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曹
操
の
幕
下
に
王
忠
な
る
将
軍
が
い
る
。
建
安
四
年
〈
一
九
九
)
、
劉
備
が
反
旗
を
翻
し
た
時
、
命
に
よ
っ
て
劉
岱
と
共
に
出
撃
し
た
が
、

戦
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
羅
貫
中
の
『
三
国
演
義
』
で
は
、
王
忠
は
関
羽
に
、
劉
岱
は
張
飛
に
、
英
雄
豪
傑
の
前
の
小
人
物

(
第
二
十
二
回
)
。
陳

よ
ろ
し
く
苦
も
な
く
生
捕
り
に
さ
れ
、
殺
す
ま
で
も
な
い
や
っ
と
劉
備
に
釈
放
さ
れ
て
ほ
う
ほ
う
の
で
い
で
逃
げ
帰
る

を
撃
た
し
む
る
も
克
た
ず
。
」
(
巻
一
)
と
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、

寿
の
『
一
一
一
国
士
山
』
で
は
、
「
劉
岱
、

王
忠
を
し
て
之
(
劉
備
)

王
忠
に
し

て
み
れ
ば
、

『
一
一
一
国
演
義
』

も
っ
と
も
主
忠
が
屈
辱
に
ま
み
れ
た
の
は
後
世
の

は
名
誉
を
段
損
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

小
説
の
中
ば
か
り
で
は
な
い
。
陳
寿
の
記
述
を
受
け
て
義
松
之
が
注
に
引
用
す
る
魚
象
の
『
競
略
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ

た
と
い
う
。
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曹
亙
の
ζ

と
ど
も

く

ら

と

も

が

ら

し

た

が

「
壬
忠
、
扶
風
の
人
、
舛
く
し
て
亭
長
と
な
る
。
三
輔
乱
れ
、
忠
飢
乏
し
て
人
を
敵
失
品
。
輩
を
随
へ
、

あ

ゆ

と

も

が

ら

刑
州
を
為
め
て
北
方
の
客
人
を
迎
へ
し
む
る
に
値
ふ
。
忠
去
く
を
欲
せ
ず
、
因
り
て
等
を
率
ゐ
て
作
逆
し
之
を
撃
ち
、
其
の
兵
を
奪
ひ
、
衆

あ
っ

千
余
人
を
緊
め
て
以
て
公
に
帰
す
。
忠
を
中
郎
将
に
拝
L
1
征
討
に
従
は
し
む
。
五
官
将
、
忠
の
嘗
て
人
を
眼
ふ
を
知
り
、
因
り
て
駕
に
従

ひ
て
出
行
せ
し
と
き
、
俳
を

L
て
家
聞
の
輯
髄
を
取
り
て
忠
の
馬
鞍
に
繋
著
せ
し
め
、
以
て
歓
笑
を
一
為
す
。
」 南

し
て
武
闘
に
向
ふ
。
宴
子
伯
の

中
平
六
年
(
一
八
九
)
、
董
卓
が
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
兵
権
を
握
っ
た
が
、
初
平
元
年
九
一
九

O
)
、
董
卓
は
洛
陽
か
ら
長
安
に
都
を
移

し
た
。
亥
紹
を
盟
主
と
す
る
反
董
卓
の
連
合
軍
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
。
初
平
三
年
(
一
九
二
)

v

董
卓
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、

に
流
動
化
じ
、
三
輔
の
地
(
古
川
兆
滑
ノ
・
左
潟
胡
・
右
扶
風
)
は
殺
裁
の
場
に
変
じ
た
o
u
主
忠
が
武
関
(
陳
西
省
商
県
の
東
)
に
向
か
っ
た
の

も
こ
の
頃
と
思
わ
れ
る
。
殺
裁
の
主
役
は
、
董
卓
の
部
将
で
あ
っ
た
李
催
ら
で
、
「
時
(
初
平
三
年
)
に
一
一
一
輔
の
民
、
尚
ほ
数
十
万
、
催
ら
兵

く

る

あ

措

を
放
ち
て
劫
略
し
、
城
邑
を
攻
剥
す
。
人
民
飢
ゑ
困
し
み
、
二
年
間
に
相
ひ
吸
食
し
て
略
ぼ
尽
く
。
」
(
『
三
国
士
山
』
巻
六
)
と
あ
る
記
事
は
、

事
態
は
一
挙
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王
忠
が
食
人
肉
を
犯
し
た
状
況
と
照
応
す
る
。
ま
た
婁
子
伯
と
あ
る
の
は
、
婁
圭
の
こ
と
で
(
子
伯
は
字
)
、
『
三
国
士
山
』
巻
十
二
の
斐
松
之

注
所
引
の
『
貌
略
』
に
「
(
婁
圭
)
初
平
中
(
一
九

O
l
一
九
三
)
、
刑
州
の
北
界
に
在
り
て
衆
を
合
は
す
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を

王
忠
が
食
人
肉
を
犯
し
、
武
関
へ
向
か
っ
た
の
は
、
初
平
一
二
年
(
一
九
一
一
)
か
初
平
四
年
(
一
九
三
)
の
こ
と
と
ほ
ぼ
限
定

総
合
す
る
と
、

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

先
の
引
用
文
中
で
五
官
将
と
あ
る
の
が
曹
主
で
あ
り
、
公
と
あ
る
の
が
父
の
曹
操
で
あ
る
。
曹
不
一
が
五
官
中
郎
将
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、

建
安
十
六
年
(
一
二
一
)
の
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
敵
対
勢
力
を
駆
逐
し
た
曹
操
は
、
後
漢
最
後
の
皇
帝
献
帝
を
擁
し
て
、
華
北
に
権
力
を

五
官
中
郎
将
に
任
じ
ら
れ
た
二
十
五
歳
の
曹
主
の
周
辺
は
、
「
貌
太
子
(
曹
本
)
五
官
中
郎
将
と
な

確
立
し
て
い
た
。

賑
や
か
で
あ
っ
た
。



り
、
天
下
向
慕
し
、
賓
客
雲
の
如
し
。
」
(
コ
一
国
士
山
』
巻
十
一
・
蓑
松
之
注
所
引
『
師
原
別
伝
』
)
曹
不
一
に
い
さ
さ
か
の
騎
慢
が
あ
っ
た
と
し

て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
王
忠
の
食
人
肉
と
い
う
過
去
が
、
笑
い
の
種
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
軽
薄
と
い
え
ば
軽
薄
で
あ
る
が
、
し
か
し
曹
T

公
の
こ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
が
な
ぜ
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
外
的

な
条
件
と
し
て
古
代
中
国
に
お
け
る
カ
ニ
パ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

桑
原
陪
蔵
氏
の
「
支
那
人
聞
に
於
け
る
食
人
肉
の
風
習
」
に
よ
れ
ば
、
古
代
中
国
に
お
け
る
カ
ニ
パ
リ
ズ
ム
の
動
機
は
、
お
よ
そ
五
種
に

分
類
さ
れ
る
。

ハ
円
飢
謹
の
時
に
、
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

。
龍
城
し
て
糧
食
が
尽
き
た
時
に
、
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

倍
増
好
口
問
と
し
て
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。
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制
憎
悪
の
極
、
怨
敵
の
肉
を
噸
ふ
場
合
。

伺
医
療
の
目
的
で
人
肉
を
食
用
す
る
場
合
。

付
と

ωの
動
機
に
共
通
す
る
の
は
、
飢
餓
で
あ
る
。
王
忠
の
事
例
は
ハ
円
に
属
す
る
が
、
一
飢
餓
に
よ
る
食
人
肉
は
、
極
限
状
況
下
で
不
特
定

多
数
が
参
加
し
、
目
撃
者
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
史
実
と
し
て
記
録
さ
れ
る
機
会
も
多
い
。
桑
原
氏
は
『
漢
書
』
と
『
後
漢
書
』

に
よ
っ
て
、
両
漢
時
代
に
お
け
る
飢
謹
の
場
合
の
人
肉
食
用
の
実
例
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
時
代
だ
け
で
こ
十
例
に
及
ぶ
。
史
料
を
精
査
す
れ

ば
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
決
し
て
一
時
の
偶
発
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
伝
統
的
慣
習
な
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と

北
大
文
学
部
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曹
亙
の
こ
と
ど
も

が
出
来
る
。
」
と
い
う
氏
の
所
論
は
、

す
な
わ
ち
カ
ニ
パ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
禁
思
が
薄
弱
で
あ
り
、

そ
の
風
俗
習
慣
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
げ
後
漢
末
社
会
は
戦
乱
と
飢
謹
が
交
錯
し
た
体
制

崩
壊
期
で
あ
り
、
禁
忌
が
よ
り
薄
弱
化
す
る
条
件
に
満
た
さ
れ
て
い
た
。

疑
い
の
余
地
が
な
い
。

緊
急
避
難
と
し

て
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
素
地
が
、

こ
の
よ
う
な
風
俗
習
慣
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
、

王
忠
が
食
人
肉
を
犯
し
た
背
景
に
あ
る
お
の
は
、
必
ず
し
も
彼
の
肉
体
的
飢
餓
の
み
で

は
な
い
し
、

ま
し
で
あ
る
種
の
異
常
性
格
に
帰
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
個
人
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ

だ
け
に
か
え
っ
て
王
忠
の
名
が
食
人
肉
者
と
し
て
史
書
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
は
、
非
常
に
稀
な
例
外
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
飢
餓
を
動
機

と
す
る
食
人
肉
は
、
原
則
と

L
て
最
大
限
に
収
奪
さ
れ
る
民
人
の
聞
の
行
為
で
あ
り
、
多
く
は
無
名
の
不
特
定
多
数
の
行
為
と
し
て
記
録
さ

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
曹
壬
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
王
忠
の
食
人
肉
の
事
実
を
知
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
十
数
年
も
前
の
過
去
を

-166ー

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
記
名
さ
れ
る
と
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
王
忠
に
し
て
も
、
食
人
肉
を
犯
し
た
時
点
で
は
、
無
名
の
流
民

か
ら
か
っ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
歴
史
の
網
目
に
掬
い
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

曹
杢
が
王
忠
を
か
ら
か
っ
た
道
具
立
て
を
見
る
と
、
俳
(
道
化
)
と
樹
畿
が
使
わ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
俳
の
地
位
は
極
め
て
低
か

っ
た
。
そ
の
俳
を
使
っ
た
こ
と
自
体
に
、
王
忠
を
軽
侮
す
る
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
軽
侮
す
る
態
度
は
う
か
が
わ
れ
て
も
、
そ

こ
に
倫
理
的
な
問
題
意
識
は
か
ら
ま
っ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
笑
い
の
種
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
曹
不
一
も
ま
た
極
限
状
況
下
に

お
け
る
カ
ニ
パ
リ
ズ
ム
を
容
認
す
る
精
神
風
土
に
身
を
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
王
忠
の
馬
の
鞍
に
つ
な
が
せ
た
繍
践
の
意
味
は
さ
ら

も

り

こ
こ
で
は
食
い
が
ら
の
象
徴
で
あ
る
。
人
間
の
残
骸
と
も
い
う
べ
き
繍
骸
を
玩
具
と
し
て
利
用
し
ょ

に
明
ら
か
で
、
死
の
象
徴
で
は
な
く
、

う
と
す
る
発
想
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
気
ま
ぐ
れ
同
然
の
思
い
つ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
と
が
ら
は
曹
不
一
の
死
生
観
(
ひ
い
て
は
人
間

観
)
の
本
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
曹
不
一
の
笑
い
の
核
に
あ
る
も
の
は
、
そ
の
文
学
の
様
相
に
も
何
ら
か
の



特
色
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

曹
不
一
の
死
生
観
は
、

王
朗
に
与
え
た
書
簡
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

王
朝
に
与
え
た
書
簡
は
、
『
三
国
士
山
』
巻
二
の
裳
松
之
注
引
『
親
書
』

の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
生
く
る
や
七
尺
の
形
有
り
、

死
す
る
や
唯
だ
一
棺
の
土
た
る
の
み
。
唯
だ
徳
を
立
て
名
を
揚
ぐ
、
以
て
不
朽
と
な
す
べ
し
。
其
の
次
は

篇
籍
を
著
は
す
に
如
く
は
莫
し
。
疫
癒
し
ば
し
ば
起
こ
り
、

士
人
彫
落
す
。
余
独
り
何
人
ぞ
、
能
く
其
の
寿
を
全
う
せ
ん
。
」

-167-

七
尺
は
お
と
な
の
身
長
を
い
う
慣
用
表
現
。
「
生
く
る
や
七
尺
の
形
有
り
、
死
す
る
や
唯
だ
一
棺
の
土
た
る
の
み

棺
之
土
)
」
は
、
『
推
南
子
』
巻
七
精
神
訓
の
「
吾
が
生
く
る
や
七
尺
の
形
有
り
、
吾
が
死
す
る
や
一
棺
の
土
有
り
(
吾
生
也
有
七
尺
之
形
、

吾
死
也
有
一
棺
之
土
)
」
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
『
堆
南
子
』
精
神
訓
は
、
『
荘
子
』
内
篇
の
生
と
死
の
区
別
を
超
越
す
る

「
万
物
斉
同
」
の
哲
学
を
継
承
し
て
お
り
、
死
は
、
宇
宙
の
根
源
的
な
生
命

l
i「道」

(
生
有
七
尺
形
、
死
唯
一

へ
回
帰
す
る
契
機
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
い

る
。
死
し
て
土
と
な
る
こ
と
も
、

「
道
」
の
偉
大
な
作
用
の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
生
と
死
は
循
環
す
る
無
限
の
運
動

体
と
し
て
統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
死
は
決
し
て
生
の
終
結
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

の
こ
と
ば
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
な
が
ら
、
そ
の
哲
学
的
思
弁
は
切
り
捨
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
聞
が
死
す
べ
き
存
在
で

し
か

L
、
曹
不
一
は
、
『
准
南
子
』
精
神
訓

北
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曹
亙
の
こ
と
ど
も

あ
る
と
い
う
認
識
こ
そ
共
通
し
て
い
る
が
、
死
そ
の
も
の
に
神
秘
主
義
的
な
救
済
(
も
し
く
は
超
克
)

ぃ
。
名
声
や
著
作
の
中
に
自
己
の
不
朽
性
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
明
ら
か
な
証
左
で
あ
る
。
曹
不
一
に
と
っ
て
ご
棺
の
土
」
と
は
、

の
可
能
性
が
あ
る
と
は
信
じ
て
い
な

文
字
通
り
土
く
れ
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

王
朗
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
書
簡
は
、
『
親
書
』
が
引
用
に
先
立
っ
て
「
初
め
東
宮
に
在
り
し
と
き
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
曹
一
生
が
太
子
に

立
て
ら
れ
た
建
安
二
十
二
年
(
一
二
七
)
冬
十
月
か
ら
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
曹
不
一
の
死
は
、
黄
初
七

年
(
一
二
二
ハ
〕
夏
五
月
丁
己
(
十
七
日
)

で
あ
る
。
六
月
戊
寅
(
九
日
)
、
首
陽
山
(
洛
陽
の
東
北
)

の
東
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
四
十
歳
で
あ

っ
た
。
六
十
六
歳
で
死
ん
だ
父
の
曹
操
に
比
べ
れ
ば
若
死
と
い
え
る
。
し
か
し
、
曹
杢
は
黄
初
三
年
(
二
二
二
)
す
で
に
死
の
準
備
を
し
て

い
る
。
最
高
権
力
者
た
る
皇
帝
の
心
構
え
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
皇
帝
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
棺
の
土
」
に
な
る
に
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も
周
到
な
用
意
が
必
要
に
な
っ
た
よ
ち
で
あ
る
。

「
冬
十
月
甲
子
(
一
一
一
日
)
、
首
陽
山
の
東
を
表
し
て
寿
陵
(
生
前
に
造
る
陵
墓
)
と
為
し
、
終
制
(
埋
葬
の
方
法
)
を
作
り
て
日
く
、
礼
に

国
君
の
即
位
し
て
枠
(
内
棺
)
を
為
る
と
あ
る
は
、
存
に
亡
を
忘
れ
ざ
る
な
り
。
背
桑
は
穀
林
に
葬
ら
れ
之
に
通
じ
て
樹
ゑ
、
扇
は
会
稽
に

う
つ

葬
ら
れ
農
は
畝
を
易
さ
ず
。
故
に
山
林
に
葬
れ
ば
、
則
ち
山
林
に
合
す
。
封
樹
の
制
、
上
古
に
非
ざ
る
な
り
。
吾
こ
れ
を
取
る
無
し
。
寿
陵

は
山
に
困
り
て
体
と
為
す
。
封
樹
を
為
す
無
か
れ
、
寝
殿
を
立
て
、
園
邑
を
造
り
、
神
道
を
通
ず
る
無
か
れ
。
夫
れ
葬
な
る
者
は
、
蔵
な
り
。

け
が

人
の
見
る
を
得
ざ
る
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
同
{
目
に
痛
痔
の
知
無
く
、
家
は
棲
神
の
宅
に
非
ず
。
礼
に
墓
祭
せ
ざ
る
は
、
存
と
亡
の
贈
さ
ざ
る

を
欲
す
れ
ば
な
り
。
為
に
棺
榔
は
以
て
骨
を
朽
ち
し
む
る
に
足
り
、
衣
会
は
以
て
肉
を
朽
ち
し
む
る
に
足
る
の
み
。
故
に
吾
は
丘
嘘
に
し
て

不
食
の
地
を
営
み
、
易
代
の
後
を
し
て
其
の
処
を
知
ら
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
葦
炭
を
施
す
無
か
れ
、
金
銀
銅
鉄
を
蔵
す
る
無
か
れ
、

『こ



あ
わ
せ
め

瓦
器
を
以
て
し
、
古
へ
の
塗
革
担
霊
(
泥
の
車
と
草
の
人
形
の
埋
蔵
品
)
の
義
に
合
は
し
め
よ
。
棺
は
但
だ
際
会
に
漆
す
る
こ
と
一
一
一
過
の

み
、
飯
含
(
死
者
の
口
に
玉
な
ど
を
含
ま
せ
る
儀
礼
)
は
珠
玉
を
以
て
す
る
無
か
れ
、
珠
嬬
玉
匝
(
珠
玉
で
装
飾
さ
れ
た
胴
衣
と
籍
)
を
施

す
無
か
れ
。
こ
れ
ら
愚
俗
の
為
す
所
な
り
。
|
|
中
略

l
l古
へ
よ
り
今
に
及
ぶ
、
未
だ
不
亡
の
国
あ
ら
ず
、
亦
た
不
掘
の
墓
あ
る
無
し
。

喪
乱
以
来
、
漢
氏
の
諸
陵
発
掘
さ
れ
ざ
る
無
し
。
乃
ち
玉
匝
金
鰻
を
焼
き
取
り
骸
骨
と
も
に
尽
く
る
に
至
れ
り
。
走
れ
焚
如
の
刑
な
り
。
量

に
重
痛
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。
禍
は
厚
葬
封
樹
に
由
る
。

1

i
中
略
|
|
若
し
こ
の
詔
に
違
ひ
て
妄
り
に
変
改
造
施
す
る
所
あ
ら
ば
、
吾
は
地

下
に
戸
(
遺
体
)
を
毅
し
め
ら
れ
、
裂
し
め
に
毅
し
め
を
重
ね
、
死
に
死
を
重
ね
ん
。
臣
子
の
君
父
を
蔑
死
す
る
は
、
不
忠
不
孝
な
り
。
死

さ
い
は
ひ

者
を
し
て
知
あ
ら
し
め
ば
、
将
に
汝
に
福
せ
ざ
ら
ん
と
す
。

其
れ
此
の
詔
を
以
て
宗
廟
に
蔵
し
、

副
は
尚
書
秘
書
三
府
に
在
ら
し
め
よ
。
」

(
『
三
国
志
』
巻
二
)

こ
の
「
終
制
」
に
は
、
『
旦
口
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
安
死
や
『
礼
記
』
檀
弓
上
の
語
句
が
多
く
襲
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
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と
ば
は
類
似
し
な
が
ら
基
本
的
立
場
や
視
点
に
ど
の
よ
う
な
ズ
レ
が
あ
る
か
を
論
じ
る
に
止
め
る
。

あ
ら
た

入
り
て
請
う
て
日
く
、
子
の
病
革
ま
れ
り
。
如
し
大
病
に
歪
ら
ば
、

則
ち
之
を
い
か
ん
せ
ん
。
子
高
日
く
、
菩
之
を
聞
け
り
。
生
き
て
人
に
益
有
り
、
死
し
て
人
に
害
あ
ら
ず
と
。
縦
ひ
生
き
て
人
に
益
無
か
り

「
成
子
高
(
斉
の
大
夫
)
、
疾
に
寝
す
。
慶
遺
(
同
じ
く
斉
の
大
夫
)
、

し
と
も
、
吾
死
を
以
て
人
に
害
あ
る
べ
け
ん
や
。
我
死
せ
ば
、
則
ち
不
食
の
地
を
択
び
て
我
を
葬
れ
。

l
l
中
略
|
|
因
子
高
(
成
子
高
の

こ
と
)
日
く
、
葬
な
る
者
は
蔵
な
り
。
蔵
な
る
者
は
人
の
見
る
を
得
ざ
る
こ
と
を
欲
す
る
な
り
。
こ
の
故
に
衣
は
以
て
身
を
飾
る
に
足
り
、

め
ぐ

棺
は
衣
に
周
ら
し
、
棒
は
棺
に
周
ら
し
、
土
は
梓
に
周
ら
す
。
反
り
て
之
を
壌
樹
せ
ん
や
。
」
(
『
礼
記
』
檀
弓
上
)
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商
日
忍
の
こ
と
ど
も

壌
樹
は
、
封
樹
(
土
を
高
く
盛
っ
て
墳
と
な
し
墓
の
し
る
し
と
し
て
樹
木
を
植
え
る
こ
と
)

開
墾
で
き
な
い
場
所
に
薄
葬
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
点
で
は
、
成
子
高
も
曹
不
一
も
変
り
は
な
い
。
だ
が
そ
の
動
機
は
、
あ
る
意
味
で
全
く
相
反

に
同
じ
。
不
食
の
地
つ
ま
り
山
林
の
よ
う
な

し
て
い
る
。
成
子
高
が
第
一
に
強
調
し
て
い
る
の
は
、
死
者
の
立
場
で
は
な
く
、
生
者
の
立
場
で
あ
る
。
中
国
の
古
代
社
会
が
そ
の
経
済
的

基
盤
の
大
半
を
農
業
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
封
樹
は
農
民
に
労
役
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

し
、
不
食
の
地
で
な
け
れ
ば
、
農
耕
地
な
ど
を
犠
牲
に
せ
、
ざ
る
を
え
な
い
。
生
者
の
生
活
基
盤
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮

(
吾
死
を
以
て
人
に
害
あ
る
べ
け
ん
や
)
が
、
成
子
高
の
薄
葬
の
意
図
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
恐
れ
の
感
情
と
共
に
聖
域
視
さ
れ

て
い
た
死
者
の
領
域
を
儒
家
的
に
合
理
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
曹
不
一
が
一
貫
し
て
朽
ち
て
い
く
肉
体
(
死

者
)
の
立
場
か
ら
薄
葬
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
曹
不
一
の
視
座
と
成
子
高
の
視
座
と
の
隔
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
安
死
は
、
死
者
の
立
場
か
ら
薄
葬
を
重
視
し
て
お
り
、
こ
と
ば
の
類
似
も
多
い
が
、
「
夫
れ
死
は
、
其
の
万
歳
を
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視
る
こ
と
猶
ほ
一
瞭
(
瞬
)

の
ご
と
し
」
と
、
死
者
の
時
間
の
無
限
性
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
古
へ
よ
り
今
に
及
ぶ
、
未
だ
不
亡
の
国
有
ら
ざ
る
な
り
。
不
亡
の
国
無
き
は
、
是
れ
担
か
れ
ざ
る
の
墓
無
き
な
り
。
耳
目
の
聞
見
す
る

所
を
以
て
す
る
に
、
斉
・
刑
・
燕
か
つ
て
亡
び
た
り
。
宋
・
中
山
す
で
に
亡
び
た
り
。
越
・
貌
・
韓
み
な
亡
び
た
り
。
其
れ
み
な
故
国
(
旧

国
)
な
り
。
此
よ
り
以
上
は
、
亡
国
あ
げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
の
故
に
大
墓
は
伊
か
れ
ざ
る
無
き
な
り
。
し
か
も
世
み
な
争
ひ
て
之
を
為

る
。
量
に
悲
し
か
ら
ず
や
。

1

l
中
略
|
|
桑
は
穀
林
に
葬
ら
れ
之
に
通
じ
て
樹
ゑ
、
舜
は
紀
に
葬
ら
れ
市
(
市
場
)
は
擦
(
庖
)
を
変
ぜ

を

ず
、
高
は
会
稽
に
葬
ら
れ
人
徒
を
死
さ
ず
。
是
の
放
に
先
王
は
倹
節
を
以
て
死
を
葬
る
な
り
、
其
の
費
を
愛
し
む
に
非
ざ
る
な
り
、
其
の
労



に

く

お

も

ん

ば

か

を
悪
む
に
非
ざ
る
な
り
。
以
て
死
者
の
為
に
慮
る
な
り
。
先
王
の
悪
む
所
は
、
惟
だ
死
者
の
辱
め
な
り
。
発
か
ら
る
れ
ば
則
ち
必
ず
辱
め
ら

る
。
倹
な
れ
ば
則
ち
発
か
れ
ず
。
故
に
先
王
の
葬
は
、

必
ず
倹
に
必
ず
合
し
必
ず
同
じ
う
す
。
何
を
か
合
す
と
謂
ひ
、
何
を
か
同
じ
う
す
と

謂
ふ
。
山
林
に
葬
れ
ば
則
ち
山
林
に
合
し
、
阪
刷
協
に
葬
れ
ば
則
ち
阪
隠
に
同
じ
う
す
。
」
(
『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
安
死
)

つ
ま
り
安
死
と
は
死
者
の
空
聞
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
者
の
侵
入
を
招
い
て
は
な
ら
な
い
。
生
者
の
欲
望
を
そ
そ
る
副

葬
品
は
、
発
掘
さ
れ
る
こ
と
を
待
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
墓
域
も
ど
こ
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
山
林

に
葬
れ
ば
則
ち
山
林
に
合
す
云
々
」
は
、
埋
葬
の
場
所
が
周
囲
の
景
観
と
一
体
に
な
っ
て
、

そ
の
痕
跡
が
消
え
る
こ
と
を
い
う
。
穀
林
に
通

じ
て
、
す
な
わ
ち
一
面
に
木
を
植
え
た
尭
の
埋
葬
方
法
が
模
範
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
安
死
」
の
前
章
で
あ
る
「
節
葬
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
安
死
が
死
者
の
最
終
日
的
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
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「
審
か
に
生
を
知
る
は
聖
人
の
要
な
り
。
審
か
に
死
を
知
る
は
聖
人
の
極
な
り
。
生
を
知
る
と
は
、
以
て
生
を
害
せ
ず
、
生
を
養
ふ
の
謂
な

り
。
死
を
知
る
と
は
、
以
て
死
を
害
せ
ず
、
死
を
安
ん
ず
る
の
調
な
り
。
此
の
二
つ
の
者
は
、
聖
人
の
独
り
決
す
る

(
知
る
)
所
な
り
。
」

こ
の
よ
う
に
安
死
が
死
者
の
最
終
日
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
死
者
の
時
間
の
無
限
性
を
前
提
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
死
者
の
空
間
は
、
氷
久
に
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
死
者
の
空
間
が
永
久
に
維
持
さ
れ
た
と
き
、
彼
の

肉
体
に
ど
の
よ
う
な
運
命
が
お
と
ず
れ
る
の
か
、
『
口
口
氏
春
秋
』
に
何
の
一
言
及
も
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
死
者
の
肉
体
が
時
間
の
経
過

と
共
に
消
滅
す
る
と
『
呂
氏
春
秋
』
の
作
者
た
ち
が
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
無
限
の
死
者
の
時
間
に
お
い
て
、
な
お
安
死
を
求
め
る
必
要
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曹
五
の
こ
と
ど
も

は
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
れ
ば
、
『
呂
氏
春
秋
』
の
安
死
に
は
、
天
地
の
聞
に
死
者
の
肉
体
を
永
久
に
保
存
し
よ
う
と
す
る
意
志

の
肯
定
と
、

ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
、
遺
体
の
保
存
の

た
め
の
乾
燥
剤
で
あ
る
葦
炭
を
禁
じ
、
「
棺
檎
は
以
て
骨
を
朽
ち
し
む
る
に
足
り
、
衣
余
は
以
て
肉
を
朽
ち
し
む
る
に
足
る
の
み
」
と
い
う
曹

不
一
の
即
物
的
な
遺
体
観
と
の
聞
に
は
、
同
じ
死
者
の
立
場
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
無
視
で
き
な
い
重
要
な
ズ
レ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
曹
不
一
の
「
終
制
」
が
『
礼
記
』
檀
弓
上
と
『
口
口
氏
春
秋
』
安
死
に
多
く
の
こ
と
ば
を
借
り
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
思
想
内

容
と
切
り
離
し
、
独
自
に
転
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
ズ
レ
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
た
。
こ
と
ば
を
転
化
さ
せ
て
い
る
の

は
、
曹
不
一
の
即
物
的
遺
体
観
で
あ
る
。
曹
不
一
が
薄
葬
を
命
じ
た
の
は
、
生
者
へ
の
配
慮
で
も
な
く
、
死
後
の
肉
体
の
保
存
を
意
図
し
た
か
ら

で
も
な
い
。
死
後
の
肉
体
が
朽
ち
て
土
く
れ
と
な
り
、

そ
の
所
す
ら
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
死
後
の
肉
体
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が
人
知
れ
ず
朽
ち
果
て
て
土
く
れ
と
な
る
、
冷
や
か
な
即
物
的
事
実
の
達
成
に
も
、
一
定
の
物
理
的
時
聞
が
必
要
で
あ
る
。
曹
亙
の
「
終
制
」

こ
の
時
聞
を
確
保
す
る
た
め
に
最
大
限
の
意
を
傾
け
て
い
る
。
自
己
撞
着
と
も
い
う
べ
き
論
理
的
矛
盾
や
、
皇
帝
ら
し
か
ら
ぬ
不
用
意

~i な
発
言
に
、

そ
の
心
理
が
集
約
的
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
骨
に
痛
痔
の
知
無
く
、

一
本
は
棲
神
の
宅
に
非
、
ず
」

と
薄
葬
の
理
由

の
一
つ
に
断
言
し
な
が
ら
、
生
者
に
薄
葬
の
実
行
を
迫
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
死
者
を
し
て
知
あ
ら
し
め
ば
、
将
に
汝
に
福
せ
ざ
ら
ん
と
す
」

と
死
者
を
恐
怖
す
る
原
始
感
情
を
利
用
し
て
生
者
を
威
嚇
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
表
現
が
自
己
撞
着
で
あ
る
こ
と
は
、
曹
不
一
に
と

っ
て
も
自
明
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
論
理
的
矛
盾
を
あ
え
て
犯
し
て
ま
で
、
自
己
の
肉
体
が
土
く
れ
と
な
る
こ
と
を
、
彼
は
願
っ
た

の
で
あ
る
。
人
は
す
べ
て
論
理
で
行
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
死
者
が
生
者
の
行
動
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
生
者
に
対
す
る
呪
術
的
力
が
、

無
力
な
死
者
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
論
理
的
矛
盾
は
、

む
し
ろ
彼
に
あ
っ
て
土
く
れ
と
な
る
こ
と
の
願
望
の

強
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
皇
帝
ら
し
か
ら
ぬ
不
用
意
な
発
言
と
は
、

『
呂
氏
春
秋
』
安
死
の
こ
と
ば
を
ほ
ぼ
そ
の
ま



ま
流
用
し
た
「
古
へ
よ
り
今
に
及
ぶ
、
未
だ
不
亡
の
国
あ
ら
ず
、
亦
た
不
掘
の
墓
あ
る
無
じ
」
で
あ
る
。
曹
亙
が
貌
の
初
代
皇
帝
に
即
位
し

た
の
は
、

わ
ず
か
二
年
前
で
あ
る
。
父
の
曹
操
が
後
漢
の
献
帝
を
擁
舗
と
し
、
実
質
的
権
力
を
手
中
に
し
て
い
た
と
は
い
え
、
献
帝
か
ら
禅

議
の
儀
式
に
よ
っ
て
説
皇
帝
に
即
位
し
た
の
は
彼
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
い
わ
ば
亡
国
を
大
前
提
に
薄
葬
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

皇
帝
と
い
う
立
場
を
離
れ
た
第
三
者
の
眼
で
あ
る
。
事
実
、
半
世
紀
を
待
た
や
す
、
観
は
司
馬
氏
の
築
奪
に
よ
っ
て
亡
ぶ
。
皇
帝
で
あ
る
こ
と

よ
り
も
、
存
亡
の
非
情
を
優
先
さ
せ
て
、
薄
葬
の
根
拠
を
論
理
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
も
、
単
な
る
論
理
を
越
え
た
意
志
が
う
か
が
わ
れ

る
死
者
の
世
界
や
再
生
の
観
念
は
、
彼
に
と
っ
て
、
愚
俗
の
妄
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
彼
が
怖
れ
た
の
は
、
死
後
の
肉
体
が
生
者

の
悪
意
に
よ
っ
て
汚
辱
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
陵
墓
は
、
肉
が
朽
ち
て
、
土
く
れ
と
な
る
、

た
だ
そ
の
即
物
的
事
実
の
達
成
の
た
め

に
だ
け
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
者
の
輯
輯
は
笑
い
の
玩
具
に
利
用
で
き
て
も
、
自
ら
が
玩
具
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
、

え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
す
が
に
耐
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人
間
の
死
に
対
す
る
唯
物
的
な
認
識
は
、
後
漢
の
異
端
的
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
る
王
充
を
先
艇
と
す
る
。

「
人
の
生
ま
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
精
気
な
り
。
死
し
て
精
気
滅
ぶ
。
能
く
精
気
を
為
つ
者
は
、
血
脈
な
り
。

精
気
滅
ぶ
。
滅
び
て
形
体
朽
ち
、
朽
ち
て
灰
土
と
成
る
。
何
を
用
て
鬼
と
な
ら
ん
。
」
(
『
論
衡
』
論
死
)

人
死
し
て
血
脈
明
き
、

埼
き
て

北
大
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市
間
五
の
こ
と
ど
も

精
気
は
万
物
の
元
素
。
『
論
衡
』
訂
鬼
に
よ
れ
ば
、
陰
気
と
陽
気
に
二
分
さ
れ
る
。
陰
気
は
主
に
身
体
を
つ
く
り
、
陽
気
は
主
に
精
神
を
つ

く
る
。
そ
し
て
相
互
に
依
存
し
て
お
り
、
片
方
だ
け
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
鬼
は
、
死
者
の
霊
魂
で
あ
る
。
唯
物
的
な
視

点
か
ら
無
鬼
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
肉
体
が
朽
ち
て
土
く
れ
と
な
る
事
実
を
人
聞
の
宿
命
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

晋
の
衰
山
松
の
『
後
漢
書
』
(
『
後
漢
書
』
巻
四
十
九
の
王
充
の
伝
に
章
懐
太
子
注
が
引
用
)
に
よ
れ
ば
、
『
論
衡
』
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う

に
し
て
世
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。

「
〔
王
〕
充
の
作
る
所
の
論
衡
、
中
土
未
だ
伝
ふ
る
者
有
ら
ず
。
察
畠
呉
に
入
り
て
始
め
て
之
を
得
、
恒
に
秘
玩
し
て
以
て
談
助
と
為
す
。

措

あ

る

ひ

と

空

み

其
の
後
、
王
朗
会
稽
の
太
守
と
為
り
、
又
其
の
書
を
得
、
許
下
に
還
る
に
及
び
、
時
人
其
の
才
の
進
め
る
を
称
む
。
或
日
く
、
異
人
に
見
ゆ

寺

4Fao

る
に
あ
ら
ず
、
当
に
異
書
を
得
た
る
べ
し
。
之
に
、
問
ふ
に
、
果
L
て
論
衡
の
益
を
以
て
な
り
。
是
れ
に
由
り
遂
に
伝
へ
ら
る
。
」
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王
充
は
、
会
稽
郡
上
虞
県
(
淑
江
省
上
虞
県
)

は
、
光
和
二
年
(
一
七
八
)
頃
で
あ
円
山
王
充
が
没
し
て
か
ら
八
十
年
近
く
た
っ
て
い
る
。
た
だ
茶
芭
は
談
論
の
種
木
と
し
て
秘
匿
し
て
い

の
人
で
あ
り
、

『
論
衡
』

は
そ
こ
で
書
き
つ
づ
ら
れ
た
。
ザ
祭
笛
が
呉
の
地
方
へ
行
っ
た
の

さ
ほ
ど
人
の
自
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
朗
が
曹
操
に
招
か
れ
た
の
は
、
建
安
三
年
(
一
九
八
)
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
四
年
間
、
会
稽
の
太
守
で
あ
っ
た
。
曹
操
は
、
す
で
に
建
安
元
年
(
一
九
六
)
に
献
帝
を
迎
え
て
、
許
(
河
南
省
許
昌
県
)
を
新

た
の
で
、

た
な
都
と
し
て
い
る
。
『
論
衡
』
は
、
こ
の
新
た
な
都
か
ら
時
人
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
論
衡
』
の
再
発
見
者
の
役

割
を
、

王
朗
は
蒸
畠
以
上
に
果
た
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
生
く
る
や
七
尺
の
形
有
り
、
死
す
る
や
唯
だ
一
棺
の
土
た
る
の
み
」
は
、
曹
不
一
が
そ
の
王
朗
に
与
え
た
書
簡
に
見
ら
れ
る
句



で
あ
っ
た
。
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
偶
然
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
唯
物
的
発
想
が
『
論
衡
』
再
発
見
者
の
王
朗
に
な
じ
み
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
と
も
と
『
准
南
子
』
精
神
訓
の
超
越
的
形
而
上
学
に
裏
打
ち
き
れ
た
こ
と
ば
が
、
唯
物
的
に
す
り
か
え
ら
れ
て

い
る
機
微
を
、

お
そ
ら
く
王
朗
は
誰
よ
り
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

王
朗
に
与
え
た
書
簡
の
主
旨
も
そ
う
で
め
っ
た
が
、
曹
不
一
は
人
聞
は
死
ぬ
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
非
常
に
死
を
即
物
的
に
考
え
る
こ
と

で
、
逆
に
著
作
の
価
値
を
強
く
主
張
す
る
。
そ
の
論
拠
は
、
著
作
が
個
人
の
死
を
越
え
て
生
き
続
け
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に

彼
の
著
作
は
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
の
大
半
が
失
わ
れ
、
決
し
て
彼
が
期
待
し
た
形
で
は
な
い
け
れ
ど
。

不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
寿
は
、
時
あ
り
て
尽
き
、
其
の
身
に
止
ま
る
。
二
者
は
、

あ
り
。
未
だ
文
章
の
無
窮
な
る
に
し
か
ず
。
」
(
『
典
論
』
論
文
・
『
文
選
』
巻
五
十
二
)

「
蓋
し
、
文
章
は
、
経
国
の
大
業
に
し
て
、

必
至
の
常
期

こ
こ
で
曹
不
一
が
文
章
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
経
世
論
的
著
作
を
第
一
義
と
し
て
い
必
。
経
国
の
大
業
と
い
う
価
値
づ
け
は
、
そ
の
意
味
で
、
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儒
家
の
伝
統
的
な
文
章
観
を
引
き
つ
い
で
お
り
、

必
ず
し
も
詩
賦
の
よ
う
な
文
学
作
品
の
価
値
を
前
面
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
曹
不
一
が
同
時
代
を
生
き
た
文
人
た
ち
の
死
を
悲
し
み
、
詩
賦
の
よ
う
な
文
学
作
品
を
も
含
め
て
彼
ら
が
こ
の
世
に
残
し
た
も
の
を

愛
惜
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。

位

ぼ

こ

り

ご

る

す

べ

「
何
ぞ
図
ら
ん
、
数
年
の
聞
に
、
零
落
し
て
略
尽
き
ん
と
は
。
之
を
言
え
ば
心
を
傷
ま
し
む
。
頃
其
の
遺
文
を
撰
し
、
都
て
一
集
と
為
す
。

其
の
姓
名
を
観
れ
ば
、
己
に
鬼
録
と
為
る
。
昔
遊
を
追
息
す
れ
ば
、
猶
ほ
心
自
に
在
り
。
而
し
て
此
の
諸
子
、
化
し
て
糞
壌
と
為
る
。
復
た

北
大
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曹
互
の
こ
と
ど
も

道
ふ
ベ
け
ん
や
。
」
(
「
呉
質
に
与
ふ
る
書
」

-1
『
文
選
』
巻
四
十
二
)

曹
亙
の
言
に
よ
れ
ば
、
経
世
論
的
著
作
を
残
し
た
の
は
、
彼
ら
の
中
で
徐
幹
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
典
論
』
論
文
に
も
「
呉
質
に

内
与
ふ
る
書
」

に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

逆
に
い
え
ば
、

曹
T

企
が
撰
し
た
遺
文
は
、

経
世
論
的
著
作
の
範
時
に
は
属
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ご
集
」
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
書
簡
の
中
で
、
劉
禎
の
五
言
詩
を
そ
し
で
玉
条
の
辞
賦
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら

考
え
て
、
詩
賦
の
よ
う
な
文
学
作
品
も
「
一
集
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
の
想
像
も
で
き
な
く
は
な
い
。
「
一
集
」
を
編
ん
だ
曹
不
一
は
、

こ

り

ご

ろ

ぬ

ぐ

「
問
者
諸
子
の
文
を
歴
覧
す
る
に
、
之
に
対
し
て
一
段
を
技
ぶ
。
」
(
向
上
)
と
も
述
べ
て
い
る
。
不
朽
の
経
世
論
的
著
作
を
残
せ
な
か
っ
た
彼

ら
を
悼
む
気
持
も
あ
ろ
う
が
、

そ
の
彼
ら
の
遺
文
の
中
に
も
、

い
ま
は
糞
壌
と
な
っ
た
彼
ら
が
ま
ざ
ま
ざ
と
生
き
て
い
れ
ば
こ
そ
の
感
傷
で
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あ
ろ
う
。
こ
の
書
簡
で
も
、
曹
不
一
は
人
聞
の
死
を
土
く
れ
と
な
る
即
物
的
事
実
と
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
死
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
、

よ

り
広
義
の
文
章
表
現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
「
一
集
」
を
編
む
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
に
彼
ら
の
遺
文
を
後
世
に
残
そ
う
と
い
う
意
士
山
が

現
わ
れ
て
お
り
、
少
く
と
も
個
人
の
死
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
な
い
人
間
の
営
為
と
し
て
彼
ら
の
遺
文
を
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

曹
主
が
死
に
対
し
て
い
か
な
る
神
秘
的
幻
想
も
い
だ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
論
述
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、

L 、
カミ

に
著
作
の
中
に
個
人
の
死
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
な
い
価
値
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
人
聞
は
日
常
を
著
作
活
動
の
み
で
終
止
で
き
る
は
ず
も



な
い
。
ま
し
て
彼
は
貌
王
曹
操
の
後
継
者
で
あ
っ
た
。
現
実
を
生
き
る
理
念
も
欠
一
〈
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
が
や

「
夫
れ
陰
陽
交
は
り
て
、
万
物
成
り
、
君
臣
交
は
り
て
、
邦
国
治
ま
り
、
土
庶
交
は
り
て
、
徳
行
光
け
り
。

を
共
に
し
、
市
し
て
友
道
備
は
れ
り
。
易
に
日
〈
、
上
下
交
は
り
て
其
の
志
向
じ
き
な
り
。
こ
れ
に
由
り
て
之
を
観
れ
ば
、
交
は
、
乃
ち
人

憂
楽
を
同
じ
く
し
て
、

富
貴

倫
の
本
務
に
し
て
、

王
道
の
大
義
な
り
。
た
だ
土
友
の
志
の
み
に
非
ざ
る
な
り
。
」
(
『
説
文
帝
集
』
・
『
初
学
記
』
巻
第
十
八
交
友
第
二
所
引
)

死
後
に
神
秘
的
幻
想
を
い
だ
か
な
か
っ
た
彼
が
、
生
の
位
相
に
お
い
て
つ
と
め
て
神
秘
的
な
視
点
を
排
除
す
る
の
は
論
理
的
帰
結
で
あ

る
。
曹
不
一
は
、
人
間
世
界
の
基
本
的
原
理
と
し
て
交
、
い
い
か
え
れ
ば
人
間
関
係
を
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
封
建
的
な
人
間

関
係
の
枠
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
交
は
、
人
倫
の
本
務
に
し
て
、

王
道
の
大
義
な
り
」
と
い
う
考
え
方
は
、
人
と
1

人
の
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間
で
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
人
間
の
本
性
を
、
歴
史
的
社
会
的
条
件
に
制
限
さ
れ
つ
つ
も
、
取
り
込
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
理
念
と
現
実

と
は
必
ず
し
も
幸
福
な
一
致
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。

『
一
二
国
士
山
』
を
撰
し
た
陳
寿
は

J

曹
不
一
の
伝
で
あ
る
文
帝
紀
に
次
の
よ
う
な
評
を
付
し
て
い
る
。

ひ
ろ

「
文
帝
、
天
資
文
藻
た
り
、
筆
を
下
せ
ば
章
を
成
し
、
博
聞
張
識
に
し
て
、
才
芸
兼
ね
て
該
し
。
若
し
之
に
蝋
大
の
度
を
加
へ
、
励
む
に

公
平
の
誠
を
以
て
し
、
道
を
存
す
る
に
遁
志
し
、
克
く
徳
心
を
広
む
れ
ば
、
則
ち
古
へ
の
賢
玉
も
、
何
ぞ
之
を
遠
き
と
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
」

陳
寿
は
、
曹
不
一
の
す
ぐ
れ
た
文
才
と
博
識
を
賞
讃
し
て
い
る
ρ

た
じ
か
に
彼
は
歴
代
の
皇
帝
の
中
で
も
屈
指
の
知
識
人
で
あ
る
。
そ
の
彼
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曹
一
企
の
こ
と
ど
も

に
畷
大
の
度
や
公
平
の
誠
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
、

陳
寿
は
腕
曲
に
仮
定
の
形
で
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、

文
帝
紀
に
は
、

こ
の
指
摘

に
見
合
う
記
述
は
な
い
。
こ
の
指
摘
に
見
合
う
具
体
例
は
、
他
の
列
伝
、
も
し
く
は
義
松
之
が
注
に
引
用
す
る
史
料
に
捜
し
出
す
こ
と
が
で

き
る
。人

間
関
係
を
人
間
社
会
の
基
本
的
原
理
と
措
定
し
な
が
ら
、
彼
の
理
念
と
彼
の
現
実
と
は
み
じ
め
に
分
裂
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
自
己
中

心
的
な
感
情
を
抑
圧
し
な
が
ら
、

つ
い
に
は
他
者
を
排
除
す
る
偏
狭
な
曹
不
一
像
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
文
学
つ
ま
り
建
安
の
文
学
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
弟
の
曹
植
と
、
曹
不
一
は
権
力
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
に
対
立
し
た

こ
と
が
あ
る
。
建
安
二
十
二
年
(
一
二
七
)
に
曹
杢
が
説
太
子
に
立
て
ら
れ
て
決
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
決
着
す
る
ま
で
の
一
時
期
、
兄
弟

の
刑
殺
(
一
二
九
)
、

丁
儀
・
丁
虞
の
諒
殺
(
二
一
一

O
)、
さ
ら
に
楊
俊
の
自
殺
(
二
二
二
)
な
ど
、
曹
杢
の
太
子
時
代
か
ら
皇
帝
即
位
以
後
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双
方
の
側
近
が
陰
で
動
き
、
父
の
曹
操
に
も
迷
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
長
く
影
を
落
と
す
。
曹
植
の
側
近
で
あ
っ
た
楊
修

に
ま
で
血
生
臭
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
関
連
す
る
悲
劇
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
悲
劇
の
要
因
の
半
ば
が
曹
不
一

そ
の
人
に
あ
る
こ
と
を
、
次
の
例
に
見
る
に
と
ど
め
よ
う
。

袈
松
之
が
た
び
た
び
注
引
す
る
史
書
の
一
つ
に
『
貌
略
』
が
あ
る
。
『
貌
略
』
に
は
、
『
史
記
』
に
倣
っ
て
俵
倖
篇
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。

権
力
者
の
日
常
生
活
の
周
辺
で
こ
び
へ
つ
ら
っ
て
い
た
人
間
の
た
め
の
列
伝
で
あ
る
。
そ
の
一
人
に
孔
桂
な
る
人
が
い
る
。

か

け

ご

と

-

ま

り

Z

く

に
し
て
、
博
奔
・
蹴
鞠
を
wm
み
と
す
。
故
に
太
祖
(
曹
操
)
こ
れ
を
愛
し
、
慨
に
左
右
に
在
ら
し

お

も

つ

ぶ

さ

の

め
、
出
入
に
随
従
せ
し
む
。
桂
は
太
祖
の
意
ふ
と
こ
ろ
を
察
し
、
喜
楽
の
時
に
、
言
次
(
は
な
し
の
つ
い
で
)
に
曲
に
陳
ぶ
る
所
あ
る
に
因

「
桂
は
、
性
便
貯
(
こ
び
へ
つ
ら
う
)

り
て
、
事
多
く
従
は
れ
、

し
ば
し
ば
賞
賜
を
得
。
人
多
く
錦
遺
(
食
物
・
金
口
聞
を
贈
る
)
す
。
桂
は
こ
れ
に
由
り
て
侯
服
玉
食
(
美
服
美
食



五
官
将
(
曹
不
一
)
及
び
諸
侯
ま
た
皆
こ
れ
に
親
し
む
。
其
の
後
、
桂
は
太
祖
の
久
し
く
太
子

あ

ら

た

お

ろ

そ

を
立
て
ず
し
て
臨
富
候
(
曹
植
)
に
意
あ
る
を
見
て
、
更
め
て
臨
蕗
侯
に
親
附
し
て
五
官
将
を
簡
か
に
す
る
に
因
り
て
、
将
(
五
官
将
曹
不
一
)

は

な

は

ふ

く

は
甚
だ
こ
れ
を
街
む
。
太
祖
の
嘉
ず
る
に
及
び
、
文
帝
貧
困
不
一
)
王
位
に
即
く
。
未
だ
其
の
罪
を
致
す
に
及
ば
ず
。
黄
初
元
年
、
例
に
随
ひ

し

か

ひ

そ

ま

い

な

い

ひ

き

5

あ
ら

て
転
じ
て
酎
馬
都
尉
を
拝
す
。
而
る
に
桂
は
私
か
に
西
域
の
貨
賂
を
受
け
人
事
を
為
す
を
許
く
。
事
発
は
れ
、
詔
あ
り
て
収
問
(
逮
捕
尋
問
)

し
、
遂
に
之
を
殺
す
。
」
(
『
三
国
志
』
巻
一
ニ
・
蓑
松
之
注
引
『
貌
略
』
)

の
賛
沢
の
生
活
)
す
。
太
祖
既
に
桂
を
愛
し
、

孔
桂
が
殺
さ
れ
た
直
接
の
原
因
は
、
賄
賂
を
受
け
取
っ
て
人
事
に
便
宜
を
は
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
後
継
者
問
題
に
お

け
る
孔
桂
の
日
和
見
的
行
動
が
伏
線
に
あ
っ
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
曹
不
一
は
貌
王
に
即
位
し
て
た
だ
ち
に
曹
植
の
側
近
中
の
側
近
で
あ

っ
た
丁
儀
・
丁
虞
兄
弟
を
諒
殺
し
て
い
る
。
『
謀
略
』
が
こ
の
時
点
で
孔
桂
が
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
た
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め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
同
時
に
孔
桂
が
殺
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
を
も
説
明
し
て
い
る
。
曹
不
一
は
一
決
し
て
こ
の
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ス

ト
に
対
し
て
も
過
去
を
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
街
」
と
は
処
罰
の
対
象
と
考
え
て
う
ら
む
こ
と
で
も
あ
る
。

黄
初
元
年
(
二
二

O
)、
つ
ま
り
親
王
か
ら
さ
ら
に
競
皇
帝
に
即
位
し
て
間
も
な
く
、
曹
不
一
は
孔
桂
を
殺
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
後
継
者
間

題
に
最
終
的
決
着
が
つ
い
て
か
ら
、
三
年
の
年
月
が
経
過
し
て
い
る
。
心
理
的
に
抑
圧
さ
れ
た
自
己
中
心
的
な
憎
悪
の
感
情
が
長
く
く
す
ぶ

そ
の
後
の
曹
植
の
冷
遇
や
こ
の
間
題
で
曹
植
に
荷
担
し
た
関
係
者
に
対
す
る
曹
不
一
の
仕
打
ち
は
ま

だ
し
も
理
解
で
き
る
。
あ
く
ま
で
政
治
的
な
処
理
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
政
権
の
内
部
を
固
め
る
一
方
法
で
は
あ

り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
自
己
の
感
情
を
心
理
的
に
抑
圧
す
る
傾
向
は
、
彼
の
青
年
時
代
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
日
突
然
の
よ
う
に
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薗
田
亙
の
こ
と
ど
も

相
手
を
奈
落
の
底
へ
っ
き
お
と
す
。
曹
不
一
が
そ
れ
ま
で
何
を
考
え
て
い
た
の
か
、

そ
の
時
は
じ
め
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

張
繍
は
、
膜
騎
将
軍
張
済
の
族
子
で
あ
る
。
張
済
に
従
っ
て
頭
角
を
現
わ
し
、
張
済
の
死
後
、
そ
の
軍
勢
を
統
率
し
た
。
は
じ
め
剤
州
の

劉
表
と
連
合
じ
、
南
下
す
る
曹
操
の
軍
と
対
峠
し
た
が
、
戦
わ
ず
し
て
軍
門
に
降
っ
た
。
し
か
し
、
曹
操
が
張
済
の
妻
を
納
れ
た
の
に
憤
激

し
て
曹
操
を
強
襲
し
た
。
不
意
を
衝
か
れ
た
曹
操
の
軍
は
敗
北
し
、
曹
操
も
流
矢
で
負
傷
し
て
い
る
。
建
安
二
年
(
一
九
七
)
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
曹
昂
が
戦
死
し
て
い
る
。
曹
不
一
の
異
母
兄
で
あ
る
。
曹
亙
は
『
典
論
』
自
叙
で
当
時
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
建
安
の
初
、
上
(
曹
操
)
剤
州
を
南
征
す
。
宛
(
河
南
省
南
陽
県
)
に
至
り
、
張
繍
降
る
。
旬
日
に
し
て
反
す
。
亡
兄
孝
廉
子
修
(
曹
昂

の
字
)
、
従
兄
安
民
、
室
岡
に
遇
う
。
時
に
余
が
年
十
歳
、
馬
に
乗
り
て
脱
す
る
を
得
た
り
。
」
(
『
三
国
士
山
』
巻
二
・
袈
松
注
引
『
典
論
』
自
叙
)
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兄
、
が
戦
死
し
父
が
矢
傷
を
負
っ
た
危
地
を
、
曹
不
一
は
か
ら
く
も
脱
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
張
繍
は
、
一
再
び
曹
操
に
帰
順
し
て
い
る
。
曹
操
の
勢
力
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
弱
小
勢
力
に
自
立
の
余
地
は
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。
仇
敵
関
係
に
あ
る
曹
操
に
帰
順
す
る
こ
と
は
、
張
繍
に
と
っ
て
賭
で
あ
っ
た
が
、
曹
操
は
私
怨
を
解
い
て
張
繍
に
活
躍
の
場
を
あ
た

え
た
。
曹
操
が
亥
紹
と
華
北
に
お
け
る
雌
雄
を
決
し
た
官
渡
の
戦
い
(
二

O
O
)
を
は
じ
め
、
張
繍
は
次
々
と
軍
功
を
重
ね
た
。
そ
し
て
建

安
十
二
年
(
ニ

O
七
)
、
烏
丸
北
征
中
に
没
し
て
い
る
。

「
烏
丸
を
柳
城
門
法
箪
省
輿
城
県
)

に
征
す
る
に
従
ひ
、
未
だ
至
ら
ず
し
て
亮
ず
。
」
(
『
三
国
士
宮
巻
八
)



烏
丸
は
北
方
の
異
民
族
。
亥
氏
と
友
好
関
係
に
あ
っ
た
。
陳
寿
は
張
繍
の
死
を
従
軍
中
の
死
と
す
る
の
み
で
、

そ
れ
以
上
言
及
し
て
い
な

、A
V

為

、

L
，刀

し
か
し
『
貌
略
』
に
よ
れ
ば
そ
の
死
は
自
殺
で
あ
る
。

君
わ
が
兄
を
殺
せ
し
、

て
面
を
持
し
人
を
視
る
か
と
。
繍
が
心
お
の
ず
か
ら
安
ん
ぜ
ず
、
乃
ち
自
殺
す
。
」
(
『
三
国
士
山
』
巻
入
・
袈
松
之
注
引
『
謀
略
』
)

「
五
官
将
(
曹
不
一
)
、
〔
張
繍
の
〕
し
ば
し
ば
会
は
ん
こ
と
を
請
ふ
に
因
り
て
、

怒
り
を
発
し
て
日
く
、

何
ぞ
た
へ

十
年
前
の
出
来
事
は
、
軍
功
を
重
ね
な
が
ら
も
、
張
繍
の
弱
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
張
繍
が
何
を
頼
も
う
と
し
て
曹

主
に
会
お
う
と
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
二
十
一
歳
の
青
年
は
容
赦
な
く
相
手
の
弱
み
を
攻
撃
し
、
そ
の
精
神
に
打
撃
を
あ
た
え
た

の
で
あ
る
。
曹
不
一
は
過
去
の
わ
だ
か
ま
り
を
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

相
手
の
精
神
を
瓦
解
さ
せ
る
も
っ
と
露
骨
な
事
例
が
あ
る
。
時
間
も
か
か
り
手
も
こ
ん
で
い
る
。
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「
建
安
二
十
四
年
(
一
二
九
)
、
太
祖
(
曹
操
)
長
安
に
在
り
、
曹
仁
を
し
て
奨
(
湖
北
省
褒
陽
県
)

あ
ふ

禁
を
し
て
仁
を
助
け
し
む
。
秋
、
大
涙
雨
に
し
て
、
漢
水
溢
れ
、
平
地
水
数
丈
、
禁
等
七
軍
皆
没
せ
り
。
禁
諾
将
と
高
き
に
登
り
水
を
望
む

長
ま

も
、
回
避
す
る
所
な
し
。
羽
大
船
に
乗
り
て
就
り
て
禁
等
を
攻
め
、
禁
遂
に
降
る
。
た
だ
鹿
慈
の
み
節
を
屈
け
ず
し
て
死
す
。
太
祖
之
を
聞

お
も

き
て
哀
歎
す
る
こ
と
之
を
久
し
く
し
て
日
く
、
吾
禁
を
知
る
こ
と
三
十
年
、
何
ぞ
意
は
ん
や
危
に
臨
み
難
に
処
り
て
反
て
躍
恵
に
如
か
ず
と

k
く

は
。
た
ま
た
ま
孫
権
の
羽
を
禽
に
じ
其
の
衆
を
獲
る
に
よ
り
、
禁
ま
た
呉
に
在
り
。
文
帝
(
曹
不
一
)
践
昨
す
。
権
藩
を
称
し
、
禁
を
遣
り
て

慰
す
。
帝
禁
ー
を
引
見
す
。
費
髪
賠
白
、
と
し
て
形
容
鮪
額
た
り
。
泣
梯
し
て
頓
首
ぢ
帝
慰
め
諭
す
に
荷
林
父
・
孟
明
視
の
故
新
)
を
以
て
じ
、

に
関
羽
を
討
た
し
め
、

ま
た
六
十
丁
〕
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曹
亙
の
こ
と
ど
も

拝
し
て
安
遠
将
軍
と
為
す
。
呉
に
遣
使
せ
ん
と
欲
し
て
、
先
づ
北
し
て
鄭
(
河
北
省
臨
樟
県
)
に
詣
り
高
陵
(
鄭
の
西
に
あ
る
曹
操
の
陵
)

え

が

は

い

か

に
謁
せ
し
む
。
帝
あ
ら
か
じ
め
陵
屋
に
関
羽
の
戦
に
克
ち
、
鹿
恵
の
憤
怒
し
、
禁
の
降
服
す
る
の
状
を
画
か
し
む
。
禁
見
て
漸
ぢ
議
り
病
ひ

を
発
し
て
嘉
ず
。
」
(
『
三
国
士
山
』
巻
十
七
)

い
た
っ
て
手
の
こ
ん
だ
心
理
的
サ
デ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
、
老
将
子
禁
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
屈
辱
は
あ
る
ま
い
。
曹
歪
は
仮
面
を
つ
け
て

心
に
も
な
く
慰
め
諭
し
た
の
で
あ
る
。
後
の
効
果
を
十
分
予
期
し
な
が
ら
仮
面
の
下
で
老
将
の
悲
劇
を
冷
笑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
曹
不
一
に
向
か
っ
て
喜
沓
な
応
対
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
殺
さ
れ
か
か
っ
た
曹
洪
(
『
三
国
士
山
』
巻
九
)
、
曹
不
一
が
寵
愛
し
た

郭
后
の
弟
を
断
罪
し
た
た
め
後
に
殺
さ
れ
た
他
動
(
『
三
国
士
山
』
巻
二
十
四
)
な
ど
、
陳
寿
が
指
摘
す
る
曹
主
に
お
け
る
峨
大
の
度
や
公
平

の
誠
の
乏
し
さ
の
犠
牲
者
は
他
に
も
少
な
く
な
い
。
彼
ら
犠
牲
者
た
ち
が
曹
不
一
の
内
面
で
抑
庄
さ
れ
て
い
る
感
情
に
対
し
て
鈍
感
な
ま
ま
で

あ
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
れ
ら
の
不
幸
な
人
間
関
係
の
要
因
に
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
ら
犠
牲
者
の
存
在
は
、
結
局
の
と
こ
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ろ
、
現
実
を
生
き
る
た
め
の
理
念
(
交
は
、
乃
ち
人
倫
の
本
務
に
し
て
、

王
道
の
大
義
な
り
)
が
、
曹
不
一
に
お
い
て
破
綻
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。

五

西
山
一
何
高

高西
く山
高一
く刊に

殊主何
tこ6ぞ
極高
まき
り
無
し

高
高
殊
無
極



上
有
両
仙
偉

不
飲
亦
不
食

与
我
一
丸
薬

光
耀
有
五
色

服
薬
四
五
日

身
体
生
羽
翼

軽
挙
乗
浮
雲

侠
忽
行
方
億

流
覧
観
四
海

t
t非
所
識

U
祖
称
七
百

悠
悠
安
可
原

子 老
今聴
覚適
不西
還戎

主
喬
仮
虚
詞

赤
松
垂
空
言

達
人
識
真
偽

北
大
文
学
部
紀
要

光我飲上
り弘にまに
耀章一ず両主
き‘丸亦り
て薬食の
五をは似!
色与ず僅
あ ふ あ
りり

服
薬
す
る
こ
と
四
五
日
に
し
て

身
体
は
羽
翼
を
生
ず

後去軽
忽2挙
Fこ し
して
て浮
万雲
億に
を乗
行り
く

流
覧
し
て
四
海
を
観
れ
ば
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f底拶?と
悠祖ずと
とはと
し'七し
て百て
安与と識
ん、称る

ぞせ所
原5らに
ぬるあ
ベるら
けもず
ん
や

今老
Uこ 耳再
子おは

い西
て戎
寛に
に適
還全き
ら
ず

王
喬
(
仙
人
の
名
)
は
虚
詞
を
依
り

赤
松
(
仙
人
の
名
)

は
空
言
を
垂
る

達
人
は
真
と
偽
を
識
り



前
回
亙
の
こ
と
ど
も

愚
夫
好
妄
伝

追
念
往
古
事

憤
憤
千
万
端

百
家
多
迂
怪

聖
道
我
所
観

愚
夫
は
妄
伝
を
好
む

ー「

折
楊聖百憤?住
柳道家憤;古
行ははにの
」我迂し事
q の怪てを
宋観多千追
書るし万念
』所端す
楽な なれ
志り りば

漢
貌
の
詩
歌
の
基
調
に
は
、
人
生
の
は
か
な
さ
を
歎
く
感
情
が
強
く
流
れ
て
い
る
。
「
古
詩
十
九
首
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
九
)
を
想
起
し

て
み
れ
ば
、
そ
の
大
半
は
人
生
の
短
命
を
悲
し
み
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
営
為
が
、
享
楽
も
含
め
て
、
不
安
定
な
臨
調
り
を
お
び
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
曹
不
一
と
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
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瑳
我
白
髪

生
一
何
早

人
生
若
寄

多
憂
何
為

あ
あ
我
が
白
き
髪

生
ず
る
こ
と
一
に
何
ぞ
早
き

「
短
歌
行
」
↑
(
『
宋
書
』
楽
志
一
ニ
)

人
の
生
は
寄
す
る
が
ご
と
し

多
く
憂
ひ
て
何
を
か
為
さ
ん



人
生
居
天
地
問

忽
如
飛
鳥
棲
枯
校

「
善
哉
行
」
(
『
宋
室
百
』
楽
志
三
)

人
の
生
ま
れ
て
天
地
の
聞
に
居
る
こ
と

忽
と
し
て
飛
鳥
の
枯
枝
に
棲
む
が
ご
と
し

「
大
勝
上
高
行
」
υ

(

『
楽
府
詩
集
』
巻
一
二
十
九
)

こ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
生
の
認
識
を
示
す
漢
視
の
詩
人
た
ち
が
、
不
死
へ
の
あ
こ
が
れ
を
漏
ら
し
た
り
、
神
仙
を
形
象
化
し
た
り
す
る
の

は
、
必
ず
し
も
迷
信
や
妄
想
の
所
産
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
曹
操
の
「
気
出
唱
」
(
『
宋
書
』
楽
士
山
三
)
や
曹
植
の
「
遠
遊
篇
」
(
『
曹
子
建

集
』
巻
六
)
な
ど
は
、

そ
の
実
在
を
信
じ
て
神
仙
を
登
場
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
衣
服
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
死
す
べ
き
存
在
と
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し
て
の
人
聞
の
沈
吟
の
思
い
が
、
無
限
定
な
イ
メ
ー
ジ
に
解
放
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
曹
不
一
の
「
折
楊
柳
行
」
は
、
神
仙
の

の
一
部
を
掲
げ
る
。

イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
逆
説
的
な
レ
ト
リ
ヅ
ク
で
提
示
し
、
神
仙
否
定
の
議
論
へ
結
び
つ
け
て
い
る
。
比
較
の
た
め
に
曹
操
の
「
気
出
唱
」

円
伝
可
」
、
、
宮
程
】

プ
ト
ハ
F

ノ
立
目

乗
風
而
行

行
四
海
外

路
下
之
入
邦

北
大
文
学
部
紀
要

六
龍
に
駕
し

風
に
乗
り
て
行
く

弓ι

‘路事四
に古海
下 の
り外
て に
八行
邦 き

全
世
界
? 

ゅ
に
之
く



曹
亙
一
の
こ
と
ど
も

歴
登
高
山
臨
渓
谷

乗
雲
而
行

行
四
海
外

東
到
泰
山

仙
人
玉
女

下
来
期
遊

醸
駕
六
龍
飲
玉
柴

河
水
尽

不
東
流

解
愁
腹

飲
玉
襲

邑

P
主
寸
一

T
4

一室
4
f
4イ
l

東
到
蓬
莱
山

上
至
天
之
門

玉
闘
下

引
見
得
入

と
小
人
々
円
口
ふ
j

，元私'芹・ムス

あ
ま
ね

歴
く
高
山
に
登
り
て
渓
谷
に
臨
む

雲
に
乗
り
て
行
き

四
海
の
外
に
行
く

東
の
か
た
泰
山
に
到
る

仙
人
玉
女

下
り
来
た
り
て
期
遊
す

六
龍
に
穆
駕
し
て
玉
壊
を
飲
む

河
水
尽
き
て
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玉愁東
襲ひに
をのh 流
飲腹Eれ
むを日ず

解
カミ

ん
と
し
て

行
く
を
奉
持
し
て

東
の
か
た
蓬
莱
山
に
到
り

上
り
て
天
の
門
に
至
る

玉
闘
の
下

引
見
せ
ら
れ
て
入
る
を
得

赤
松
相
ひ
対
す



視
正
輝
煩

正 四
に面
爆と顧
焼L望
けす
るれ
をば
視
る

四
面
顧
望

(
後
略
)

こ
の
作
品
が
典
型
的
に
神
仙
を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
遊
仙
詩
は
延
命
長
寿
を
こ
と
ほ
ぐ
祝
頚
歌
的
性

格
が
あ
り
、

宴
席
の
場
で
歌
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
曹
操
に
こ
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
こ
と
と
、
彼
が
「
痛
ま
し
き
か
な
世
人
、
神
仙
に
欺
か
る
」
と
歎
く
詩
句
を
残
し
て
い
る
こ
と
と

こ
の
作
品
も
、
同
じ
こ
と
ば
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

は
、
全
く
矛
盾
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
薗
田
植
の
「
弁
道
論
」
(
『
曹
子
建
集
』
巻
十
)

に
よ
れ
ば
、
曹
操
は
方
土
を
鄭
に
集
め
て
彼
ら
を
禁

神
仙
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
、
曹
操
父
子
の
考
え
方
は
一
致
し
て
い
る
。
問
題
は
、
遊
仙
詩
が
祝
頭
歌
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
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圧
し
た
と
い
う
。

わ
ら
ず
、
曹
主
が
わ
ざ
わ
ざ
神
仙
を
否
定
す
る
視
点
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
「
折
楊
柳
行
」
に
お
け
る
神
仙
否
定

の
展
開
は
、
遊
仙
詩
の
ス
タ
イ
ル
の
要
請
で
は
な
い
以
上
、
彼
の
詩
的
表
現
に
対
す
る
基
本
姿
勢
が
要
請
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
清
の
陳
俳
明
『
采
萩
堂
古
詩
選
』
の
見
解
が
す
ぐ
れ
て
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
曹
不
一
の
「
折

楊
柳
行
」
を
批
評
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
音
節
高
古
た
り
。

す

な

は

な

四
五
日
の
語
は
便
ち
致
を
作
す
。
速
や
か
な
れ
ば
則
ち
太
だ
速
や
か
に
し
て
、
遅
け
れ
ば
則
ち
太
だ
遅
し
。
こ
れ
之

も

し

か

く

の

ご

と

よ

る

ζ

正
使
果
し
て
爾
け
れ
ば
、
亦
た
復
た
何
の
歓
び
か
あ
ら
ん
や
。
こ
の
意
含
蓄
あ
り
。
下

を
速
と
謂
ふ
。
註
記
と
し
て
識
る
所
に
非
ず
は
、

北
大
文
学
部
紀
要



菅
木
山
の
こ
と
ど
も

ど
J
り

文
の
弁
ず
る
所
と
校
ぶ
る
に
尤
も
深
し
。
子
桓
(
曹
不
一
)
の
神
仙
を
言
ふ
は
、
則
ち
妄
言
な
り
。
神
仙
を
疑
へ
ば
、
則
ち
た
だ
疑
ふ
の
み
な

し
か

に
沈
吟
の
心
あ
る
に
似
ず
。
凡
そ
詩
中
に
神
仙
を
言
ふ
に
は
二
途
あ
り
。
高
士
の
真
切
に
懐
想
し
、
失
意
の
人
の
託
す

り
。
孟
徳
、
(
曹
操
)

る
あ
り
て
逃
る
。
か
く
の
如
け
れ
ば
、
則
ち
芝
丹
驚
鵠
も
す
べ
て
浮
響
に
非
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
捨
て
て
妄
諒
す
る
は
、
皆
い
は
ゆ
る
詞
章

に
川
町
り
て
意
旨
無
き
も
の
な
り
。
故
に
詩
は
衷
よ
り
す
る
を
以
て
貴
し
と
為
す
。
」
(
『
古
典
文
学
研
究
資
料
品
築
編

三
曹
資
料
品
察
編
』
所
収
)

曹
不
一
の
「
折
楊
柳
行
」
の
構
成
は
、
大
き
く
前
半
と
後
半
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ι
陳
俳
明
も
「
拒
廷
と
し
て
識
る
所
に
非
ず
」

の
句
ま
で
を
前
半
部
分
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
前
半
部
分
を
評
価
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

後
半
部
分
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
し
か
に
後
半
部
分
は
理
に
詰
ま
っ
て
お
り
、
こ
と
ば
を
か
え
て
神
仙
否
定
を
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く
り
か
え
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

陳
砕
明
に
よ
れ
ば
、
神
仙
を
題
材
と
す
る
詩
に
は
二
種
類
あ
る
と
い
う
。

一
つ
は
、
求
道
者
が
実
在
を
信
じ
て
神
仙
を
心
に
想
い
浮
か
べ

た
り
、
失
意
の
人
聞
が
願
望
の
実
現
を
神
仙
に
夢
み
て
い
る
場
合
で
あ
り
1

1

そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら
に
せ
よ
表
現
者
の
主
体
と
内
的
な
必
然

性
で
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

こ
と
ば
の
み
で
内
的
必
然
性
が
欠
け
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
と
し

て
「
故
に
詩
は
衷
よ
り
す
る
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
い
ら
の
は
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
曹
不
一
の
「
折
楊
柳
行
」
は
、
詩
と
し
て
最
も
大

一
つ
は
、

切
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
箇
所
が
、

言
ふ
は
、
則
ち
妄
言
な
り
。
神
仙
を
疑
へ
ば
、
則
ち
た
だ
疑
ふ
の
み
な
り
。
孟
徳
に
沈
吟
の
心
あ
る
に
似
ず
。
」
で
あ
る
。

陳
砕
明
は
、
「
折
楊
柳
行
」
の
前
半
部
分
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
妄
言
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
妄
言
と
い
う
の
は
、
内
容
が
デ
タ

ラ
メ
で
あ
る
の
意
味
で
は
な
い
。
曹
操
に
お
け
る
沈
吟
の
心
の
よ
う
な
内
的
な
必
然
性
が
乏
し
く
、
こ
と
ば
だ
け
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ

「
子
桓
の
神
仙
を



と
を
さ
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
詩
的
言
語
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
か
ら
見
て
、
妄
言
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
陳
酢
明
の
こ
の
指
摘
は
、
曹
亙
の
文
学
の
本
質
を
洞
察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
仙
と
な
る
こ
と
が
、
陳
酢
明
も
含
蓄
あ
り

と
評
価
し
て
い
る
「
拒
荏
と
し
て
識
る
所
に
非
ず
」
と
い
う
孤
独
世
界
に
転
化
す
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
果
し
て
こ
と
ば
だ
け
の
操
作
で
可

能
な
発
想
で
あ
ろ
う
か
。
知
的
遊
戯
で
あ
る
と
は
い
え
、
神
仙
を
孤
独
な
存
在
と
し
て
提
示
す
る
発
想
に
は
、
盲
目
主
独
特
の
も
の
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
現
実
の
人
間
関
係
に
重
き
を
置
こ
う
と
す
る
人
間
に
あ
っ
て
、

は
じ
め
て
発
想
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

---'-.. 

/¥ 

薗
田
植
が
自
己
の
生
涯
を
転
蓬
に
擬
す
る
と
き
、
政
治
的
敗
北
者
と
し
て
の
現
実
が
重
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
自
己
の
内
面
と
誠
実
に
葛
藤

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
落
差
の
感
覚
が
彼
の
後
半
生
の
文
学
的
営
為
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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呼
嵯
此
転
蓬

居
世
何
独
然

長
去
本
根
逝

夙
夜
無
休
閲

東
西
経
七
陥

北
大
文
学
部
紀
要

あ

あ
呼
嘩
此
の
転
蓬

東夙主長2世
西もかに
七夜に居
つも本り
の休。根て
陪会間五を、何
をな去ぞ
経よるり独
ぎこてり
り と逝ゅ然よ

無き る
しゃ



苗
閣
不
~
の
こ
と
ど
も

南
北
越
九
肝

卒
遇
回
風
起

吹
我
入
雲
間

自
謂
終
天
路

忽
然
下
沈
淵

驚
親
接
我
出

故
帰
彼
中
田

当
南
而
更
北

謂
東
而
反
西

宕
宕
当
何
依

忽
亡
市
復
存

瓢
鋼
周
八
沢

連
嗣
歴
五
山

流
転
無
恒
処

誰
知
五
ロ
苦
販

願
為
中
林
草

秋
随
野
火
熔

自我卒ii南
らをか北
天!吹に九
路き回Zつ
をて風年の
終定雲のぜ肝号
む間起を
とにこ越
謂f入 ぜ る ゆ
ひベに
しり遇ぁ
にふ

に
下
つ

故主驚持忽
ずらし然
やき 円 と
彼繍長し
の 巧て
中我也枕

田を淵
(接う(

回け伝
のて説
中出ぃ上
)だの

にす淵
帰の
す名
な)

ら
ん

当
に
南
す
べ
く
し
て
更
に
北
し
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東
せ
ん
と
謂
ふ
に
反
て
西
す
る
ば
か
り
な
り

は

て

し

い

づ

こ

宕
宕
な
く
当
に
何
に
か
依
る
べ
き

た

ち

ま

ち

ふ

た

な

が

ら

忽
に
亡
び
て
復
た
び
存
ふ

た

だ

よ

h
f

瓢
翻
ひ
て
八
沢
(
伝
説
上
の
八
つ
の
大
沢
)
を
府
り

さ

す

ら

わ

た

連
閥
ひ
て
五
山
(
代
表
的
な
五
つ
の
山
)
を
歴
る

さ
だ
ま
と
こ
ろ

流
転
し
て
恒
る
処
と
て
無
し

誰
か
吾
が
苦
販
を
知
ら
ん

秋願
と は
とく
もば
に 中
野林
火(
に 林
随 の
ひ 中
て)

矯やの
か 草
れと
な為な
んり



願
与
株
安
連

ー「

嵯株主腰主
篇ゃれ
」 安ね滅
Q と ぶ
曹連Zは
子な'量
建るに
集を痛
』願ま

h巻ふし
六のか
)みら

ざ
ら
ん
や

聴
誠
量
不
痛

こ
の
よ
う
な
自
己
の
現
実
を
形
象
化
す
る
作
品
を
曹
主
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
実
を
生
き
る
た
め
の
理
念
が
曹
不
一
に
お
い
て
破

綻
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
ゐ
見
た
通
り
で
あ
り
、
彼
に
も
自
己
の
現
実
り
断
面
を
表
現
す
る
契
機
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の

だ
が
、
現
存
す
る
作
品
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
彼
は
詩
表
現
か
ら
自
己
の
現
実
を
脱
落
さ
せ
て
い
る
。
む
し
ろ
既
に
与
え
ら
れ
た
美
の
再

生
産
と
い
う
枠
の
中
に
詩
作
の
方
向
を
見
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
現
実
と
の
葛
藤
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
美
L

く
、
し
か
し
類
型
化
さ
れ
た
感
傷
が
く
り
か
え
さ
れ
る
。

む

ね

ふ

し

か

ひ

と

み

ま

な

ざ

し

「
説
文
帝
(
曹
不
一
)
の
詩
は
、
西
子
(
西
施
)
の
心
を
捧
ず
る
が
如
し
。
首
を
挽
せ
て
言
は
ず
、
而
る
に
酵
を
廻
ら
し
時
を
動
か
す
。
可

し
ず

憐
の
緒
に
非
ざ
る
無
し
。
国
を
傾
け
城
を
傾
く
る
は
、
絶
世
の
佳
人
に
在
り
。
本
よ
り
人
を
動
か
す
意
無
し
。
人
自
ら
情
を
定
め
る
こ
と
能

は
ざ
る
の
み
。
」
(
『
古
典
文
学
研
究
資
料
品
築
編
三
曹
資
料
品
某
編
』
所
収
V
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先
の
引
用
と
同
じ
く
陳
酢
明
の
評
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
曹
不
一
の
詩
作
品
全
体
に
対
す
る
印
象
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
男
女

の
恋
情
を
テ

1
マ
に
し
た
作
品
が
念
頭
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
曹
不
一
の
佳
作
の
多
く
は
、
男
女
の
恋
情
を
テ
l
マ
に
し
た
作
品

に
片
寄
る
ρ

北
大
文
学
部
紀
要



曹
木
一
の
こ
と
ど
も

群草秋
燕木風
辞揺帯
帰落悲
雁露天
南為気
朔霜涼

念
君
客
遊
思
断
腸

懐
慌
思
帰
恋
故
郷

何
為
掩
留
寄
他
方

賎
妾
興
費
守
空
房

憂
来
思
君
不
敢
忘

不
覚
涙
下
君
衣
裳

援
琴
鳴
絃
発
清
商

短
歌
徴
吟
不
能
長

明
月
蛇
岐
照
我
休

星
漢
西
流
夜
未
央

牽
牛
織
女
遺
相
望

爾
独
何
事
限
河
梁

賎何王様E君群草秋
妾為す様すの燕木風
興土 れめら客辞揺蒲
境:ぞし遊し落雷
く掩くを帰しと
空留帰念宮りてし
房しるひ雁露て
をてをて南霜天
守他思思にと気
る 方ひひ朔と為な涼

に故断ぶるし
寄郷腸
るをす

恋
ふ
な
ら
ん
に

星明短琴覚憂
漢月歌をえひ
西岐微援ひず来
に佼吟き涙た
流とす絃下り
れしれをりて
ててど鳴て君
夜我もら衣を
未が長し裳思
だ林ーくてをひ
央つをす清 f~l 敢
き ノ 照 る 商 す 晶 て

ずら能をー 忘
ずは発在 れ

ずづ ず
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牽
牛
織
女
盗
か
に
相
ひ
望
む

つ
み

爾
独
り
何
の
事
あ
り
て
河
梁
に
限
ら
る

「
燕
歌
行
」
ハ
『
文
選
』
巻
二
十
七
)



別
離
と
い
う
常
套
的
な
場
面
設
定
の
中
で
、
愛
す
る
男
を
想
う
女
の
悲
哀
感
が
流
麗
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
『
宋
書
』
楽
志
コ
一
、
『
玉
台
新

詠
』
巻
九
に
よ
れ
ば
、
曹
不
一
の
「
燕
歌
行
」
は
二
首
あ
り
、
『
文
選
』
所
収
の
「
燕
歌
行
」
は
其
の
一
で
あ
る
。
「
別
日
何
易
会
日
難
/
山
川

護
遠
路
漫
漫
(
別
る
る
日
の
何
ぞ
易
く
し
て
会
ふ
貯
の
難
き
/
山
川
盗
か
遠
く
し
て
路
漫
漫
た
り
)
」
で
は
じ
ま
る
其
の
こ
も
同
工
異
曲
の

作
で
あ
る
。
「
古
詩
十
九
首
」
の
其
の
十
九
に
類
似
す
る
「
雑
詩
」
二
首
(
『
文
選
』
巻
二
十
九
)
の
其
の
一
な
ど
も
、
「
燕
歌
行
」
と
詩
型

や
は
り
同
工
異
曲
。
作

v

で
あ
る
。
題
材
と

L
て
も
漢
代
の
歌
謡
を
引
き
継
い
で
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
虚
構
を
意
識
し

を
異
に
す
る
だ
け
で
、

て
そ
の
枠
の
中
で
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
実
の
曹
不
一
の
男
女
関
係
は
決
し
て
「
燕
歌
行
」
の
よ
う
な
感
傷
的
な
世
界
で
は
な
い
。
た
だ
彼
が
愛
し
た
二
人
の
女
性
が
そ
ろ
っ
て
年

上
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
感
傷
的
な
題
材
を
好
む
こ
と
と
、
気
質
の
上
で
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

甑
后
は
、
彼
が
最
初
に
愛
じ
た
女
性
で
あ
る
。
建
安
九
年
(
二

O
四
)
、
亥
氏
一
族
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
鄭
が
陥
落
し
、
こ
の
時
、
彼
女
の

運
命
も
一
変
し
た
。
史
書
に
「
顔
色
非
凡
」
と
か
「
姿
貌
絶
倫
」
と
か
日
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
美
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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も
と
も
と
哀
照
(
衰
紹
の
第
二
子
)
の
妻
で
、
城
中
に
い
た
彼
女
を
曹
主
が
み
そ
め
た
の
で
あ
る
。
曹
不
一
は
十
八
歳
、
彼
女
は
五
歳
年
上
の

二
十
三
歳
。
二
年
後
の
建
安
十
一
年
(
二

O
六
v
、
曹
叡
(
明
帝
)
を
生
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
二
人
の
関
係
は
、
曹
亙
が
説
皇
帝
に
即
位

し
た
翌
年
、
寅
初
二
年
合
ゴ
二
)
に
不
幸
な
結
末
を
む
か
え
る
。
曹
亙
が
彼
女
に
死
を
命
じ
た
め
で
あ
る
0

4

粛
国
主
の
心
が
郭
后
院
移
り
)
そ
れ
を
嫉
妬
一
L
た
こ
と
が

t

大
き
な
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
郭
后
が
曹
主
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
建
安
心
ト
八
年
(
一
二
三
γ
の
頃
で
あ
り
、
曹
主
と
甑
后
の
出
遇
い
か
ら
十
年
近
く
た
っ
て
い
る
。
曹
否
は
二
十
七
歳
、
郭
后
は
三
十
歳
。

曹
不
一
は
若
い
肉
体
に
心
を
移
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
甑
后
の
嫉
妬
に
対
し
て
曹
不
一
が
死
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑
さ
を
帯

甑
信
が
そ
れ
ま
で
曹
主
に
対
し
て
占
め
て
い
た
位
置
の
す
べ
て
を
郭
后
が
奪
う
結
果
に
な
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
も

び
た
の
も
、

北
大
文
学
部
紀
要



菅
木
一
の
こ
と
ど
も

あ
れ
、
こ
の
三
角
関
係
が
尋
常
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
曹
不
一
の
死
後
、
次
の
よ
う
な
報
復
劇
が
連
鎖
し
た
之
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

「
初
め
、

お

ほ

向

か

ふ

さ

甑
后
の
誌
は
、
郭
后
一
の
寵
に
由
る
。
般
に
及
び
、
被
髪
(
ふ
り
乱
し
た
髪
)
も
て
面
を
覆
ひ
、
糠
を
以
て
口
を
塞
が
し
む
。
遂

心
常
に
鋭
り
を
懐
き
、
し
ば
し
ば
甑
后
の
死
状
を
泣
問
す
。
郭
后
日

に
郭
后
を
立
て
、
明
帝
を
養
は
し
む
。
帝
(
明
帝
)
こ
れ
を
知
り
て
、

く
、
先
帝
(
曹
不
一
)
自
ら
殺
せ
し
、
何
を
以
て
我
を
責
閉
す
。
且
つ
汝
は
人
の
子
た
り
、
死
父
を
追
離
し
、
前
母
の
為
に
後
母
を
荘
殺
す
ベ

け
ん
や
と
。
明
帝
怒
り
て
、
遂
に
逼
り
て
之
を
殺
す
。
療
の
者
に
勅
し
て
甑
后
の
故
事
の
如
く
せ
じ
む
。
」

(
『
三
国
志
』

巻
五
・
袈
松
之
注

引
『
漢
晋
春
秋
』
)

曹
亙
は
、
他
人
の
男
女
関
係
の
も
つ
れ
に
ま
で
首
を
突
っ
こ
ん
で
い
る
。
首
を
突
っ
こ
ま
れ
た
の
は
、
夏
侯
尚
で
あ
る
。
「
燕
歌
行
」
の
よ

う
な
感
傷
的
な
世
界
は
、
現
実
の
男
女
関
係
の
前
に
は
、
一
顧
だ
に
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
事
件
は
、
黄
初
五
年
(
二
二
四
)
、
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夏
侯
尚
が
病
死
す
る
前
年
に
お
き
て
い
る
。

む
す
め

「
向
に
愛
妾
あ
り
て
壁
幸
せ
ら
る
。
寵
は
適
室
を
奪
ふ
。
適
室
は
、
曹
氏
の
女
な
り
。
故
に
文
帝
(
曹
不
一
)
人
を
遺
り
て
之
を
絞
殺
せ
し

む
。
尚
悲
感
し
、
病
ひ
を
発
し
て
悦
惚
た
り
。
既
に
妾
を
葬
り
埋
め
し
の
ち
、
見
ん
と
思
ふ
こ
こ
ろ
に
た
へ
ず
、
復
た
出
だ
し
て
之
を
偽
る
。

ま

己

主

ゆ

車

文
帝
聞
き
て
之
を
書
り
て
日
く
、
杜
襲
の
尚
を
軽
薄
と
す
る
は
、
良
に
以
あ
る
な
り
と
。
」
(
『
三
国
士
宮
巻
九
)



七

民
間
に
発
生
し
た
歌
謡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
思
想
と
感
情
を
、
衰
退
と
再
生
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
反
映
し
続
け
る
。
楽
府
、
詞
、

散
曲
|
|
い
ず
れ
も
俗
間
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
歌
唱
さ
れ
る
の
が
、
本
来
の
姿
で
あ
る
。
そ
の
音
楽
的
共
通
性
か
ら
、

詞
や
散
尚
も
ま
た
由
緒
あ
る
楽
府
の
呼
称
を
別
名
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
学
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

と
き
に
知
識

人
の
手
に
な
る
と
は
い
え
、
俗
聞
の
夢
と
幻
で
あ
る
。

同
質
の
時
間
の
流
れ
を
感
覚
す
る
。
共
同
体
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
聖
な
る
時
間
で
あ
ろ
う
が
、
構
成
員
の
意
志
的
な
選
択
に
よ
っ
て
成
立

っ
か
の
ま
の
感
情
移
入
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
の
境
界
は
と
り
は
ら
わ
れ
、
人
々
は

し
た
集
団
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
娯
楽
の
時
間
へ
と
変
貌
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
娯
楽
作
品
と
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
う
る
か
ら
で
あ

-195ー

る
。
「
娯
楽
作
品
の
受
容
美
学
的
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
地
平
の
変
更
も
要
求
せ
ず
、
支
配
的
な
趣
味
傾
向
が
枠
組
と
な
っ
て
い
る
よ

う
な
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
を
満
た
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
娯
楽
作
品
は
、
馴
れ
親
し
ん
だ
美
の
再
生
産
の
要
求

日
常
的
で
は
な
い
経
験
を
八
セ
ン
セ

l
シ
ヨ
ン
〉
と
し
て
享

を
満
足
さ
せ
、

な
じ
み
の
感
じ
方
を
保
証
し
、
望
み
通
り
の
考
え
を
是
認
じ
、

受
し
う
る
よ
う
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
問
題
と
し
て
掲
げ
る
が
、

八
解
決
し
て
〉
見
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
」

た
だ
そ
れ
を
解
決
済
み
の
問
題
と
し
て
、
教
化
的
な
意
味
で

e

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
建
安
の
詩
人
の
中
に
あ
っ
て
、
楽
府
の
通
俗
性
を
継
承
し
、

い
か
な
る
地
平
の
変
更
も
要
求
し
な
か
っ
た
詩

人
一
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
曹
亙
が
そ
れ
に
一
最
も
近
い
詩
人
で
あ
る
。
神
仙
を
愚
俗
の
妄
想
と
し
て
切
り
捨
て
つ
つ
、
漢
代
の
歌
謡
に
よ
っ
て

類
型
化
さ
れ
た
感
傷
的
な
美
の
世
界
を
、
自
己
の
現
実
と
は
直
接
の
か
か
わ
り
な
く
提
示
す
る
ρ

そ
れ
は
個
別
の
現
実
に
束
縛
さ
れ
て
い
な

北
大
文
学
部
紀
要



菅
木
干
の
こ
必
ど
も

い
だ
け
に
、
新
た
な
地
平
を
人
々
に
要
求
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
建
安
文
学
の
主
要
な
制
作

P

と
受
容
の
場
が
彼
の
サ
ロ
ン
を
中

心
と
じ
た
宴
席
の
場
で
あ
ウ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
の
詩
作
の
方
向
が
既
に
与
え
ら
れ
た
類
型
的
な
美
意
識
を
出
…
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
も
一
定
の
外
的
条
件
を
帯
び
て
い
た
と
い
え
る
。

鈴
木
修
次
氏
は
、
建
安
文
学
に
お
け
る
曹
壬
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

寸
曹
杢
の
詩
人
と
し
て
の
才
能
は
、
創
造
性
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ
統
合
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
楽
府
作
品

に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
詩
の
場
合
も
や
は
り
同
様
に
、
気
塊
に
お
い
て
父
曹
操
に
は
遥
か
に
及
ば
ず
、
ど
こ
か
貴
公
子
的
な
虚
弱

ざ
が
あ
る
。
そ
し
て
感
傷
の
涙
を
た
の
し
ー
む
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
題
材
に
お
い
て
特
に
目
新
し
い
意
欲
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し

い
が
、
小
野
情
詩
的
な
整
斉
を
く
ふ
う
す
る
能
力
、
適
度
の
甘
さ
と
感
傷
性
と
を
た
だ
よ
わ
す
能
力
は
、
他
の
詩
人
た
ぢ
と
比
較
し
た
と
き

に
ず
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
曹
操
、
お
よ
び
一
部
の
建
安
文
人
た
ち
が
持
っ
て
い
た
荒
々
し
い
野
性
を
洗
練
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
洗
練
の
空
気
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
個
性
的
な
ひ
ら
め
き
を
発
揮
さ
せ
た
の
が
、
弟
曹
植
の
詩
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
」

(
『
漢
説
詩
の
研
究
』
五
八
六
頁
)
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と
は
い
え
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ま
で
が
洗
練
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
荒
々
し
く
野
蛮
で

す
ら
あ
る
。
明
ら
か
に
、
曹
不
一
の
人
間
像
と
文
学
の
聞
に
は
、
大
き
な
亀
裂
が
走
っ
て
い
る
。

感
傷
的
な
美
の
世
界
は
、

一
方
で
輯
嬢
を
玩
具
と
し
て
扱
え
る
世
界
に
生
き
た
人
間
の
手
に
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
死
に
関
す

る
醒
め
た
理
解
や
人
間
関
係
に
お
け
る
不
毛
な
憎
悪
も
、
そ
の
文
学
と
何
の
か
か
わ
り
も
な
く
、

は
る
か
彼
方
の
背
景
か
ら
も
か
き
消
え
て



し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
何
の
痕
跡
も
残
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

類
型
的
で
、
馴
れ
親
し
ん
だ
美
の
再
生
産
と
い
う
枠
の
中
で
、
彼
が
つ
む
ぎ
出
し
た
作
品
の
多
く
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
孤
独
の
感
情
を
も

て
あ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
行
旅
に
せ
よ
、
天
逝
に
せ
よ
、
虚
構
さ
れ
た
男
女
の
別
離
に
せ
よ
、
舞
台
装
置
と
し
て
孤
独
感

を
利
用
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
し
て
人
間
存
在
の
は
か
な
さ
と
不
安
定
が
人
々
に
自
覚
さ
れ
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
時
代
の
雰
囲
気

を
考
え
れ
ば
、
曹
杢
の
作
品
に
感
傷
的
な
孤
独
感
が
流
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
く
り
か
え
し
現
わ
れ
て
く
る
な
ら

ば
、
一
単
に
そ
れ
を
好
ん
だ
と
す
る
こ
と
の
み
で
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
そ
の
よ
う
な
孤
独
感
を
触
発
さ
れ
や
す
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
彼
の
内
面
に
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
自
己
認
識
を
と

も
な
っ
た
孤
独
で
は
な
い
。
も
し
自
己
認
識
を
と
も
な
っ
た
孤
独
感
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
楽
府
の
通
俗
性
の
中
で
感
傷
的
に
処
理
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
己
認
識
に
ま
で
い
た
ら
な
い
ま
で
も
、
曹
不
一
の
内
面
に
か
か
わ
る
感
情
で
あ
っ
た
こ
と
は
た

し
か
で
あ
る
。
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と
す
れ
ば
、
「
折
楊
柳
行
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
神
仙
へ
の
離
脱
が
把
把
た
る
孤
独
世
界
で
あ
る
と
い
う
逆
説
に
、
い
ま
ひ
と
つ
の
逆
説

を
含
め
た
く
思
わ
れ
る
。
延
延
た
る
孤
独
世
界
が
彼
の
内
面
的
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
い
ま
ひ
き
つ
の
逆
説
で
あ
る
。
現
実
を
生

き
る
理
念
と
し
て
人
間
関
係
を
措
定
し
な
が
ら
、
「
古
へ
よ
り
今
に
及
ぶ
、
未
だ
不
亡
の
国
あ
ら
ず
、
亦
た
不
掘
の
墓
あ
る
無
し
μ

と
人
間
へ

の
不
信
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
彼
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
神
仙
の
孤
独
は
、
い
つ
か
は
彼
の
孤
独
に
転
化
し
た
に
ち
が
い
な

い
で
あ
ろ
う
。

北
大
文
学
部
紀
要



曹
亙
の
こ
と
ど
も

〔注〕
(
1
)
『
桑
原
隙
蔵
全
集
』
第
二
巻
所
収
。

(
2
)
遺
体
を
速
く
朽
ち
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
も
ち
ろ
ん
曹
一
企
に
始

ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
あ
る
。
「
有
子
間
於
曽
子
日
、
間
喪
於

夫
子
乎
。
目
、
関
之
失
。
喪
欲
速
貧
、
死
欲
速
朽
o
有
子
目
、
是
非
君
子

之
言
也
。
曽
子
日
、
参
也
関
諸
夫
子
也
。
有
子
又
目
、
是
非
君
子
之
言

也
o

曽
子
日
、
参
也
与
子
波
間
之
。
有
子
日
、
然
、
然
則
夫
子
有
為
、

一
吉
之
也
。
曽
子
以
斯
言
於
子
治
o
子
説
日
、
甘
直
哉
有
子
之
言
似
夫
子
也
。

昔
者
夫
子
居
於
宋
、
見
桓
司
馬
自
為
石
棒
、
三
年
而
不
成
。
夫
子
日
、

若
是
其
勝
也
。
死
不
如
速
朽
之
愈
也
。
死
之
欲
速
朽
、
為
桓
司
馬
言
之

也
o
」
(
『
礼
記
』
檀
弓
上
)
だ
が
こ
こ
に
も
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

速
朽
は
擦
り
よ
り
ま
し
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
君
子
虫
干
一
一
口
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

(
3
)
清
・
王
斑
「
察
中
郎
年
表
」
(
四
部
備
要
『
茶
中
郎
集
』
附
録
)
に
拠

。
る

(
4
)
『
三
国
士
山
』
巻
十
三
裳
松
之
注
引
『
朗
家
伝
』
及
び
『
漢
晋
春
秋
』
に

拠
る
。

(
5
)
岡
村
繁
「
曹
亙
の
典
論
論
文
に
つ
い
て
」
(
一
九
六

O
年
十
月
「
支
那

学
研
究
」
二
十
四
・
二
十
五
所
収
)
参
照
。

(
6
)
「
街
含
也
。
萄
含
在
心
、
以
為
過
也
O

L

(

『
漢
書
』
巻
九
十
顔
師
古
注
〉

(
7
)
拙
稿
「
曹
年
譜
ノ
l
ト
」
(
一
九
人
二
年
九
月
「
北
海
道
大
学
文
学
部

紀
要
」
三
十
一
ノ
-
所
収
)
の
建
安
十
二
年
の
条
に
お
い
て
、
曲
目
亙
が

こ
の
年
の
烏
丸
討
伐
に
従
軍
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
不
明
で
あ
る
と
し

た
が
、
『
三
国
士
山
』
巻
入
の
本
文
と
裳
松
之
注
引
の
『
貌
略
』
を
合
わ
せ

て
考
え
る
と
、
曹
京
一
は
従
軍
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

(
8
)
「
『
説
書
』
載
制
日
、
背
萄
林
父
敗
績
予
郎
、
孟
明
喪
師
於
桜
、
秦
・

晋
不
替
、
使
復
其
位
。
其
後
晋
獲
欽
土
、
秦
覇
西
成
、
区
区
小
国
、
猶

向
若
斯
、
而
況
万
乗
乎
。
焚
城
之
敗
、
水
災
暴
室
、
非
戦
之
谷
、
其
復

禁
等
官
。
」
(
義
松
之
注
引
)
萄
林
父
は
晋
の
大
夫
、
孟
明
視
は
秦
の
大

夫
で
、
い
ず
れ
も
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
基
づ
く
故
事
。

(
9
)
薗
田
植
「
贈
白
馬
玉
彪
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
四
V

に
李
善
が
注
引
す
る

曹
操
「
善
哉
行
」
の
逸
句
。

(叩

)
H
・
R
-
ヤ
ウ
ス
著
『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』
四
十
一
一
貝
(
轡
田

収
訳
)
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