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は
じ
め
に

　

三
国
魏
の
曹
植
（
一
九
二
―
二
三
二
）
は
、
漢
魏
六
朝
時
代
を
通

じ
て
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
な
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
詩
人
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
文
選
』
李
善
注
に
引
く
こ
の
時
代
の
文
学
作
品
の
中

で
、
曹
植
の
そ
れ
は
群
を
抜
い
て
多
い
（
（
（

。
彼
の
言
葉
は
こ
の
時
代
、

実
に
多
く
の
人
々
の
間
に
波
及
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ

う
か
。
曹
植
文
学
の
評
価
が
定
ま
っ
た
今
の
時
点
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
彼
の
作
品
は
当
代
随
一
の
水
準
な
の
だ
か
ら
、
多
く
の
人
々
に

摂
取
さ
れ
て
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
人
が

他
者
の
言
葉
の
中
に
光
を
見
出
し
、
受
け
と
め
、
そ
れ
を
深
く
内
面

化
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
理
由
と
は
異
な
る
何
か

が
あ
る
は
ず
だ
と
筆
者
は
思
う
。
で
は
、
そ
の
何
か
と
は
何
か
。
そ

れ
を
、
本
稿
で
は
阮
籍
（
二
一
〇
―
二
六
三
）
の
「
詠
懐
詩
」
と
曹

植
作
品
と
の
間
に
探
り
た
い
。
そ
し
て
、
曹
植
か
ら
阮
籍
へ
受
け
渡

さ
れ
た
言
語
表
現
を
手
掛
か
り
に
、
漢
代
宴
席
文
芸
か
ら
脱
皮
す
る

こ
と
と
な
っ
た
曹
植
文
学
の
新
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
初
唐
に
成
っ
た
『
藝
文
類
聚
』
は
、
巻
二
六
・
人
部
十

「
言
志
」
の
詩
の
項
の
冒
頭
に
、「
魏
陳
思
王
曹
植
詩
」
と
題
し
て
次

の
佚
詩
句
を
引
く
。

慶
雲
未
時
興　
　

慶
雲　

未
だ
時
な
ら
ず
し
て
興
こ
り

雲
竜
潜
作
魚　
　

雲
竜　

潜ひ
そ

か
に
魚
と
作な

る

神
鸞
失
其
儔　
　

神
鸞　

其
の
儔

と
も
が
らを

失
ひ
て

還
従
燕
雀
居　
　

還か
へ

つ
て
燕
雀
に
従
ひ
て
居
る

そ
し
て
、
こ
れ
に
続
け
て
夥
し
い
数
の
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
を
引
い
て

い
る
。
今
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
記
載
順
に
示
せ
ば
、
ま
ず
四
言
の

「
天
地
烟
熅
」「
月
明
星
稀
」、
次
い
で
五
言
「
詠
懐
詩
」
其
五
十
九
（
（
（

「
河
上
有
丈
人
」、
其
四
十
五
「
幽
蘭
不
可
佩
」、
其
三
十
一
「
駕
言

発
魏
都
」、
其
七
十
一
「
木
槿
栄
丘
墓
」、
其
三
十
四
「
一
日
復
一
朝

（
朝
字
、『
類
聚
』
は
日
に
作
る
）」、
其
四
十
三
「
鴻
鵠
相
随
飛
」、

 　
　

曹
植
文
学
の
画
期
性
―
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
へ
の
継
承
に
着
目
し
て
―

　
　
　
　　

柳　

川　

順　

子　
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其
四
十
六
「
鷽
鳩
飛
桑
楡
」、
其
三
「
嘉
樹
下
成
蹊
」、
其
四
「
天

馬
出
西
北
」、
其
五
「
平
生
少
年
時
」、
其
九
「
歩
出
上
東
門
」、
其

十
五
「
昔
年
十
四
五
」、
其
十
六
「
徘
徊
蓬
池
上
」、
其
八
「
灼
灼
西

頽
日
（『
類
聚
』
は
「
寧
与
燕
雀
翔
」
以
下
を
引
く
）」、
其
十
「
北

里
多
奇
舞
」、
其
一
「
夜
中
不
能
寐
」
の
十
八
首
で
あ
る
。『
藝
文
類

聚
』
に
引
く
阮
籍
詩
は
す
べ
て
二
十
五
箇
所
、
そ
の
大
半
が
こ
こ
に

あ
る
。
こ
れ
ら
は
『
藝
文
類
聚
』
の
編
纂
者
ら
に
、「
志
を
言
う
」

い
か
に
も
阮
籍
ら
し
い
詩
と
認
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の

は
、
こ
の
最
後
の
詩
の
ひ
と
つ
前
に
、
曹
植
「
雑
詩
六
首
」
其
四

（『
文
選
』
巻
二
九
）「
南
国
有
佳
人
」
が
、
阮
籍
の
詩
と
し
て
紛
れ

込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
六
朝
期
を
抜
け
た
七
世
紀
初
め
の
人
々

は
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
中
に
、
曹
植
の
あ
る
種
の
詩
と
共
鳴
し
あ

う
も
の
を
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
現
代
の
私

た
ち
の
目
か
ら
見
て
も
首
肯
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
近

似
性
は
偶
然
の
産
物
か
、
そ
れ
と
も
阮
籍
が
曹
植
文
学
を
受
容
し
た

結
果
な
の
か
。

　

阮
籍
「
詠
懐
詩
」
が
、
漢
代
の
古
詩
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
普

遍
的
な
次
元
へ
と
押
し
上
げ
た
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
（
（
（

。
一
方
、
曹
植
作
品
に
も
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
建
安
詩

人
た
ち
の
作
品
の
中
に
も
、
漢
代
詩
歌
を
取
り
込
ん
で
昇
華
し
た
形

跡
は
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。
曹
植
と
阮
籍
と
、
そ
の
作
品
は
同
じ
詩

歌
群
を
土
壌
と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
発

想
や
措
辞
が
似
て
く
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
二
人
の
作
品

の
間
に
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
る
。

そ
う
判
断
し
得
る
理
由
を
以
下
に
述
べ
、
こ
の
こ
と
が
指
し
示
す
曹

植
作
品
の
画
期
性
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
考
察
を
試
み
た
い
。

一

　

現
存
す
る
漢
魏
六
朝
期
の
詩
歌
の
中
で
、
曹
植
と
阮
籍
の
作
品
に

の
み
見
え
る
語
句
が
あ
る
（
（
（

。
そ
れ
は
、
石
製
の
楽
器
「
磬
」
の
よ
う

に
腰
を
「
折
」
り
曲
げ
る
こ
と
を
い
う
「
磬
折
」
と
い
う
言
葉
で

あ
る
。
ま
ず
、
阮
籍
詩
に
お
け
る
そ
れ
か
ら
見
て
み
よ
う
。
阮
籍

は
「
詠
懐
詩
」
の
三
箇
所
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と

つ
、
其
八
（『
文
選
』
巻
二
三
「
詠
懐
詩
十
七
首
」
其
十
四
）
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
（
（
（

。

灼
灼
西
頽
日　
　

灼
灼
と
し
て
西
に
頽く

づ

る
る
日

餘
光
照
我
衣　
　

餘
光　

我
が
衣
を
照
ら
す

迴
風
吹
四
壁　
　

迴
風　

四
壁
を
吹
き

寒
鳥
相
因
依　
　

寒
鳥　

相
因
り
依
る

周
周
尚
銜
羽　
　

周
周
も
尚
ほ
羽
を
銜
み

蛩
蛩
亦
念
饑　
　

蛩
蛩
も
亦
た
饑
ゑ
を
念
ふ

如
何
当
路
子　
　

如
何
ぞ　

当
路
の
子
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磬
折
忘
所
帰　
　

磬
折
し
て
帰
る
所
を
忘
る
る

豈
為
夸
与
名　
　

豈
に
夸
と
名
と
の
為
に

憔
悴
使
心
悲　
　

憔
悴
し
て
心
を
悲
し
ま
し
め
ん
や

寧
与
燕
雀
翔　
　

寧
ろ
燕
雀
と
翔
り

不
随
黄
鵠
飛　
　

黄
鵠
に
随
ひ
て
飛
ば
ざ
れ

黄
鵠
遊
四
海　
　

黄
鵠　

四
海
に
遊
ぶ
も

中
路
将
安
帰　
　

中
路　

将は

た
安い

づ

く
に
か
帰
ら
ん

　

本
詩
の
前
半
六
句
で
は
、
赤
々
と
光
を
放
ち
な
が
ら
西
に
落
ち
て

ゆ
く
太
陽
、
寒
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
中
、
身
を
寄
せ
合
っ
て
生
き
る
ほ

か
な
い
小
禽
獣
の
有
様
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
現

王
朝
の
凋
落
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
七
句

目
以
降
に
詠
じ
ら
れ
る
の
は
、
今
を
時
め
く
「
当
路
の
子
」
の
、

「
磬
折
」
し
て
帰
る
べ
き
本
源
を
忘
れ
果
て
て
い
る
姿
で
あ
る
。
作

者
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
虚
栄
や
名
誉
の
た
め
に
、
神
経
を
す
り

減
ら
し
て
五
臓
六
腑
を
傷
め
つ
け
る
よ
う
な
生
き
方
で
あ
り
、
そ
う

し
た
彼
ら
に
は
、
断
じ
て
同
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

　
「
磬
折
」
と
い
う
語
は
、「
詠
懐
詩
」
其
十
二
（『
文
選
』
所
収

「
十
七
首
」
其
四
）
に
も
次
の
と
お
り
見
え
て
い
る
。

昔
日
繁
華
子　
　

昔
日　

繁
華
の
子

安
陵
与
竜
陽　
　

安
陵
と
竜
陽
と

夭
夭
桃
李
花　
　

夭
夭
た
る
桃
李
の
花

灼
灼
有
煇
光　
　

灼
灼
と
し
て
煇
光
有
り

悦
懌
若
九
春　
　

悦
懌　

九
春
の
若
く

磬
折
似
秋
霜　
　

磬
折　

秋
霜
に
似
た
り

流
眄
発
姿
媚　
　

流
眄
し
て
姿
媚
を
発
し

言
笑
吐
芬
芳　
　

言
笑
し
て
芬
芳
を
吐
く

携
手
等
歓
愛　
　

手
を
携
へ
て
歓
愛
を
等
し
く
し

宿
昔
同
衣
裳　
　

宿
昔　

衣
裳
を
同
じ
く
す

願
為
双
飛
鳥　
　

願
は
く
は
双
飛
の
鳥
と
為
り

比
翼
共
翺
翔　
　

翼
を
比な

ら

べ
て
共
に
翺
翔
せ
ん
こ
と
を

丹
青
著
明
誓　
　

丹
青
も
て
明
誓
を
著
し

千
載
不
相
忘　
　

千
載　

相
忘
れ
ず

　

こ
の
詩
で
は
、
か
つ
て
戦
国
楚
の
安
陵
君
や
魏
の
竜
陽
君
ら
が
主

君
に
媚
態
を
尽
く
し
、
そ
の
寵
愛
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
様
子
を
詠

ず
る
中
に
、
秋
の
霜
に
打
ち
し
お
れ
る
よ
う
な
姿
の
「
磬
折
」
が
登

場
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
佞
倖
の
者
た
ち
は
、
前
掲
詩
其
八
に

も
現
れ
た
、
飛
翔
す
る
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

其
八
の
「
当
路
子
」
も
其
十
二
の
「
繁
華
子
」
も
、「
磬
折
」
と
い

う
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
有
力
者
と
の
絆
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
元
手

に
今
を
時
め
く
富
貴
の
地
位
に
昇
っ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
だ

が
、
阮
籍
が
描
く
彼
ら
の
行
く
末
に
は
、
ど
こ
か
不
吉
で
冷
や
や
か

な
予
感
が
纏
わ
り
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
特
に
其
八
の
詩
に
顕
著
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な
よ
う
に
、
彼
ら
の
背
後
に
凋
落
の
気
配
が
濃
厚
に
立
ち
込
め
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
阮
籍
は
「
磬
折
」
と
い
う
語
を
、
別
の
作
品
「
大
人

先
生
伝
」
の
中
で
も
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
俗
儒
が
大
人

先
生
に
書
簡
を
送
り
、
そ
の
中
で
、
儒
家
的
規
範
に
則
っ
て
ふ
る
ま

う
君
子
が
い
か
に
立
派
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
部
分
に
、

「
立
則
磬
折
、
拱
若
抱
鼓
（
立
て
ば
則
ち
磬
折
、
拱
す
れ
ば
鼓
を
抱

く
が
若
し
）」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
フ
レ
ー

ズ
は
、『
韓
詩
外
伝
』
巻
一
に
、
天
子
の
馬
車
を
操
る
者
た
ち
の
所

作
を
描
写
し
て
い
う
「
立
則
磬
折
、
拱
則
抱
鼓
、
行
歩
中
規
、
折
旋

中
矩
（
立
て
ば
則
ち
磬
折
、
拱
す
れ
ば
則
ち
鼓
を
抱
く
が
ご
と
く
、

行
歩
す
れ
ば
規
に
中あ

た
り
、
折
旋
す
れ
ば
矩
に
中
た
る
）」
や
、
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
、
劉
向
『
説
苑
』
修
文
篇
に
い
う
「
行
歩
中
矩
、

折
旋
中
規
、
立
則
磬
折
、
拱
則
抱
鼓
」
を
明
ら
か
に
踏
ま
え
て
い

る
。
阮
籍
は
、
か
の
俗
儒
に
『
韓
詩
外
伝
』
や
『
説
苑
』
に
見
え
る

句
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
言
わ
せ
た
後
、
そ
の
浅
は
か
さ
、
視
野
の

狭
さ
を
、
大
人
先
生
の
口
を
借
り
て
笑
い
飛
ば
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

で
は
、「
大
人
先
生
伝
」
の
中
の
俗
儒
が
、「
詠
懐
詩
」
に
も
登
場

し
て
「
磬
折
」
し
て
い
る
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
。
実
は
、

「
詠
懐
詩
」
其
六
十
七
に
見
え
る
「
磬
折
執
珪
璋
（
磬
折
し
て
珪
璋

を
執
る
）」
人
物
は
こ
れ
に
近
い
。
儒
教
的
規
範
に
則
っ
て
ふ
る
ま

う
彼
に
、
阮
籍
は
こ
の
詩
の
末
尾
で
「
委
曲
周
旋
の
儀
、
姿
態
は
我

が
腸
を
愁
へ
し
む
」
と
憐
憫
の
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
と
、

前
掲
の
其
八
や
其
十
二
の
「
磬
折
」
と
を
比
べ
て
ど
う
だ
ろ
う
。
思

う
に
、「
大
人
先
生
伝
」
や
「
詠
懐
詩
」
其
六
十
七
で
は
、
世
間
の

規
範
に
適
う
動
作
を
こ
の
語
が
言
い
表
し
て
い
る
。
一
方
、
前
掲
の

二
首
の
詩
で
は
、
有
力
者
に
迎
合
し
て
へ
つ
ら
う
姿
が
「
磬
折
」
と

表
現
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
腰
を
折
り
曲
げ
る
動
作
で
は
あ
っ
て
も
、

何
に
対
す
る
所
作
な
の
か
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
李
善
は
鋭
敏
に
捉
え
た
結
果
、『
文
選
』
巻
二
三
所
収
「
詠
懐

詩
」
に
現
れ
た
二
つ
の
「
磬
折
」
の
い
ず
れ
に
も
、
典
拠
と
し
て

『
尚
書
大
伝
』（
佚
）
に
い
う
「
諸
侯
来
、
受
命
周
公
、
莫
不
磬
折

（
諸
侯
来
り
て
、
命
を
周
公
に
受
け
、
磬
折
せ
ざ
る
は
莫な

し
）」
を
挙

げ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
『
尚
書
大
伝
』
の
記
事
は
、
周
王
朝
の
基
礎

を
築
い
た
周
公
旦
か
ら
、
諸
侯
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
命
を
受
け
た
こ
と

を
い
う
も
の
で
、
彼
ら
が
周
公
旦
に
へ
り
く
だ
る
姿
を
「
磬
折
」
と

記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、「
磬
折
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
は
、
本
来
阿
諛
追
従
と

い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
礼
記
』
曲
礼
下
に
、

主
客
の
間
で
物
を
や
り
取
り
す
る
際
の
所
作
を
記
し
て
「
立
則
磬
折

垂
佩
（
立
て
ば
則
ち
磬
折
し
て
佩
を
垂
る
）」
と
い
う
よ
う
に
、
儒
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教
社
会
に
お
い
て
、
目
上
の
者
に
恭
順
の
姿
勢
を
取
る
の
は
極
め
て

自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
先
の
「
詠
懐
詩
」
其
六
十
七
に
見
え
て
い

た
「
磬
折
」
も
こ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
掲
の
『
尚
書
大
伝
』

に
し
て
も
同
様
で
、
そ
こ
に
批
判
的
な
意
味
は
込
め
ら
れ
て
い
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
阮
籍
詩
に
お
け
る
「
磬
折
」
は
、
有
力
者
に
媚
び

へ
つ
ら
う
醜
悪
な
姿
を
指
し
て
い
う
。
こ
の
発
想
は
ど
こ
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
自
身
、
常
日
頃
そ
の
よ
う
な
俗
物
た
ち

に
囲
ま
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
語
に
独
自
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付

加
し
た
の
だ
、
と
片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
眼
前
に
あ
る
現

実
と
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
の
間
に
は
、
大
き
な
跳
躍
が

あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
で
は
、
そ
の
跳
躍
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
何

か
。

二

　

阮
籍
は
、
権
力
者
に
へ
つ
ら
う
者
の
姿
を
描
写
す
る
の
に
、
他
の

言
葉
で
は
な
く
、「
磬
折
」
と
い
う
語
を
選
ん
で
用
い
た
。
そ
の
契

機
と
な
っ
た
の
は
、
曹
植
の
「
箜
篌
引
」（『
文
選
』
巻
二
十
七
）
で

は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
理
由
を
述
べ
る
に
当
た
っ

て
、
ま
ず
そ
の
曹
植
作
品
の
全
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

置
酒
高
殿
上　
　

置
酒
す　

高
殿
の
上

親
友
従
我
游　
　

親
友　

我
に
従
ひ
て
游
ぶ

中
厨
辦
豊
膳　
　

中
厨　

豊
膳
を
辦さ

ば

き

烹
羊
宰
肥
牛　
　

羊
を
烹に

て
肥
牛
を
宰さ

く
」

秦
箏
何
慷
慨　
　

秦
箏　

何
ぞ
慷
慨
た
る

斉
瑟
和
且
柔　
　

斉
瑟　

和
に
し
て
且
つ
柔
な
り

陽
阿
奏
奇
舞　
　

陽
阿　

奇
舞
を
奏
し

京
洛
出
名
謳　
　

京
洛　

名
謳
を
出
だ
す
」

楽
飲
過
三
爵　
　

楽
し
み
飲
み
て
三
爵
を
過
ぎ

緩
帯
傾
庶
羞　
　

帯
を
緩
め
て
庶
羞
を
傾
く

主
称
千
金
寿　
　

主
は
称
す　

千
金
の
寿

賓
奉
万
年
酬　
　

賓
は
奉
ず　

万
年
の
酬
」

久
要
不
可
忘　
　

久
要　

忘
る
可
か
ら
ず

薄
終
義
所
尤　
　

終
は
り
に
薄
き
は
義
の
尤と

が

む
る
所
な
り

謙
謙
君
子
徳　
　

謙
謙
た
る
君
子
の
徳

磬
折
欲
何
求　
　

磬
折
し
て
何
を
か
求
め
ん
と
欲
す
る
」

驚
風
飄
白
日　
　

驚
風　

白
日
を
飄

ひ
る
が
へし

光
景
馳
西
流　
　

光
景　

馳
せ
て
西
に
流
る

盛
時
不
再
来　
　

盛
時　

再
び
は
来
ら
ず

百
年
忽
我
遒　
　

百
年　

忽た
ち
まち

我
に
遒を

は

る
」

生
存
華
屋
処　
　

生
存
し
て
は
華
屋
に
処
る
も

零
落
帰
山
丘　
　

零
落
し
て
は
山
丘
に
帰
る

先
民
誰
不
死　
　

先
民　

誰
か
死
せ
ざ
ら
ん
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知
命
復
何
憂　
　

命
を
知
ら
ば
復
た
何
を
か
憂
へ
ん
」

　

立
派
な
御
殿
に
、
豊
か
な
食
膳
が
並
び
、
多
彩
な
歌
舞
が
披
露
さ

れ
る
宴
席
を
詠
じ
た
楽
府
詩
で
あ
る
。
そ
の
歓
楽
の
場
で
、
お
そ
ら

く
は
客
が
主
に
何
ら
か
の
手
厚
い
待
遇
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
四

句
ず
つ
ひ
と
ま
と
ま
り
を
為
す
第
四
段
落
、
主
は
客
に
向
か
っ
て
こ

う
言
う
。「
昔
の
約
束
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
最
後
に
な
っ
て

薄
情
な
待
遇
を
す
る
の
は
仁
義
と
し
て
咎
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
だ
。

謙
譲
は
君
子
の
美
徳
だ
と
は
い
う
け
れ
ど
、
磬
の
ご
と
く
腰
を
折
り

曲
げ
て
、
そ
な
た
は
私
に
何
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。」

　

こ
こ
に
見
え
る
「
磬
折
」
に
つ
い
て
、『
文
選
』
李
善
注
は
、
前

述
の
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
対
す
る
の
と
同
様
、『
尚
書
大
伝
』
に
い

う
「
諸
侯
来
、
受
命
周
公
、
莫
不
磬
折
」
を
踏
ま
え
る
も
の
だ
と
注

し
て
い
る
。
曹
植
の
詩
は
、
こ
の
語
を
用
い
て
客
の
過
剰
な
ま
で
の

謙
譲
ぶ
り
を
や
や
諧
謔
的
に
描
写
し
、
相
手
に
対
す
る
慰
撫
と
と
も

に
、
そ
れ
を
軽
く
い
な
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
う
感
じ
さ

せ
る
の
は
、
こ
の
「
磬
折
欲
何
求
」
に
先
ん
じ
る
一
連
の
句
で
あ

る
。
直
前
に
見
え
る
「
謙
謙
君
子
徳
」
は
、『
易
』
謙
卦
、
初
六
の

爻
辞
・
象
伝
に
い
う
「
謙
謙
君
子
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
、

直
接
引
用
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
こ
は
か
と
な
い
ユ
ー
モ
ア
が
漂
う
。

ま
た
、
そ
の
前
の
二
句
で
は
、
自
分
は
「
久
要
」（『
論
語
』
憲
問

篇
）
を
忘
れ
な
い
、「
薄
終
」（『
列
子
』
力
命
篇
）
は
し
な
い
人
間

で
あ
る
か
ら
、
ど
う
か
安
心
さ
れ
よ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

阮
籍
詩
に
見
た
よ
う
な
痛
烈
な
俗
物
批
判
は
認
め
ら
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
李
善
注
に
指
摘
す
る
と
お
り
、「
磬
折
」
と
い
う
語
が
、
さ

る
人
物
に
対
す
る
恭
順
の
姿
勢
を
言
い
表
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は

一
致
し
て
い
る
。
加
え
て
、「
欲
何
求
」
と
い
う
措
辞
か
ら
は
、
自

身
に
対
し
て
腰
を
折
り
曲
げ
る
者
た
ち
の
有
様
に
、
曹
植
が
一
抹
の

俗
臭
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
阮
籍
の
「
磬
折
」
は
、

曹
植
の
こ
の
表
現
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
増
幅
さ
せ
た
も
の
な
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

　

曹
植
の
「
箜
篌
引
」
は
、
宴
の
情
景
を
描
く
楽
府
詩
で
あ
る
。
漢

魏
当
時
の
宴
席
は
、
同
席
者
が
共
に
歓
楽
を
尽
く
す
場
で
あ
る
と
同

時
に
、
本
詩
に
も
詠
じ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
有
力
者
の
も
と
に
知

識
人
た
ち
が
蝟
集
し
て
厚
遇
を
求
め
る
、
世
俗
的
な
欲
望
の
渦
巻
く

場
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
た
と
え
ば
次
に
示
す
「
古
詩

十
九
首
」
其
四
（『
文
選
』
巻
二
九
）
か
ら
も
窺
え
る
。

今
日
良
宴
会　
　

今
日
の
良
き
宴
会

歓
楽
難
具
陳　
　

歓
楽　

具つ
ぶ
さに

は
陳
べ
難
し

弾
箏
奮
逸
響　
　

箏
を
弾
じ
て
逸
響
を
奮
ひ

新
声
妙
入
神　
　

新
声　

妙
に
し
て
神
に
入
る

令
徳
唱
高
言　
　

令
徳　

高
言
を
唱
ふ

識
曲
聴
其
真　
　

曲
を
識
る
も
の　

其
の
真
を
聴
け
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斉
心
同
所
願　
　

心
を
斉
し
く
し
て
願
ふ
所
を
同
じ
く
す
る
も

含
意
倶
未
申　
　

意
を
含
み
て
倶と

も

に
未
だ
申
べ
ず

人
生
寄
一
世　
　

人
生　

一
世
に
寄
り
て

奄
忽
若
飆
塵　
　

奄
忽
た
る
こ
と
飆
塵
の
若
し

何
不
策
高
足　
　

何
ぞ
高
足
に
策む

ち
うち

て

先
拠
要
路
津　
　

先
づ
要
路
の
津
に
拠
ら
ざ
る

無
為
守
窮
賤　
　

為
す
無
か
れ　

窮
賤
を
守
り

坎
軻
長
苦
辛　
　

坎
軻
し
て
長
く
苦
辛
せ
ん
こ
と
を

　

こ
の
宴
の
詩
の
中
で
、
人
生
の
有
限
性
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
、
出
世
の
た
め
の
糸
口
を
つ
か
み
取
ろ
う
と
歌
っ
て
い
る
人
は
、

そ
の
姿
勢
を
「
磬
折
」
と
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
社

会
的
立
場
は
、
先
の
曹
植
「
箜
篌
引
」
に
見
え
た
「
磬
折
」
す
る
客

人
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、「
箜
篌
引
」
の
後
半
、
第
五
・
六
段
落

で
、
一
見
唐
突
に
、
西
に
向
か
っ
て
馳
せ
て
ゆ
く
白
日
と
人
生
の
は

か
な
さ
が
詠
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
か
の
楽
府
詩
が
、
今
こ
こ
に

挙
げ
た
漢
代
古
詩
の
流
れ
を
引
く
も
の
と
見
る
な
ら
ば
納
得
が
い

く
。

　

思
え
ば
、
宴
席
を
舞
台
と
す
る
漢
代
五
言
詩
歌
の
作
者
た
ち
は
、

基
本
的
に
今
見
て
き
た
よ
う
な
社
会
的
立
場
に
あ
る
人
々
、
つ
ま

り
、
よ
り
手
厚
い
待
遇
を
求
め
て
、
宴
席
の
主
催
者
で
あ
る
有
力
者

の
下
に
集
ま
る
無
名
の
知
識
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

う
し
た
場
に
背
を
向
け
た
人
々
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
漢
末
の

趙
壹
や
酈
炎
の
詩
歌
（『
後
漢
書
』
文
苑
伝
下
）
か
ら
窺
え
る
よ
う

に
、
自
己
の
不
遇
を
慨
嘆
は
し
て
も
、
出
世
を
希
求
し
て
齷
齪
す
る

こ
と
自
体
を
冷
や
や
か
に
見
る
視
点
は
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
看
取

さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
曹
植
の
「
箜
篌
引
」
は
、
そ
う
し
た
人
々
の

有
様
を
、
客
体
化
し
、
詩
歌
の
中
に
詠
い
込
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う

な
作
品
は
、
宴
席
サ
ロ
ン
の
主
催
者
が
、
同
時
に
宴
席
文
芸
の
創
作

者
で
も
あ
る
と
い
う
状
況
が
出
現
し
て
こ
そ
生
ま
れ
得
る
も
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
文
学
的
環
境
は
、
曹
魏
政
権
下
の
建
安

文
壇
に
至
っ
て
始
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
（
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
曹
植
の
「
箜
篌
引
」
に
詠
わ
れ
た
「
磬
折
」

す
る
人
は
、
五
言
詩
歌
史
上
前
例
を
見
な
い
、
斬
新
な
表
現
対
象

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
阮
籍
の
目
を
引
き
つ
け
た
の
は
、
ま
さ
し

く
こ
の
点
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
文
選
』
李
善
注
は
、
阮

籍
「
詠
懐
詩
」
の
「
磬
折
」
に
注
し
て
、
曹
植
「
箜
篌
引
」
と
同

じ
『
尚
書
大
伝
』
を
引
く
の
み
で
あ
っ
て
、
阮
籍
と
曹
植
と
の
間
に

直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
と
は
指
摘
し
て
い
な
い
（
（
（

。
だ
が
、
二

人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
同
じ
語
に
同
じ
方
向
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付
加

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
有
力
者
に
へ
つ
ら
う
俗
物
の
、
腰
を
折
り
曲
げ

る
姿
を
描
く
の
に
、
阮
籍
は
他
な
ら
ぬ
「
磬
折
」
と
い
う
語
を
用
い

た
。
こ
の
彼
の
脳
裏
に
は
、
何
ら
か
の
先
行
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
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で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
従
来
に
な
い
詩
想
を
持
つ
曹
植
の
「
箜
篌

引
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、

こ
の
意
味
で
の
「
磬
折
」
と
い
う
詩
語
は
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い

漢
魏
六
朝
詩
の
中
で
も
、
曹
植
と
阮
籍
だ
け
が
用
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
曹
植
か
ら
阮
籍
へ
、
二
人
の
詩
人
の
間
に
は
、
時
空
を
越
え

た
密
や
か
な
共
感
が
流
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

三

　

こ
こ
ま
で
、「
磬
折
」
と
い
う
語
を
鍵
と
し
て
、
阮
籍
に
お
け
る

曹
植
作
品
へ
の
共
鳴
と
継
承
を
見
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、

必
ず
し
も
こ
の
一
例
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
両
者
間
に
お
け
る
直
接

的
な
影
響
関
係
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
事
例
と
し
て
、
ま
ず
示
し
た

い
の
は
神
仙
を
詠
じ
た
曹
植
の
楽
府
詩
の
独
創
性
で
あ
る
（
（
（

。
彼
の
遊

仙
楽
府
詩
は
、
仙
界
へ
の
飛
翔
を
歌
う
際
、
し
ば
し
ば
現
実
社
会
に

対
す
る
批
判
的
言
及
を
伴
う
。
た
と
え
ば
、「
遠
遊
篇
」（『
曹
集
詮

評
』
巻
五
）
に
見
え
る
次
の
辞
句
、

瓊
蕊
可
療
饑　
　

瓊
蕊　

饑
ゑ
を
療い

や

す
可
く

仰
首
吸
朝
霞　
　

首
を
仰
げ
て
朝
霞
を
吸
ふ

崑
崙
本
吾
宅　
　

崑
崙
は
本も

と

吾
が
宅
に
し
て

中
州
非
我
家　
　

中
州
は
我
が
家
に
非
ず

ま
た
、
本
詩
の
末
尾
に
い
う
、

金
石
固
易
弊　
　

金
石
は
固も

と

よ
り
弊や

ぶ

れ
易
し

日
月
同
光
華　
　

日
月
と
光
華
を
同
じ
く
せ
ん

斉
年
与
天
地　
　

年
を
天
地
と
斉
し
く
せ
ん

万
乗
安
足
多　
　

万
乗　

安い
づ

く
ん
ぞ
多
と
す
る
に
足
ら
ん
や

こ
う
し
た
表
現
は
、『
楚
辞
』
九
章
「
渉
江
」
に
い
う
、

登
崑
崙
兮
食
玉
英
、
与
天
地
兮
同
寿
、
与
日
月
兮
同
光
（
崑
崙

に
登
り
て
玉
英
を
食
し
、
天
地
と
寿
を
同
じ
く
し
、
日
月
と
光

を
同
じ
く
す
）。

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
付
随
す
る
「
中
州
（
中

原
の
帝
都
）
は
我
が
家
で
は
な
い
」「
万
乗
の
車
を
動
か
せ
る
天
子

な
ん
ぞ
、
ど
う
し
て
見
上
げ
る
に
足
る
も
の
か
」
と
い
っ
た
句
は
曹

植
自
身
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
詩
の
題
目
が
明
示

す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
発
想
が
『
楚
辞
』
遠
遊
に
着
想
を
得
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
、
神
仙
を
歌
う
楽
府
詩
の
ジ
ャ

ン
ル
に
お
い
て
、
現
実
批
判
を
ば
ね
と
し
て
仙
界
へ
の
翱
翔
を
詠
ず

る
の
は
曹
植
の
独
創
で
あ
る
。
曹
植
の
神
仙
楽
府
詩
に
特
徴
的
な
こ

の
構
造
は
、
思
え
ば
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
も
通
底
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
彼
の
「
詠
懐
詩
」
が
、
現
実
か
ら
の
逸
脱
を
契
機
と
す

る
こ
と
（
（
（

、
し
ば
し
ば
現
実
の
対
極
に
仙
界
を
思
い
描
い
て
詠
ず
る
こ

と
（
（1
（

は
、
先
行
研
究
に
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
次
に
示
す
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
六
十
四
に
も
、
曹
植
詩
の
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影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

朝
出
上
東
門　
　

朝
に
上
東
門
を
出
で

遥
望
首
陽
基　
　

遥
か
に
首
陽
の
基
を
望
む

松
柏
鬱
森
沈　
　

松
柏
は
鬱
と
し
て
森
沈
た
り

鸝
黄
相
与
嬉　
　

鸝
て
う
せ
ん
う
ぐ
ひ
す

黄
は
相
与と

も

に
嬉た

の

し
む

逍
遙
九
曲
間　
　

逍
遙
す　

九
曲
の
間

徘
徊
欲
何
之　
　

徘
徊
し
て
何い

づ

く
に
か
之
か
ん
と
欲
す
る

念
我
平
居
時　
　

我
が
平
居
の
時
を
念
ひ

鬱
然
思
妖
姫　
　

鬱
然
と
し
て
妖
姫
を
思
ふ

本
詩
の
第
一
・
二
句
は
、
曹
植
の
「
送
応
氏
二
首
」
其
一
（『
文
選
』

巻
二
〇
）
に
、「
歩
登
北
芒
阪
、
遥
望
洛
陽
山
（
歩
み
て
北
芒
の
阪

を
登
り
、
遥
か
に
洛
陽
の
山
を
望
む
）」
と
の
類
似
句
が
見
え
て
い

る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
措
辞
は
、「
古
詩
十
九
首
」
其
十
三
（『
文

選
』
巻
二
九
）
の
冒
頭
「
駆
車
上
東
門
、
遥
望
郭
北
墓
（
車
を
上
東

門
に
駆
り
、
遥
か
に
郭
北
の
墓
を
望
む
）」
を
始
め
、
多
く
の
漢
魏

の
詩
歌
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
曹
植

か
ら
阮
籍
へ
の
影
響
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
阮
籍

詩
の
結
び
に
酷
似
す
る
表
現
が
、
曹
植
の
同
詩
の
末
尾
に
も
「
念
我

平
生
居
、
気
結
不
能
言
（
我
が
平
生
の
居
を
念
ひ
、
気
は
結
ぼ
れ
て

言
ふ
能
は
ず
）」
と
見
え
て
い
る
。
と
な
る
と
、
阮
籍
が
こ
の
曹
植

詩
を
踏
ま
え
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
曹
植

詩
で
は
、
北
芒
の
陵
墓
群
か
ら
洛
陽
を
眺
め
、
阮
籍
詩
で
は
、
洛
陽

を
出
て
、
松
柏
の
茂
る
首
陽
山
の
麓
を
見
や
る
と
い
う
違
い
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
両
詩
と
も
、
都
城
を
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
遠
く
を
眺
め

や
り
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
何
者
か
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
要
素
を
一
首
の
中
に
併
せ
持
つ
の
は
、
こ
の
両
詩
を
措
い
て

他
に
は
そ
う
そ
う
見
当
た
ら
な
い
。

　

更
に
、
曹
植
の
「
白
馬
篇
」（『
文
選
』
巻
二
七
）
に
、
白
馬
に
跨

っ
た
侠
客
の
、
捨
て
身
の
武
勇
を
詠
じ
て
い
う
、

棄
身
鋒
刃
端　
　

身
を
鋒
刃
の
端
に
棄
て
ん

性
命
安
可
懐　
　

性
命　

安
く
ん
ぞ
懐
ふ
可
け
ん
や

父
母
且
不
顧　
　

父
母
す
ら
且
つ
顧
み
ず

何
言
子
与
妻　
　

何
ぞ
子
と
妻
と
を
言
は
ん
や

こ
の
措
辞
は
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
三
（『
文
選
』
巻
二
三
所
収

「
十
七
首
」
其
三
）
に
い
う
「
一
身
不
自
保
、
何
況
恋
妻
子
（
一
身

す
ら
自
ら
保
た
ざ
る
に
、
何
ぞ
況
ん
や
妻
子
を
恋
ひ
ん
や
）」
を
想

起
さ
せ
る
。
父
母
と
妻
子
と
を
対
置
さ
せ
る
曹
植
詩
に
対
し
て
、
我

が
身
ひ
と
つ
と
妻
子
と
を
天
秤
に
か
け
る
阮
籍
詩
。
こ
う
し
た
非

情
さ
は
、
こ
の
時
代
の
文
学
作
品
に
通
じ
て
流
れ
る
感
情
で
は
あ
る

が
（
（（
（

、
措
辞
の
近
似
性
か
ら
見
て
、
阮
籍
が
曹
植
詩
に
着
想
を
得
て
い

る
可
能
性
は
高
い
よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
十
七
（『
文
選
』
所
収
「
十
七
首
」
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其
十
五
）
に
い
う
、

独
坐
空
堂
上　
　

独
り
空
堂
の
上
に
坐
す

誰
可
与
歓
者　
　

誰
か
与
に
歓
ぶ
べ
き
者
ぞ

出
門
臨
永
路　
　

門
を
出
で
て
永
路
に
臨
め
ば
（
（1
（

不
見
行
車
馬　
　

行
く
車
馬
を
見
ず

登
高
望
九
州　
　

高
き
に
登
り
て
九
州
を
望
め
ば

悠
悠
分
曠
野　
　

悠
悠
と
し
て
曠
野
分
か
る

孤
鳥
西
北
飛　
　

孤
鳥
は
西
北
に
飛
び

離
獣
東
南
下　
　

離
獣
は
東
南
に
下
る

日
暮
思
親
友　
　

日
暮
れ
て
親
友
を
思
ひ

晤
言
用
自
写　
　

晤
言
し
て
用
て
自
ら
写の

ぞ

く

こ
の
第
七
・
八
句
に
見
え
る
「
孤
鳥
」「
離
獣
」
は
、
曹
植
の
「
九
愁

賦
」（『
曹
集
詮
評
』
巻
一
）
に
い
う
「
見
失
群
之
離
獣
、
覿
偏
棲
之

孤
禽
（
失
群
の
離
獣
を
見
、
偏
棲
の
孤
禽
を
覿み

る
）」
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
れ
あ
い
と
離
別
し
た
鳥
な
ら
ば
漢
代

の
詩
歌
に
は
よ
く
登
場
す
る
し
、
鳥
と
獣
と
を
併
せ
て
詠
ず
る
事
例

も
多
い
。
ま
た
、
発
想
自
体
は
『
楚
辞
』
に
倣
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
前
掲
の
よ
う
な
対
句
で
孤
独
を
詠
ず
る
表
現
は
、
意
外

に
も
先
行
事
例
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
曹
植
は
こ
の
対
句
を
、
骨
肉

か
ら
孤
絶
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
苦
境
の
中
で
、
我
が
身
を
振
り
絞

る
よ
う
に
し
て
紡
ぎ
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
阮
籍
が
捉

え
、
深
い
共
感
と
と
も
に
、
自
ら
の
思
い
を
詠
ず
る
詩
に
織
り
込
ん

だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

さ
て
、
こ
の
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
は
、
そ
の
結
び
で
心
中
の
「
親

友
」
と
語
り
合
い
、
そ
う
し
て
憂
い
を
払
い
の
け
よ
う
と
詠
じ
て
い

る
。
こ
の
「
親
友
」
は
、
特
定
の
誰
と
も
示
さ
な
い
、
私
た
ち
す
べ

て
に
開
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
阮
籍
は
、
曹
植
の
言
葉
を
受
け
と

め
、
そ
の
孤
絶
の
詩
想
を
独
自
に
深
め
た
。
結
果
、
そ
の
詩
は
読
者

を
親
友
と
し
て
迎
え
入
れ
る
回
路
を
獲
得
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

作
者
の
こ
の
言
葉
は
ま
っ
す
ぐ
自
分
個
人
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
。
そ
ん
な
風
に
読
者
に
思
わ
せ
る
作
品
は
、
す
で
に
「
文

学
」
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
思
う
。

四

　

阮
籍
は
曹
植
作
品
か
ら
様
々
な
詩
想
や
表
現
を
享
受
し
て
い
る
よ

う
に
看
取
さ
れ
る
。
で
は
、
彼
に
は
実
際
、
曹
植
作
品
を
目
に
す
る

機
会
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
は
そ
れ
ほ
ど
長
い
歳
月
に
隔
て

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
曹
丕
が
魏
の
初
代
皇
帝
文
帝
と
し
て

即
位
し
た
時
（
二
二
〇
）、
曹
植
は
二
九
歳
、
阮
籍
は
一
一
歳
、
曹

植
が
四
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
時
（
二
三
二
）、
阮
籍
は
二
三
歳
で
あ

る
。
阮
籍
が
折
に
触
れ
そ
の
所
懐
を
詠
ず
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
曹

植
作
品
は
彼
の
手
元
に
届
く
ほ
ど
に
流
布
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
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曹
植
は
、
魏
王
朝
の
成
立
と
同
時
に
都
を
出
て
封
土
へ
赴
く
よ
う

命
ぜ
ら
れ
、
何
か
と
い
え
ば
些
細
な
罪
状
を
挙
げ
ら
れ
て
、
王
と
は

名
ば
か
り
の
軟
禁
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
の
名
誉
回
復
は
、
彼
が

没
し
て
数
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
三
国
志

（
魏
志
）』
巻
一
九
・
陳
思
王
植
伝
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

景
初
中
詔
曰
、「
陳
思
王
昔
雖
有
過
失
、
既
克
己
慎
行
、
以
補

前
闕
。
且
自
少
至
終
、
篇
籍
不
離
於
手
、
誠
難
能
也
。
其
収
黄

初
中
諸
奏
植
罪
状
、
公
卿
已
下
議
尚
書
・
祕
書
・
中
書
三
府
・

大
鴻
臚
者
皆
削
除
之
。
撰
録
植
前
後
所
著
賦
頌
詩
銘
雑
論
凡
百

餘
篇
、
副
蔵
内
外
。」（
景
初
（
二
三
七
―
二
三
九
）
中
に
詔
し

て
曰
く
、「
陳
思
王　

昔
は
過
失
有
り
と
雖
も
、
既
に
己
に
克

ち
行
ひ
を
慎
し
み
、
以
て
前
闕
を
補
ふ
。
且
つ
少わ

か

き
よ
り
終
に

至
る
ま
で
、
篇
籍
の
手
を
離
れ
ざ
る
は
、
誠
に
能
く
す
る
こ
と

難
き
な
り
。
其
れ
黄
初
中
（
二
二
〇
―
二
二
六
）
の
諸
々
の
植

の
罪
状
を
奏
せ
る
、
公
卿
已
下
尚
書
・
祕
書
・
中
書
の
三
府
・

大
鴻
臚
に
議
せ
ら
る
る
者
を
収
め
て
皆
之
を
削
除
せ
よ
。
植
の

前
後
に
著
す
所
の
賦
・
頌
・
詩
・
銘
・
雑
論
凡
そ
百
餘
篇
を
撰

録
し
、
内
外
に
副
蔵
せ
よ
」
と
。）

　

こ
う
し
て
王
朝
の
内
外
に
副
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
曹
植
作
品

は
、
ま
ず
近
親
者
の
手
に
は
確
実
に
渡
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

曹
植
の
異
母
弟
で
、
学
問
を
非
常
に
尊
重
し
た
曹
林
（
（1
（

で
あ
る
。
彼

は
、
そ
の
孫
娘
が
阮
籍
の
親
友
で
あ
る
嵆
康
の
妻
と
な
っ
て
い
る

が
、
嵆
康
作
品
に
は
明
ら
か
に
曹
植
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
い
る
表
現

が
複
数
個
所
に
認
め
ら
れ
る
（
（1
（

。
想
像
す
る
に
、
彼
は
妻
の
祖
父
で
あ

る
曹
林
を
介
し
て
、
曹
植
作
品
に
触
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
嵆
康
を
経
由
し
て
阮
籍
の
中
に
流
れ
込
ん
だ
可
能
性

も
、
十
分
に
考
え
得
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
特
定
の
伝
播
経
路
を
辿
ら
ず
と
も
、
曹
植

作
品
は
そ
の
解
禁
後
、
瞬
く
間
に
広
範
囲
に
波
及
し
て
い
っ
た
と
も

推
測
し
得
る
。
曹
植
の
名
誉
回
復
か
ら
約
四
半
世
紀
後
の
二
六
四
年

頃
、
蜀
の
李
密
（
二
二
四
―
二
八
七
）
が
「
陳
情
事
表
」（『
文
選
』

巻
三
七
）
の
中
で
、
曹
植
「
上
責
躬
応
詔
詩
表
」（『
文
選
』
巻

二
〇
）
に
い
う
「
形
影
相
弔
、
五
情
愧
赧
（
形
と
影
と
相
弔
ひ
、
五

情
愧
赧
す
）」
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
心
情
を
「
煢
煢
孑
立
、
形
影
相

弔
（
煢
煢
と
し
て
孑
立
し
、
形
と
影
と
相
弔
ふ
）」
と
表
現
し
て
い

る
。
そ
の
時
期
は
、
阮
籍
の
没
後
ま
も
な
い
頃
に
当
た
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

言
葉
が
人
か
ら
人
へ
と
手
渡
さ
れ
る
、
そ
の
道
は
一
様
で
は
な

い
。
古
典
と
い
う
知
的
共
有
財
産
か
ら
、
言
葉
や
故
事
を
引
き
出
し

て
自
身
の
作
品
に
織
り
込
む
典
故
表
現
が
あ
れ
ば
、
詠
み
人
知
ら
ず

の
複
数
の
詩
歌
間
で
共
有
さ
れ
る
常
套
的
な
フ
レ
ー
ズ
も
あ
る
。
ま
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た
、
宴
席
の
よ
う
な
社
交
空
間
で
同
席
者
が
諧
謔
的
に
応
酬
す
る
類

似
句
も
あ
れ
ば
（
（1
（

、
世
間
に
流
布
す
る
詩
歌
を
捉
え
、
そ
れ
を
自
身
の

詩
想
に
引
き
寄
せ
て
換
骨
奪
胎
し
た
作
品
も
あ
る
（
（1
（

。
だ
が
、
阮
籍

「
詠
懐
詩
」
に
お
け
る
曹
植
作
品
の
継
承
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
と

も
少
し
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
何
が
異
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

思
う
に
、
曹
植
は
、
当
代
に
傑
出
し
た
才
能
を
持
ち
な
が
ら
も
、

父
曹
操
の
後
継
者
を
め
ぐ
る
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
れ
に
敗
れ
た

後
は
、
王
室
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
王
朝
運
営
か
ら
疎
外
さ
れ
、

兄
弟
間
の
往
来
さ
え
も
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
特
殊
な
環
境

の
中
を
生
き
た
。
そ
う
し
た
苦
境
は
、
彼
が
元
来
持
っ
て
い
た
文
才

に
い
よ
い
よ
錬
成
を
加
え
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て

生
ま
れ
た
の
が
、
漢
代
詩
歌
と
は
一
線
を
画
す
る
曹
植
独
特
の
表
現

で
あ
る
。
そ
し
て
、
阮
籍
が
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
は
ま
さ
し
く
こ
の

点
で
あ
る
。
阮
籍
に
お
け
る
曹
植
文
学
の
継
承
は
、
そ
れ
が
阮
籍
自

身
の
思
い
と
共
振
す
る
言
葉
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
曹
植
が

逆
境
の
中
で
織
り
上
げ
た
言
葉
は
、
直
接
的
な
面
識
は
な
い
、
け
れ

ど
も
同
じ
く
孤
独
の
底
に
沈
潜
す
る
阮
籍
に
た
し
か
に
届
い
た
の
で

あ
る
。
曹
植
作
品
と
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
と
を
つ
な
い
だ
の
は
、
こ
の

共
感
と
敬
意
で
あ
っ
た
。
自
身
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
思
い
に
根
差
し

た
作
品
を
創
出
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
見
知
ら
ぬ
他
者
に
届
く

表
現
を
獲
得
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
、
漢
代
宴
席
文
芸
か
ら
離
陸
し
た

曹
植
文
学
の
画
期
性
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　　
　

注
（
1
）
富
永
一
登
『『
文
選
』
李
善
注
の
活
用　

文
学
言
語
の
創
作
と
継

承
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
第
一
章
第
四
節
「
注
引
曹
植
詩
文

か
ら
見
た
文
学
言
語
の
創
作
と
継
承
」
に
よ
る
と
、
李
善
注
は
曹
植
の

九
十
九
作
品
を
二
四
二
箇
所
に
引
く
と
い
い
、
こ
れ
に
次
ぐ
陸
機
の
五

十
五
作
品
・
一
五
八
箇
所
、
潘
岳
の
四
十
五
作
品
・
一
三
五
箇
所
（
同

書
一
〇
五
頁
）
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。

（
2
）
以
下
、
詩
番
号
は
『
詩
紀
』
の
配
列
に
拠
る
。
九
州
大
学
文
学
部
中

国
文
学
研
究
室
詠
懐
詩
会
編
『
阮
籍
集
索
引
』（
中
国
書
店
、
一
九
八

五
年
）
三
二
四
―
三
二
五
頁
に
各
本
対
照
表
を
載
せ
る
。

（
3
）
た
と
え
ば
、
吉
川
幸
次
郎
『
阮
籍
の
「
詠
懐
詩
」
に
つ
い
て
』（
岩

波
文
庫
、
一
九
八
一
年
。『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
七
巻
）
一
の
三

（
初
出
は
『
中
国
文
学
報
』
第
五
冊
、
一
九
五
六
年
一
〇
月
）。

（
4
）
逯
欽
立
『
先
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
詩
』
の
電
子
資
料
（
凱
希
メ
デ
ィ

ア
サ
ー
ビ
ス
、
雕
龍
古
籍
全
文
検
索
叢
書
）
で
検
索
し
た
結
果
で
あ
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、「
北
斉
享
廟
楽
辞
・
肆
夏
楽
」「
周
宗
廟
歌
・
皇
夏
」

（
い
ず
れ
も
『
楽
府
詩
集
』
巻
九
）
に
も
一
例
ず
つ
見
え
る
が
、
個
人

的
詩
作
品
で
は
な
い
た
め
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。

（
5
）
以
下
、『
文
選
』
所
収
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
、
基
本
的
に
『
新
校
訂

六
家
注
文
選
』（
鄭
州
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
に
拠
る
。
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（
6
）
柳
川
順
子
『
漢
代
五
言
詩
歌
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三

年
）
四
二
三
―
四
二
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
黄
節
『
阮
歩
兵
詠
懐
詩
註
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

一
二
頁
に
は
、
曹
植
「
箜
篌
引
」
の
用
例
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
8
）
本
段
落
の
内
容
は
、
矢
田
博
士
「
曹
植
の
神
仙
楽
府
に
つ
い
て
―
先

行
作
品
と
の
異
同
を
中
心
に
―
」（『
中
国
詩
文
論
叢
』
九
号
、
一
九
九

〇
年
）
が
夙
に
論
じ
て
い
る
。

（
9
）
大
上
正
美
「
阮
籍
詠
懐
詩
試
論
―
表
現
構
造
に
み
る
詩
人
の
敗
北
性

に
つ
い
て
―
」（『
漢
文
学
会
会
報
』
第
三
六
号
、
一
九
七
七
年
。『
阮

籍
・
嵆
康
の
文
学
』
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
。

（
10
）
吉
川
幸
次
郎
前
掲
論
著
の
三
の
四
を
参
照
。

（
11
）
鈴
木
修
次
「
漢
魏
の
詩
歌
に
示
さ
れ
た
非
情
な
文
学
感
情
」（『
中
国

中
世
文
学
研
究
』
第
三
号
、
一
九
六
三
年
）、『
漢
魏
詩
の
研
究
』（
大

修
館
書
店
、
一
九
六
七
年
）
四
二
〇
―
四
三
八
頁
を
参
照
。

（
12
）「
出
」
字
、
前
掲
注
（
5
）
で
示
し
た
テ
キ
ス
ト
は
「
山
」
に
作

る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、「
山
」
字
は

「
出
」
字
の
一
部
が
欠
け
た
か
た
ち
が
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

今
、
李
善
注
本
に
従
っ
て
改
め
る
。

（
13
）
曹
林
（
譙
王
）
は
、
儒
者
を
厚
遇
し
（『
魏
志
』
巻
一
三
・
王
朗
伝

附
王
粛
伝
の
裴
松
之
注
に
引
く
『
魏
略
』）、
曹
操
が
文
を
好
む
息
子

た
ち
に
与
え
た
宝
刀
（『
藝
文
類
聚
』
巻
六
〇
に
引
く
曹
操
「
百
辟
刀

令
」）
を
、
曹
丕
、
曹
植
と
と
も
に
授
か
っ
て
い
る
（『
太
平
御
覧
』
巻

三
四
六
に
引
く
曹
植
「
宝
刀
賦
」
序
文
）。
ま
た
、
か
つ
て
曹
植
と
そ

の
文
才
を
競
っ
た
曹
袞
は
、
曹
林
の
同
母
弟
で
あ
り
、
死
に
際
し
て
後

事
を
こ
の
兄
に
託
し
て
い
る
（『
魏
志
』
巻
二
〇
・
武
文
世
王
公
伝
）。

（
14
）
た
と
え
ば
、
嵆
康
「
贈
秀
才
入
軍
十
九
首
」
其
二
（『
詩
紀
』
巻
一

八
）
に
い
う
「
鴛
鴦
于
飛
、
嘯
侶
命
儔
（
鴛
鴦　

于こ
こ

に
飛
び
、
侶
に
嘯

き
儔
に
命
ず
）」
は
、
曹
植
「
名
都
篇
」（『
文
選
』
巻
二
七
）
の
「
鳴

儔
嘯
匹
侶
（
儔
に
鳴
じ
、
匹
侶
に
嘯
く
）」、
及
び
「
洛
神
賦
」（『
文

選
』
巻
一
九
）
の
「
命
儔
嘯
侶
（
儔
に
命
じ
侶
に
嘯
く
）」
を
踏
ま
え
、

嵆
康
「
贈
秀
才
入
軍
五
首
」
其
三
（『
文
選
』
巻
二
四
）
に
い
う
「
思

我
良
朋
、
如
渇
如
饑
（
我
が
良
朋
を
思
ふ
こ
と
、
渇
す
る
が
如
く
饑
う

る
が
如
し
）」
は
、
曹
植
「
責
躬
詩
」（『
文
選
』
巻
二
〇
）
の
「
遅
奉

聖
顔
、
如
渇
如
飢
（
聖
顔
を
奉
ぜ
ん
と
遅ね

が
ふ
こ
と
、
渇
す
る
が
如
く
飢

う
る
が
如
し
）」
を
文
脈
と
も
に
踏
ま
え
、
嵆
康
「
琴
賦
」（『
文
選
』

巻
一
八
）
に
い
う
「
渉
蘭
圃
、
登
重
基
（
蘭
圃
を
渉
り
、
重
基
に
登

る
）」
は
、
表
現
上
、
曹
植
「
離
友
」
其
二
（『
藝
文
類
聚
』
巻
二
九
）

の
「
臨
淥
水
兮
登
重
基
（
淥
水
に
臨
み
重
基
に
登
る
）」
を
取
り
込
ん

で
い
る
。

（
15
）
李
陵
・
蘇
武
の
名
に
仮
託
さ
れ
た
五
言
詩
に
そ
う
し
た
事
例
が
頻
見

す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
「
漢
代
五
言
詩
史
上
に
占
め
る
蘇
李
詩

の
位
置
」（『
中
国
文
化
』
第
六
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）
で
指
摘
し
た
。

（
16
）
た
と
え
ば
、
第
三
章
で
示
し
た
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
其
十
七
の
冒
頭
二

句
は
、
漢
末
の
秦
嘉
「
贈
婦
詩
三
首
」
其
一
（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）

に
い
う
「
独
坐
空
房
中
、
誰
与
相
勧
勉
（
独
り
空
房
の
中
に
坐
し
、
誰

か
与
に
相
勧
勉
す
る
）」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

か
つ
て
「
他
者
の
言
葉
を
受
け
と
め
る
と
い
う
こ
と
―
阮
籍
五
言
「
詠

懐
詩
」
覚
書
―
」（『
季
刊
創
文
』
二
〇
一
三
年
春
九
号
）
で
指
摘
し
た
。
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附
記

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
中
国
中
世

初
期
に
お
け
る
文
学
の
質
的
転
換
に
関
わ
る
研
究
」（
課
題
番
号
：

一
九
Ｋ
〇
〇
三
七
六
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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県
立
広
島
大
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