
二

多
感
の
ひ
と

転
蓬
の
日
々

こ
の
章
で
は
、
曹
植
の
誕
生
か
ら
二
十
歳
ご
ろ
ま
で
を
か
た
っ
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
時
期
は
、
兄
曹
丕
と
の
後
継
争
い
が
、
ま
だ
本
格
化
す
る
以
前
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
無
邪
気
に
お
の
が
才
腕
を
披
露

す
る
こ
と
が
で
き
た
、
た
の
し
く
、
ま
た
充
実
し
た
日
々
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

曹
植
は
、
父
曹
操

(

一
五
五
〜
二
二
〇)

が
三
十
八
歳
の
と
き
に
う
ま
れ
た
。
曹
操
に
は
、
曹
植
を
ふ
く
め
、
何
人
の
子
ど
も
が

い
た
の
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
男
子
に
つ
い
て
は
、『

魏
志』

巻
二
十
の
武
文
世
王
公
伝
に

｢

武
皇
帝
に
二
十

五
男
あ
り｣

と
あ
る
の
で
、
い
ろ
ん
な
女
性
に

[

最
低]

二
十
五
人
は
う
ま
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
女
子
の
ほ
う
は
同
種
の
伝
が
な

く
、
曹
憲
や
曹
節
、
曹
華
な
ど
数
人
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
も
し
男
子
と
同
数
ほ
ど
う
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
男
女
あ
わ
せ
る

1

曹
植
評
伝

(

二)

福

井

佳

夫



と
、
五
十
人
ほ
ど
は
い
た
こ
と
に
な
ろ
う

(

じ
っ
さ
い
の
人
数
は
、
も
っ
と
お
お
い
は
ず
だ)

。
曹
植
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
人

な
の
で
あ
る
。

母
は
卞べ

ん

氏

(

一
六
〇
〜
二
三
〇)

と
い
い
、
こ
の
と
き
三
十
三
歳
。
彼
女
は
二
十
歳
で
曹
操
に
と
つ
ぎ
、
曹
丕
、
曹
彰
の
二
男
を

あ
げ
、
さ
ら
に
こ
の
曹
植
を
う
ん
だ(

曹
植
の
弟
の
曹
熊
も
う
ん
だ
が
、
早
世
し
た)

。
曹
植
を
出
産
し
た
と
き
は
側
室
の
立
場
だ
っ

た
が
、
の
ち
正
妻
の
丁
氏
が
廃
さ
れ
る
や
、
正
室
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
曹
丕
や
曹
植
ら
は
、
右
の
五
十
人
ほ
ど
の
な
か
で
も
、

一
段
上
の
優
位
に
た
て
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
卞
氏
、
息
子
の
曹
丕

(

文
帝)

が
即
位
す
る
と
皇
太
后
の
称
号
を
お
く
ら
れ
、
さ
ら
に

曹
叡

(

明
帝)

が
即
位
す
る
と
太
皇
太
后
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
卞
氏
、
娼
妓
の
出
身
だ
っ
た
と
い
う
が
、
な
か
な
か
よ
く
で
き
た
女
性
だ
っ
た
ら
し
い
。
丁
氏
に
か
わ
っ
て
正
室
と
な
っ
た

が
、
廃
さ
れ
た
丁
氏
に
そ
の
後
も
丁
重
に
お
つ
か
え
す
る
な
ど
、
万
事
に
謙
虚
で
、
質
素
な
暮
ら
し
ぶ
り
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
曹

植
の
こ
と
も
よ
く
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
、
の
ち
文
帝
こ
と
曹
丕
が
、
弟
の
曹
植
に
害
を
お
よ
ぼ
そ
う
と
す
る
と
、
親
身
に
な
っ
て
か

ば
っ
て
く
れ
た
の
だ
っ
た

(

後
述)

。

曹
植
は
ど
こ
で
う
ま
れ
た
の
か
。
生
地
は
、
�
州
東
郡
の
東
武
陽
だ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
ろ
父
の
曹
操
が
、
そ
の

地
の
太
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
ど
こ
で
成
長
し
た
の
か
。
そ
れ
は
一
定
の
場
所
で
は
な
く
、
い
ろ
ん
な
地
に
う
つ
り
す
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
は

当
時
が
、
た
い
へ
ん
混
乱
し
た
世
相
だ
っ
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
。

群
雄
が
割
拠
し
た
こ
の
時
期
、
父
の
曹
操
は
あ
ち
こ
ち
を
転
戦
し
、
席
の
あ
た
た
ま
る
暇
も
な
か
っ
た
。
ど
の
州
に
お
も
む
き
、

ど
の
地
に
居
住
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
が
い
つ
戦
場
に
な
ら
ぬ
と
も
か
ぎ
ら
ず
、
一
カ
所
に
定
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
曹
操
は
、
家
族
を

[

そ
の
と
き
そ
の
と
き
の]

安
全
な
場
所
、
あ
る
い
は
そ
う
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
す
ま
わ
せ
た
の
で
あ
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る
。
そ
れ
は
、
自
分
の

[

当
時
の]

根
拠
地
だ
っ
た
り
、
信
頼
す
る
人
物
の
庇
護
の
も
と
だ
っ
た
り
し
た
。
そ
う
し
た
事
情
に
よ
っ

て
、
少
年
時
の
曹
植
は
、
ず
っ
と
生
地
に
と
ど
ま
り
す
む
こ
と
な
く
、
あ
ち
こ
ち
と
居
住
地
を
移
動
さ
せ
つ
つ
、
成
長
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

で
は
少
年
時
、
転
々
と
移
動
し
つ
つ
も
、
比
較
的
な
が
く
居
住
し
た
地
は
、
ど
の
あ
た
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
、
�
、
�
城
、
浚
儀
、
東
阿
、
許

(

許
昌
、
許
都
と
も)

、
�
あ
た
り
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
な
か
で
と
く
に
重
要
な
の
は
、
父
曹

操
の
根
拠
地
と
い
う
べ
き
�
、
そ
し
て
許
、
�
の
三
つ
の
地
で
あ
る
。

ま
ず
�
は
、
曹
一
族
の
父
祖
由
来
の
地
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
父
の
曹
操
も
、『

魏
志』

本
伝
に
よ
れ
ば

｢[

豫
洲
の]

沛
国
�

の
人｣

と
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
現
在
で
も
、
こ
の
地
か
ら
曹
一
族
の
墓
群
が
お
お
く
発
見
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
当
時
の
�
に
は
、

曹
一
族
の
屋
敷
は
も
と
よ
り
、
広
大
な
荘
園
も
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

祖
父
の
曹
騰
は
、
宦
官
の
ト
ッ
プ
た
る
中
常
侍
や
大
長
秋
に
な
り
、
ま
た
そ
の
養
子
と
な
っ
た
父
の
曹
嵩

(

当
時
、
宦
官
は
養
子

を
と
っ
て
家
名
を
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
曹
嵩
は
夏
侯
氏
の
出
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る)

も
、
売
官
に
よ
っ
て
大
尉
の
地
位
を

手
に
い
れ
て
い
る
。
す
る
と
曹
操
の
実
家
は
、
祖
父
が
宦
官
だ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
う
と
う
の
資
産
家
で
あ
り
、
�
で
は
有
力
な
一

族
だ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
だ
ろ
う
、
曹
操
ら
は
、
お
お
き
な
仕
事
が
一
段
落
し
た
と
き
、
旗
色
が
わ
る
く
な
っ
た

と
き
な
ど
、
な
に
か
と
い
え
ば
休
息
す
る
か
の
よ
う
に
、
故
郷
と
い
う
べ
き
�
へ
か
え
っ
て
の
ん
び
り
し
た
り
、
爪
を
と
い
だ
り
し

て
い
た
の
だ
っ
た
。

つ
づ
い
て
許
は
、
曹
植
十
二
歳
以
前
に
、
そ
し
て
�
は
十
三
歳

(
二
〇
四)

以
降
に
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
的
な
が
く
居
住
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
許
と
�
の
ふ
た
つ
の
地
は
、
曹
植
が
す
ん
だ
と
こ
ろ
と
い
う
よ
り
、
父
の
曹
操
が
根
拠
地
と
し
た
場
所
と
い
っ
た

ほ
う
が
適
切
だ
ろ
う
。
許
は
、
建
安
元
年

(

一
九
六)

、
長
安
か
ら
脱
出
し
て
き
た
献
帝
を
、
曹
操
が
む
か
え
い
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
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り
、
ま
た
�
は
、
建
安
九
年

(

二
〇
四)

に
袁
尚
を
や
ぶ
っ
て
入
城
し
て
か
ら
以
後
、
こ
こ
に
お
の
が
軍
府
を
お
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
父
に
、
曹
植
ら
の
家
族
は
し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
地
が
曹
植
の
主
要
な
成
育
地
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
は
い
わ
ば
臨
時
の
居
住
地
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
曹
植
を
ふ
く
め

た
家
族
は
、
父
や
そ
の
命
を
う
け
た
臣
下
ら
に
保
護
さ
れ
つ
つ
、
こ
う
し
た
土
地
を
転
々
と
し
た
の
だ
っ
た
。
曹
植
は
詩
中
で
、
し

ば
し
ば

[
後
半
生
の]

自
分
を
転
蓬
に
た
と
え
た
が
、
こ
う
み
る
と
、
後
半
生
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
か
い
こ
ろ
か
ら
転
蓬
の
よ
う
な
生

活
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

か
く
い
ろ
ん
な
地
を
転
々
と
し
な
が
ら
、
曹
植
は
ど
の
よ
う
な
日
々
を
お
く
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
を
う
か
が
う
資
料
と
し
て
、

兄
の
曹
丕
の

｢

典
論｣

自
叙
篇
が
あ
る
。
こ
こ
で
曹
丕
は
、
自
分
の
少
年
時
代
を
ふ
り
か
え
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

そ
の
こ
ろ
�
巾
が
海
岱
の
地
で
猛
威
を
ふ
る
い
、
山
賊
ら
は
并
州
や
冀
州
で
あ
ば
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
勝
ち
に
乗
じ
て
各
地

に
侵
入
し
、
席
巻
し
な
が
ら
南
下
し
て
き
た
。
村
里
の
人
び
と
は
兵
火
を
み
て
は
に
げ
だ
し
、
城
市
の
人
び
と
は
戦
塵
を
目
に

し
て
は
潰
走
し
た
。
か
く
し
て
民
衆
は
死
に
た
え
、
草
茅
の
よ
う
に
死
骸
を
さ
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
余
は
五
�
だ
っ
た
。
父
う
え
は
か
か
る
混
乱
を
み
て
、
余
に
射
術
を
ま
な
ば
せ
、
六
�
で
こ
れ
を
修
得
す
る
や
、

騎
馬
も
お
し
え
て
く
れ
た
。
お
か
げ
で
、
八
�
の
と
き
に
は
騎
射
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
は
多
難
な
日
々

だ
っ
た
の
で
、
父
う
え
が
遠
征
す
る
た
び
、
余
も
し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
は
黄
巾
や
山
賊
が
跳
梁
し
、｢

民
衆
は
死
に
た
え
、
草
茅
の
よ
う
に
死
骸
を
さ
ら
し
た｣

お
そ
ろ
し
い
時

代
だ
っ
た
よ
う
だ
。
か
か
る
時
世
へ
の
自
衛
の
た
め
だ
ろ
う
、
曹
丕
は
父
の
命
に
よ
り
、
五
歳
ご
ろ
か
ら
射
術
や
騎
馬
を
お
そ
わ
り
、

八
歳
に
は
も
う
馬
上
で
矢
を
射
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
つ
ね
に
、
父
の
征
戦
に
し
た
が
っ
て
い
た

よ
う
だ
。
そ
の
た
め
こ
の
曹
丕
、
文
武
の
両
道
に
ひ
い
で
た
若
者
に
な
り
、
詩
文
だ
け
で
な
く
、
武
術
の
ほ
う
で
も
人
後
に
お
ち
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
次
兄
の
曹
彰
に
い
た
っ
て
は
、
武
術
一
辺
倒
と
い
う
べ
き
人
間
だ
っ
た
。
お
か
げ
で
父
の
曹
操
か
ら
、｢

お
前
は
読
書
も
せ

ず
、
騎
馬
や
剣
術
ば
か
り
稽
古
し
て
お
る
が
、
そ
れ
ら
は
匹
夫
に
わ
ざ
に
す
ぎ
ぬ
ぞ
。
も
っ
と
し
っ
か
り
書
物
を
よ
め｣

と
説
諭
さ

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

と
す
る
と
曹
植
も
、
お
な
じ
よ
う
な
日
々
を
す
ご
し
て
い
た
と
し
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
詩
文
だ
け
ま
な
ん
で
い
た
の
で
な

く
、
兄
た
ち
と
お
な
じ
よ
う
に
武
術
を
稽
古
し
、
そ
し
て
長
じ
て
は
戦
場
に
も
で
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
彼
が
、
曹
丕
の
よ
う
に
射
術
や
騎
馬
を
得
意
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
記
録
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
武

芸
が
き
ら
い
だ
っ
た
と
か
、
臆
病
ぶ
り
を
か
ら
か
わ
れ
た
と
か
の
記
述
は
な
い
。
く
わ
え
て
、
彼
の
詩
中
に
は
し
ば
し
ば
、

[

白
馬
篇]

躯み

を
捐す

て
て
国
難
に
赴
き
、
死
を
視
る
こ
と
忽
た
ち
ま
ち
帰
す
る
が
如
し
。

[

責
躬
詩]

甘
ん
じ
て
江
湘
に
赴
き
、
戈
を
呉
越
に
奮
は
ん
。

[

雑
誌
五]

�
居
は
吾
が
志
に
非
ず
、
心
に
甘
ん
じ
て
国
憂
に
赴
か
ん
と
す
。

[

雑
誌
六]

国
の
讎あ
だ

は
亮
ま
こ
と
に
塞つ

き
ず
、
心
に
甘
ん
じ
て
元
こ
う
べ
を
喪
う
し
な
わ
ん
こ
と
を
思
う
。

な
ど
の
意
気
軒
昂
た
る
記
述
が
み
え
て
お
り
、
戦
場
や
軍
功
に
は
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
史
書
で
は
、

戦
場
に
お
け
る
武
勇
や
統
率
力
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
す
く
な
く
と
も
武
芸
や
軍
事
に
は
つ
よ
い
意
欲
が
あ
っ
た
と
か
ん
が
え

て
よ
か
ろ
う
。

で
は
こ
の
曹
植
、
具
体
的
に
何
歳
ご
ろ
か
ら
、
父
の
征
戦
に
し
た
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
曹
植
は
幼
少
時
か
ら
父
に
随
従
し
て
い

た
は
ず
な
の
で
、
い
ず
れ
の
随
従
を
従
軍
と
み
な
し
、
初
陣
と
す
べ
き
か
は
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。

た
だ
、
た
と
え
ば
建
安
十
二
年

(

二
〇
七)

、
父
の
曹
操
は
北
方
の
三
郡
烏
丸
の
地
へ
軍
を
す
す
め
た
が
、
こ
の
戦
役
に
十
六
歳
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の
彼
も
軍
人
と
し
て
従
軍
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
か
た
が
じ
ゅ
う
ら
い
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
曹
植
が

｢

求
自
試
表｣

の
な
か
で
、

臣
は
以
前
、
亡
き
武
皇
帝
に
し
た
が
っ
て
、
南
は
赤
岸
ま
で
い
た
り
、
東
は
東
海
に
の
ぞ
み
、
西
は
玉
門
を
み
や
り
、
北
は
長

城
の
向
こ
う
ま
で
ゆ
き
ま
し
た
。

臣
昔
従
先
武
皇
帝
、

南
極
赤
岸
、

西
望
玉
門
、

東
臨
滄
海
、

北�

出�

玄�

塞�

。

と
か
た
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
こ
の

｢

北
は
長
城
の
向
こ
う
ま
で
ゆ
き
ま
し
た｣

と
い
う
の
が
、
曹
操
の
三
郡
烏

丸
へ
の
進
攻
と
、
時
期
的
、
地
理
的
に
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
の
だ
と
い
う

(

張
可
礼

『

三
曹
年
譜』

九
十
七
頁
な
ど)

。
こ
の

｢

求
自
試
表｣

の
記
述
が
あ
い
ま
い
な
の
で
、
こ
れ
が
真
に
曹
植
の
初
陣
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
せ
ぬ
が
、
お
そ
ら
く

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
曹
植
も
父
に
し
た
が
っ
て
戦
場
に
お
も
む
い
て
い
た
の
だ
ろ
う

(

１)

。

戎
旅
の
間
に
長
ぜ
り

曹
丕
は
、
お
の
が
若
年
の
日
々
を

｢

戎
旅
の
間
に
長
ぜ
り｣

だ
っ
た
、
と
か
た
っ
て
い
る

(｢

典
論｣

自
叙)

。
つ
ま
り
、
自
分
は

戦
旅
の
な
か
で
成
長
し
た
、
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
弟
の
曹
植
の
少
年
時
に
も
該
当
す
る
は
ず
だ
。

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
曹
操
の
教
育
方
針
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
曹
一
族
に
と
っ
て
比
較
的
安
全
だ
っ
た
の
は
、
�
の
地
だ
っ
た

ろ
う
が
、
曹
操
は
あ
え
て
曹
丕
ら
を
そ
こ
に
定
住
さ
せ
ず
、
戦
地
へ
帯
同
し
た
の
で
あ
る
。

と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
日
々
は
安
穏
で
は
あ
り
え
な
い
。
父
の
曹
操
が
、
い
ち
ど
で
も
見
と
お
し
を
あ
や
ま
り
、

ひ
と
つ
で
も
判
断
ミ
ス
を
お
か
し
た
ら
、
自
身
は
も
と
よ
り
息
子
ま
で
、
危
機
的
状
況
に
お
い
こ
ま
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
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悪
の
場
合
は
親
子
、
あ
る
い
は
一
家
全
滅
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
曹
操
と
同
時
期
の
群
雄
の
ひ
と
り
、
公
孫
�
の
場
合
が
そ
う
だ
っ
た
。
彼
は
後
漢
末
期
の
動
乱
の
な
か
で
、
烏
丸
や

黄
巾
の
賊
を
や
ぶ
っ
て
名
を
あ
げ
、
河
北
の
地
に
割
拠
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
袁
紹
が
当
地
に
勢
力
を
つ
よ
め
て
き
、
両
軍
は
は
げ
し

い
戦
い
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
そ
う
し
た
さ
い
、
こ
の
公
孫
�
、
人
望
あ
っ
た
劉
虞
を
殺
害
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
ミ
ス
を
お

か
し
、
つ
い
に
易
京
の
要
塞
に
お
い
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
袁
紹
の
軍
が
地
下
道
を
ほ
っ
て
、
要
塞
へ
突
入
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
を
み
て
、
も
は
や
敗
北
は
ま
ぬ
が
れ
ぬ
と
さ
と
っ
た
。
す
る
と
公
孫
�
、
帯
同
し
て
い
た
自
分
の
姉
妹
と
妻
子
を

す
べ
て
く
び
り
こ
ろ
し
、
み
ず
か
ら
火
を
は
な
っ
て
焼
死
し
た
の
だ
っ
た

(『

資
治
通
鑑』

巻
六
三)

。
梟
雄
ら
し
い
壮
烈
な
最
期
だ

と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
ぬ
が
、
曹
操
ら
漢
末
の
群
雄
た
ち
は
、
こ
う
し
た
一
家

(

あ
る
い
は
親
子)

全
滅
と
隣
り
あ
わ
せ
と
い
う
状

況
の
な
か
で
、
は
げ
し
い
攻
防
を
く
り
か
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
曹
操
も
か
つ
て
、
そ
う
し
た
判
断
ミ
ス
を
お
か
し
、

自
分
の
父
親
と
長
子
と
を
死
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
父
親
の
死
は
、
曹
操
三
十
九
歳

(

初
平
四
年
、
曹
植
二
歳)

の
と
き
で
あ
っ
た
。
�
州
を
お
さ
え
た
曹
操
は
、
自
分
の
も
と

に
父
の
曹
嵩
を
よ
び
よ
せ
よ
う
と
し
た
。
彼
と
し
て
は
、
泰
山
太
守
の
応
劭
や
徐
州
牧
の
陶
謙
に
、
護
衛
の
兵
を
だ
し
て
く
れ
る
よ

う
依
頼
す
る
な
ど
、
途
中
の
安
全
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
留
意
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
護
衛
し
て
く
れ
る
は
ず
の
陶
謙
の
部

下
が
、
曹
嵩
の
輜
重
百
余
両
と
い
う
財
産
に
目
が
く
ら
ん
で
し
ま
っ
て
、
こ
れ
を
殺
害
し
、
財
宝
を
う
ば
っ
て
逐
電
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

父
を
こ
ろ
さ
れ
た
曹
植
は
、
す
っ
か
り
逆
上
し
て
し
ま
っ
た
。
陶
謙
に
責
任
あ
り
と
し
て
、
ま
ず
彼
が
支
配
す
る
彭
城
に
せ
め
こ

ん
だ
。
さ
ら
に
取
慮
、
雎
陵
、
夏
丘
に
も
襲
撃
を
か
け
、
大
虐
殺
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
地
に
す
む
男
女
数
万
人
を
こ
ろ
し
、
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そ
れ
ら
の
死
体
に
よ
っ
て
、
泗
水
の
流
れ
が
せ
き
と
め
ら
れ
た
。
ま
た
�
犬
も
み
え
な
く
な
り
、
城
邑
に
人
び
と
が
い
な
く
な
っ
た

と
い
う
。

つ
い
で
長
子
の
死
は
、
曹
操
四
十
三
歳

(

建
安
二
年
、
曹
植
六
歳)

の
と
き
で
あ
っ
た
。
南
陽
郡
の
宛
に
侵
攻
し
た
曹
操
は
、
張

�(

亡
き
叔
父
・
張
済
の
軍
を
継
承
し
て
い
た)

と
そ
の
部
下
と
の
投
降
を
ゆ
る
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
と
き
曹
操
は
、
亡
き
張
済

の
未
亡
人
を
妾
に
し
た
の
で
あ
る
。
張
�
は
、
こ
の
未
亡
人
に
気
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
で
曹
植
を
う
ら
み
、
投
降
し

た
こ
と
を
後
悔
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
両
人
の
あ
い
だ
に
、
緊
張
が
は
し
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
決
断
が
は
や
か
っ
た
の
は
、
張
�
の
ほ
う
だ
っ
た
。
彼
は
部
下
の
軍
勢
を
ひ
き
い
、
曹
操
軍
に
奇
襲
を
か
け
た
の
で

あ
る
。
投
降
か
ら
わ
ず
か
十
日
後
だ
。
こ
の
迅
速
な
攻
撃
に
、
曹
操
は
あ
や
う
か
っ
た
。
混
乱
の
さ
な
か
、
彼
が
騎
乗
し
て
い
た
名

馬
の
�
影
は
、
流
れ
矢
が
あ
た
っ
て
傷
つ
き
、
曹
操
自
身
も
、
右
腕
に
矢
が
命
中
し
た
。
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
長
子
の
曹
昂

(

母

は
亡
き
劉
氏
。
昂
は
こ
の
と
き
二
十
余
歳)

が
自
分
の
馬
を
ゆ
ず
っ
て
く
れ
た
の
で
、
曹
操
は
か
ら
く
も
脱
出
で
き
た
。
し
か
し
そ

の
か
わ
り
、
曹
昂
と
弟
の
子
の
曹
安
民
と
が
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
失
敗
は
、
あ
と
あ
と
ま
で
尾
を
ひ
い
た
。
曹
操
の
正
室
だ
っ
た
丁
氏
が
、
曹
操
を
は
げ
し
く
う
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
女
に

は
、
子
が
う
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
、
早
世
し
た
劉
氏

(

丁
氏
以
前
に
曹
操
の
正
室
だ
っ
た
か)

が
う
ん
だ
曹
昂
を
、
わ
が

子
の
よ
う
に
か
わ
い
が
り
、
養
育
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
曹
昂
が
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
夫
の
好
色
が
原
因
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
女
は

｢

わ
が
子
を
死
な
せ
て
お
き
な
が
ら
、
あ
わ
れ
ん
で
も
く
だ
さ
ら
ぬ｣

と
い
っ
て
、
号
泣
し
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
実

家
に
か
え
っ
た
ま
ま
、
曹
操
が
い
く
ら
謝
罪
し
て
も
、
ゆ
る
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
け
っ
き
ょ
く
曹
操
は
し
か
た
な
く
、
丁
氏
を
離

縁
し
た
の
だ
っ
た

(

こ
の
後
、
卞
氏
が
く
り
あ
が
っ
て
正
室
と
な
り
、
曹
丕
が
長
子
と
な
る)

。

こ
の
曹
昂
の
死
と
、
そ
し
て
丁
氏
の
恨
み
と
に
対
し
て
は
、
さ
す
が
の
曹
操
も
、
寝
ざ
め
の
わ
る
い
思
い
が
し
た
よ
う
だ
。
彼
は
、
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生
涯
こ
の
こ
と
を
後
悔
し
つ
づ
け
、
死
の
ま
ぎ
わ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
た
と
い
う
。｢

あ
の
世
に
い
っ
て
、
も
し
曹
昂
か
ら

〈
私
の
母
う
え

(

丁
氏)

は
、
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か〉

と
た
ず
ね
ら
れ
た
ら
、
わ
し
は
ど
う
返
答
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か

な
あ｣
と
。

｢

典
論｣
自
叙
に
よ
る
と
、
十
一
歳
だ
っ
た
曹
丕
も
、
こ
の
張
�
と
の
戦
い
の
と
き
、
父
が
奇
襲
を
か
け
ら
れ
た
、
ま
さ
に
そ
の

場
に
い
た
ら
し
い
。
彼
の
場
合
は
、
な
ん
と
か

｢

馬
に
乗
り
て
脱
す
る
を
得
た
り｣

だ
っ
た
の
で
、
事
な
き
を
え
た
の
だ
っ
た
。
か

く
、
こ
の
と
き
の
張
�
の
襲
撃
は
、
曹
操
や
曹
丕
ま
で
枕
を
な
ら
べ
て
討
死
に
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
た
、
た
い
へ
ん
ス
リ
リ
ン
グ

な
場
面
だ
っ
た
ら
し
い
。
曹
操
親
子
は
こ
う
し
た
危
険
の
な
か
で
、
日
々
を
す
ご
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
張
�
と
の
戦
い
の
と
き
、
六
歳
だ
っ
た
曹
植
も
こ
の
場
に
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
資
料
は
な
に
も
か
た
っ
て
お
ら
ず
、
わ
か

ら
な
い
。
た
だ
こ
の
事
件
、
曹
父
子
の
大
ピ
ン
チ
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
の
た
め
後
日
、
曹
植
は
兄
か
ら

｢

あ
の
と
き

は
、
オ
レ
も
あ
ぶ
な
か
っ
た
ぞ｣

と
、
こ
の
と
き
の
話
を
き
く
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
成
人
し
た
曹
植
は
、
お
の
が
詩
文
の
な
か

で
し
ば
し
ば
、
慷
慨
ふ
う
気
概
を
か
た
っ
た
り
、
軍
功
を
あ
げ
た
い
と
熱
望
し
た
り
し
て
い
る
が
、
曹
父
子
の
こ
う
し
た
経
歴
を
か

ん
が
え
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
と
了
解
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

性
に
任
せ
て
行
う

こ
の
曹
植
は
、
ど
ん
な
人
が
ら
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
曹
植
の
評
伝
を
叙
す
る
さ
い
の
前
提
と
し
て
、
あ
き
ら
か

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
詩
文
の
才
が
ど
う
だ
っ
た
か
は
後
で
の
べ
る
と
し
て
、
ま
ず
彼
の
人
が
ら
、
す
な
わ
ち

[

詩
文

を
こ
の
む
以
外
の]

天
性
の
気
象
を
み
わ
た
し
て
お
こ
う
。

曹
植
の
人
が
ら
に
言
及
し
た
資
料
は
す
く
な
く
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
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①
性
格
は
お
お
ざ
っ
ぱ
で
、
威
儀
を
と
と
の
え
よ
う
と
せ
ず
、
乗
り
物
や
衣
服
も
華
麗
で
な
く
て
も
気
に
と
め
な
か
っ
た
。
父

の
御
前
に
す
す
み
で
て
、
む
つ
か
し
い
質
問
を
さ
れ
て
も
、
い
つ
も
さ
っ
と
応
対
し
た
の
で
、
と
く
に
寵
愛
さ
れ
た
。(『

魏
志』

本
伝)

②
す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
っ
て
、
自
分
を
か
ざ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
酒
を
の
む
と
、
節
度
が
な
か
っ
た
。
兄
の
曹
丕
の
ほ
う
は

意
図
的
に
節
制
し
、
感
情
を
お
さ
え
て
自
分
を
り
っ
ぱ
に
み
せ
か
け
た
。
お
か
げ
で

[

後
継
あ
ら
そ
い
の
と
き]

宮
女
や
側
近

ら
は
み
な
曹
丕
を
推
奨
し
た
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
曹
操
は
兄
の
ほ
う
を
太
子
と
し
た
の
だ
っ
た

(『

魏
志』

本
伝)

。

③
公
子
の
曹
植
は
仕
事
に
は
げ
ま
ず
、
た
だ
遊
楽
だ
け
こ
の
ん
で
い
た
。
だ
が
、
生
き
に
く
さ
へ
の
歎
き
も
、
し
ば
し
ば
詩
文

中
で
も
ら
し
て
い
た
。(
謝
霊
運

｢

魏
太
子
�
中
集
詩
平
原
侯
植｣)

な
ど
は
、
曹
丕
の
人
が
ら
を
的
確
に
か
た
っ
て
く
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
で
み
る
と
曹
植
は
、
格
好
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
う
タ
イ
プ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
あ
ま
り

深
慮
せ
ず
、
慎
重
さ
は
と
ぼ
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

(

①
②)

。
さ
ら
に
、
酒
好
き
、
遊
び
好
き
と
い
う
の
は
、
天
才
に
は
よ
く
あ

り
が
ち
な
こ
と
だ
ろ
う
が
、
酒
乱
気
味
だ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
欠
点
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

(

②
③)

。
こ
れ
を
要
す
る
に
曹

植
は
、
よ
く
い
え
ば
正
直
で
、
裏
表
の
な
い
性
分
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
、
わ
る
く
い
え
ば
、
言
動
が
や
や
放
縦
気
味
で
、
思
慮
が

た
ら
ぬ
タ
イ
プ
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
立
太
子
争
い
で
兄
に
ま
け
た
の
も
、
彼
の
性
格
に
慎
重
さ
が
欠
け
て
い
て
、
安
定
感

が
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う

(

②)

。

お
も
し
ろ
い
の
は
、
謝
霊
運
の
見
か
た(

③)

で
あ
る
。
こ
れ
は
死
ん
で
二
世
紀
の
ち
の
曹
植
像
で
あ
り
、
あ
ま
り
信
用
は
で
き
な

い
が
、
彼
は
仕
事
を
せ
ぬ
遊
び
人
だ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。｢

生
き
に
く
さ
へ
の
歎
き｣

と
い
う
の
は
、
魏
朝
に
冷

遇
さ
れ
、
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
さ
す
の
だ
ろ
う
が
、
真
に
遊
び
人
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
し
か
た
が
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な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
な
い
よ
う
だ
が
、
右
の
な
か
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
①
の｢

父
の
御
前
に
す
す
み
で
て｣

云
々
の
部
分
で
あ
る
。
十
代
前
半
の
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
曹
植
、
わ
ざ
わ
ざ
父
の
御
前
に
す
す
み
で
て
、
む
つ
か
し
い
質
問
に
応
対
し

た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
曹
植
の
顕
示
欲
の
つ
よ
さ
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
か
ん
が
え
る
。
父
の
曹
操
に
む
か
っ
て
、

｢

ど
う
で
す
。
ボ
ク
、
頭
が
い
い
で
し
ょ｣

と
自
慢
し
て
い
る
利
発
な
少
年
の
姿
が
、
ほ
の
み
え
て
く
る
よ
う
で
は
な
い
か
。

こ
の
場
合
は
、
少
年
時
代
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
が
成
長
し
て
く
る
と
、

そ
の
顕
示
欲
も
あ
ざ
と
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
曹
植
十
九
歳

(

二
一
〇)

の
と
き
、
博
識
の
学
者
だ
っ
た
邯
鄲
淳

(

一

三
二
〜
二
二
一
？)

と
、
は
じ
め
て
会
見
し
た
と
き
の
こ
と
が
、
典
型
的
な
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
邯
鄲
淳
は
当
時
、
高
齢
の
大
学
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
淳
が
、
荊
州
か
ら
曹
操
の
軍
営
に
避
難
し
て
く
る
や
、
父

の
曹
操
も
彼
に
敬
意
を
は
ら
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
の
人
物
だ
っ
た
の
で
、
曹
操
陣
営
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
、
ひ
き
あ
い
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。
じ
っ
さ
い
、
曹
丕
と
曹
植
の
兄
弟
も
、
淳
が
�
に
き
た
と
い
う
知
ら
せ
を
耳
に
す
る
と
、
そ
ろ
っ
て

｢

邯
鄲
先
生
を
ぜ
ひ

自
分
の
も
と
へ
、
お
遣
わ
し
ね
が
い
た
い｣

と
、
父
に
ね
が
っ
た
と
い
う
。
す
る
と
曹
操
は
ど
う
対
応
し
た
か
。
彼
は
意
外
に
も
、

邯
鄲
淳
を
曹
植
の
も
と
へ
つ
か
わ
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
は
、『

魏
志』

巻
二
十
一

[

の
裴
松
之
所
引

｢

魏
略｣]

の
記
事
で
説
明
し

よ
う
。

曹
操
は
邯
鄲
淳
を

[

曹
丕
で
な
く]

曹
植
の
も
と
に
ゆ
か
せ
た
。

淳
が
き
た
当
初
、
植
は
よ
ろ
こ
ん
で
、
座
に
ま
ね
い
た
が
、
す
ぐ
に
は
話
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

そ
の
時
期
、
暑
熱
が
た
い
へ
ん
き
び
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
植
は
、
従
者
に
水
を
も
っ
て
こ
さ
せ
、
身
体
を
ぬ
ぐ
う
や
、
お
し

ろ
い
を
ぬ
る
。
や
が
て

[

邯
鄲
淳
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ]

、
冠
の
つ
け
ず
拍
子
を
と
り
つ
つ
肌
ぬ
ぎ

[

と
い
う
放
埓
な
姿]

で
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椎
鍛
の
舞
を
胡
風
に
お
ど
り
、
ま
た[

雑
戯
ふ
う
に]

玉
を
と
ば
し
剣
を
ふ
り
ま
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て[

品
の
わ
る
い]

俳
優
の
小
�
数
千
言
話
談
じ
お
わ
る
や
、
淳
に

｢

邯
鄲
先
生
、
い
か
が
で
し
た
か｣

と
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
曹
植
は
衣
と
頭
巾
を
身
に
つ
け
、
儀
容
を
た
だ
し
た
。
そ
し
て
淳
と
、[

ま
じ
め
に]

混
元
や
造
化
の
開
始
や
万

物
の
変
遷
の
具
合
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
れ
か
ら
羲
皇
以
来
の
賢
人
や
聖
人
、
名
臣
、
烈
士
ら
の
優
劣
の
差
を
論
議
し
、
つ
い

で
古
今
の
詩
文
や
賦
誄
や
、
政
務
を
お
こ
な
う
さ
い
の
正
統
な
優
先
順
位
を
称
賛
し
、
ま
た
用
兵
の
さ
い
の
臨
機
の
法
に
つ
い

て
も
論
じ
た
の
だ
っ
た

こ
う
し
た
あ
と
、
曹
植
は
よ
う
や
く
料
理
人
に
命
じ
、
酒
や
炙
り
肉
が
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
座
の
人
び
と
は

[

植
の
博
識

ぶ
り
に
あ
っ
け
に
と
ら
れ]

沈
黙
し
た
ま
ま
で
、
植
と
議
論
が
で
き
る
者
は
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
。

夕
暮
れ
に
な
っ
て
、
淳
は
曹
植
の
も
と
か
ら
か
え
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
知
人
に
む
か
っ
て
曹
植
の
才
腕
ぶ
り
を
嘆
じ
、

｢

天
人
だ｣

と
か
た
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
訳
文
は
、
私
見
に
よ
っ
て
些
少
の
補
い
を
ほ
ど
こ
し
て
、
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
曹
植
が

｢

俳
優
の
小
説

数
千
言
を
誦
し
た｣

こ
と
で
、
小
説
史
の
う
え
で
と
く
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
私
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
曹
植
の
つ
よ
い

顕
示
欲
を
し
め
し
た
も
の
、
と
い
う
観
点
か
ら
注
目
し
た
い
と
お
も
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
話
中
に
お
け
る
曹
植
の
言
動
、
た
い

へ
ん
奇
矯
で
あ
ざ
と
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
前
半
、
曹
植
は
、
あ
え
て

｢

科
頭
拍
袒｣

と
い
う
放
埓
な
態
度
を
と
っ
た
う
え
、
奇
妙
な
踊
り
や
玉
を
投
げ
剣
を
ふ
り
ま
わ

し
、
さ
ら
に
品
の
わ
る
い
小
説
を
か
た
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
自
慢
す
る
か
の
よ
う
に

｢

邯
先
生
、
い
か
が
で
す
か｣

と
た
ず

ね
て
い
る
。
こ
の
行
動
、
ま
さ
に

｢

威
儀
を
と
と
の
え
よ
う
と
せ
ず｣

、｢
す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
っ｣

た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
後
半
、
こ
ん
ど
は
一
転
し
て
、
ま
じ
め
な
議
論
を
し
て
い
る
。
彼
は
衣
冠
を
と
と
の
え
た
う
え
で
、
天
地
創
造
の
話
や
聖
賢
、
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文
学
、
経
世
、
軍
事
等
に
つ
い
て
論
じ
た
の
だ
っ
た
。

著
名
な
老
学
者
と
の
初
対
面
の
場
、
そ
こ
で
の
こ
う
し
た
言
動
、
そ
う
と
う
非
常
識
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
十
九
歳
の
曹
植
、

七
十
八
歳
の
老
学
者
に
む
か
っ
て
、
な
ぜ
こ
ん
な
奇
矯
な
言
動
を
な
し
た
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
悪
気
で
こ
う
し
た
の
で

な
く
、
曹
植
な
り
に
か
ん
が
え
た
す
え
の
い
た
ず
ら
で
あ
り
、
お
芝
居
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
お
も
う
。

曹
植
は
お
そ
ら
く
、
老
学
者
と
の
出
会
い
を
印
象
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、
い
ろ
ん
な
演
出
方
法
を
か
ん
が
え
た
に
ち
が
い

な
い
。
こ
う
す
れ
ば
感
心
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
あ
あ
す
れ
ば
お
ど
ろ
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
。
結
果
的
に
、
曹
植
の
奇
矯
な
言
動

は
、
み
ご
と
に
成
功
し
た
。
な
に
し
ろ
、
名
だ
か
い
老
学
者
を
あ
っ
け
に
と
ら
せ
、｢

天
人
な
り｣

と
歎
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
か
ら
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
曹
植
は
お
の
が
顕
示
欲
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く

｢

う
ま
く
い
っ
た
。
大
先

生
を
お
ど
ろ
か
す
こ
と
が
で
き
た
ぞ｣

と
よ
ろ
こ
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
う
し
て
曹
植
、
老
学
者
を
あ
っ
け
に
と
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
た
。
だ
が
お
か
げ
で
、
お
も
わ
ぬ
余
波
も
生
じ
た
の
だ
っ
た
。
こ

の
時
期
、
父
の
曹
操
は
、
自
分
の
後
継
を
曹
丕
に
す
る
か
、
曹
植
に
す
る
か
で
ま
よ
い
だ
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
件
で
曹
植

の
才
に
賛
嘆
し
た
邯
鄲
淳
、
そ
う
し
た
曹
操
の
ま
よ
い
を
し
っ
て
か
し
ら
ず
か
、
こ
れ
以
後
、
さ
か
ん
に
曹
植
の
す
ば
ら
し
さ
を
口

ば
し
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
か
げ
で
兄
の
曹
丕
の
ほ
う
、
こ
の
老
大
学
者
に
対
し
、
不
快
な
思
い
を
い
だ
く
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
曹
植
、
父
が
後
継
選
び
に
ま
よ
い
は
じ
め
た
時
期
に
、
後
先
を
か
ん
が
え
ず
、
こ
ん
な
い
た
ず
ら
を
し
で
か

し
た
。
そ
の
た
め
後
日
、
兄
と
邯
鄲
淳
と
を

[

一
時
的
に]

不
仲
に
さ
せ
る
と
い
う
、
お
も
わ
ぬ
事
態
を
ひ
き
お
こ
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る

(

そ
の
後
、
二
人
は
和
解
し
た)

。

も
っ
と
も
、｢

性
格
は
お
お
ざ
っ
ぱ｣

な
曹
植
な
曹
植
の
こ
と
だ
。
当
時
の
彼
、
父
が
後
継
選
び
に
ま
よ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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さ
え
、
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
あ
る
い
は
気
づ
い
て
は
い
て
も
、
ま
あ
か
ま
う
も
ん
か
、
と
お
も
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
身
を
つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
時
期
に
、
言
動
を
慎
重
に
す
る
こ
と
な
く
、｢

す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
っ

て
、
自
分
を
か
ざ
ら
な
か
っ
た｣

と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
彼
ら
し
い
と
も
い
え
よ
う
。

曹
植
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
件
、
ち
ょ
っ
と
し
た
い
た
ず
ら
を
し
た
だ
け
で
、
ふ
か
い
意
味
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
か
も
し
れ
な

い
。
じ
っ
さ
い
、
曹
植
は
あ
ま
り
深
慮
で
き
る
タ
イ
プ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
邯
鄲
淳
を
賛
嘆
さ
せ
る
こ
と
で
、
お
の
が
才
能
を
周

囲
に
み
せ
つ
け
、
太
子
後
継
レ
ー
ス
を
優
位
に
は
こ
ぼ
う
な
ど
と
は
、
毛
頭
か
ん
が
え
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
い
や
む
し
ろ
、
か

ん
が
え
る
ほ
ど
の
思
慮
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ぬ

(

だ
か
ら
、
こ
ん
な
子
ど
も
っ
ぽ
い
い
た
ず
ら

が
で
き
た
の
だ
ろ
う)

。

た
だ
、
い
た
ず
ら
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
も
、
こ
の
と
き
曹
植
は
も
う
十
九
歳
で
あ
る
。
十
九
歳
と
い
え
ば
、
も
う
子
ど
も
と
は
い
い

に
く
い
年
齢
だ
。
と
す
れ
ば
、
右
の
振
る
ま
い
、
十
九
歳
が
お
こ
な
う
に
し
て
は
、
奇
矯
に
す
ぎ
、
ま
た
幼
稚
す
ぎ
る
と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
私
は
、
曹
植
の
性
格
を
評
す
る
こ
と
ば
に
、｢

軽
躁｣

と
い
う
語
を
つ
け
く
わ
え
て
も
、
よ
い
よ
う
に
お
も

う
。
思
慮
ぶ
か
い
曹
丕
だ
っ
た
ら
、
こ
ん
な
手
の
こ
ん
だ
い
た
ず
ら
、
だ
れ
か
に
す
す
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
し
よ
う
と

は
し
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

詩
文
中
で
曹
植
が
し
ば
し
ば
か
た
る
功
業
へ
の
あ
こ
が
れ
も
、
こ
う
し
た
無
邪
気
な
顕
示
欲
と

(

さ
ら
に
い
え
ば
軽
躁
な
性
格
と

も)

通
底
し
た
も
の
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
彼
は
詩
文
の
な
か
で
、
軍
事
面
で
功
業
を
あ
げ
た
い
と
い
う
意
欲
を
、
し
ば
し
ば
吐

露
し
て
い
た
。
さ
き
に
は
詩
や
楽
府
の
例
を
あ
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
上
書
の
文
か
ら
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

伝
聞
に
よ
り
ま
す
と
、[

わ
が
大
魏
の]

東
征
軍
は
軍
備
を
う
し
な
い
、
兵
士
た
ち
も
多
少
の
損
傷
を
う
け
た
そ
う
で
す
。

私
は
こ
れ
を
き
く
や
、
食
事
も
途
中
で
や
め
、
袂
を
ふ
る
い
裾
を
ま
く
り
、
剣
を
手
に
と
っ
て
東
方
を
み
つ
め
、
心
中
は
呉
会
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(

呉
郡
と
会
稽
郡)

の
地
へ
思
い
を
は
せ
る
ば
か
り
で
し
た
。

臣
は
以
前
、
亡
き
武
皇
帝
に
し
た
が
っ
て
、
南
は
赤
岸
ま
で
い
た
り
、
東
は
東
海
に
の
ぞ
み
、
西
は
玉
門
を
み
や
り
、
北
は

長
城
の
向
こ
う
ま
で
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
父
う
え
の
行
軍
や
用
兵
の
さ
ま
を
拝
察
し
た
と
こ
ろ
、
神
業
の
ご
と
き
で
あ

り
ま
し
た
。
も
と
よ
り
軍
事
は
、
予
想
が
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
臨
機
応
変
に
対
処
す
べ
き
も
の
で
す
。
私
は
こ
の
明
君
の
御

代
に
お
の
が
力
を
ふ
る
い
、
聖
な
る
御
世
に
軍
功
を
う
ち
た
て
た
い
と
希
望
し
て
い
る
の
で
す
。

流
聞

東
軍
失
備
、

輟�

食�

棄�

餐�

、
撫�

剣�

東�

顧�

、
而�

心�

已�

馳�

於�

呉�

会�

矣�

。

師
徒
小
衂
、

奮�

袂�

攘�

袵�

、

臣
昔
従
先
武
皇
帝
、

南
極
赤
岸
、

西
望
玉
門
、
伏
見
所
以
行
軍
用
兵
之
勢
、
可
謂
神
妙
也
。

東
臨
滄
海
、

北
出
玄
塞
。

故
兵
者
不
可
豫
言
、
臨
難
而
制
変
者
也
。
志
欲

自
効
於
明
時
、

立
功
於
聖
世
。

こ
れ
は
、
ず
っ
と
お
く
れ
て
曹
植
三
十
七
歳

(
太
和
二
年
、
二
二
八)

の
と
き
、
甥
の
明
帝
曹
叡

(

在
位
二
二
六
―
二
三
九)

に

あ
て
て
上
奏
し
た

｢

求
自
試
表｣

の
一
節
で
あ
る

(
一
部
は
さ
き
に
も
あ
げ
た)

。
こ
こ
で
曹
植
は
、
最
近
の
魏
の
軍
事
的
苦
境
を

耳
に
し
て
、
ぜ
ひ
自
分
を
戦
場
に
や
っ
て
ほ
し
い
、
と
嘆
願
し
て
い
る
。
文
中
に｢

臣
は
以
前
、
亡
き
武
皇
帝
に
し
た
が
っ
て｣

云
々

と
あ
る
よ
う
に
、
曹
植
は
た
し
か
に
、
曹
操
の
生
前
、
そ
の
遠
征
軍
に
し
た
が
い
、
父
の
卓
抜
な
戦
い
ぶ
り
を
お
の
が
眼
で
実
見
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
経
験
も
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
と
き
、
彼
の
胸
中
に

｢

わ
れ
こ
そ
は｣

と
い
う
意
欲
が
生
じ
て
き
た

の
だ
ろ
う
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
出
征
へ
の
意
欲
、
私
に
は
、
懸
命
な
う
っ
た
え
と
い
う
よ
り
、
い
さ
さ
か
青
く
さ
く
、
子
ど
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も
っ
ぽ
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
曹
植
は｢

食
事
も
途
中
で
や
め
、
袂
を
ふ
る
い
裾
を
ま
く
り
、
剣
を
手
に
と
っ

て
東
方
を
み
つ
め
、
心
中
は
呉
会
の
地
へ
思
い
を
は
せ
る
ば
か
り｣

だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
部
分
な
ど
、
冷
静
か
つ
緻
密
な
軍
略
を

検
討
し
た
う
え
で
、
戦
場
に
の
ぞ
も
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
た
だ

｢

戦
い
に
参
加
し
た
い｣

｢

功
業
を
あ
げ
た
い｣

と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
、
わ
か
わ
か
し
い
気
概
を
も
つ
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
成
熟
ぶ
り
を
有
す
る
と
は
い
い

が
た
い
。
三
十
七
歳
と
い
う
壮
年
に
な
っ
て
も
、
あ
の
、
奇
矯
な
言
動
で
邯
鄲
淳
を
お
ど
ろ
か
し
、
し
た
り
顔
で

｢

邯
先
生
、
い
か

が
で
す
か｣

と
い
っ
た
十
九
歳
の
と
き
と
、
あ
ま
り
か
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
あ
い
か
わ
ら
ず
、
無
邪
気
な
顕
示
欲
や
軽
躁
な
功

業
心
に
よ
っ
て
、
つ
き
う
ご
か
さ
れ
て
い
る
。
曹
植
は
よ
く
も
わ
る
く
も
、
永
遠
の
青
年
な
の
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
曹
植
は
父
の
後
継
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
曹
丕
即
位
後
は
地
方
に
お
い
だ
さ
れ
、
軍
事
や
経
世
へ
の
意
欲
を
満
足

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
わ
か
い
こ
ろ
、
野
心
あ
る
連
中
か
ら

｢

ぜ
ひ
太
子
に｣

と
も
ち
あ
げ
ら
れ
た
た
め
、
周
囲
か
ら
警

戒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
彼
は
け
っ
き
ょ
く
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
腕
を
ふ
る
う
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
っ

た
。た

だ
私
見
に
よ
れ
ば
、
か
り
に
そ
う
し
た
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
と
し
て
も
、
彼
は
お
お
き
な
成
功
は
お
さ
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
い

(

任
性
而
行)

、
酒
を
の
む
と
節
度
が
な
い

(

飲
酒
不
節)

よ
う
な
性
格
で
は
、
軍
事
方
面

に
し
ろ
、
経
世
方
面
に
し
ろ
、
お
お
き
な
成
果
は
期
待
で
き
な
い
と
か
ん
が
え
る
か
ら
だ
。
曹
丕
と
曹
植
と
が
、
後
継
候
補
だ
と
評

判
さ
れ
た
と
き
、
曹
丕
を
お
す
人
び
と
だ
け
で
な
く
、[

中
立
的
立
場
に
あ
っ
た]

朝
廷
の
役
人
や
宮
女
か
ら
も
、
曹
植
を
太
子
に

推
奨
す
る
声
は
で
な
か
っ
た
と
い
う

(

前
出)

。
そ
れ
は
、
や
は
り
曹
植
に
は
、
指
導
者
と
し
て
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ

た
か
ら
だ
ろ
う
。

16



憤
り
て
篇
を
成
す

曹
植
の
評
伝
を
叙
し
て
ゆ
く
前
提
と
し
て
、
そ
の
人
が
ら
を
み
て
き
た
が
、
つ
づ
い
て
創
作
方
面
も
み
て
お
こ
う
。
彼
が

｢

文
章

に
於
け
る
や
、
人
倫
の
周
孔
有
る
に
譬
う｣

と
詩
文
の
才
を
た
た
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
も
紹
介
し
た
。
で
は
よ
り
具
体
的
に
、

詩
文
を
創
作
す
る
方
面
で
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
曹
植
の
創
作
の
基
底
に
は
、
多
感
さ
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
多
感
と
は
、
物
事
に
感
じ
や
す
く
、
ち
ょ
っ

と
し
た
こ
と
に
も
感
情
を
う
ご
か
さ
れ
や
す
い
こ
と
だ
。
じ
っ
さ
い
彼
は
、｢

す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
う｣

(

任
性
而
行)

の
性
格
と

関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
見
聞
し
、
お
こ
な
っ
て
は
、
一
も
二
も
な
く
サ
ッ
と
反
応
し
て
し
ま
う
タ
イ
プ
だ
っ
た
。

そ
し
て
や
や
も
す
れ
ば
、
す
ぐ
感
情
を
た
か
ぶ
ら
せ
、
過
剰
な
ほ
ど
喜
怒
し
た
り
、
哀
楽
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
詩
文
は
お

お
く
、
そ
う
し
た
多
感
な
性
情
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
か
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
情
感
ゆ
た
か
な
傾
向
を
お
び
や
す
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。

そ
う
し
た
創
作
の
典
型
と
し
て
、
ず
っ
と
あ
と
の
作
で
あ
る
が
、
名
篇

｢

贈
白
馬
王
彪｣

詩
を
あ
げ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

そ
の
序
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

黄
初
四
年

(

二
二
三)

五
月
、
白
馬
王
の
曹
彪
と
任
城
王
の
曹
彰
と
、
そ
し
て
私
と
は
、
い
ず
れ
も
都
の
洛
陽
に
参
内
し
、

節
季
の
会
で
会
同
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
私
が
洛
陽
に
到
着
す
る
や
、
任
城
王
が[

と
つ
ぜ
ん]

逝
去
し
た
の
だ
っ

た
。
や
が
て

[

帰
国
予
定
の]

七
月
と
な
っ
た
の
で
、
私
は
白
馬
王
と
途
中
ま
で
同
道
し
て
藩
国
に
か
え
ろ
う
と
し
た
。
す
る

と
後
日
、
朝
廷
の
役
人
が
、
二
人
の
王
が
藩
国
に
か
え
る
さ
い
は
同
道
し
て
は
な
ら
ず
、
宿
泊
も
別
に
せ
よ
と
命
じ
て
き
た
の

で
あ
る
。

私
は
こ
の
命
令
を
、
ひ
ど
く
う
ら
ん
だ
。[

白
馬
王
と
の]

な
が
い
別
れ
が
数
日
後
に
せ
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
こ
で
私
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は
、
わ
が
身
を
さ
く
よ
う
な
気
も
ち
で
、
白
馬
王
と
惜
別
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
憤
り
を
発
し
て
こ
の
詩
を
つ
く
っ
た
の

で
あ
る
。

黄
初
四
年
五
月
、
白
馬
王
任
城
王
与
余
倶
朝
京
師
、
会
節
気
。
到
洛
陽
、
任
城
王
薨
。
至
七
月
、
与
白
馬
王
還
国
。
後
有
司

以
二
王
帰
藩
、
道
路
宜
異
宿
止
。
意
毒
恨
之
。
蓋
以
大
別
在
数
日
。
是
用
自
剖
与
王
辞
焉
、
憤
而
成
篇
。

黄
初
四
年
と
あ
る
か
ら
、
魏
朝
が
成
立
し
て
四
年
目
、
曹
植
三
十
二
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
、
曹
植
は
入
朝
を
ゆ
る

さ
れ
て
五
月
に
洛
陽
に
参
内
し
た
の
だ
が
、
な
ぜ
か
、
お
な
じ
く
上
洛
中
だ
っ
た
兄
の
任
城
王
曹
彰

(

同
母
兄)

が
六
月
十
七
日
、

不
慮
の
死
を
と
げ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
つ
ぜ
ん
の
死
、『

世
説
新
語』

尤
悔
篇
で
は
曹
丕
が
毒
殺
し
た
と
す
る
な
ど
、
異
常
な
、

そ
し
て
不
審
の
死
で
あ
っ
た
。
そ
の
疑
念
が
解
明
さ
れ
ぬ
ま
ま
時
間
が
す
ぎ
、
や
が
て
七
月
、
帰
藩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
期
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
曹
植
は
、
弟
の
白
馬
王
曹
彪
(

異
母
弟)

と
途
中
ま
で
同
道
し
、
帰
藩
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
朝
廷
の
役
人
が
い
う
に
は
、
ふ
た
り
が
帰
路
を
同
道
す
る
の
は
不
可
、
別
々
の
宿
に
と
ま
っ
て
帰
藩
せ
よ
と
。
当
時

は
、
宗
族
が
あ
つ
ま
る
こ
と
を
警
戒
し
、
相
互
に
交
流
す
る
こ
と
も
禁
じ
て
い
た
。
帰
途
と
い
え
ど
も
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
弟
と
は
次
回
い
つ
あ
え
る
と
も
し
れ
ぬ
。
洛
陽
で
は
兄
の
不
慮
の
死
も
あ
っ
た
。
は
な
し
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
、
な
ぜ
帰
路
の
同
道
が
ゆ
る
さ
れ
な
い
の
か
。
曹
植
は
、
こ
れ
を
非
道
な
し
う
ち
だ
と
し
、
心
の
な
か
で

｢

毒
恨｣

(

ひ
ど

く
う
ら
ん
だ)

し
た
。
そ
し
て
憤
激
の
あ
ま
り
、
い
っ
き
に
こ
の
詩
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の

｢

贈
白
馬
王
彪｣

詩
は
、｢

憤
り
を
発
し
て
こ
の
詩
を
つ
く
っ
た｣

(

憤
而
成
篇)

も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
彼
の

多
感
な
性
格
が
、
心
中
に

｢

憤｣

の
情
を
た
ぎ
ら
せ
、
そ
の
結
果
で
き
あ
が
っ
た
詩
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
か
古
今
、
こ
の

詩
は
曹
植
の
絶
唱
だ
と
さ
れ
、
た
か
く
評
価
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
全
六
章
か
ら
な
る
が
、
こ
こ
で
は
彼
の
憤
り
が
よ
く
表
現
さ

れ
た
、
第
三
章
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

18



疲
労
で
黄
色
が
か
っ
た
馬
は

な
ん
と
か
前
に
す
す
む
が

玄
黄
猶
能
進

我
が
思
い
は
鬱
々
と
し

な
げ
く
ば
か
り

我
思
鬱
以
紆

鬱
々
と
し
て

な
に
を
な
げ
く
の
か

鬱
紆
将
何
念

親
愛
な
弟
と
離
別
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ

親
愛
在
離
居

も
と
も
と
同
道
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に

本
図
相
与
偕

途
中
で
変
更
さ
れ
て

同
道
で
き
な
く
な
っ
た

中
更
不
克
倶

邪
悪
な
フ
ク
ロ
ウ
が
馬
車
の
轅
の
上
で
な
き

鴟
梟
鳴
衡
�

残
虐
な
ヤ
マ
イ
ヌ
が
大
通
り
で
た
ち
ふ
さ
が
る

豺
狼
当
路
衢

蒼
蝿
の
よ
う
な
連
中
は

道
理
を
み
だ
し

蒼
蝿
間
白
黒

讒
言
の
徒
が

親
族
の
仲
を
さ
こ
う
と
す
る

讒
巧
令
親
疏

ひ
き
か
え
そ
う
に
も

小
道
は
み
つ
か
ら
ず

欲
還
絶
無
蹊

轡
を
と
っ
て
は
み
て
も

た
だ
ウ
ロ
ウ
ロ
す
る
だ
け

攬
轡
止
踟
�

い
か
が
だ
ろ
う
か
。
帰
路
の
同
行
を
ゆ
る
さ
ぬ
と
い
う
、
冷
酷
な
役
人
。
そ
の
非
道
さ
に
、
曹
植
が
過
剰
に
反
応
し
、
過
剰
に
憤

激
し
て
い
る
よ
う
す
が
、
手
に
と
る
よ
う
に
つ
た
わ
っ
て
く
る
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
原
文
で
い
え
ば
、｢

鬱
以
紆｣

｢

鬱
紆
将
何

念｣

は
、
同
道
を
阻
止
さ
れ
た
こ
と
へ
の
憤
り
を
、
そ
し
て

｢
鴟
梟｣

｢

豺
狼｣

｢

蒼
蝿｣

｢

讒
巧｣

な
ど
は
、
冷
酷
な
役
人
へ
の

｢

毒
恨｣

の
感
情
を
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
表
現
し
た
字
句
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
詩
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

こ
の
詩
は
、[

同
道
を
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う]

事
実
に
依
拠
し
て
叙
し
、
お
も
う
ま
ま
か
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
曹
植
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の
心
中
に
は
、
お
お
く
の
苦
し
み
が
た
ま
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
彼
が
思
い
を
う
っ
た
え
れ
ば
、
ど
の
句
も
絶
妙
な
も
の
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

只
拠
事
直
述
、
任
意
直
写
。
以
原
有
許
多
苦
切
、
故
説
来
自
無
一
不
妙
。

と
い
う
評
が
く
だ
さ
れ
て
い
る

(『

文
選
集
評』

に

｢

孫
曰｣

と
し
て
ひ
く)

。
こ
の
評
、
こ
の

｢

贈
白
馬
王
彪｣

詩
を
つ
く
っ
た
と

き
の
曹
植
が
、｢
お
お
く
の
苦
し
み
が
た
ま
っ
て
い
た｣

心
情
だ
っ
た
こ
と
を
、
よ
く
み
ぬ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
情
で
つ
く
っ

た
の
で
、｢

ど
の
句
も
絶
妙
な
も
の
に
な
っ
た｣

の
だ
っ
た
。

詩
文
創
作
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
曹
植
の
多
感
さ
は
、
わ
る
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
か
る
ゆ
た
か
な
感
性
が
あ
れ

ば
こ
そ
、
曹
植
は
、
文
学
史
に
の
こ
る
傑
作
群
を
か
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
曹
植
は
、
身
辺
に
な
に
か
事
件
が
お
こ
る
と
、

す
ぐ
そ
れ
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
喜
怒
し
た
り
哀
楽
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
そ
の
感
情
を
お
お
き
く
増
幅
さ
せ
、
激
情
を
ほ
と
ば
し

ら
せ
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
感
情
を
た
か
ぶ
ら
せ
る
だ
け
だ
っ
た
ら
、
彼
は
た
だ
の
激
情
家
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
曹
植
は
、
こ
の
多
感
な
性
情
に

く
わ
え
、
天
与
の
詩
才
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
才
に
よ
っ
て
、
激
情
の
ほ
と
ば
し
り
を
、
一
瞬
の
叫
び
で
お
わ
ら
せ
ず
、
感
情
ゆ
た

か
な
詩
文
に
、
サ
ッ
と
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
詩
文
は
、
い
わ
ば
喜
怒
や
哀
楽
の
咳が

い

唾だ

が
、
そ
の

ま
ま
珠た

ま

を
な
し
た
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
詩
文
は
、
よ
む
者
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
そ
の
琴
線
に
ふ
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
っ
た

(

２)

。

こ
う
し
た
曹
植
の
創
作
に
対
し
、
馬
積
高

『

賦
史』

は
、

曹
植
の
賦
は
彼
が
自
分
で
い
う
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
は

｢

な
ん
ら
か
の
で
き
ご
と
に
遭
遇
し
て
つ
づ
っ
た｣

(

原
文

｢

触
類

而
作｣)

も
の
だ
。
だ
か
ら
、
曹
植
が
そ
の
生
涯
で
で
く
わ
し
た
で
き
ご
と
、
た
と
え
ば
個
人
的
な
昇
降
、
哀
楽
、
親
戚
・
友
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人
と
の
出
会
い
や
別
れ
か
ら
、
軍
国
に
関
す
る
重
要
案
件
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
賦
に
つ
づ
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

彼
は
ま
た
、
す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
う

(

原
文

｢

任
性｣)

人
間
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
の
が
情
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、

篇
中
で
慷
慨
し
て
悲
歌
し
た
り
、
低
徊
し
て
詠
嘆
し
た
り
、
ま
た
発
奮
し
て
激
昂
し
た
り
、
陰
々
滅
々
と
か
な
し
ん
だ
り
す
る
。

ま
た
、
あ
で
や
か
な
文
采
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
か
と
お
も
え
ば
、
口
語
の
よ
う
な
闊
達
な
こ
と
ば
遣
い
も
す
る
な
ど
、
多
様
な
文

学
的
風
格
を
し
め
し
て
い
る
の
だ
。

と
の
べ
て
い
る

(
一
五
三
頁)

。
こ
れ
は
曹
植
の
賦
に
む
け
て
の
発
言
だ
が
、
詩
文
全
体
に
も
通
用
す
る
だ
ろ
う
。
馬
氏
に
よ
れ
ば
、

曹
植
の
詩
文
は

｢

な
ん
ら
か
の
で
き
ご
と
に
遭
遇
し
て
つ
づ
っ
た｣

(

類
に
触
れ
て
作
る)

も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
、
篇
中
で

｢

慷

慨
し
て
悲
歌
し
た
り
、
低
徊
し
て
詠
嘆
し
た
り｣

す
る
タ
イ
プ
だ
っ
た
よ
う
だ
。
つ
ま
り
曹
植
に
と
っ
て
、
詩
文
は
、
そ
の
と
き
ど

き
の
自
己
の
感
情
を
、
率
直
に
ぶ
ち
ま
け
や
す
い
器
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
喜
怒
や
哀
楽
の
情
を
激
白
す
る
こ
と
で
、
曹
植
は
一

種
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た

｢

類
に
触
れ
て
作
る｣

創
作
の
し
か
た
は
、
多
感
で
激
情
に
か
ら
れ
や
す
い
曹
植
に
は
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
う
し
た
創
作
は
、
曹
植
が
い
き
て
い
た
時
代
や
状
況
の
な
か
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
危
険
な
も
の
で
も

あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

｢

贈
白
馬
王
彪｣

詩
の
序
に
よ
れ
ば
、
曹
植
は
同
道
を
禁
じ
た
役
人
を
、
心
中
で｢

ひ
ど
く
う
ら
ん
だ｣

。
そ
し
て
そ
の
激
情
に
よ
っ

て

｢

憤
り
を
発
し
て
こ
の
詩
を
つ
く
っ
た｣

の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
役
人
と
て
、
お
の
が
独
断
で

同
道
を
禁
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
う
ぜ
ん
魏
廷

(

つ
き
つ
め
れ
ば
兄
の
文
帝)

の
意
向
を
く
ん
で
、
そ
う
し
た
命
令
を
発
し
た
は

ず
で
あ
る
。
も
し

｢

邪
悪
な
フ
ク
ロ
ウ｣

｢

残
虐
な
ヤ
マ
イ
ヌ｣

よ
ば
わ
り
し
た
曹
植
の
詩
を
、
当
の
役
人
が
よ
み
、
そ
し
て
そ
れ

を
上
部
の
者
に
つ
た
え
た
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ご
政
道
を
批
判
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
不
測
の
事
態
を
ま
ね
き
か
ね
な
か
っ
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た
だ
ろ
う
。

だ
が
、
曹
植
は
そ
う
し
た
こ
と
を
顧
慮
せ
ず
、
い
や
多
少
は
顧
慮
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
制
し
き
れ
ず
、
け
っ
き
ょ

く
お
の
が
憤
り
を
、
そ
の
ま
ま
詩
に
叙
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
曹
植
は
こ
の
と
き
、
朝
廷
の
使
者
を
お
び
や
か
し
た

重
罪
を
、
文
帝
か
ら
赦
免
し
て
も
ら
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た

(

後
述)

。
そ
う
し
た
自
分
の
立
場
や
状
況
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
か
か
る

詩
を
つ
く
る
の
は
、
不
用
心
で
あ
り
軽
躁
な
ふ
る
ま
い
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
憤
り
を
発
す
る
と
自
制
で
き
ぬ
の

が
、
曹
植
と
い
う
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た

｢

性
格
は
お
お
ざ
っ
ぱ｣

(

性
簡
易)

に
し
て
、｢

す
き
か
っ
て
に
ふ
る
ま
っ
て
、

自
分
を
か
ざ
ら
な
か
っ
た｣

(

任
性
而
行
、
不
自
彫
勵)

と
い
う
性
格
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

下
筆
成
章

曹
植
の
人
が
ら
や
詩
文
創
作
の
特
徴
を
み
て
お
こ
う
と
し
て
、
記
述
が
い
さ
さ
か
、
さ
き
に
す
す
み
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
評
伝
に

か
え
り
、
少
年
時
代
の
曹
植
を
み
て
ゆ
こ
う
。

建
安
十
三
年

(

二
〇
八)

六
月
、
献
帝
は
三
公

(
司
徒
・
太
尉
・
司
空)

を
廃
し
て
丞
相
と
御
史
大
夫
を
復
活
さ
せ
、
曹
操
が
丞

相
と
な
っ
た
。『

後
漢
書』

献
帝
紀
に
は

｢[

曹
操
は]
自�

ら�

丞
相
と
為
る｣

と
あ
る
か
ら
、
献
帝
の
命
で
な
く
、
曹
操
み
ず
か
ら
官

制
を
改
廃
し
、
自
分
で
丞
相
の
地
位
に
つ
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
な
る
や
、
官
位
の
任
命
も
自
在
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
王
朝
を
さ
さ
え
る
大
黒
柱
は
、
曹
操
そ
の
ひ
と
だ
と
、
だ
れ
も
が
み
と
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
同
年
七
月
に
は
、
曹
操
は
荊
州
に
軍
を
お
し
す
す
め
、
劉
表
の
跡
を
つ
い
だ
劉
�
を
降
伏
さ
せ
た
。
そ
し
て
江
陵
ま
で
進

軍
し
、
そ
の
地
か
ら
呉
の
孫
権
に
書
翰

｢

与
孫
権
書｣

を
お
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ち
か
ご
ろ
余
は

[

天
子
の]

譴
責
の
辞
を
奉
じ
て
、
罪
人
を
征
伐
せ
ん
と
し
た
。
ま
ず
軍
旗
を
南
方
に
む
け
る
や
、
劉
�
は
無
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抵
抗
で
降
参
し
た
。
つ
い
で
余
は
、
水
軍
八
十
万
を
お
し
た
て
て
進
軍
し
、
将
軍(

孫
権)

と
呉
の
地
で
会
猟
し
た
い
と
お
も
っ

て
お
る
の
じ
ゃ
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

｢

呉
の
地
で
会
猟
し
た
い｣

(

原
文

｢

方
与
将
軍
会
猟
于
呉｣)

と
い
う
の
は
、
婉
曲
表
現
に
す
ぎ
ぬ
。
じ
っ
さ
い
は
、｢

自
分

(

曹

操)

と
な
ん
じ

(

孫
権)

、
呉
の
地
に
お
い
て
雌
雄
を
決
し
よ
う
で
は
な
い
か｣

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
と
お
ま
わ
し
に
両
軍
の
会

戦
を
、
さ
ら
に
い
え
ば

[

会
戦
を
さ
け
た
い
の
な
ら]

降
伏
せ
よ
と
勧
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
信
満
々
の
曹
操
の
よ
う
す
が
、

よ
く
う
か
が
え
る
文
面
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

か
く
し
て
曹
操
は
同
年
十
月
、
赤
壁
の
戦
い
に
の
ぞ
ん
だ
の
だ
っ
た
。
こ
の
戦
い
は
、
周
知
の
よ
う
に
曹
操
軍
の
完
敗
に
お
わ
っ

た
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
曹
操
の
勢
威
が
傷
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
南
方
の
制
圧
が
、
後
ま
わ
し
に
な
っ
た
と
い
う

程
度
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
し
た
大
黒
柱
が
デ
ン
と
ひ
か
え
る
な
か
、
曹
植
は
お
も
に
母
や
兄
弟
と
と
も
に
�
で
す
ご
し
、
と
き
に
父
の
遠
征
に
し
た
が

う
と
い
う
日
々
を
、
す
ご
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
右
の
赤
壁
の
戦
い
は
、
曹
植
十
七
歳
の
と
き
で
あ
る
。

『

魏
志』

の
本
伝
は
、

そ
う
し
た
少
年
期
の
こ
と
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
し
る
す
。

曹
植
は
十
�
余
で
、
も
う

『

詩』
『

論
語』

お
よ
び
辞
賦
数
十
万
言
を
誦
読
し
、
詩
文
を
た
く
み
に
つ
く
っ
た
。
太
祖

(

曹

操)

は
か
つ
て
植
の
文
を
み
た
と
き
、｢

お
ま
え
は
他
人
に
か
い
て
も
ら
っ
た
の
か｣

と
い
っ
た
。
す
る
と
植
は
、
拝
跪
し
て

い
っ
た
。｢

私
は
、
も
の
を
い
え
ば
論
と
な
り
、
筆
を
お
ろ
せ
ば
詩
と
な
り
ま
す
。
ど
う
か
ご
面
前
で
お
試
し
く
だ
さ
い
。
ど

う
し
て
他
人
に
た
の
ん
だ
り
し
ま
し
ょ
う
か｣

。

�
に
銅
爵
台
が
竣
工
し
た
こ
ろ
の
こ
と

(

建
安
十
七
年
、
曹
植
二
十
一
歳)

、
太
祖
は
諸
子
を
つ
れ
て
台
に
の
ぼ
り
、
お
の
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お
の
に
賦
を
つ
く
ら
せ
た
。
植
は
筆
を
と
る
や
た
ち
ま
ち
完
成
さ
せ
た
が
、
り
っ
ぱ
な
出
来
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
太
祖
は
、
こ

の
植
は
並
み
の
男
で
は
な
い
、
と
お
も
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
冒
頭
に

｢

十
�
余
で｣

と
あ
る
。
こ
れ
を
か
り
に
十
一
歳
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
建
安
七
年

(

二
〇
二)

と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
ろ
の
曹
植
が
ど
れ
ほ
ど
文
才
を
し
め
し
て
い
た
か
が
、
こ
の
話
に
よ
っ
て
し
ら
れ
よ
う
。

右
の
記
述
、
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
い
ろ
ん
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

ま
ず
、｢『

詩』
『

論
語』

お
よ
び
辞
賦
数
十
万
言
を
誦
読
し｣

か
ら
す
る
と
、
曹
植
の
教
養
が
文
学
に
か
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
。『

論
語』

を
の
ぞ
い
て
、『

詩』

と
辞
賦
数
十
万
言
、
い
ず
れ
も
文
学
系
の
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
兄
の

曹
丕
は
、｢

少
く
し
て
詩
、
論
を
誦
し
、
長
ず
る
に
及
ん
で
備
に
五
経
、
四
部
、
史
漢
、
諸
子
百
家
の
言
を
�
し
、
畢
こ
と
ご
とく
覧
ざ
る
靡

し｣

だ
っ
た
と
い
う

(

典
論
自
叙)
。『

詩』
『

論
語』

は
お
な
じ
だ
が
、
曹
丕
は
そ
れ
以
外
に
四
部
や
史
漢
、
諸
子
百
家
の
書
な
ど

も
ま
な
ん
で
い
る
。
じ
つ
に
広
範
囲
の
読
書
ぶ
り
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
曹
植
の
詩
文
を
よ
む
と
、
経
史
や
諸
子
に
由
来
す
る
典
故
も
多
用
し
て
い
る
の
で
、
文
学
系
以
外
の
書
を
よ
ま
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
曹
植
の
読
書
範
囲
は
、
兄
に
く
ら
べ
る
と
、
文
学
の
ほ
う
に
か
た
よ
り
気
味
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。
じ
っ
さ
い
、
曹
丕
に
は

『

典
論』

と
い
う
、
政
治
論
を
ふ
く
ん
だ
子
類
に
属
す
る
書
が
あ
り
、
ま
た
経
伝
を
類
聚
し
た
類

書
の

『

皇
覧』

も
編
纂
さ
せ
た
り
し
て
い
る
が
、
曹
植
に
は
そ
の
種
の
書
物
は
な
い
。
は
ば
ひ
ろ
い
教
養
と
い
う
点
で
は
、
や
は
り

兄
の
ほ
う
が
上
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
右
の
本
伝
、｢

も
の
を
い
え
ば
論
と
な
り
、
筆
を
お
ろ
せ
ば
詩
と
な
り
ま
す｣

(

言
出
為
論
、
下
筆
成
章)

と
も
あ
る
。
す

る
と
、
十
歳
余
の
曹
植
は
、
す
で
に
父
か
ら
代
作
を
う
た
が
わ
れ
る
ほ
ど
、
卓
越
し
た
詩
文
を
パ
パ
っ
と
つ
く
れ
た
よ
う
だ
。
す
る

と
曹
植
の
才
能
は
、
大
器
晩
成
型
で
な
く
、
神
童
型
の
そ
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
神
童
タ
イ
プ
の
子
ど
も
は
、
六
朝
で
も
と
き
ど
き
出
現
し
た
が
、
そ
の
さ
い
は
、
こ
の
曹
植
の
話
柄
が
よ
く
想
起
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
梁
の
簡
文
帝

(

蕭
綱)

も
幼
時
か
ら
詩
文
に
す
ぐ
れ
た
が
、
彼
は
父
の
武
帝
か
ら
、｢

こ
の
子
は
わ

が
蕭
家
の
東
阿

(

曹
植)

だ
な
あ｣

と
嘆
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
南
朝
梁
に
お
い
て
は
、
こ
の
曹
植
の
話
柄
は
典
拠
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
曹
植
の
才
腕
ぶ
り
を
、
補
足
す
る
た
め
だ
ろ
う
。
本
伝
の
後
半
で
は
、
曹
植
二
十
一
歳
の
と
き
の

｢

筆
を
と
る
や
た
ち

ま
ち
完
成
さ
せ
た｣

(
援
筆
立
成)

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
つ
け
く
わ
え
て
い
る
。
成
長
し
て
も
、
依
然
と
し
て
抜
群
の
才
能
だ
っ
た
と
い

い
た
い
の
だ
ろ
う
。

曹
植
の
こ
う
し
た
援
筆
立
成
の
能
力
は
、
成
人
後
の
み
な
ら
ず
後
世
に
お
い
て
も
、
称
賛
の
的ま

と

と
な
っ
た
。
六
朝
で
は
文
人
た
ち

が
し
ば
し
ば
詩
会
を
ひ
ら
い
て
、
詩
を
唱
和
し
た
り
、
競
作
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
場
で
は
、
か
か
る

｢

下
筆
成
章｣

｢

援

筆
立
成｣

の
能
力
は
、
本
人
の
才
能
の
か
が
や
か
し
さ
を
実
証
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

じ
っ
さ
い
、
曹
植
の
こ
う
し
た
能
力
は
、
文
学
ず
き
な
曹
操
の
も
と
で
は
、
た
い
へ
ん
有
利
に
は
た
ら
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
か

げ
で
曹
操
は
、
曹
植
の
か
が
や
か
し
い
才
能
に
魅
了
さ
れ
、
一
時
は
兄
の
曹
丕
を
さ
し
お
い
て
、
彼
を
太
子
に
た
て
よ
う
か
と
お
も

い
な
や
む
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
何
年
か
の
ち(
曹
植
二
十
三
歳
の
こ
ろ
か)

の
こ
と
に
な
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
柄
が
の
こ
っ

て
い
る
。

曹
植
は
才
能
に
よ
っ
て
特
別
視
さ
れ
た
う
え
、
丁
儀
や
丁
�
、
楊
脩
ら
が
右
腕
と
な
っ
て
補
佐
し
た
。
お
か
げ
で
、
曹
操
は
後

継
を
な
や
む
よ
う
に
な
り
、[

曹
丕
に
か
え
て]

彼
を
太
子
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
な
ん
ど
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

か
く
み
て
く
る
と
、
曹
植
に
と
っ
て
は
、
�
の
地
で
す
ご
し
た
十
代
、
と
く
に
十
代
後
半
の
こ
ろ
が
、
い
わ
ば
人
生
最
良
の
と
き

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
彼
は
後
継
問
題
な
ど
気
に
せ
ず
、
お
の
が
能
力
を
存
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
お
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の
が
詩
才
を
無
邪
気
に
自
慢
し
、
ま
た
周
囲
か
ら
す
ご
い
ぞ
と
感
心
し
て
も
ら
え
た
の
だ
っ
た(

そ
れ
に
対
し
、
二
十
代
に
な
る
と
、

丁
儀
や
楊
脩
ら
の
野
心
に
よ
っ
て
、
右
の
ご
と
き
立
太
子
争
い
に
ま
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
彼
の
無
邪
気
な
言
動
も
誤
解

さ
れ
て
、
周
囲
と
の
軋
轢
が
生
じ
て
き
や
す
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
後
述)

。

十
代
の
輝
き

こ
の
十
代
の
時
期
、
曹
植
が
も
っ
と
も
か
が
や
い
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
詩
文
の
創
作
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
は
、
彼
の

本
意
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
曹
植
は
、
詩
文
の
道
な
ど
で
は
な
く
、
刀
剣
を
か
か
げ
て
戦
場
に
う
っ
て
で
、
は
な
ば
な
し
い
功
績

を
あ
げ
た
い
と
ね
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
父
の
曹
操
、
ま
だ
わ
か
す
ぎ
る
と
み
な
し
た
た
め
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
軍
事
的
能
力
を
あ
や
ぶ
ん
だ
た
め
か
、
曹
植
は
、

従
軍
を
ゆ
る
さ
れ
は
し
た
が
、
重
要
な
任
務
は
あ
て
が
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
と
志
と
ち
が
っ
て
、
陣
営
の
後
方
で
お
お

く
の
文
臣
と
と
も
に
、
詩
文
の
創
作
に
従
事
す
る
こ
と
が
お
お
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
の
�
の
陣
営
に
は
、
お
お
ぜ
い
の
俊
英
が
あ
つ
ま
っ
て
い
た
。
曹
操
が
徳
た
か
き
人
物
よ
り
も
、
不
仁
不
孝
で
あ
っ
て

も
才
た
か
き
人
材
を
あ
つ
め
た
か
ら
だ

(

後
述)

。
そ
う
し
た
一
環
と
し
て
、
詩
文
に
堪
能
な
文
人
も
、
た
く
さ
ん
招
聘
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
文
人
た
ち
は
、
軍
国
の
書
檄
を
執
筆
す
る
の
に
役
だ
つ
し
、
漢
王
朝
、
い
や
実
質
は
魏
王
朝
の
文
化
的
卓
越
を
、
周
辺
の

人
び
と
に
み
せ
つ
け
る
の
に
も
、
た
い
へ
ん
有
用
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
曹
操
の
陣
営

(

当
初
は
許
、
の
ち
に
�)

、
つ
ま
り
曹
丕
や
曹
植
の
ま
わ
り
に
、
ど
の
よ
う
な
文
人
た
ち
が
あ
つ
ま
っ
て
き

た
の
か
。
主
要
な
人
物
の
み
、
は
や
く
参
じ
た
順
に
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
曹
植
の
八
歳

(

一
九
九)

ご
ろ
に
、
阮
�
が
曹
操
の
も
と
に
参
じ
た
。
あ
の
阮
籍
の
父
で
あ
る
。
阮
籍
は
建
安
十
五
年

(

二
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一
〇)

生
ま
れ
な
の
で
、
曹
植
は
幼
時
の
阮
籍
を
実
見
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
阮
�
は
は
や
く
、
曹
植
二
十
一
歳

(
二
一
二)

の
と
き
に
死
ん
だ

(

３)

。

つ
い
で
翌
年
の
九
歳
の
と
き

(

二
〇
〇)

に
、
劉
�
と
応
�
が
や
っ
て
き
た
。
こ
の
二
人
は
、
と
も
に
曹
植
に
も
親
近
し
た
が
、

と
く
に
劉
�
は
植
に
遠
慮
な
く
諫
言
す
る
な
ど
、
か
な
り
密
な
交
際
を
し
た
よ
う
だ
。

そ
し
て
、
曹
父
子
が
本
拠
地
を
�
に
う
つ
し
た
十
三
歳

(

二
〇
四)

の
と
き
に
は
、
陳
琳
が
曹
操
軍
に
投
降
し
て
き
た
。
彼
は
袁

紹
の
た
め
に
つ
づ
っ
た

｢

為
袁
紹
檄
豫
州｣

で
、
曹
操
の
こ
と
を

｢

い
ぼ
の
ご
と
き
宦
官
の
醜
悪
な
子
孫｣

(

贅
閹
遺
醜)

だ
と
罵

倒
し
て
い
た
が
、
曹
操
は
そ
れ
で
も
彼
を
ゆ
る
し
て
や
っ
て
、
お
の
が
傘
下
に
い
れ
た
の
だ
っ
た
。

徐
幹
が
や
っ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
三
年
お
く
れ
る
十
六
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
彼
は
有
徳
の
君
子
タ
イ
プ
の
男
だ
っ
た
よ
う

で
、
と
く
に
曹
丕
か
ら
彬
彬
た
る
君
子
で
あ
る
と
、
そ
の
人
格
を
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
放
縦
気
味
な
曹
植
よ

り
は
、
冷
静
な
曹
丕
の
ほ
う
と
、
ウ
マ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

つ
い
で
翌
年
の
十
七
歳
の
と
き
に
は
、
大
物
の
王
粲
が
荊
州
か
ら
や
っ
て
き
た
。
彼
は
名
門
出
身
だ
が
、
風
采
が
あ
が
ら
ぬ
男
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
荊
州
刺
史
の
劉
表
か
ら
か
ろ
ん
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
彼
の
死
後
、
劉
表
の
息
子
の
劉
�
を
と
き
ふ
せ
て
、
曹
操
に

帰
服
さ
せ
、
さ
ら
に
自
身
も
�
に
参
じ
た
の
だ
っ
た
。

以
上
の
六
人
は
、
や
や
年
長
の
孔
融
と
あ
わ
せ
て
、[
曹
丕
の

｢

典
論
論
文｣

に
よ
っ
て]

｢

建
安
の
七
子｣

と
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
以
外
に
曹
操
陣
営
に
つ
ど
っ
た
者
と
し
て
、
潁
川
の
邯
鄲
淳

(

前
出)

、
繁
欽
、
陳
留
の
路
粹
、
沛
国
の
丁
儀
、
丁
�
、
弘
農

の
楊
脩
、
河
�
の
苟
緯
、
�
州
の
呉
質
ら
も
い
た
が
、
こ
こ
で
は
名
を
あ
げ
る
の
み
と
し
よ
う
。
要
す
る
に
、
当
時
の
最
高
レ
ベ
ル

の
文
人
た
ち
が
曹
操
の
陣
営
、
つ
ま
り
曹
植
の
周
辺
に
あ
つ
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
詩
文
ず
き
な
曹
植
に
と
っ
て
は
、
ね
が
っ
て

も
な
い
環
境
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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曹
植
は
、
兄
の
曹
丕
や
こ
う
し
た
文
人
た
ち
と
と
も
に
、
遊
宴
し
た
り
、
詩
文
の
腕
を
き
そ
っ
た
り
し
た
。
そ
の
具
体
的
な
様
相

は
、
曹
丕
の
書
翰
文
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
叙
さ
れ
て
い
る
。

〇
与
朝
歌
令
呉
質
書

過
日
の
南
皮
で
の
宴
遊
を
お
も
い
だ
す
と
、
い
つ
も
わ
す
れ
が
た
く
感
じ
ま
す
。
私
た
ち
は
六
経
の
内
容
を
吟
味
し
、
諸
子

百
家
の
議
論
を
あ
じ
わ
い
、
さ
ら
に
弾
碁
を
や
っ
た
り
、
六
博
に
興
じ
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
談
論
し
て
気
分
は
愉
快
に
な
り
、

哀
切
な
筝
の
響
き
に
耳
を
か
た
む
け
、
さ
ら
に
北
場
で
騎
馬
し
て
狩
猟
し
、
南
館
で
み
な
と
食
事
し
た
も
の
で
す
。
甘
瓜
は
清

泉
に
う
か
ん
で
い
ま
す
し
、
朱
李
は
冷
水
に
し
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

や
が
て
夕
陽
が
し
ず
ん
で
、
明
月
が
の
ぼ
る
や
、
い
っ
し
ょ
に
馬
車
に
の
っ
て
、
後
園
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。
馬
車
は
ゆ
っ
く

り
う
ご
い
て
、
従
者
も
声
を
あ
げ
ま
せ
ん
し
、
清
風
が
夜
に
ふ
き
よ
せ
、
悲
笳
の
音
が
か
す
か
に
き
こ
え
た
も
の
で
し
た
。

毎
念
昔
日
南
皮
之
遊
、
誠
不
可
忘
。

既

妙
思
六
経
、
弾
碁
�
設
、
終
以
博
�
。

高
談
娯
心
、

馳
騁
北
場
、

浮
甘
瓜
於
清
泉
、

逍
遙
百
氏
、

哀
箏
順
耳
、

旅
食
南
館
。

沈
朱
李
於
寒
水
。

白
日
既
沒
、
継
以
朗
月
、
同
乗
並
載
、
以
遊
後
園
。

輿
輪
徐
動
、
参
従
無
声
、

清
風
夜
起
、
悲
笳
微
吟
。

〇
与
呉
質
書

む
か
し
貴
兄
ら
と
行
楽
に
で
か
け
た
お
り
は
、
す
す
め
ば
馬
車
を
つ
ら
ね
、
と
ま
れ
ば
席
を
接
し
、
す
こ
し
も
は
な
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
酒
が
く
み
か
わ
さ
れ
、
音
楽
が
奏
さ
れ
る
や
、
酒
興
が
た
か
ま
っ
て
耳
が
ほ
て
り
、
空
を
あ
お
い

で
詩
を
つ
く
り
あ
っ
た
も
の
で
す
。
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昔
日
遊
処
、

行
則
連
輿
、
何
嘗
須
臾
相
失
。
毎
至

觴
酌
流
行
、
酒
闌
耳
熱
、
仰
而
賦
詩
。

止
則
接
席
。

糸
竹
並
奏
、

両
篇
と
も
、
曹
丕
が
呉
質
に
お
く
っ
た
書
翰
で
あ
る
。
前
者
は
、
建
安
二
十
年

(

二
一
五
。
曹
丕
二
十
九
歳)

の
作
で
、
有
名
な

｢

南
皮
之
遊｣

を
回
想
し
た
も
の
、
後
者
は
建
安
二
十
三
年

(

二
一
八
。
同
三
十
二
歳)

二
月
の
作
で
、
お
そ
ら
く
�
で
の
清
遊
を

お
も
い
か
え
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
曹
丕
や
呉
質
ら
は
、
学
問
、
博
奕
、
談
話
、
音
楽
、
狩
猟
、
ご
ち
そ
う
、
散
策
、

飲
酒
な
ど
を
た
の
し
み
、
興
が
の
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
詩
を
つ
く
り
あ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
多
忙
な
政
務
や
く
る
し
い
遠
征

の
あ
い
ま
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
よ
け
い
に
光
輝
に
み
ち
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
宴
遊
で
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
曹
丕
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
詩
才
も
あ
っ
た
し
、
な
に
よ
り
漢
の

丞
相
た
る
曹
操
の
長
子
だ
っ
た
か
ら
だ
。｢

南
皮
之
遊｣

を
主
催
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
彼
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

(

４)

。
そ
し
て
弟
の
曹
植

や
右
の
七
子
ら
は
、
こ
の
種
の
宴
遊
の
常
連
だ
っ
た
は
ず
だ
。
多
忙
な
父
の
曹
操
も
、
と
き
に
は
チ
ラ
ッ
と
顔
を
だ
す
こ
と
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

曹
丕
ら
の
宴
遊
で
は
、｢

南
皮
之
遊｣

が
と
く
に
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
当
時
、
曹
操
が
軍
府
を
か
ま
え
て
い
た
の
は
、
南

皮
で
は
な
く
�
の
地
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
�
で
も
、
い
や
�
で
こ
そ
、
こ
う
し
た
宴
遊
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
右

の
書
翰
で
、
曹
丕
が
わ
ざ
わ
ざ

｢

南
皮
之
遊｣

に
言
及
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く

[

�
か
ら]

遠
出
し
て
あ
そ
ん
だ
珍
奇
な
体
験
だ
っ

た
の
で
、
と
く
に
印
象
ぶ
か
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
実
態
と
し
て
は
、
曹
操
ら
が
�
に
う
つ
っ
た
建
安
九
年
ご
ろ
か
ら

[

七
子

が
死
に
た
え
る
建
安
二
十
二
年
ご
ろ
ま
で]

、
い
ろ
ん
な
機
会
を
と
ら
え
て
は
、
曹
兄
弟
や
七
子
ら
を
中
心
に
し
て
、
�
や
そ
の
周

辺
で
同
種
の
宴
遊
を
た
の
し
ん
だ
の
だ
ろ
う

(

５)

。

そ
う
し
た
宴
遊
の
場
で
つ
く
っ
た
と
お
ぼ
し
い
作
を
、
一
篇
し
め
し
て
み
よ
う
。
詩
は
こ
れ
ま
で
、
い
ろ
ん
な
研
究
者
に
よ
っ
て
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紹
介
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
賦
ジ
ャ
ン
ル
を
あ
げ
て
み
た
い
。
つ
ぎ
に
し
め
す
の
は
、｢

娯
賓
賦｣

と
題
さ
れ
た
賦
で

あ
る
。
創
作
年
は
は
っ
き
り
せ
ぬ
が
、
お
そ
ら
く
曹
植
の
十
代
後
半
こ
ろ
の
作
だ
ろ
う
。

夏
の
太
陽
の
暑
熱
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
清
涼
な
曲
観
に
あ
そ
び
た
い
も
の
。
そ
こ
で

[

公
子
さ
ま
は]

盛
会
を
ひ
ら
い
て
賓

客
を
た
の
し
ま
そ
う
と
、
丹
色
に
か
が
や
く
帳
を
四
方
に
は
り
め
ぐ
ら
せ
た
。

そ
し
て
厨
房
の
ご
馳
走
が
な
ら
べ
ら
れ
、
斉
鄭
の
美
女
の
歌
舞
が
披
露
さ
れ
て
ゆ
く
。
い
な
ら
ぶ
文
人
た
ち
は
卓
説
を
か
た

り
、
ま
た
サ
ッ
と
筆
を
と
っ
て
詩
文
を
か
き
あ
げ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
昔
日
の
清
風
を
談
じ
た
と
お
も
え
ば
、
聖
賢
の
法
制

を
議
論
し
は
じ
め
た
。

宴
中
の
公
子

(

曹
丕)
さ
ま
の
高
雅
な
お
姿
は
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
く
、
そ
の
徳
義
の
か
ぐ
わ
し
い
こ
と
は
蘭
の
ご
と

し
で
あ
る
。
仁
愛
を
貧
士
ま
で
お
よ
ぼ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
食
事
を
中
断
し
て
人
材
と
会
見
し
た
周
公
よ
り
ご
り
っ
ぱ

だ
。
公
子
さ
ま
の
仁
に
よ
る
徳
化
を
耳
に
す
れ
ば
、
憂
い
も
わ
す
れ
て
し
ま
う
し
、
酒
も
料
理
も
い
よ
い
よ
お
い
し
く
感
じ
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

感
夏
日
之
炎
景
兮
、
遂
�
賓
而
高
会
兮
、
丹
幃
曄
以
四
張
。

�
中
廚
之
豊
膳
兮
、

游
曲
観
之
清
涼
。

作
斉
鄭
之
妍
倡
。

文
人
騁
其
妙
説
兮
、
飛
軽
翰
而
成
章
。

談
在
昔
之
清
風
兮
、

総
賢
聖
之
紀
綱
。

欣
公
子
之
高
義
兮
、
徳
芬
芳
其
若
蘭
。
揚
仁
恩
於
白
屋
兮
、
踰
周
公
之
棄
餐
。

聴
仁
風
以
忘
憂
兮
、
美
酒
清
而
肴
甘
。

こ
れ
は
内
容
か
ら
み
て
、
曹
丕
が
賓
客
た
ち
を
ま
ね
い
て
、
と
も
に
宴
遊
し
て
い
る
場
面
を
叙
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
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標
題
の

｢

娯
賓
賦｣

は
、
曹
丕
が
賓
客
を
た
の
し
ま
せ
る
賦
、
の
意
に
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
清
涼
な
曲
観
、
盛
会
、
ご
ち
そ
う
、

斉
鄭
の
美
女
、
そ
の
歌
舞
、
卓
説
、
詩
文
、
談
論
な
ど
を
た
の
し
ん
で
い
る
の
は
、
南
皮
之
遊
と
同
断
で
あ
る
。
賦
中
に

｢

公
子
さ

ま
の
高
雅
な
お
姿
は
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
ば
し
く｣

(

欣
公
子
之
高
義
兮)

と
あ
る
。
こ
こ
の

｢

公
子｣

は
曹
丕
を
さ
す
の
だ
ろ
う

が
、
す
る
と

｢

欣
ぶ｣

の
主
語
は
、
賓
客
た
ち
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
曹
植
自
身
だ
ろ
う
か
。

こ
の
種
の
宴
遊
を
よ
ろ
こ
ぶ
作
は
、
ほ
か
に
も

｢

公
宴
詩｣

や

｢

侍
太
子
坐
詩｣

な
ど
が
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
、
七
子
た
ち
の
手

に
な
っ
た
同
種
の
作
も
す
く
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
で
は
、
宴
遊
の
主
催
者
は
曹
丕
で
な
く
、
曹
操
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
内
容
は
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。
主
催
者
が
だ
れ
で
あ
っ
て
も
、
作
者
が
だ
れ
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
種
の
宴
遊
の

詩
は
、
い
ず
れ
も
同
工
異
曲
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
要
は
、｢

〇
〇
さ
ま
が
、
こ
の
清
雅
な
宴
遊
に
ま
ね
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
た

い
へ
ん
う
れ
し
く
、
感
謝
も
う
し
あ
げ
る
。
徳
望
た
か
き
〇
〇
さ
ま
に
、
幸
お
お
か
ら
ん
こ
と
を
い
の
る｣

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
ま
か
く
み
る
と
、
そ
の
宴
遊
の
描
写
や
感
謝
の
し
か
た
に
、
作
者
に
よ
っ
て
、
多
少
の
違
い
や
く
ふ
う
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
で

あ
っ
て
も
、
大
勢
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

右
の

｢

娯
賓
賦｣

も
、
そ
う
し
た
一
連
の
詩
文
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
賦
に
関
し
て
は
、
い
く
ら
天
才
曹
植
の

作
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
傑
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
曹
植
は
多
感
な
男
で
あ
り
、
な
に
か
あ
る
と
、
す
ぐ
大
仰
に
喜
怒
し
、

哀
楽
し
が
ち
だ
っ
た
が
、
こ
の
賦
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
よ
う
だ
。
や
は
り
彼
は
、｢

喜｣

や

｢

楽｣

よ
り
も
、｢

怒｣

や

｢

哀｣

の
情
緒
に
お
い
て
こ
そ
、
も
っ
と
も
感
興
が
わ
い
て
く
る
タ
イ
プ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

｢

七
啓｣

の
創
作

で
は
曹
植
の
少
年
時
代
、
具
体
的
に
は
十
代
の
作
と
し
て
、
最
高
傑
作
は
な
に
か
と
と
わ
れ
れ
ば
、
私
は
躊
躇
な
く
、
十
九
歳
時
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の

｢

七
啓｣

を
あ
げ
た
い
と
お
も
う
。
こ
の

｢

七
啓｣

は

｢

七｣

ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
説
得
役
が
山
林
に
ひ

そ
む
隠
者
を
出
仕
さ
せ
よ
う
と
し
て
、｢

世
間
に
で
て
み
ま
し
ょ
う
。
世
間
に
は
こ
ん
な
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
よ｣

と
か
た
り
か
け

る

と
い
う
内
容
を
有
し
て
い
る

(

６)

。

そ
う
し
た
七
ジ
ャ
ン
ル
の

｢

七
啓｣

、
曹
植
は
ど
う
や
ら
、
父
の

｢

求
賢
令｣

発
布
に
刺
激
さ
れ
て
つ
く
っ
た
ら
し
い
。
建
安
十

五
年

(

二
一
〇)
、
十
九
歳
の
曹
植
は
、
父
曹
操
の
庇
護
の
も
と
で
、
た
の
し
く
充
実
し
た
日
々
を
す
ご
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
と
つ

ぜ
ん
、
心
が
お
ど
る
よ
う
な
令
が
、
漢
の
丞
相
た
る
父
か
ら
発
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

｢

求
賢
令｣

で
あ
っ
た
。
曹
植
、
父

の
と
っ
ぴ
な
言
動
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
の
は
、
た
び
た
び
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
令
の
文
面
を
よ
ん
だ
と
き
も
、｢

わ
が
父

な
が
ら
、
す
ご
い｣

と
一
驚
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の

｢

求
賢
令｣

と
は
、
朝
廷
に
有
能
な
者
を
あ
つ
め
た
い
。
下
層
の
者
で
も
よ
い
の
で
、
推
薦
し
て
ほ
し
い

と
い
う
も

の
で
、
そ
れ
自
体
は
、
ご
く
平
凡
な
求
賢

(

人
材
採
用)

の
布
告
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
そ
の
求
賢
の
内
容
た
る
や
、
お
ど
ろ
く
べ
き

も
の
だ
っ
た
。
そ
の
大
要
は
つ
ぎ
の
ご
と
し
。｢

天
下
は
な
お
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
れ
ば
、
い
ま
こ
そ
求
賢
を
い
そ
が
ね
ば
な

ら
ぬ
。
…
…
廉
潔
な
人
物
ば
か
り
あ
つ
め
て
い
た
ら
、
斉
の
桓
公
は
覇
者
と
は
な
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
い
ま
天
下
に
、
志
を
え
ず
、

浜
辺
で
釣
り
糸
を
た
ら
し
て
い
る
者
は
お
ら
ぬ
か
。
兄
嫁
と
密
通
し
た
り
、
収
賄
し
た
り
し
た
者
で
も
か
ま
わ
ぬ
。
諸
君
よ
、[

廉

潔
の
士
で
な
く]

才
能
あ
る
人
物
を
こ
そ
推
薦
し
て
く
れ
。
才
能
が
あ
る
こ
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け
が
条
件
だ
。
そ
う
し
た
者
を
、
余

は
採
用
す
る
で
あ
ろ
う｣

。

求
賢
令
を
発
布
す
る
場
合
、
通
常
だ
っ
た
ら
、
儒
教
ふ
う
徳
目
、
た
と
え
ば
賢
良
や
方
正
や
孝
廉
な
ど
に
ひ
い
で
た
人
物
を
、
推

薦
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
だ
と
、
い
わ
ば
お
行
儀
の
よ
い
人
物
ば
か
り
が
あ
つ
ま
っ
て
き
、
真
に
才
能
あ
る
人
物
は
推
薦

さ
れ
に
く
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
曹
操
は
、｢

お
行
儀
が
わ
る
く
て
も
よ
い
。
才
能
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん
な
者
で
も
よ
い
ぞ
。
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兄
嫁
と
密
通
し
た
り
、
収
賄
し
た
り
し
て
い
る
者
で
も
か
ま
わ
ぬ｣

と
い
う
の
で
あ
る
。
儒
教
の
か
た
ぐ
る
し
い
教
え
な
ど
一
蹴
し
、

才
能
一
辺
倒
の
求
賢

(

原
文
は

｢

唯
才
是
挙｣)

に
徹
底
し
て
い
る
。
じ
つ
に
破
天
荒
な
、
そ
し
て
じ
つ
に
曹
操
ら
し
い
リ
ク
ル
ー

ト
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
父
の

｢

求
賢
令｣

発
布
が
、
隠
者

(

才
あ
る
者)

に
出
仕
を
う
な
が
す
、
息
子
の

｢

七
啓｣

創
作
に
つ
な
が
っ
た
ら
し
い
。

そ
う
し
た
見
か
た
が
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
、
ほ
ぼ
通
説
と
な
っ
て
い
る

(

７)

。

く
わ
え
て
曹
植
は
、
以
前
か
ら
七
ジ
ャ
ン
ル
が
す
き
だ
っ
た
よ
う
だ
。｢

七
啓｣

の
序
文
で
彼
は
い
う
。｢

む
か
し
枚
乗
は
七
発
を

作
り
、
さ
ら
に
傅
毅
は
七
激
、
張
衡
は
七
弁
、
崔
�
は
七
依
を
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
く
っ
た
。
文
辞
は
ど
れ
も
美
麗
で
、
私
は
こ
れ
ら
を

こ
の
ん
だ
。
そ
こ
で
七
啓
を
つ
く
り
、
王
粲
に
も
同
作
さ
せ
た｣

と
。
こ
れ
に
よ
る
と
曹
植
は
、
以
前
か
ら
七
ジ
ャ
ン
ル
の
有
す
る

美
麗
な
行
文
が
、
た
い
そ
う
気
に
い
っ
て
も
い
た
の
だ
っ
た
。

す
る
と
、
こ
の

｢

七
啓｣

の
創
作
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
以
前
か
ら
七
の
文
を
こ
の
ん
で
い
た
曹
植

は
、
父
の
大
胆
な

｢

求
賢
令｣

に
刺
激
さ
れ
て
、
父
の
求
賢
を
側
面
か
ら
応
援
し
よ
う
と
お
も
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
、
隠
者
を
出
仕

さ
せ
よ
う
と
す
る
七
ジ
ャ
ン
ル
を
つ
づ
っ
て
、
山
林
に
ひ
そ
む
隠
者
だ
け
で
な
く
、
才
能
を
も
ち
な
が
ら
野
に
い
る
人
び
と
に
対
し

て
も
、
出
仕
を
よ
び
か
け
よ
う
と
し
た

。

こ
の
七
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
通
常
つ
ぎ
の
よ
う
な
七
段
の
構
成
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
説
得
役
が
隠
者
を
出
仕
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
、
ご
ち
そ
う
や
美
服
、
狩
猟
、
高
楼
、
歌
舞
、
美
女
等
の
楽
し
み
を
、
隠
者
に
む
か
っ
て
熱
心
に
か
た
り
か
け
る
。｢

世
間

に
は
こ
ん
な
…
…
の
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
よ
。
隠
所
を
で
て
、
た
の
し
ま
れ
ま
せ
ん
か｣

。
か
く
六
度
に
わ
た
っ
て
隠
者
を
い
ざ
な

う
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
関
心
を
し
め
さ
な
い

(

六ろ
く

否ひ)

。
そ
こ
で
説
得
役
は
七
度
目
に
、
明
君
の
統
治
の
す
ば
ら
し
さ
を
か
た
る
。

す
る
と
隠
者
は
心
を
う
ご
か
さ
れ
、
つ
い
に
世
に
で
て
出
仕
す
る
決
意
を
し
た(
一い
ち

是ぜ)

と
い
う
構
成
で
あ
る
。｢

七｣

の
ジ
ャ
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ン
ル
名
も
、
こ
の
七
段
の
構
成
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
七
の
文
、
形
式
上
は
、
最
後
の

｢

明
君
の
統
治
の
す
ば
ら
し
さ｣

を
か
た
っ
た
一
是
の
部
分
が
、
中
心
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
か
し
実
態
と
し
て
は
、
隠
者
か
ら
は
関
心
を
よ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ご
ち
そ
う
や
狩
猟
、
歌
舞
、
美
女
等
を
列

挙
し
た
六
否
の
部
分
の
ほ
う
が
、
七
ジ
ャ
ン
ル
の
眼
目
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
叙
さ
れ
る
六
否

(

狩
猟
や
歌
舞)

の
豪
勢
さ
や
ぜ
い

た
く
さ
が
、
読
者
の
欲
望
や
想
像
力
を
刺
激
し
て

｢

あ
あ
、
い
い
な
あ｣

と
お
も
わ
せ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
文
に
と
っ
て
は
、
も
っ

と
も
重
要
な
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
七
は
真
摯
な
招
隠
の
文
と
い
う
よ
り
、
娯
楽
的
か
つ
遊
戯
的
な
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
曹
植
の

｢

七
啓｣
で
は
、
そ
う
し
た
通
常
の

｢

七｣

の
文
と
こ
と
な
り
、
最
後
に
で
て
く
る
明
君
の
統
治
を
か
た
る
部

分
に
も
、
重
心
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。

ま
ず
は
、
説
得
役
が
隠
者
に
む
け
て
か
た
る
六
つ
の
楽
し
み

(

六
否)

の
な
か
か
ら
、
美
姫
と
狩
猟
と
を
叙
し
た
部
分
を
し
め
そ

う
。
曹
植
十
九
歳
時
の
文
藻
の
美
も
し
め
し
た
い
の
で
、
こ
こ
で
は
書
き
く
だ
し
で
引
用
し
よ
う
。

〇
美
姫
を
叙
し
た
部
分

紅
顔
は
笑
う
に
宜よ

く
、
時
に

[

美
姫
は]

吾
子
と
と
も
に
、
手
を
携
え
て
同と
も

に
行
く
。

睇て
い

眄べ
ん

は
光
を
流
す
。

飛
除
を
踐
み
、

華
燭
は
爛

か
が
や
き
、

朱
唇
を
動
か
し
、

羅ら

袂べ
い

を
揚
げ
、

閑
房
に
即
く
。

幄
幕
は
張
る
。

清
商
を
発
す
。

華か

裳
し
ょ
う
を
振
る
う
。

九
秋
の
夕
、
歓
を
為
し
て
未
だ
央つ

き
ず
。
此
れ
声
色
の
妙
な
り
。
子
は
能
く
我
に
従
い
て
之
に
遊
ば
ん
か
。

〇
狩
猟
を
叙
し
た
部
分
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�
徒
は
雲
の
ご
と
く
布し

き
、

丹
旗
は
野
を
燿て
ら

し
、

文
狐
を
曳ひ

き
、

�
�
を
�う

ち
、

武
騎
は
霧
の
ご
と
く
散
ず
。

戈か

殳し
ゅ

は
晧こ
う

�
か
ん

た
り
。

狡
兔
を
�と

る
、

振
鷺
を
拂
う
。

軌
に
当
た
り
て
藉し

か
れ
、
飛
軒
は
電
の
ご
と
く
逝ゆ

き
、
獣
は
輪
に
随
い
て
転め
ぐ

る
。

足
に
�あ

い
て
踐
ま
る
。

冀
は
張
る
に
暇
あ
ら
ず
、

動
け
ば
飛
鋒
に
触
れ
、

林
を
搜さ

が

し
険
を
索も
と

め
、
…
…

足
は
騰あ

ぐ
る
に
及
ば
ず
。

挙
ぐ
れ
ば
軽け
い

�
そ
う

に
挂か
か

る
。

薄
を
探
り
阻そ

を
窮
む
。

此
れ
羽
猟
の
妙
な
り
、
子
能
く
我
に
従
い
て
之
を
観
ん
か
。

前
半
は
美
姫
が
く
つ
ろ
い
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
定
情
賦
な
ど
に
よ
く
み
ら
れ
る
艶
麗
な
描
写
だ
が
、｢

紅
顔
は
笑
う

に
宜｣

い
美
姫
を
え
が
い
て
、
い
か
が
で
す
か
。
こ
う
し
た
美
姫
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
遊
宴
し
ま
せ
ん
か
、
と
隠
者
を
い
ざ
な
っ
て

い
る
。
な
か
な
か
魅
力
的
な
行
文
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
後
半
は
、
狩
猟
の
楽
し
み
を
か
た
っ
た
部
分
。
こ
こ
で
は
、
い
き
い
き
し
た
狩
り
の
場
面
に
注
目
し
よ
う
。
騎
馬
が
野

原
に
集
結
し
、
野
原
に
赤
旗
が
は
た
め
き
、
矛
戟
は
陽
光
に
か
が
や
く
。
猟
人
た
ち
は
鳥
や
獣
を
お
い
つ
め
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
射
か
け

て
ゆ
く
。
車
馬
は
雷
の
ご
と
く
迅
速
に
う
ご
き
、[
射
ら
れ
た]

獣
は
車
輪
の
あ
い
ま
に
こ
ろ
が
る
。
鳥
は
と
び
た
つ
い
と
ま
も
な

く
、
獣
は
に
げ
る
こ
と
が
で
き
ぬ

。
い
さ
ま
し
く
、
ま
た
た
の
し
そ
う
な
狩
猟
の
さ
ま
が
、
対
偶
構
造
の
な
か
で
、
整
然
と
、

そ
し
て
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
叙
さ
れ
て
い
る
。｢

曳ひ

く｣
｢

�と

る｣
｢

�う

つ｣
｢

拂
う｣

と
動
詞
を
た
た
み
か
け
る
の
は
、
狩
り
の
躍

動
感
を
た
か
め
る
た
め
だ
ろ
う
。
わ
か
き
曹
植
の
旺
盛
な
筆
力
を
、
感
じ
さ
せ
る
部
分
で
あ
る
。

そ
の
他
、｢

七
啓｣

で
は
、
美
味
、
美
服
、
宮
殿
、
義
士
な
ど
が
叙
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
六
否
が
い
か
に
た
の
し
く
、

い
か
に
す
ば
ら
し
い
か
を
強
調
し
た
う
え
で
、｢

世
間
に
は
こ
ん
な
よ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
。
隠
所
か
ら
で
て
、
私
ど
も
と
た
の
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し
み
ま
せ
ん
か｣

と
い
ざ
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
六
否
の
叙
述
は
、
い
わ
ば
六
篇
の
賦
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
も
の
と
い

え
、
美
麗
な
行
文
が
連
続
す
る
た
い
へ
ん
な
雄
篇
と
な
っ
た
。
劉
�
は
こ
の

｢

七
啓｣

を
評
し
て
、｢

美
を
宏
壮
に
取
る｣

、
宏
大
壮

観
な
点
に
美
点
を
み
い
だ
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
い
い
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
曹
植｢

七
啓｣

で
は
こ
う
し
た
六
否
だ
け
で
な
く
、
最
後
の
一
是
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
重
み
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
七
ジ
ャ

ン
ル
の
祖
と
さ
れ
る
枚
乗

｢

七
発｣

で
は
、
こ
の
一
是
は
叙
さ
れ
な
い
ま
ま
で
お
わ
っ
て
い
た
。
枚
乗
の
意
識
で
は
、
重
要
な
の
は

楽
し
み
を
か
た
っ
た
六
否
の
部
分
だ
け
で
あ
り
、
か
た
ぐ
る
し
い
一
是
な
ど
、
な
く
て
も
よ
い
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
は
、｢

七
発｣
は
い
か
に
も
、
俳
倡
ふ
う
宮
廷
文
人
が
つ
づ
っ
た
作
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
曹
植

｢
七
啓｣

は
そ
う
で
は
な
い
。
最
後
の
一
是
で
も
、
た
い
へ
ん
力
が
は
い
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

い
ま
天
下
に
は
聖
明
な
宰
相
が
い
て
、
天
子
さ
ま
を
補
佐
し
て
覇
業
を
な
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
度
量
は
天
地

に
ひ
と
し
く
、
光
輝
は
日
月
に
も
お
と
ら
な
い
し
、
そ
の
感
化
力
は
神
祇
に
せ
ま
り
、
精
霊
と
ひ
と
し
い
ほ
ど
で
す
。
恵
み
は

辺
地
ま
で
お
よ
び
、
威
厳
は
全
土
を
お
お
い
、
そ
の
た
め
殷
周
の
こ
ろ
よ
り
平
和
で
、
伏
羲
氏
の
時
代
を
つ
ぐ
ほ
ど
安
泰
と
な

り
ま
し
た
。
漢
朝
は
静
穏
で
、
王
道
は
と
お
く
ゆ
き
わ
た
り
、
民
は
草
の
よ
う
に
な
び
き
、
恩
沢
は
陽
春
の
ご
と
き
で
す
。
岸

辺
に
は
許
由
の
よ
う
な
隠
者
は
お
ら
ず
、
山
林
に
は
巣
父
の
ご
と
き
ひ
と
は
お
り
ま
せ
ん
。

お
か
げ
で
俊
英
た
ち
も
出
仕
し
て
、
王
朝
の
光
輝
に
み
と
れ
て
い
ま
す
。
宰
相
さ
ま
は
、
彼
ら
を
推
挙
し
て
野
に
遺
賢
な
か

ら
し
め
、
得
意
の
分
野
で
活
躍
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
…
…

貴
殿
も
こ
の
太
平
の
民
と
な
っ
て
、
帝
堯
の
御
代
の
ご
と
き
世
に
出
仕
さ
れ
ま
せ
ん
か
。
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世
有
聖
宰
、
翼
帝
霸
世
。

同
量
乾
坤
、
玄
化
参
神
、
与
霊
合
契
。

恵
沢
播
于
黎
苗
、

等
曜
日
月
。

威
霊
震
乎
無
外
、

超
隆
平
于
殷
周
、
踵
羲
皇
而
斉
泰
。

顕
朝
惟
清
、

民
望
如
草
、

河
浜
無
洗
耳
之
士
、

王
道
遐
均
。

我
沢
如
春
。

喬
岳
無
�
居
之
民
。

是
�
俊
乂
来
仕
、
観
国
之
光
。

挙
不
遺
才
、
…
…

進
各
異
方
。

吾
子
為
太
和
之
民
、
不
欲
仕
陶
唐
之
世
乎
。

こ
こ
で
曹
植
は
、
熱
心
に
う
っ
た
え
る
。
い
ま
天
下
に
は
聖
明
な
宰
相
さ
ま
が
い
て
、
天
子
さ
ま
を
補
佐
し
て
覇
業
を
完
成
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
度
量
は
天
地
に
ひ
と
し
く
、
光
輝
は
日
月
に
も
お
と
ら
ぬ
ほ
ど
。
そ
し
て
宰
相
さ
ま
は
、
俊
英
た
ち
を
推

挙
し
て
野
に
遺
賢
な
か
ら
し
め
、
得
意
の
分
野
で
活
躍
さ
せ
て
い
る
。
貴
殿
も
太
平
の
世
の
民
と
な
っ
て
、
帝
堯
の
御
代
の
ご
と
き

世
に
お
つ
か
え
さ
れ
ま
せ
ん
か

。

こ
の
一
是
で
は
、
天
子

(

献
帝)

で
な
く
、｢
聖
明
な
宰
相｣

(

原
文
は

｢

聖
宰｣)

が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。

聖
明
な
宰
相
と
は
、
も
ち
ろ
ん
父
の
曹
操
の
こ
と
だ
。
そ
の
偉
大
な
父
親
が
、
こ
の
た
び

｢

求
賢
令｣

を
発
布
し
て
、
有
用
な
人
材

を
ほ
し
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
息
子
た
る
曹
植
が
つ
づ
る

(｢

七
啓｣

中
の)

一
是
に
、
熱
が
こ
も
っ
て
く
る

の
も
と
う
ぜ
ん
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
曹
植

｢

七
啓｣

は
、
こ
の
充
実
し
た
一
是
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
の

｢

唯
才
是
挙｣

の
主

張
を
是
認
し
、
応
援
す
る
作
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の

｢

七
啓｣

、
一
篇
の
文
学
作
品
と
し
て
み
て
み
る
と
、
前
半
の
美
麗
な
行
文
が
連
続
す
る
娯
楽
的
な
六
否
と
、
末
尾
の
政
治

的
主
張
を
お
こ
な
う
真
摯
な
一
是
と
が
、
う
ま
く
連
結
し
、
調
和
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
い
わ
ば
文
学
的
美
麗
さ

(

娯
楽
性)
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と
政
治
的
実
用

(

真
摯
さ)

と
が
、
た
く
み
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梁
の
昭
明
太
子
が
理
想
視
し
た
、
沈
思

(

政
治
的
実

用)

と
翰
藻

(

文
学
的
美
麗
さ)

と
を
兼
備
し
た
作
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の

｢

七
啓｣

に
は
、
そ
う
し
た
二
者

(

文
学
的
美
麗
さ
と
政
治
的
実
用
、
ま
た
は
娯
楽
性
と
真
摯
さ)

の
結
合
に
く
わ
え
て
、
わ
か
き
曹
植
が
邯
鄲
淳
に
し
か
け
た
、
あ
の

｢

天
人｣

ふ
う
初
対
面
と
同
種
の
い
た
ず
ら
心
ご
こ
ろ
も
、
ま
た
ひ
そ

ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

曹
植
は
前
半
の
六
否
で
、
華
麗
な
文
藻
を
ふ
る
っ
て
娯
楽
ふ
う
楽
し
み
を
列
挙
し
、
お
の
が
才
腕
を
誇
示
す
る
。
と
こ
ろ
が
末
尾

の
一
是
に
い
た
る
や
、
筆
を
一
転
さ
せ
て
聖
明
な
宰
相
の
求
賢
ぶ
り
を
賛
美
し
、｢

貴
殿
も
こ
の
太
平
の
世
の
民
と
な
っ
て
、
帝
堯

の
御
代
の
ご
と
き
世
に
出
仕
さ
れ
ま
せ
ん
か｣

と
か
た
っ
て
、
父
曹
操
の

｢

求
賢
令｣

を
応
援
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
論
旨
の
あ
ざ

や
か
な
反
転
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
私
は
こ
れ
を
み
て
、
邯
鄲
淳
と
の
初
対
面
に
お
け
る
同
種
の
反
転
、
す
な
わ
ち

｢

前
半
＝
放
埓
な

振
る
ま
い

↓

後
半
＝
ま
じ
め
な
議
論｣

の
い
た
ず
ら
を
お
も
い
だ
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
も
そ
も
曹
植
が
、
父
の
唯
才
の
人
材
採
用
に
賛
同
し
、
応
援
す
る
だ
け
だ
っ
た
ら
、
た
と
え
ば

｢

唯
才
論｣

と
い
う
論
ジ
ャ
ン

ル
の
文
を
つ
づ
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
通
常
の
や
り
か
た
だ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
曹
植
は
、
そ
う
し
た
真
摯
な
論
で

な
く
、
七
と
い
う
娯
楽
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
え
ら
び

(
曹
植
は
、
王
粲
に
も
七
の
作
を
同
作
さ
せ
て
お
り
、
遊
び
ふ
う
の
感
覚
で

｢

七

啓｣

つ
づ
っ
た
の
は
明
確
で
あ
る)

、
こ
う
し
た
論
旨
反
転
ふ
う
の
作
を
つ
く
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た

｢

七
啓｣

創
作
の
経
緯

に
、
お
の
が
才
能
を
顕
示
し
、
父
曹
操
や
周
辺
の
も
の
を
お
ど
ろ
か
せ
、
ち
ょ
っ
と
自
慢
し
て
や
ろ
う
と
い
う
、
子
ど
も
っ
ぽ
い
い

た
ず
ら
心
が
感
じ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
私
は
、
曹
植
は
こ
の

｢

七
啓｣

に
お
い
て
も
、
邯
鄲
淳
と
初
対
面
の
と
き

(｢

天
人
な
り｣

と
歎
じ
さ
せ
た)

と
ど
う
よ

う
、
あ
ざ
や
か
な
反
転
に
よ
っ
て
よ
む
者
を
あ
っ
け
に
と
ら
せ
、｢

さ
す
が
は
宰
相
の
ご
子
息｣

と
感
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
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な
い
か
、
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
父
曹
操
が

｢

求
賢
令｣

を
発
布
し
た
の
も
、
子
曹
植
が
邯
鄲
淳
と
は
じ
め
て
対
面

し
た
の
も
、
お
な
じ
建
安
十
五
年

(

二
一
〇)

、
曹
植
十
九
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

(

つ
づ
く)

注(

１)

近
刊
の
祝
鼎
民

『

曹
植
年
譜
考
索

阮
籍
生
平
懸
年
考
略』
(

北
京
師
範
大
学
出
版
社

二
〇
二
三)

十
五
頁
は
、
こ
の

｢

求
自
試
表｣

の

同
個
所
中
の

｢
東
は
滄
海
に
臨
み｣

に
注
目
し
、
曹
操
が
建
安
十
一
年

(

曹
植
十
五
歳)

、
管
承
を
う
た
ん
と
し
て
淳
于
の
地
へ
進
攻
し
た

と
き
、
曹
植
も
こ
れ
に
従
軍
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
曹
植
の
初
陣
は
も
う
一
年
は
や
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

２)

後
述
す
る
が
、
こ
の

｢
贈
白
馬
王
彪｣

詩
に
か
ぎ
ら
ず
、
曹
植
の
詩
文
で
は
、
な
に
に
喜
怒
し
、
な
に
を
哀
楽
す
る
に
せ
よ
、
す
べ
て
に
お

い
て
感
情
の
ト
ー
ン
が
た
か
い
。
旧
時
で
は
し
ば
し
ば
、｢

喜
怒
を
顔
色
に
あ
ら
わ
さ
ぬ｣

こ
と
が
君
子
の
た
し
な
み
と
さ
れ
、
褒
め
こ
と

ば
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
み
れ
ば
、
お
の
が
喜
怒
を
す
ぐ
詩
文
に
昇
華
さ
せ
、
激
情
を
ぶ
ち
ま
け
る
曹
植
は
、
と
う

て
い
至
慎
の
君
子
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

(

３)

曹
丕
は
阮
�
の
死
後
、
の
こ
さ
れ
た
寡
婦
や
遺
児
を
い
た
ん
で

｢

寡
婦
賦｣

を
つ
く
り
、
ま
た
王
粲
ら
に
も
同
作
さ
せ
た
。
こ
の
阮
�
の
死

に
関
係
し
た
詩
賦
と
し
て
、｢

寡
婦
賦｣

が
曹
丕
、
王
粲
、
丁
�
に
、｢

寡
婦
詩｣

が
曹
丕
、
曹
植
に
、
そ
れ
ぞ
れ
現
存
し
て
お
り

(

曹
植

｢

寡
婦
詩｣

は
二
句
の
み
の
断
片)

、
他
に
も
か
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
曹
丕
ら
は
、
お
そ
ら
く
の
こ
さ
れ
た
阮

�
の
妻
子
を
援
助
し
た
と
お
も
わ
れ
、
阮
籍
と
魏
廷
と
の
関
係
は
、
そ
う
と
う
つ
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
福
山
泰
男

『

建
安
文
学
の
研
究』

(

汲
古
書
院

二
〇
一
二)

第
四
章
を
参
照
。

(

４)
｢

南
皮
之
遊｣

を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
何
年
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
諸
説
あ
っ
て
、
確
定
で
き
な
い
。
か
り
に
曹
道
衡
・
沈
玉
成

『

中
古
文

学
史
料
叢
考』

(

中
華
書
局

二
〇
〇
三)

三
十
八
頁
に
し
た
が
え
ば
、
建
安
十
年

(

二
〇
五)

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
き
に
曹
丕
は
十

九
歳
、
曹
植
は
そ
れ
よ
り
五
歳
下
の
十
四
歳
で
あ
る
。
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(

５)

松
本
幸
男

『

魏
晋
詩
壇
の
研
究』

(

中
国
芸
文
研
究
会

一
九
九
五)

百
四
十
四
頁
は
、
建
安
十
六
年

(

二
一
一
。
曹
丕
二
十
五
歳
、
曹
植

二
十
歳)

ご
ろ
が
、
曹
丕
曹
植
兄
弟
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
幸
福
な
時
期
だ
っ
た
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曹
兄
弟
に
よ
る
た
の
し

い
宴
遊
を
詳
述
し
た
論
文
は
、
鈴
木
修
次

『

漢
魏
詩
の
研
究』

や
こ
の
松
本
氏
の
大
著
を
は
じ
め
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
私
も
拙
著

『
六
朝
の
遊
戯
文
学』

(

汲
古
書
院

二
〇
〇
七)

第
四
章
で
す
こ
し
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

(

６)
｢

七｣
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

梁
の
蕭
兄
弟
―
昭
明
太
子
・
簡
文
帝
・
元
帝
―』

(

汲
古
書
院

二
〇
二
四)

の
第
三
、
十
章
で

も
ふ
れ
て
お
い
た
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

(

７)

徐
公
持

『

曹
植
年
譜
考
証』

百
五
十
四
頁

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社

二
〇
一
六)

は
例
外
的
に
、
こ
の

｢

七
啓｣

の
創
作
を
曹
植
十
九
歳

で
な
く
、
二
十
二
歳

(
建
安
一
八
年)

の
と
き
だ
っ
た
と
す
る
。
た
だ
私
見
に
よ
れ
ば
、
徐
氏
の
推
測
は
や
や
根
拠
が
よ
わ
い
よ
う
に
お
も

わ
れ
、
本
稿
で
は
十
九
歳
創
作
説
の
ほ
う
に
し
た
が
う
。
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