
な
か

の
周
公
や
孔
子｣

と
い
う
褒
辞
も
さ
さ
げ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
み
れ
ば
、
曹
植
は
不
遇
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
幸
運
な
ひ
と
だ
っ
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た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
曹
植
の
よ
う
な
立
場
の
ひ
と
は
、
大
逆
の
罪
を
お
か
し
て
い
な
く
て
も
、
た
だ
そ
こ
で
生
存
し
、
息
を
し
て
い
る
だ

け
で
、
も
う
危
険
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
し
る
の
は
、
六
朝
期
の
こ
と
だ
け
だ
が
、
当
時
に
お
い
て
は
、
皇
室
に
長
子
以
外

の
皇
子
と
し
て
う
ま
れ
、
そ
し
て
た
い
へ
ん
優
秀
で
あ
っ
た
な
ら
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
、
危
険
な
存
在
だ
と
み
な
さ
れ

が
ち
だ
っ
た
。

当
時
は
長
子
世
襲
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
位
す
な
わ
ち
天
子
の
地
位
も
、
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
長
子
が

相
続
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
皇
位
と
い
う
も
の
が
、
た
い
へ
ん
魅
力
的
な
も
の
だ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
、
六
朝
に
お
い
て
は
、

か
っ
て
に

｢

よ
ほ
ど
の
事
情
が
あ
る｣

と
い
い
つ
の
っ
て
、
長
子
相
続
を
く
つ
が
え
そ
う
と
す
る
事
態
、
い
や
陰
謀
が
、
し
ば
し
ば

発
生
し
た
の
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
長
子
が
凡
庸
で
あ
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
凡
庸
で
な
く
て
も
、
よ
り
英
明
な
弟
や
宗
族
が
い
た
場
合
、
そ
の
と
り
ま

き
た
ち
が
、
し
ば
し
ば
不
遜
な
た
く
ら
み
を
く
わ
だ
て
た
。
凡
庸
な

[

と
彼
ら
が
お
も
う]

長
子
を
し
り
ぞ
け
て
、
そ
の
英
明
な

[

と
彼
ら
が
お
も
う]

人
物
を
次
代
の
太
子
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
と
き
に
は
、
現
太
子
を
こ
ろ
し
て
、
自
分
た
ち
の
都
合

の
よ
い

(

あ
や
つ
り
や
す
い)

人
物
を
、
太
子
に
た
て
よ
う
と
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
す
る
と
、
と
う
ぜ
ん
長
子
や
現
太
子
の
が

わ
も
、
そ
う
し
た
動
き
を
察
知
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
両
陣
営
の
あ
い
だ
で
緊
張
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
骨
肉
間
で

は
げ
し
い
内
訌
が
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

西
晋
武
帝
の
後
継
を
め
ぐ
る
司
馬
衷

(

当
時
皇
太
子
、
後
の
恵
帝)
と
司
馬
攸
と
の
相
克
、
お
な
じ
く
西
晋
恵
帝
の
後
継
を
め
ぐ

る
愍
懐
太
子
の
廃
嫡
、
宋
文
帝
の
後
継
を
め
ぐ
る
劉
劭

(

皇
太
子)

と
劉
駿

(

後
の
孝
武
帝)

の
闘
争
、
梁
の
昭
明
太
子
死
後
に
お

け
る
太
子
詮
衡
、
そ
し
て
そ
の
後
の
紛
糾
な
ど
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
と
く
に
宋
や
斉
で
は
、
皇
位
や
太
子
の
地
位
を
め
ぐ
る
攻
伐
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が
は
げ
し
く
、
た
と
え
ば
、
孝
武
帝
の
皇
子
は
二
十
八
人
も
い
た
の
だ
が
、
政
略
に
ま
き
こ
ま
れ
て
、
全
員
が
成
年
に
な
ら
ぬ
う
ち

に
横
死
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
劉
子
鸞
は
、
わ
ず
か
十
歳
で
こ
ろ
さ
れ
た
が
、
死
に
の
ぞ
ん
で
、｢

願
わ
く
ば
身
の

復
た
王
家
に
生
ま
れ
ざ
る
を｣

と
な
げ
い
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
非
業
の
死
を
と
げ
た
南
朝
の
皇
子
た
ち
に
く
ら
べ
る
と
、
お
な
じ
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
寿
命
を
ま
っ
と
う
し
、
死
後

に
文
集
も
編
纂
し
て
も
ら
っ
た
曹
植
な
ど
は
、
た
い
へ
ん
幸
せ
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
曹
植
を
不
遇
だ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
か
、
幸
運
だ
っ
た
と
み
な
す
べ
き
か
は
、
だ
れ
と
く
ら
べ
る
か
に
よ
っ
て
か

わ
っ
て
く
る
の
で
、
い
ち
が
い
に
は
い
え
な
い
。
私
自
身
は
、
横
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
南
朝
皇
子
た
ち
と
く
ら
べ
、
曹
植
は
ず
っ

と
幸
運
だ
っ
た
と
お
も
っ
て
い
る
が
、
た
だ
そ
れ
は
、
後
世
の
気
ら
く
な
第
三
者
の
見
か
た
に
す
ぎ
な
い
。
当
事
者
だ
っ
た
曹
植
に

い
わ
せ
れ
ば
、
自
分
は
熱
望
し
て
い
た
国
政
参
画
が
か
な
え
ら
れ
ず
、
望
み
を
う
し
な
っ
て
死
ん
だ
の
だ
か
ら
、
幸
せ
ど
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
ぞ
、
と
反
論
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

朝
廷
に
冷
遇
さ
れ
た
か
ら
不
幸
な
の
か
、
こ
ろ
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
幸
運
な
の
か
。
国
政
に
参
画
で
き
な
か
っ
た
か
ら
不
幸
な
の

か
、
死
後
に
詩
文
を
の
こ
せ
た
か
ら
幸
せ
な
の
か
。
か
く
議
論
し
て
ゆ
け
ば
、
侃
々
諤
々
と
し
て
決
着
は
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿

で
は
、
こ
の
評
価
の
む
つ
か
し
い
曹
植
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
生
涯
を
お
っ
て
ゆ
き
つ
つ
、
私
な
り
の
見
か
た
を
提
示
し
て

み
た
い
と
お
も
う
。

(

つ
づ
く)
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注(
１)

こ
こ
の
曹
植
の
回
想
は
、
ま
っ
た
く
の
空
想
で
は
な
く
、
曹
丕
の

｢

典
論
自
叙｣

の
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

｢

時
�
之
暮
春
、
勾
芒
司
節
、
和
風
扇
物
、
弓
燥
手
柔
、
草
浅
獣
肥
、
与
族
兄
子
丹
猟
于
�
西
、
終
日
手
獲
�
鹿
九
、
雉
兔
三
十｣

。
ど
う
よ

う
に
、
以
下
の
二
つ
の
回
想
も
、
お
な
じ
く
曹
丕
の

｢

与
呉
質
書｣

や

｢

与
朝
歌
令
呉
質
書｣

に
依
拠
し
て
、
場
面
を
構
成
し
て
み
た
。

(

２)

本
稿
で
は
、
曹
植
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
お
お
く
徐
公
持

『

曹
植
年
譜
考
証』

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社

二
〇
一
六)

に
し
た
が
っ
た
。

た
だ
疑
問
が
あ
る
と
き
は
、
張
可
礼

『

三
曹
年
譜』

(

斉
魯
書
社

一
九
八
三)

や
江
竹
虚
・
江
宏

『

曹
植
年
譜』

(

台
湾
商
務
印
書
館

二

〇
一
三)

な
ど
も
参
酌
し
た
。

(

３)

本
稿
で
曹
植
の
詩
文
を
引
用
す
る
さ
い
は
、
お
も
に
趙
幼
文

『

曹
植
集
校
注』

(

中
華
書
局

二
〇
一
七)

に
依
拠
し
た
が
、
傅
亜
庶

『

三

曹
詩
文
全
集
譯
注』

(
吉
林
文
史
出
版
社

一
九
九
七)

、
王
巍

『

曹
植
集
校
注

(

建
安
文
学
全
書)』

(

河
北
教
育
出
版
社

二
〇
一
三)

、

曹
海
東
・
蕭
麗
華

『

新
譯
曹
子
建
集』
(

三
民
書
局

二
〇
一
七)

、
林
久
貴
・
周
玉
容
積

『

曹
植
全
集

�
校
�
注
�
評』

(

崇
文
書
局

二
〇
二
〇)

な
ど
も
、
適
宜
参
酌
し
た
。

(

４)

明
帝
は
曹
植
ら
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遼
東
征
伐
を
継
続
し
強
行
せ
し
め
た
。
だ
が
こ
の
戦
役
は
、
最
終
的
に
は
成
功
せ
ぬ
ま
ま
お
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
曹
植
の
見
た
て
は
、
正
鵠
を
射
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
曹
植
は
こ
の
年
の
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
、
そ
う
し
た
結
末
を
生
前
に
し
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

(

５)

明
帝
の
対
宗
室
政
策
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
宗
室
抑
圧
方
針
を
堅
持
し
よ
う
と
し
た
と
か
、
い
や
あ
ら
た
め
よ
う
と
し
た
と
か
諸
説
が
あ
っ

て
、
ま
だ
さ
だ
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
本
稿
は
と
り
あ
え
ず
、
前
者
の
立
場
に
た
っ
て
お
く
。
津
田
資
久

｢

曹
魏
至
親
諸
王
攷
―
魏
志
陳

思
王
植
伝
の
再
検
討
を
中
心
と
し
て
―｣

(
｢

史
朋｣

第
三
八
号

二
〇
〇
五)

、
落
合
悠
紀

｢

曹
魏
明
帝
に
よ
る
宗
室
重
視
政
策
の
実
態｣

(｢

東
方
学｣

第
一
二
六
号

二
〇
一
三)

等
を
参
照
。
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