
曹
操

「
遊
伯
詩
」

解
釈
試
論

は
じ
め
に

鶏

期

制

の

創

始

者

で

あ

り

、

後

漢

末

の

の

で

あ
る
欝
換
は
、
二
十
余
香
の
楽
清
一
詩
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
中

で
所
謂
「
遊
拙
詩
」
は
七
首
を
占
め
て
い
る
。
警
操
の
楽
惜
別
詩

耕
作
の
政
治
的
意
義
、
意
図
に
つ
い
て
は
す
で
に
諮
議
ー
で
述

べ
た
が
、
今
聞
は
そ
の
と
き
に
充
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
遊
拙
詩
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

審
換
の
遊
拙
詩
に
つ
い
て
は
す
で
に
諾
家
の
論
考
が
あ
る
c

そ
れ
ら
の
主
張
を
整
理
す
る
と
お
お
む
ね
一
一
一
つ
の
見
方
に
分
け

ら
れ
る
。
第
一
は
、
警
操
試
案
捺
は
神
仙
を
…
信
じ
て
は
お
ら
ず
、

彼
の
遊
仙
詩
は
、
政
治
的
詠
壌
や
一
富
士
山
の
奴
託
で
あ
る
と
い
う

見
方
。
天
下
統
一
事
業
が
未
だ
完
成
さ
れ
な
い
の
に
自
ら
が
老

い
て
い
く
こ
と
に
蒸
り
を
覚
え
、
人
生
の
理
想
を
追
求
し
、
精

神
の
自
由
へ
の
糧
れ
を
表
出
す
る
、
あ
る
い
は
神
仙
の
世
界
に

道

家

春

代

こ
と
に
よ
っ
て
、
暫
時
人
生
の
短
提
と
功
業
の

を
忘
れ
、
人
生
の
苦
閣
を
解
消
し
た
の
だ
、
あ
る
い
は
求
拙
は

求
襲
を
意
味
す
る
、
等
々
も
し
か
し
、
仮
託
設
を
と
る
論
者

た
ち
の
多
く
も
、
審
議
は
方
土
た
ち
の
養
生
の
街
は
信
じ
て
い

た
の
で
、
遊
伯
詩
中
の
表
れ
て
い
る
延
命
長
寿
へ
の
希
求
は
本

物
と
認
め
て
い
る
。
こ
の
解
釈
が
最
も
一
毅
的
で
あ
る
。
第
ニ

辻
、
曹
操
一
江
続
年
に
歪
り
長
生
久
地
加
を
追
及
す
る
よ
う
に
な
り
、

泣
じ
め
は
方
街
を
一
信
じ
て
い
な
か
っ
た
が
瀧
怒
ら
の
実
誌
を
見

て
、
神
仙
遵
へ
の
見
方
を
変
え
そ
れ
を
信
じ
る
よ
う
に
な
り
、

自
ら
も
長
生
の
法
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欝
操
の
遊
拙
詩

は
設
の
神
仙
情
的
仰
の
真
実
の
表
明
で
あ
り
、
み
な
晩
年
の
作
品

で
あ
る
と
い
う
見
方
ac

第
一
一
一
は
、
警
惑
は
神
他
を
舘
じ
て
は

お
ら
ず
、
設
の
遊
拙
詩
は
、
漢
の
神
伯
楽
府
作
品
と
間
議
、
宴

楽
の
歌
辞
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
こ
の
立
場
安
る
徐
公
持
氏

は
、
依
託
愛
読
み
出
そ
う
と
す
る
識
者
た
ち
の
い
入
れ
を
「

過
猶
不
及
」
と
戒
め
て
い
る
も

喧，A



こ
の
よ
う
に
解
釈
が
分
か
れ
る
県
西
は
曹
操
の

に
あ
る
。
七
首
の
遊
他
詩
は
そ
れ
ぞ
れ
ト

i
ン
が
鴨

神
的
を
賛
英
し
自
ら
も
得
仙
を
顔
う
作
品
と
、
枠

る
い
は
疑
念
を
表
現
す
る
作
品
と
が
ほ
ぼ
半
ば
す
る
か
ら
で
あ

る。「
気
出
唱
」
一
一
一
首
と
「
栢
上
桑
」
が
神
他
を
賛
美
し
、
神
仙
に

導
か
れ
て
升
仙
を
果
た
し
万
寿
を
得
る
こ
と
藤
望
す
る
一
方
、

「
精
列
」
に
は
ど
ん
な
に
神
拙
を
嘉
つ
で
も
死
は
誌
に
も
免
れ

な
い
も
の
だ
と
い
う
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
秋
額
行
」

二
首
で
は
真
人
に
升
仙
の
道
を
示
さ
れ
な
が
ら
結
局
欝
醸
し
、

長
生
不
死
へ
疑
念
を
投
げ
か
け
、
最
後
に
は
天
下
の
た
め
に
髄

く
道
に
進
む
意
思
を
示
し
て
い
る
。
か
れ
の
遊
伯
詩
自
身
に
あ

る
こ
の
よ
う
な
神
仙
額
望
の
温
度
差
を
、
張
土
騒
氏
は
現
実
主

義
と
神
仙
信
仰
と
の
矛
盾
葛
藤
の
表
れ
、
お
よ
び
神
仙
信
仰
の

深
化
の
過
程
を
示
す
と
し
て
い
る
5
c

曹
操
の
楽
府
詩
は
親
露
の
宮
廷
の
楽
歌
と
し
て
、
公
的
な
意

義
を
担
わ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
6
0

と
す
れ
ば
こ
れ
ら

の
遊
伯
詩
も
ま
た
、
勢
国
の
宮
廷
楽
の
な
か
で
な
ん
ら
か
の
働

き
を
し
た
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
c

本
稿
で
は
全

遊
拙
詩
の
解
釈
を
試
み
、
前
稿
に
い
さ
さ
か
修
正
を
加
え
な
が

ら
議
国
の
宮
廷
楽
と
し
て
の
意
義
を
考
え
て
み
る
。

の
（

1
）
「
築
出
鳴
」

-2-

は

、

「

気

出

唱

」

の

其

と

英

一

一

遊
君
山
」
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
飲
宴
場
面
の
描
写
が
欝
植
の

「
一
苅
曾
詩
」
「
嘗
車
以
駕
行
」
の
飲
宴
場
面
の
描
写
と
酷
似
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
は
異
曲
に
し
て
同
工
の
作
と
い

う
。
最
後
に
欝
操
が
「
多
菊
合
袋
、
核
問
歳
長
宜
子
孫
」
「
常
顔

主
人
増
年
」
、
曹
植
「
皇
家
祭
典
肉
、
霧
考
無
題
」
と
主
人
の
長

寿
を
一
世
間
説
ぐ
い
う
と
こ
ろ
も
相
応
し
て
い
る
と
述
べ
、
曹
操
の

遊
仙
詩
は
遊
他
の
名
を
措
り
た
宴
飲
詩
で
、
本
当
の
遊
伯
の
脅

か
ら
は
遠
く
、
何
の
寄
託
の
義
も
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

確
か
に
、
徐
氏
の
い
う
よ
う
に
、
「
気
出
唱
」
は
宴
飲
詩
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
叙
事
構
造
は
先
行
す
る
漢
代
の

升
仙
楽
府
に
比
べ
て
か
な
り
譲
雑
で
あ
る
。
今
し
ば
ら
く
「
気

出
唱
」
を
字
句
を
遣
い
な
が
ら
鑑
賞
し
て
み
よ
う
。

気
出
唱
？
其
一

1
駕
六
龍

2
乗
風
雨
行

3
行
自
権
外

4
路
下
之
八
邦

5
霊
登
高
山
臨
鶏
谷

6
乗
雲
市
行

六
龍
を
駕
し
て

嵐
に
乗
り
て
行
き

四
海
の
外
に
行
く

路
下
り
て
八
邦
に
之
き

歴
り
て
高
山
に
登
り
谷
を
臨
む

雲
に
乗
り
て
行
き



7
行
自
海
外

8
東
到
泰
山

9
仙
人
玉
女

山
下
来
報
遊

日
一
鯵
驚
六
龍

泣
汚
水
議

日
不
東
流

M
解
愁
践

は
ω
飲
玉
授

は
山
中
教
持
行

げ
東
到
蓬
葉
山

見
上
宝
天
之
内

四
五
関
下

お
引
見
得
入

幻
赤
松
相
釘

詑
題
面
一
線
翠

お
視
正
鑓
壌

担
額
五
心
正

お
簿
皆
無
窮
関
其
ロ

の
外
に
行
く

棄
に
泰
出
に
到
る

拙

入

玉

女

下
り
来
た
り
て
鞠
り
遊
ぶ

ム
ハ
龍
を
斡
紛
議
し
て
玉
援
を
歓
む

一
向
水
掻
き
て

東
に
流
れ
ず

愁
援
安
解
く
が
た
め

玉
撲
を
欽
ま
ん

泰
持
し
て
行
う

東
に
蓬
葉
山
に
到
り

上
に
天
の
門
に
至
る

玉
髄
の
下

引
見
せ
ら
れ
て
入
る
を
得
た
り

赤
松

て
翠
め
ば

正

た

る

を

覆

る

関
と
去
と
心
正
に
興
す

茶
の
策
に
吉
道
至
り

無
窮
を
惇
へ
中
山
口
ぐ
茶
の
ロ
を
閉
じ
よ

怒
だ
嘗
に
集
を
愛
し
む
べ
し

な
ら
ん
と

部
東
灘
海

m
山
奥
天
遠

関
山
科
他
之
道

出
出
窃
入
冥

幻
常
蓄
率
之

お
心
活
設

出
無
所
罷
欲

訪
問
問
坐
良
守

訪
天
輿
期
気

計
額
得
斡
之
入

棄
に
海
に
到
れ
ば

天
と
連
な
る

一
締
仙
の
道
は

窃
よ
り
出
で
て

心
活
権
と
し
て

摺
欲
す
る
所
無
か
れ

開
け
を
関
じ
坐
し
て
自
ら
守
ら
ば

天
輿
に
祭
を
期
せ
ん

の
人
を
持
て

M

制
上
到
天
之
向
上
に
天
の
門
に
到
ら
ん

れ
出
来
鶴
紳
之
襲
来
り
て
静
の
議
を
賎
れ
ば

必

読

受

之

鎗

き

て

之

を

受

け

何
日
敬
一
聯
費
一
群
を
敬
ま
い
て
務
し
ま
ん

付
制
繋
如
比
嘗
に
此
く
の
如
く
す
べ
く
ん
試

山

知

道

自

衆

道

自

ず

か

ら

来

ら

ん

匂
の
切
り
方
に
も
よ
る
が
、
題
十
句
を
趨
え
る
長
舗
で
あ
る
。

1
1
目
、
ム
ハ
龍
の
議
を
駆
け
ら
せ
察
に
乗
っ
て
天
下
を
認

け
め
ぐ
り
、
下
降
し
て
棄
の
八
欝
に
路
を
散
り
、
高
山
議
谷
を

め

ぐ

り

あ

る

い

た

後

、

さ

ら

東

の

泰

出

に

や

っ

吋 3-



て
く
る
と
、
拙
入
玉
女
も
下
り
来
っ
て
集
い
遊
び
、

む
。
こ
こ
で
唐
突
に
成
句
め
い
た
「
河
水
盤
、
不
引
が
は

さ
ま
れ
る
。
黄
節
は
、
「
黄
河
で
さ
え
水
が
尽
き
ザ
な
い

と
は
、
人
寿
に
限
り
が
あ
る
こ
と
の
輸
え
J

と
い
う
が
、
詩

句
の
前
後
か
ら
考
え
て
、
不
死
で
あ
る
は
ず
の
他
人
玉
女
に
も

気
が
衰
え
尽
き
る
こ
と
が
あ
る
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

気
が
衰
え
尽
き
る
と
い
う
こ
の
お
腹
い
っ
ぱ
い
の
愁
い
を
解
く

た
め
に
、
玉
築
を
飲
も
う
。
さ
か
ず
き
を
泰
げ
持
っ
て
酌
み
交

わ
そ
う
。
玉
疑
は
す
な
わ
ち
「
忘
憂
物
」
、
人
界
の
摺
で
あ
る
。

日
「
行
」
は
「
行
鱒
」
と
と
る
。

げ’’
k
J
U
、
泰
山
で
の
宴
を
終
え
、
さ
ら
に
東
へ
議
中
の
蓬

莱
山
に
到
着
し
、
こ
こ
か
ら
天
の
門
に
上
る
。
天
内
の
五
関
か

ら
、
図
面
輝
く
天
宮
の
中
に
招
き
入
れ
ら
れ
、
赤
松
と
対
面
す

る
。
天
上
で
は
開
明
星
（
木
星
）
、
玉
井
昼
、
心
昼
が
神
気
を

噴
出
し
て
い
る
。
楽
府
題
「
議
出
唱
」
の
「
議
出
」
と
は
こ
の

こ
と
を
一
言
う
の
だ
ろ
う
1

衆
星
の
神
気
を
求
め
て
百
他
が
集

っ
て
く
る
。
そ
し
て
無
窮
の
道
を
得
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

吸
い
込
ん
だ
神
気
を
逃
が
さ
ぬ
よ
う
口
を
関
じ
よ
。
た
だ
神
気

を
愛
帯
す
れ
ば
万
寿
を
得
る
だ
ろ
う
、
と
。
仙
人
た
ち
は
泰
山

か
ら
蓬
莱
を
経
て
、
衰
え
た
神
気
を
補
充
す
る
た
め
に
天
に
や

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

お

1
6
、
こ
の
段
は
、
升
仙
の
額
い
と
得
道
の
た
め
の
修

東
の
果
て
海
に
到
れ
ば
そ
こ
は
天
と
通
じ

そ
こ
を
由
民
自
に
行
き
来
す
る
神
仙
の
道
は
老
子
の
い

う
よ
う
に
奥
深
い
。
常
に
心
を
専
一
に
し
て
、
活
淡
無
欲
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
同
を
間
関
じ
一
人
鹿
し
て
自
ら
守
れ
ば
、
天

の
神
気
を
得
ら
れ
よ
う
。
何
と
か
し
て
神
人
の
助
け
を
得
て
、

雲
の
車
に
乗
り
白
鹿
に
引
か
せ
て
天
の
問
に
上
り
た
い
。
そ
し

て
神
の
薬
を
賜
っ
て
恭
し
く
龍
い
て
頂
く
な
ら
ば
、
き
っ
と
道

が
自
ず
か
ら
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

三
段
に
分
け
て
解
釈
し
て
き
た
が
、
第
て
こ
段
と
第
三

段
と
で
は
叙
述
の
主
格
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
て

二
設
は
す
で
に
自
由
に
四
海
の
外
に
議
遊
で
き
る
神
仙
の
、
遊

行
と
集
い
、
純
気
の
補
給
の
さ
ま
を
描
写
す
る
が
、
第
一
一
一
段
は

こ
れ
か
ら
修
行
に
よ
っ
て
得
道
升
仙
を
顔
う
凡
体
が
主
格
と
な

っ
て
い
る
。
遵
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
第
て
こ
段
の

よ
う
な
遠
遊
が
叶
う
の
で
あ
る
。

徐
氏
の
指
携
す
る
よ
う
に
、
「
議
出
唱
」
は
漠
代
の
遊
拙
楽

出
加
を
継
承
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
無
い
擾
雑
な
構
成
と
ス
ト
i

リ
i
描
写
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

9
1
日
の
仙
人
王
女
の

集
い
は
、
も
ち
ろ
ん
現
実
の
曹
操
の
主
宰
す
る
宴
歓
を
投
影
し

て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
の
時
は
、
宴
は
作
中
の
仙
人
た
ち

の
も
の
で
あ
り
、
別
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
。

-4 

て
い
ザ
Q
G



5
仙
人
欲
来

6
出
積
鹿

7
列
之
一
雨

8
吹
我
調
格
競
鼓
慈
翠

9
何
欝
関

日

摺

輿

歌

戯

て

口
今
臼
報
総
市
議
議
幾
今
日
相
楽
し
み

ロ

玉

女

恕

王

女

恕

ち

日
認
舞
移
数
時
刻
総
ち
て
舞
い
数
時
を
移
す

川
口
鼓
吹
一
何
稽
糟
鼓
吹
て
え
に
何
ぞ
曙
噂
た
る

店
従
西
北
来
持
西
北
よ
り
来
た
る
時

は
凶
他
道
多
驚
鑓
他
道
多
く
婦
に
繋
る

祭
出
間
百

l
筆
陰
山

2
・8
以
震
大

出
欝
何
務
務

同
議
選
八
掻

初
乃
到
露
寵
之
山

母
側

自
ら
以
て
大
と
議
す

の

拙
人
家
ら
ん
と
欲
し

出
で
て
は
鹿
を
癒
え

之
に
南
を
列
ぬ

我
が
調
講
を
吹
き

何
ぞ
露
関
た
る

み
を
議
さ
ん

し
て
何
ぞ
務
務
た
る

八
掻
を
議
選
し

乃
ふ
り
議
議
の
山
に
到
る

西
王
母
の
側
ら

nu締
伯

金

作

一

斡

仙

金

を

止

め

玉

お

来

者

震

設

来

た

る

者

は

詮

議

ら

ん

お
赤
松
王
欝
赤
松
と
ヤ
十
一
喬
と

お
乃
穣
嬢
之
乃
ち
認
と
捷
と
開
け
と

お
幾
共
欽
食
郵
黄
昏
議
し
み
共
に
欽
食
し
て
葉
昏
に
到
る

訂

多

駕

合

従

藷

多

く

合

坐

す

お

寓

議

長

高

議

長

し

え

に

却

章

子

孫

子

孫

に

意

し

か

ら

ん

英
一
で
は
東
に
泰
山
と
蓬
葉
山
を
経
て
天
に
上
っ
た
が
、
茶

ニ
で
は
逆
に
西
北
へ
箆
議
出
に
遊
ぶ
。

1
1
け
は
、
裁
き
一
ん
出
た
潟
大
さ
を
誇
る
翠
陰
山
の
環
上
を

繋
が
蓋
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
臆
と
雨
を
髄
え
他
人
が
や
っ
て
く

る
。
私
は
謂
議
を
吹
き
翠
琴
を
奏
で
さ
せ
て
後
ら
を
通
え
る
。

何
と
に
ぎ
や
か
な
こ
と
c
混
と
款
と
苔
毅
で
衆
的
を
も
て
な
し
、

今
日
こ
そ
は
存
分
に
楽
し
も
う
。
玉
女
が
題
っ
て
舞
え
ば
、
合

わ
せ
て
鼓
吹
も
ま
す
ま
す
高
く
鳴
る
c

8
で
茶
て
英
二
週
じ

で
は
じ
め
て
「
我
」
と
一
人
称
、
を
名
の
る
人
物
が
登
場
す
る
が
、

設
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
茶
一
で
の
諺
錬
っ
て
得
道
成
り
仙

に
連
な
っ
た
人
で
あ
ろ
う
か
c

し

か

し

と

名

の

る

こ

と

に
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
は
現
実
の
の

つ

の

問。

連
ね
る
の
で
あ
る
。
英

で
一
江
部
後
一
界
の



の
が
、
一
つ
に
硝
離
合
し
た
の
で
あ
る
。

日
i
u、
宴
は
西
王
母
の
坐
す
箆
寵
山
へ

伯
道
た
ち
は
も
と
も
と
西
北
の
麗
寵
山
か
ら
、

龍
に
車
を
ひ
か
せ
て
何
と
も
に
ぎ
や
か
し
く
や
っ
て
の
だ

っ
た
。
ま
た
み
な
連
れ
立
っ
て
八
方
の
果
て
ま
で
選
遊
し
、
そ

し
て
露
需
の
山
へ
と
や
っ
て
き
て
、
西
王
母
の
傍
ら
に
金
玉
の

車
を
停
め
た
。
そ
こ
へ
加
わ
っ
た
の
は
、
赤
松
と
王
藷
、
そ
れ

に
徳
星
、
旋
昼
、
門
星
。
楽
し
く
黄
昏
ま
で
共
に
欽
み
食
べ
た
。

お
－

m、
最
後
は
そ
の
麗
の
人
々
の
長
寿
と
子
孫
繁
栄
を

言
祝
ぐ
。

其
一
よ
り
も
一
麗
宴
席
の
雰
臨
気
は
躍
り
上
が
っ
て
い
る
c

そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
主
人
の
得
道
が
完
成
し
た
か
ら

で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
虚
構
の
中
で
の
こ
と
だ
が
。
其
一
は

宴
よ
り
神
位
へ
の
あ
こ
が
れ
と
升
他
の
騒
い
を
中
心
に
置
き
、

其
二
は
よ
り
宴
席
の
歓
楽
を
趣
旨
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
英

一
二
は
さ
ら
に
テ
i
マ
は
祝
煩
へ
移
る
。

議
出
唱
其
三

l
遊
君
山

2
英
一
矯
箆

3
確
礎
詐
硲

4
葡
自
矯
紳

5
乃
到
王
母
肇

若
山
に
遊
び

甚
だ
翼
震
り

確

碑

詐

路

欝
自
ら
紳
震
り

乃
ち
王
母
の
蓋
に
到
る

金
の
結
五
も
て
堂
を
講
し

芝
草
毅
の
高
一
点
ら
に
生
う

東
西
の
踊

9
客

議

堂

客

は

堂

に

蕗

ち

山

主

人

意

行

鱒

主

人

行

擦

に

嘗

り

日
坐
者
長
欝
謹
何
央
坐
の
者
長
露
護
や
か
に
何
ぞ
央
き
ん

立
長
業
甫
始
宜
孫
子
長
築
構
め
始
ま
り
孫
子
に
宜
し
か
ら
ん

日
常
麟
主
人
増
年
常
に
穎
う
主
人
年
を
増
し

リ
凶
奥
天
相
守
天
と
相
守
ら
ん
こ
と
を

1
1
山
、
其
一
で
東
へ
、
其
ニ
で
西
へ
と
遊
ん
だ
神
仙
遊

一
行
は
其
三
で
は
南
へ
向
か
い
、
舜
帝
の
妃
で
あ
る
湘
君
が
詑
ら

れ
て
い
る
湘
薩
湖
の
君
山
を
訪
れ
る
。
「
甚
嬬
露
」
と
は
君
山

の
霊
妙
さ
を
い
う
の
か
、
あ
る
い
は
主
人
公
が
霊
山
で
あ
る
君

山
に
遊
ん
だ
こ
と
に
よ
り
ニ
告
を
増
強
し
た
こ
と
を
言
う
の

だ
ろ
う
か
。
内
訳
注
』
は
「
心
甚
真
誠
実
」
と
君
山
に
遊
ん
だ

主
人
公
の
心
ば
え
の
よ
う
に
ω

訳
し
て
い
る
。
「
確
碑
詐
碍
」
は

山
の
蜂
々
の
急
峻
で
高
低
で
ふ
ぞ
ろ
い
な
こ
と
を
い
う
が
、
ま

た
次
匂
の
「
爾
白
露
神
」
が
解
釈
し
に
く
い
。
『
訳
注
h

は
君

山
の
峯
々
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
霊
峰
に
対
し
て
「
爾
」
と

は
呼
び
か
け
る
の
は
適
当
だ
ろ
う
か
。
今
は
求
仙
者
自
主
人
公

に
対
し
て
神
が
「
お
ま
え
は
も
う
自
ら
が
神
と
な
っ
た
」
と
認

め
た
と
考
え
た
い
。
あ
わ
せ
て
2
も
、
主
人
公
の
修
行
が
進
ん

6-



だ
こ
と
を
指
す
と
解
釈
す
る
。
人
公
二
で
す
で
に
升
仙

を
果
た
し
た
後
も
、
地
上
の
名
山
を
め
ぐ
り
な
、
か
ら
、
体
内
の

「
真
」
気
を
強
化
し
て
い
た
。
す
で
に
持
を
得
た
主
人
公
は
衆

仙
の
導
き
や
付
き
諮
い
な
し
で
西
王
母
の
山
へ
自
ら
の
力
で
封

平

の

生

え

る

、

九

帝

王

で

、

人
と
な
っ
て
曲
、

自
ら
が

な
す
ou

i
性
、
入
と
客
に
よ

識
で
議
を
終
え
る
。
審
搭
一
儲

索
開
閉
庶
輩
、
主
務
千
金
響
、
懲
と
い
う
よ
う
に
、

搭
宴
が
欝
に
入
る
と
主
客
が
祝
頚
の
誌
翻
を
す
る
こ
と
は
当
時

の
習
壌
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
議
代
の
遊
伯

楽
府
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

「
議
出
唱
」
一
ニ
首
は
徐
公
持
ら
が
言
う
よ
う
に
漠
代
の
升
始
、

神
伯
楽
持
と
問
機
宴
楽
の
た
め
の
歌
辞
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
り
、
表
さ
れ
る
欝
鍾
も
新
味
は
な
い
。
が
、
そ
の
遊
拙
の
叙

述
は
詰
る
か
に
詳
絡
で
あ
り
、
ス
ト
i
汀ノ

j
性
を
持
ち
内
容
は

首
建
一
資
し
て
い
る
c

漠
代
の
楽
時
が
額
一
的
な
描
写
に
終
始

し
た
り
、
官
学
物
の
羅
列
で
あ
っ
た
り
、
時
と
し
て
叙
述
の
主
体

が
不
規
制
測
に
転
換
し
て
し
ま
う
の
と
異
な
っ
て
い
る
c

「
議
出

唱
」
の
一
一
一
つ
の
歌
辞
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
英
一
「
神
仙
不
死

へ

の

あ

こ

が

れ

、

（

得

道

升

拙

）

」

、

一

で

の
神
仙
の
い
へ
の
参
加
」
、
一
る
務
行
と
完
全
な

る
神
仙
へ
の
進
化
」
と
い
う
升
仙
の
ス
ト

i
リ
ー
を
持
つ
一
続

き
の
歌
辞
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
神
仙
の
宴
を
歌
い
こ
み
、
そ

れ
に
袈
実
の
宴
歓
を
こ
重
写
し
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
客一

と
も
ど
も
神
仙
の
没
界
へ
参
入
し
、
諮
宴
を
盛
り
上
げ
る
と
い

う
、
非
常
に
巧
妙
な
叙
述
構
造
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
金
融
問
玉
議
堂
、
芝
草
生
毅
券
、
東
西
廟
、
客
露
営
一
」
は
、
徐

氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
欝
操
の
宴
出
版
の
実
写
で
も
あ
ろ
う
。
銭

志
随
一
氏
は
、
漢
代
の
楽
府
が
歌
舞
お
よ
び
銭
麟
の
務
芽
的
要
素

な
ど
多
議
の
芸
箭
議
式
と
融
合
し
て
一
体
と
な
っ
た
装
術
系
統

の
や
に
あ
っ
た
と
い
う
日
が
、
こ
の
盛
大
で
長
大
な
遊
鈎
楽
府

も
、
倍
投
た
ち
は
楽
舟
の
ス
ト
！
日
i
に
合
わ
せ
て
他
人
玉
女

に
扮
装
し
て
舞
い
歌
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

一
一
一
首
会
｝
連
ね
て
「
祭
出
唱
」
を
鑑
賞
す
る
と
、
ま
る
で
パ
ノ

ラ
マ
を
克
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
聴
く
も
の
は
東
へ
西
北

へ
甫
へ
と
「
八
掻
」
を
文
字
通
り
「
議
選
」
す
る
。
想
像
を
還

し
く
す
る
と
、
宴
が
接
さ
れ
る
欝
換
の
「
茶
一
堂
」
の
獲
に
辻
、

泰
山
、
蓬
菜
、
華
山
、
箆
器
、
君
山
な
ど
の
持
出
や
、
雲
に
乗

り
龍
率
に
駕
す
神
仙
が
天
を
麹
り
神
山
に
議
い
宴
を
す
る
絵
障

で
飾
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
絵
を
た
ど
る

よ
う
に
作
ら
れ
、
そ
の
訴
で
，
歌
舞
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
訪
の
注
に
、
「
郊
詑
志
」
の
、
議
武
帝

-7 



が
文
成
（
斉
の
方
士
少
翁
）
に
「
神
と
通
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
、

宮
護
被
服
は
神
を
象
る
の
で
な
け
れ
ば
、
神
物
は
一
会
り
ま
せ
ん
」

と
言
わ
れ
て
「
乃
ち
雲
気
車
を
作
一
臨
し
た
」
こ
と
を
引
く
G

ぺ

郊
舵
士
山
」
は
続
い
て
「
又
サ
泉
宮
を
作
り
、
中
に
台
擦
を
為
っ

て
、
天
地
太
一
の
諸
鬼
神
を
画
き
、
祭
間
同
月
を
置
い
て
天
神
を
招

き
ょ
せ
よ
う
と
し
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
武
帝

と
い
う
帝
王
の
顕
望
を
満
た
す
た
め
に
、
神
物
の
絵
を
宮
殻
に

画
い
た
と
い
う
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
前
漢
後
期
以
降
民
間
の

審
棄
の
邸
宅
に
も
こ
の
よ
う
な
絵
画
が
画
か
れ
て
い
た
こ
と
は

推
測
で
き
る
。
後
漢
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
最
盛
期
を
迎
え

る
画
鏡
石
墓
は
、
墓
主
の
生
前
の
邸
宅
を
模
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
地
下
邸
宅
の
壁
面
に
彫
刻
さ
れ
た
酪
橡
辻
彼
ら
の
生
前

の
邸
宅
に
も
多
く
の
絵
画
が
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ

る
。
神
仙
図
は
癌
像
石
の
重
要
な
画
題
で
あ
る
し
、
漢
代
の
分

仙
神
伯
楽
府
が
宴
楽
の
歌
辞
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
邸
宅
に

も
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
ぎ
左

患
の
「
麓
都
賦
」
は
「
特
有
温
室
、
儀
形
宇
宙
、
援
後
緊
襲
、

間
以
百
瑞
、
縛
以
藻
詠
、
苦
法
終
古
、
北
駕
是
鏡
、
有
農
作
緯
、

議
亦
等
競
」
と
、
郭
都
の
官
接
に
絵
画
が
飾
ら
れ
た
部
屋
が
あ

っ
た
こ
と
を
日
結
え
て
い
る
。
「
百
瑞
」
も
そ
の
題
材
で
あ
っ
た
。

宴
席
に
寵
用
さ
れ
た
広
間
に
も
、
め
で
た
い
神
仙
の
遠
遊
や
宴

の
絵
画
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
の
は
あ
な
が
ち
無
理
な

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
銀
出
唱
」
一
一
一
首
は
、
同
じ
く
宴
楽
歌
辞
で
あ
る
漠
代
の
遊
他

楽
府
に
は
な
い
、
長
大
な
ス
ト

i
ジ
！
と
舞
楽
シ
！
ン
を
鏑
え

た
、
裂
の
宮
廷
に
ふ
さ
わ
し
い
盛
大
な
宴
業
歌
と
い
え
る
だ
ろ

’nノ。

-8-

の

（2
）
「
精
列
」

「
精
列
」
は
「
箆
器
居
」
や
「
蓬
莱
」
に
あ
こ
が
れ
を
寄
せ

な
が
ら
も
、
ど
ん
な
生
き
物
も
死
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
い
う
。
「
心
の
赴
く
ま
ま
に
突
き
進
み
、
神
仙
の
道
を

求
め
た
い
と
い
う
額
い
も
あ
る
が
、
結
局
は
現
実
の
世
界
を
自

の
当
た
り
に
み
て
、
そ
こ
に
引
き
一
反
さ
れ
て
い
く
と
い
う
惑
い

が
描
か
れ
て
い
る
J
、
「
神
仙
世
界
の
描
写
の
ぎ
こ
ち
な
さ
に

思
想
上
の
葛
藤
が
表
れ
て
い
る
J

と
い
う
読
み
方
と
、
「
神
仙

思
想
を
識
し
く
批
判
し
て
い
る
。
神
伯
に
対
す
る
自
誌
の
立
場

を
、
神
仙
楽
府
そ
れ
自
体
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
表
示
し
て
い

る
J

と
い
う
読
み
方
が
あ
る
。
迷
い
か
否
定
か
は
別
と
し
て
、

「
精
列
」
に
は
、
無
邪
気
に
神
仙
を
礼
賛
し
長
生
が
叶
う
喜
び

を
歌
う
「
集
出
鳴
」
と
は
ま
っ
こ
う
か
ら
対
立
し
、
そ
れ
は
顕

っ
て
も
叶
わ
な
い
の
だ
と
い
う
沈
欝
な
雰
態
気
が
た
だ
よ
っ
て

い
る
。



精
列

1
原
初
生

2
造
化
之
鶴
物

3
莫
不
有
終
期

4
葵
不
有
終
期

5
聖
緊
不
能
免

6
持
議
嬢
此
憂

の
初
め
生
ま
れ
て
は

造
化
の
隣
物
詩

終
わ
る
期
存
ら
ぎ
る
な
し

終
わ
る
期
有
ら
ぎ
る
な
け
れ
ば

翠
隠
滅
も
免
る
る
詮
わ
ず

持
議
れ
ぞ
此
の
憂
い
を
緩
く
や

鱗
藷
の
駕
を
騒
い

露
山
品
取
の
居
い
を
患
い
認
う

箆
議
の
居
い
を
患
い
想
い

問
見
期
於
迂
笹
時
期
を
迂
琵
に
克
て

日
志
意
在
蓬
莱
志
意
は
蓬
莱
に
在
り

は
士
山
意
喪
蓬
禁
志
意
は
蓬
莱
に
在
れ
ど
も

口
周
孔
聖
笹
落
鰐
孔
の
翠
も
担
慈
し

リ
は
曾
議
以
墳
丘
曾
議
以
て
境
迂
を
な
す

日
曾
種
以
墳
丘
舎
積
以
て
墳
丘
を
な
せ
ば

日
関
陶
議
議
度
淘
陶
と
し
て
誰
か
能
く
度
ら
ん

口
君
子
以
弗
憂
君
子
は
以
て
憂
え
ず

同
年
之
暮
奈
何
年
の
馨
る
る
や
奈
何
せ
ん

mw
時
過
時
来
徴
時
は
通
ぎ
て
時
間
一
の
来
た
る
や
織
し

天
地
自
然
の
法
制
測
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
生
あ
る
も
の
は
必

ず
終
わ
る
時
が
あ
る
。
翠
繋
で
す
ら
そ
れ
は
免
れ
ら
れ
な
い
c

7 8
思
想
樹
凶
器
農

な
の
に
何
故
終
わ
り
あ
る
こ
と
を
憂
え
る
の
か
。
の

乗
っ
て
箆
露
へ
行
き
た
い
と
額
い
、
神
壌
に
出
会
い
た
い

ぃ
、
蓬
薬
へ
行
き
た
い
と
悲
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
潟
公
や
孔
子

の
よ
う
な
翠
入
も
命
を
蒸
し
、
会
議
に
は
舜
王
の
譲
墓
が
造
ら

れ
て
い
る
。
議
が
い
つ
ま
で
も
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
君
子
は
死
な
ど
憂
え
な
い
。
し
か
し
年
が
暮
れ
て
い
く
の

を
ど
う
し
よ
う
か
、
時
は
過
ぎ
行
く
の
み
、
残
さ
れ
た
時
は
わ

ず
か
な
の
だ
。

「
糟
列
」
の
主
旨
は
「
歩
出
玄
関
川
行
」
「
義
雄
霧
」
に
近
い
。

長
寿
の
神
亀
も
霧
に
乗
っ
て
天
に
昇
る
勢
い
の
龍
も
、
死
を
避

け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
つ
か
は
終
わ
る
と
き
が
あ
る
。
し
か

し
老
い
た
名
馬
と
間
様
、
烈
士
の
枇
心
は
老
い
て
な
お
巴
む
こ

と
が
な
い
。
し
か
し
、
「
議
難
審
」
に
表
明
さ
れ
て
い
る
、
努

力
に
よ
っ
て
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
寿
命
さ
え
延
認
す
こ
と
は
で

き
る
の
だ
、
運
命
は
自
分
で
切
り
開
く
の
だ
、
と
い
っ
た
讃
掻

的
な
強
い
意
志
ほ
、
げ
「
君
子
以
弗
憂
」
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
神
拙
誌
類
っ
て
も
叶
わ
な
い
と
は
一
言
っ
て
い
る
が
、

否
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
醸
詐
明
が
「
他
人
不
得
挙
、
託

之
於
不
菱
、
然
年
暮
之
感
、
排
領
於
心
J

と
云
う
の
は
的
を

射
た
一
辞
で
あ
ろ
う
。

朱
乾
同
体
「
議
出
唱
」
と
「
繕
別
問
」
は

「
長
笛
賦
序
」
の

-9-



次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

陰
精
陽
気
。
気
可
以
養
而
充
、
至
於
一
聯
遊
八
極
、

倶
、
制
気
之
成
也
。
精
期
必
薮
。
故
仙
家
有
煉
繍
騒
気
之
法
。

列
、
分
解
也
。
一
言
血
肉
之
額
、
終
必
薮
壊
、
難
問
孔
不
免
c

：
・
合
前
気
出
籍
、
雷
神
気
無
時
而
亡
、
構
血
有
時
而
壊
、

「
銀
出
唱
」
は
「
陽
気
は
、
神
（
心
）
を
衆
的
と
と
も
に
八
櫨

に
遊
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
養
う
こ
と
が
で
き
る
」
そ
の
過
程

を
歌
う
。
「
精
列
」
の
「
列
は
、
分
解
」
の
意
で
「
陰
精
は
必

ず
壊
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
血
肉
を
持
っ
た
躯
は
必
ず
壊
れ
、

馬
孔
で
も
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
を
雷
う
。
朱
乾
は

ま
た
歌
辞
の
一
句
一
句
を
具
体
的
な
「
他
家
有
煉
精
騎
気
之
法
」

に
相
当
さ
せ
て
い
る
。
「
長
笛
賦
序
」
に
よ
っ
て
も
「
気
出
」
「

精
列
」
の
古
品
聞
が
一
純
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

「
集
出
唱
」
が
「
蓬
莱
」
と
「
麗
寵
」
か
ら
天
へ
昇
り
、
成
伯

万
寿
を
得
る
こ
と
を
喜
ぶ
の
に
対
し
、
「
精
列
」
が
高
凶
器
」

と
「
蓬
莱
」
は
慕
つ
で
も
叶
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
は
、
や

は
り
「
伊
拠
出
唱
」
を
受
け
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
両
議
を
一

組
の
も
の
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
両
楽
府
が
一
紐
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
「
気
出
唱
」
が
宴
楽
で
あ
る
以
上
「
精
列
」
も

宴
楽
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
仙
人
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
生
あ

る
身
は
必
ず
壊
れ
る
こ
と
が
心
か
ら
離
れ
な
い
沈
欝
な
「
精
閣
内
」

ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
c

警
織
と
王
誕
の
宴
詩
を
見
て
み
よ
う
。

披
「
元
金
」

初
歳
一
冗
群
、
吉
日
後
良
、
乃
鶏
佳
食
、
議
此
高
堂
、
尊
出
特
別
内

銭
、
典
而
有
意
、
：
・
・
：
箆
撃
既
設
、
悲
歌
震
響
、
吸
犠
清
商
、

肱
問
視
文
軒
、

m
抑
鴇
菜
、
梁
、
額
保
革
審
、
千
載
愚
常
、
歎
笑
鐙

娯
、
楽
哉
来
央
、
皇
家
柴
賞
、
一
議
考
無
題

王
架
「
公
諜
詩
」

：
：
・
管
絃
饗
徽
音
、
由
度
清
旦
悲
、
ム
ロ
坐
問
所
襲
、
但
懸
杯

行
選
、
：
：
：
古
人
有
遺
言
、
君
子
一
組
所
綾
、
顔
我
賢
主
人
、

輿
天
亭
議
羅
、
克
符
周
公
業
、
英
世
不
可
追

ど
ち
ら
も
公
式
の
宴
の
描
写
で
、
特
に
曹
植
の
ご
冗
舎
」
は

畿
轄
の
正
月
元
日
一
の
宴
で
あ
る
。
両
首
と
も
酒
宴
が
始
ま
り
、

楽
が
盛
り
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
悲
歌
が
激
し
く
響
き
、
済
ん
で

悲
し
げ
な
曲
が
演
奏
さ
れ
る
が
、
不
祥
と
さ
れ
る
こ
と
も
な
く

み
な
楽
し
む
。
そ
し
て
最
後
に
、
皇
家
の
い
や
さ
か
と
帝
の
限

り
な
き
寿
、
宴
主
の
揺
と
功
業
を
そ
れ
ぞ
れ
祝
っ
て
い
る
。
公

式
の
め
で
た
い
席
で
、
悲
歌
は
決
し
て
不
似
合
い
と
は
考
え
ら

れ
ず
、
む
し
ろ
定
番
の
よ
う
に
模
奏
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
集
出
唱
」
の
神
仙
成
就
で
歓
楽
の
頭
点
に
達
し
た
後
、
そ
れ

を
一
気
に
現
実
に
引
き
一
戻
す
「
精
列
」
は
、
産
に
い
る
も
の
の

凄
槍
を
い
や
増
し
に
す
る
効
果
が
あ
っ
た
ろ
う
。
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軽
決
な
神
仙
の

て
い
る
c

陪
上
桑

i：主

2
桑
赤
雲

3
登
後
九
疑
麗
玉
間
後
の
九
紫
に

天
漢
を
擦
り

5
至
箆
寵

6
見
夜
王

7
交
赤
松

8
及
護
問

9
受
要
議
選
愛
籍
…
綿

印
食
芝
英

日
欽
鑓
泉

ロ
詮
杖
桂
技
報
秋
関

口
絶
人
事

け
は
選
揮
一
冗

日
景
米
移

口
行
数
千

五

る

母

赤
松
に
交
わ
り

議
問
に
及
び

要
（
磁
の
道
を
受
け
精
一
瀞
を
愛
し
む

芝
英
を
食
み

騒
泉
に
欽
み

桂
技
を
控
杖
に
し

人
事
を
絡
ち

揮
一
元
に
遊
び

疾
嵐
の
若
く
遊
数
闘
機

長
未
だ
移
ら
ざ
る
に

行
く
こ
と
数
千

日

露

如

議

出

不

忘

窓

の

如

く

忘

話

せ

ず

1
1
6
、
虹
と
中
市
に
り
、
南
の
舜
が
葬
ら
れ
て
い
る

九
疑
出
と
西
の
玄
関
け
を
へ
て
、
銭
前
を
譲
っ
て
麗
寵
へ
至
り
、

商
王
母
と
京
王
公
に
ま
み
え
る
。

7
1
口
、
昆
寵
の
山
で
、
さ
ら
に
諺
畿
を
重
ね
、
俗
か
ら

離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
繍
神
と
身
を
純
化
し
て
、
太

騒
が
い
く
ら
も
動
か
な
い
う
ち
に
数
千
里
も
飛
ぶ
と
い
う
カ
を

得
る
。口。、

「
謬
如
南
山
」
は
小
雅
「
の

崩
」
に
よ
り
、
長
寿
を
皆
同
議
で
あ
る
が
、
「
不

忘
愈
」
の
解
釈
が
分
か
れ
る
。
議
第
は
大
韓
「
額
幾
」
の
「
不

窓
不
志
、
率
自
警
察
」
を
引
く
が
、
そ
れ
だ
と
「
古
来
の
お
き

て
に
も
と
っ
た
り
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
受
け
騒
ぎ
、
子
孫

に
伝
え
て
い
く
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
小
雅
「
天
保
」
も
大

雄
「
援
幾
」
も
宮
廷
の
宴
楽
で
用
い
ら
れ
、
と
も
に
天
の
揺
禄

を
う
る
こ
と
を
祝
環
す
る
詩
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
陪
上
桑
」

の
よ
う
な
神
仙
歌
に
は
適
当
な
締
め
く
く
り
で
あ
ろ
う
c

「不

忘
窓
」
を
「
誌
を
忘
れ
ず
」
す
な
わ
ち
過
ち
を
忘
れ
な
い
、
と

い
う
戒
め
の
一
言
葉
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
し
っ
く
り
こ
な
い
。

張
主
題
は
、
道
教
の
教
え
「
自
分
の
罪
を
梅
や
み
、
そ
の
機
海

が
上
天
に
諒
解
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
成
他
で
き
る
」
に
従
っ
た

の
諮
命
詩
で
あ
る
か
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も
し
れ
な
い
と
い
う
が
、
穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
や
は

に
し
た
が
っ
て
「
南
山
」
と
と
ち
に
祝
療
の
語
と
考
え
る
の
が

よ
い
と
考
え
る
。

こ
の
楽
府
も
や
は
り
宴
楽
の
歌
辞
で
あ
ろ
う
が
、
「
陪
上
桑
」

で
「
気
出
唱
」
で
訪
れ
て
い
な
い
「
九
疑
山
」
「
玉
門
」
「
天
漢
」

を
盤
て
「
麗
嶺
」
に
到
っ
て
い
る
こ
と
や
、
修
棟
の
方
法
も
「

案
出
唱
」
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
意
識
的
な

措
辞
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
神
仙
簡
を
歌
い

解
く
「
集
出
唱
」
を
補
完
す
る
歌
辞
と
も
考
え
ら
れ
る
。

朱
嘉
徴
は
こ
れ
を
「
議
官
夜
帯
歌
山
唱
。
：
：
：
玄
震
房
中
夏
秋

之
燕
曲
目
」
と
い
う
が
、
根
拠
は
分
か
ら
な
い
。
西
王
母
と
東

君
（
東
王
公
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
陰
騒
を
象
徴
す
る
両
神
を
な

ら
べ
る
の
は
こ
の
議
の
み
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
要
秘
道
」
と

は
一
房
中
術
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
問
。

二
「
秋
胡
行
」

「
秋
萌
行
」
二
首
は
、
建
安
二
十
年
（
一
二
五
）
三
月
漠
中
に

拠
る
五
斗
米
賊
の
張
魯
を
討
つ
た
め
陳
倉
に
到
り
、
自
月
に
散

関
を
出
た
持
の
こ
と
を
詠
ず
る
作
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
欝
操

は
六
十
一
議
。
『
訳
注
』
は
「
三
国
鼎
立
の
形
勢
は
す
で
に
定

ま
り
つ
つ
あ
り
、
曹
操
は
統
一
の
実
現
の
盟
難
を
感
じ
取
っ
て

そ
の
た
め
吋
意
中
迷
績
”
中
心
に
迷
い
が
生
じ
、
ふ
と
仙

は
い
っ
た
り
、
ふ
と
又
現
実
世
界
に
一
戻
っ
た
り
、
神
仙
を

て
持
ら
れ
ず
、
棄
て
よ
う
と
し
て
棄
て
ら
れ
ぬ
援
雑
で
矛

属
し
た
心
情
を
反
映
し
て
い
る
」
と
い
う
c

こ
の
点
で
「
特
別
灼
」

に
類
し
て
い
る
と
読
ま
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
両
者
の
内
容

は
同
じ
で
は
な
い
。
「
糟
列
」
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
気
出
唱
」

と
一
組
で
、
「
人
は
誰
も
神
仙
長
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

憂
い
を
云
う
も
の
で
あ
り
、
寿
命
に
主
題
は
集
中
し
て
い
る
。

「
秋
胡
行
」
は
確
か
に
神
他
を
題
材
に
は
し
て
い
る
が
、
詩
皆

の
重
点
は
践
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
徐
氏
は
其
二
は
遊
仙
詩
と
し

て
挙
げ
る
が
、
其
一
は
遊
仙
詩
と
し
て
い
な
い
。

ま
ず
其
一
を
見
て
み
よ
う
。

秋
拐
行
其
一

1
最
上
散
関
山

2
此
道
嘗
何
難

3
最
上
散
関
山

ヰ
ム
此
道
嘗
何
難

5
牛
額
不
起

6
車
盛
一
谷
間

7
坐
盤
石
之
上

8
弾
五
弦
之
琴

9
作
震
清
角
韻

し、

12-

長
に
散
開
山
に
上
る

此
の
道
蓄
に
何
ぞ
難
か
る
べ
き

長
に
散
関
山
に
上
る

此
の
道
嘗
に
街
ぞ
難
か
る
べ
き

牛
は
頓
き
て
起
き
ず

車
は
谷
間
に
盛
一
つ

盤
石
の
上
に
坐
し

五
弦
の
琴
を
弾
じ

清
角
の
韻
を
作
矯
す
れ
ば



閉
山
意
中
迷
壌

日数以一一口問中応

ロ
農
上
散
開
山
」

日
有
伺
三
老
公

日
卒
来
在
我
鋒

印
有
向
一
一
一
老
公

団
・
卒
来
在
我
接

げ
負
燐
援
護

団
信
非
橿
人

目
謂
鱒
云

お
何
顕
苦
以
自
怨

幻
謹
一
径
一
所
欲

泣
来
判
的
此
関

お
歌
以
一
吉
田
志

民
有
向
三
老
公
」

お
我
属
鹿
諸
山

部
所
講
者
露
人

幻
我
居
謹
寵
山

部
所
謂
者
露
人

羽
選
深
有
可
得

部
名
山
懸
欝

討
議
遊
八
擾

い
て
以

震
に
散
開
山
に
上
る

何
く
の
三
老
公
有
り
て

卒
か
に
来
た
り
て
設
が
梼
ら

何
く
の
一
一
一
老
公
有
り
て

卒
か
に
来
た
り
て
我
が
容
に
在
る

擦
を
負
い
惑
を
被
て

…
慢
の
人
に
非
ざ
る
に
桜
る

鱒
に
讃
い
て
云
う

向
ぞ
盟
苦
し
て
以
て
告
ら
怒
む

議
議
と
し
て
欲
す
る
と
こ
ろ

此
の
簡
に
来
た
り
到
る
と

数
い
て
以
て
士
山
を
一
世
間
わ
ん

向
く
の
三
老
公
の
有
る

我
は
麗
諸
山
に
居
る

謂
う
一
併
の
者
は
露
入
な
り

我
は
箆
議
出
に
居
る

謂
う
所
の
者
は
襲
人
な
り

ぺ
き
と
こ
ろ
有
り

ん

去
り
て
追
う
べ
か
ら
ず

長
く
罷
み
て
相
牽
撃
す

去
り
去
り
て
追
う
べ
か
ら
ず

長
く
恨
み
て
梧
牽
議
す

夜
夜
安
ん
ぞ
謀
る
を
得
ん

門
知
糖
壊
以
自
鋒
縄
懐
し
て
以
て
’
一
ら
鋒
れ
む

相
互
市
不
一
議
正
に
し
て
一
諮
ら
ず

M

官

辞

賦

依

関

辞

賦

依

り

関

る

ば
初
経
俸
所
過
鐙
俸
の
過
ぎ
し
と
す
る
所

嶋
一
泊
来
一
昨
傍
西
よ
り
来
た
る
と
簿
え
ら
る

引
歌
以
一
吉
田
志
歌
い
て
以
て
志
を
一
一
笛
わ
ん

持
去
去
不
可
迫
田
解
去
り
去
り
て
追
う
べ
か
ら
ず

一
解
、
朝
早
く
登
っ
た
散
関
の
山
、
は
大
変
な
難
所
で
あ
っ

た
。
牛
は
疲
れ
て
つ
ま
ず
き
鰯
れ
、
そ
の
今
が
ひ
い
て
い
た
蕊

は
谷
法
へ
落
ち
て
い
く
。
田
陣
頭
の
描
写
辻
、
こ
の
九
年
前
の
遠

誌
を
歌
っ
た
「
苦
寒
行
」
の
翠
額
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
れ
は

偶
然
で
は
な
く
意
図
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
苦
寒
行
」
は
そ

四
一
枕
石
激
流
欽
泉

お
況
吟
不
決

川
社
遂
上
升
天

お
歌
以
一
世
間
志

お
我
居
議
議
山
」
一
一

計
去
去

却
去
去
不
可
追

石
を
枕
に
流
れ
に
滋
ぎ
泉
に
欽
ま
ん
と

況
吟
し
て
決
せ
ざ
れ
ば

遂
に
よ
り
て
升
天
す

い
て
以
て
患
を
一
言
わ
ん
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の
後
盤
、
獣
の
危
険
と
飢
え
と
寒
さ
と
に
さ
ら
さ
れ
、
太
行
山
中

を
さ
ま
よ
う
難
難
を
、
多
少
の
誇
張
も
あ
ろ
う
が
実
事
に
郎
し

て
訴
え
る
が
、
こ
れ
詰
ま
っ
た
く
別
の
方
向
へ
進
む
。
大
き
な

岩
の
上
に
坐
し
出
、
舜
が
作
っ
た
と
い
う
五
弦
の
撃
で
、
黄
倍

が
作
っ
た
と
い
う
清
角
の
曲
を
漬
奏
し
た
の
で
あ
る
。
ニ
の
険

難
を
越
え
る
に
あ
た
っ
て
、
古
の
聖
王
た
ち
の
業
を
穂
、
ひ
、
自

身
の
決
意
を
間
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
心

は
逆
に
乱
れ
て
し
ま
う
。

ニ
解
、
そ
の
時
に
わ
か
に
傍
ら
に
現
れ
た
の
は
、
常
人
に

似
な
い
三
老
公
。
彼
ら
は
曹
操
に
問
い
か
け
る
、
「
ど
う
し
て

そ
ん
な
に
苦
し
ん
で
ひ
と
り
怨
ん
で
い
る
の
か
。
そ
ん
な
に
不

安
げ
に
何
を
求
め
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
の
か
」
と
。

一
一
一
解
、
「
私
は
麗
罷
山
の
真
人
だ
。
道
は
深
い
け
れ
ど
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
緒
に
名
山
を
遍
歴
し
、
八
援
に
遊
び
、
清

ら
か
な
山
中
で
石
を
枕
に
流
れ
に
激
ぎ
泉
に
欽
み
、
自
由
に
生

き
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
。
ど
う
し
よ
う
か
考
え
迷
い
決
め
か

ね
て
い
る
と
、
一
二
老
公
は
私
を
お
い
て
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

四
解
、
三
者
公
は
遠
く
遠
一
く
去
っ
て
し
ま
い
、
も
う
追
い

つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
こ
と
を
い
つ
ま

で
も
恨
ん
で
追
い
す
が
ろ
う
と
す
る
。
い
つ
ま
で
も
恨
め
し
く

患
っ
て
、
ど
う
し
て
毎
夜
眠
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
自
ら
を

痛
み
憐
れ
む
ば
か
り
だ
。
こ
の
後

G
i
却
が
分
か
り
に
く
い
。

今
援
に
、
に
従
う
と
、
斉
桓
公
は
行
い
正
し
く
人
を

欺
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
孔
子
は
褒
め
称
え
、
葬
戚
が
牛
の
角

を
た
た
い
て
歌
っ
て
自
薦
し
た
一
言
葉
を
飽
き
逃
さ
ず
、
彼
を
喬
一

く
用
い
た
。
そ
う
し
て
桓
公
は
天
下
の
覇
者
と
な
り
、
西
方
に

大
夏
を
征
し
た
こ
と
を
経
指
は
倍
え
て
い
る
。
桓
公
を
自
ら
に

た
と
え
、
担
公
の
大
夏
征
討
に
今
回
の
張
魯
西
経
を
な
ぞ
ら
え
、

霧
戚
の
よ
う
な
賢
人
を
檎
佐
と
し
て
、
天
下
に
覇
者
た
る
事
業

に
身
を
置
く
こ
と
を
改
め
て
表
明
す
る
c

そ
し
て
詩
全
体
は
先

に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
神
仙
追
及
と
現
実
と
の
関
に
揺
れ
る
心

を
い
う
も
の
と
解
釈
す
る
。
黄
節
は
三
老
公
を
議
戚
に
た
と
え
、

求
仙
を
仮
託
し
た
求
緊
の
意
を
表
わ
す
と
考
え
る
。

「
陪
上
桑
」
が
「
気
出
唱
」
「
精
列
」
「
結
上
桑
」
と
違
う
の
は
、

現
実
の
曹
操
の
遠
征
に
も
材
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
確
か

に
「
麗
諸
山
の
真
人
」
は
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
曹
操
が

招
き
も
求
め
も
し
な
か
っ
た
の
に
思
い
が
け
な
く
現
れ
、
し
か

も
真
人
の
方
か
ら
彼
を
天
上
に
誘
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
真
人
の

方
が
彼
を
求
め
、
彼
の
方
が
そ
れ
を
欝
醸
し
た
た
め
に
真
人
は

彼
の
元
を
去
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
黄
節
の
い
う
よ
う
に

三
老
公
を
響
戒
に
た
と
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
霧

践
の
よ
う
な
賢
人
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
悔
や
み
の
詩

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

真
人
は
何
の
た
め
に
曹
換
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
し

う
か
。

る、る。

め
ら
っ
た
の
で
あ
る

む
欝
換
に
対
し
て
、
道
は
抱
に
あ

こ
の
場
を
離
れ
て
の
世
界
に
遊
ぼ
う
、
と
誘
っ
て
い

そ
れ
拾
っ
、
ま
り
警
の
こ
の
苦
し
み
を
投
げ
出
し
て
し
ま

い
た
い
と
い
う
額
望
を
反
挟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
警
操
は
確

か
に
統
一
事
業
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
、
も
っ
と
時
間
が
欲
し

い
と
切
望
し
、
議
々
の
長
生
法
を
試
み
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ

れ
は
み
く
ま
で
現
実
の
事
業
を
な
し
と
か
け
た
い
が
為
で
あ
り
、

両
者
が
矛
躍
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
楽
持
は
明

ら
か
に
「
誰
も
死
は
免
れ
ら
れ
ず
、
毘
議
出
や
蓬
葉
山
へ
行
き

た
い
と
額
っ
て
も
叶
わ
な
い
」
と
嘆
く
「
錆
列
」
と
は
違
い
、

「
議
議
山
へ
の
升
紛
の
チ
ャ
ン
ス
は
与
え
ら
れ
た
が
行
か
な
か

っ
た
」
こ
と
を
主
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
真
人
」
が
彼
の
元
へ
来
た
の
は
彼
を
死
の
世
界
へ
と
誘
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
漢
の
時
代
、
升
始
に
は
、
修

行
賎
薬
と
い
う
方
法
の
誌
か
に
、
露
器
出
へ
の
死
後
升
拙
と
い

う
考
え
方
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
盛
ん
に
造
、
営
さ
れ
た
一
踏
襲

石
墓
の
醤
橡
の
重
要
な
題
材
で
あ
っ
た
。
一
翻
議
石
墓
は
後
漢
中

期
後
期
に
最
盛
期
安
迎
え
、
一
八
留
年
の
黄
巾
の
乱
後
に
急
速

に
衰
え
る
音
響
操
一
は
一
五
五
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
設

の
青
少
年
持
代
に
は
露
鏡
石
墓
は
ま
だ
多
数
作
ら
れ
て
い
た
。

審
議
が
死
後
升
仙
と
い
う
～
信
仰
を
開
時
代
の
人
々
と
共
有
し
て

い
た
と
推
錯
す
る
こ
と
は
充
分
妥
当
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

彼
が
そ
れ
を
一
帰
国
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
開
題
で
あ
る
。
か
れ

は
常
々
自
分
の
薄
葬
を
家
族
に
命
じ
て
い
た
し
、
実
際
に
彼
の

駿
纂
は
王
者
に
似
合
わ
ぬ
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「

天
下
出
向
来
、
だ
安
定
」
し
な
い
こ
と
と
「
金
玉
珍
宝
」
と
と
も
に

壊
葬
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
盗
掘
に
あ
い
、
亡
骸
を
野
に
さ

ら
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
、
が
、
徹
慈
し
た

薄
葬
は
そ
れ
を
搭
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
「
古
不
墓
祭
」
と
纂
一
祭
も
さ
せ
な
か
っ
た
明
言
し
か
し
、
後

に
は
死
後
升
拾
の
考
え
は
自
擦
に
身
に
つ
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
し
、
一
信
じ
て
い
な
い
も
の
を
歌
う
こ
と
も
曹
操
に
と
っ
て
な

ん
ら
は
ば
か
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
ー
た
ろ
う
。
彼
の
楽
時
泣

常
に
事
実
と
露
橋
、
だ
け
を
の
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
虚

構
は
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
楽
府
は
、
芸
能
の
一
形
式
で

あ
り
、
最
講
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
。
張
魯
征
討
の
と
き
欝
操

泣
六
十
一
議
、
そ
の
五
年
後
六
十
六
議
で
饗
操
は
死
ぬ
。
す
で

に
心
身
の
衰
え
を
自
覚
し
、
牛
も
繁
れ
る
よ
う
な
数
関
出
の
段

瓶
に
昇
り
、
死
を
意
識
、
あ
る
い
は
党
協
し
た
で
あ
ろ
う
。
箆

嶺
山
か
ら
来
た
真
人
誌
後
を
苑
へ
と
い
ざ
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、

彼
一
は
ご
汎
吟
し
て
決
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
議

議
出
で
不
死
を
得
て
衿
拙
と
安
楽
な
生
活
を
す
る
こ
と
は
魅
力

的
な
誘
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
速
い
な
が
ら
も
後
は
、
死
に
よ

ζυ 
す
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紳
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遊
せ
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昆
器
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組
麗
し

蓬
莱
に
到
り

八
掻
に
麗
鑓
し

神
と
共
に
倶
に
せ
ん

患
う
紳
薬
を
得
て

設
内
最
も
て
期
と
震
さ
ん
こ
と
を

歌
い
て
以
て
士
山
を
一
言
わ
ん

一
解
顕
わ
く
ば
泰
華
山
に
登
ら
ん

天
地
何
ぞ
長
久
た
る

人
道
屠
る
こ
と
の
短
き
に

天
地
何
ぞ
長
久
た
る

人
道
居
る
こ
と
の
短
き
に

世
に
一
言
う
拍
鵠
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ん ずららるんかり
やんん ずと

16 



州

制

釜

夜

以

成

議

以

て

裁

を

成

す

れ
引
大
入
先
天
大
人
は
法
人
に
先
ん
じ

技

部

天

弗

塗

布

し

て

天

違

わ

ず

お
不
戚
年
金
年
の
設
く
を
耐
熱
え
ず

日
制
蜜
役
不
治
世
の
治
ま
ら
ざ
る
を
憂
う

必

存

亡

有

命

存

亡

に

命

有

り

品
産
之
露
出
獄
之
を
盛
ん
ば
か
れ
ば
蜜
わ
れ
ん

C
数
以
一
富
士
山
敏
い
て
以
て
士
山
を
一
言
わ
ん

川
知
四
時
更
逝
去
」
国
解
由
時
更
も
逝
去
す

m
切
戚

h

戚
欲
何
念
威
戚
と
し
て
何
を
か
念
わ
ん
と
欲
す

印
歎
笑
意
所
之
数
笑
は
意
の
之
く
所

日
戒
感
欲
何
念
議
戒
と
し
て
何
を
か
念
わ
ん
と
欲
す

臼
数
笑
意
所
之
数
笑
辻
意
の
之
く
所

田

社

盛

智

塞

註

接

と

智

葱

と

は

口
内
殊
不
一
将
来
殊
に
一
得
び
は
来
ら
ず

日

愛

時

進

還

時

を

愛

し

て

進

議

し

て

白
山
持
以
馨
誰
轄
に
以
て
設
に
か
慈
ま
ん

幻
汎
況
放
逸
、
汎
況
と
放
逸
し
て

回

亦

間

何

矯

亦

た

摘

に

何

震

る

や

関
歌
以
一
一
呂
志
敏
い
て
以
て
志
を
一
言
わ
ん

初
球
威
欲
何
窓
」
五
解
戚
威
と
し
て
何
を
か
念
は
ん
と
欲
す

一
解
、
泰
輩
出
に
登
り
、
神
仙
と
共
に
謹
遊
し
、
箆
議
出

を
め
ぐ
り
蓬
莱
に
た
ど
り
つ
き
、
天
の
て
ま
で
飛
錯
し
た
い
。

衿
の
薬
を
手
に
入
れ
て
万
識
の
寿
を
得
た
い
c

二
解
、
天
地
は
永
遠
で
あ
る
の
に
、
人
が
そ
こ
に
い
る
の

は
何
と
短
い
こ
と
か
。
人
は
老
子
は
老
い
を
知
ら
ず
、
赤
松
と

王
藷
も
道
を
得
た
と
一
お
う
け
れ
ど
、
本
当
に
長
生
の
道
を
得
ら

れ
る
と
は
開
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

一
二
解
、
灘
く
臼
と
月
は
照
ら
さ
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
。
天

と
地
が
育
む
万
物
の
中
で
、
人
だ
け
が
繋
い
の
で
一
は
な
か
っ
た

か
。
天
下
す
べ
て
の
地
の
す
べ
て
の
誌
が
王
の
庇
護
の
も
と
に

あ
る
。
そ
の
民
を
に
執
務
の
名
の
下
に
礼
楽
で
教
え
導
く
こ
と
こ

そ
が
私
の
仕
事
な
の
だ
。

四
解
、
春
夏
秋
冬
が
交
替
し
、
間
金
と
夜
が
交
互
に
来
て
一

年
に
な
る
。
天
の
道
を
得
た
大
人
は
何
を
し
て
も
天
の
法
副
知
に

違
う
こ
と
は
な
い
。
年
が
過
ぎ
往
く
こ
と
は
天
の
法
制
刻
な
の
だ

か
ら
気
に
病
む
こ
と
は
な
い
。
治
め
る
べ
き
世
を
治
め
ら
れ
な

い
こ
と
を
憂
う
べ
き
だ
。
生
死
は
天
命
に
よ
る
の
だ
か
ら
、
あ

れ
こ
れ
考
え
て
も
蜜
い
も
の
に
な
る
だ
け
だ
。

五
解
、
あ
れ
こ
れ
錨
ん
で
も
仕
方
が
な
い
、
心
の
ゆ
く
ま

ま
に
協
し
く
笑
お
う
。
若
さ
と
知
恵
と
は
失
わ
れ
る
ば
か
り
。

持
を
潜
し
ん
で
前
向
き
に
犠
く
の
は
識
で
も
な
い
、
畏
の
た
め
。

始
、
一
得
て
天
を
自
由
に
諮
け
た
と
て
侭
に
な
ろ
う
。

英
一
で
死
を
器
開
見
た
響
換
は
其
こ
で
升
仙
不
死
が
幻
想
で
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あ
る
こ
と
を
悟
り
、
生
死
は
天
命
に
告
せ
、
残
さ
れ
た
時
閣
を

自
分
に
与
え
ら
れ
た
治
世
と
い
う
仕
事
に
費
や
す
こ
と

す
る
。

際
氏
は
は
こ
の
作
と
間
じ
く
「
求
他
と
立
葉
、

長
生
久
規
と
人
寿
有
限
の
両
種
の
思
想
の
矛
爵
衝
突
が
表
れ
た

曹
操
の
遊
仙
詩
の
初
期
に
罵
」
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、

両
作
は
一
見
趣
旨
が
似
て
い
る
よ
う
だ
が
、
開
じ
で
は
な
い
。

「
精
列
」
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
麗
器
や
蓮
葉
を
慕
っ
て
も
叶
う

こ
と
は
な
い
、
死
は
聖
賢
す
ら
も
免
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か

ら
憂
え
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
も

「
過
ぎ
去
っ
て
い
く
日
々
」
に
競
嘆
す
る
も
の
で
、
主
題
は
年

命
に
集
中
し
て
お
り
、
自
由
と
永
遠
の
生
命
を
手
に
入
れ
る
得

道
升
仙
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
長
寿
と
繁
栄
を
一
一
白
祝
ぐ
「
銀
出

唱
」
に
呼
応
し
た
作
で
あ
る
。
詩
句
を
仔
細
に
読
め
ば
、
人
分
…

の
事
業
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
「

求
拙
と
立
業
」
の
対
立
も
矛
請
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
求

仙
と
立
業
の
矛
盾
衝
突
」
を
表
現
す
る
と
い
う
の
は
先
入
観
に

よ
る
読
み
込
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
「
秋
胡
行
」
其
こ
で

は
は
っ
き
り
と
立
業
に
言
及
し
そ
れ
を
選
ぶ
と
い
っ
て
い
る
。

「
秋
胡
行
」
の
二
首
は
宴
楽
歌
辞
で
あ
る
五
首
の
遊
仙
詩
と
開

列
の
「
遊
仙
詩
」
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「

に
は
確
か
に
神
仙
升
仙
が
題
材
に
と
ら
れ
て
い
る
が
、

蓄
米
に
あ
り
、
響
操
の
「
薙
露
」
「
露
皇
」
と
間
様
鶏

の
ポ
の
過
稜
を
歌
う
詠
時
詩
お
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

体
郎
氏
が
其
一
を
遊
他
詩
に
挙
げ
な
い
の
も
そ
こ
に
こ
だ
わ
り
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

前
述
し
た
よ
う
に
「
秋
胡
行
」
其
一
の
冒
頭
は
、
之
官
索
、
行
」

の
冒
頭
四
匂
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
合
わ

せ
て
鑑
賞
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
苦
索
、
行
」
は
建
安

十
一
年
（
二

O
六
）
哀
紹
の
甥
高
幹
を
征
討
し
た
時
の
猛
獣
や

飢
索
、
に
よ
る
苦
難
を
歌
い
、
一
方
こ
ち
ら
は
時
間
の
推
移
と
死

と
い
う
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
障
害
を
歌
う
。
ど
ち
ら
も

王
業
を
成
し
た
紀
念
で
あ
り
、
創
業
の
物
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
る
。
「
秋
胡
行
」
「
苦
索
、
行
」
と
と
も
に
清
調
訟
で

あ
り
、
一

u

宋
審
』
「
築
士
山
コ
ご
で
は
両
「
秋
胡
行
」
の
関
に
「
苦

寒
一
行
」
が
震
か
れ
て
い
る
の
は
、
両
者
の
関
係
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
習

18-

警
操
の
神
仙
世
界
と
「
遊
伯
詩
」

曹
操
の
「
遊
伯
詩
」
は
、
「
集
出
唱
」
「
精
列
」
「
陪
上
桑
」

と
い
う
宴
欽
楽
の
歌
辞
と
、
遊
拙
を
材
に
取
る
も
の
の
立
業
に

力
点
を
罷
く
「
秋
胡
行
」
と
に
底
知
す
る
べ
き
こ
と
を
見
て
き



た
c

し

か

し

、

両

方

に

共

通

し

る

の

は

、

の

描

く

神
仙
没
界
は
現
実
の
世
界
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
は
議
代
の
遊
伯
楽
府
に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

李
蓄
は
郭
議
の
「
遊
偽
詩
」
の
注
に
一
円
ん
そ
遊
仙
の
震
は
、

岩
盤
繍
酬
を
浮
識
と
し
、
讃
裁
を
鐙
錬
と
し
、
露
を
倒
閣
蚤
に
喰
ら

い
、
去
を
玄
都
に
担
う
所
以
な
り
」
と
い
い
、
遊
拙
詩
は
欝
縞

す
な
わ
ち
俗
世
を
汚
れ
た
も
の
と
し
栄
遼
を
軽
く
見
る
の
が
、

神
仙
の
数
界
に
遊
ぶ
理
由
で
あ
る
と
い
う
が
、
警
換
の
七
議
や

漠
代
の
遊
鈎
楽
詩
に
は
そ
の
よ
う
な
錨
髄
畿
は
見
ら
れ
な
い
c

神
佑
世
界
は
不
老
長
生
と
逸
楽
に
満
ち
足
り
た
世
界
と
し
て
協

議
を
集
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
世
の
欲
望
の
延
長

あ
る
い
は
極
致
と
し
て
で
あ
り
、
現
散
を
穣
れ
た
も
の
と
し
て

否
定
す
る
こ
と
試
し
な
い
。
輿
欝
宏
氏
は
、
郭
撲
の
遊
似
詩
を

題
揮
の
「
抽
選
遊
」
に
皆
を
関
じ
く
す
る
と
い
う
侍
簿
、
方
東
樹

を
ふ
ま
え
て
、
ニ
滋
遊
の
冒
頭
に
『
時
俗
の
迫
厄
を
悲
し
み
、

軽
暴
し
て
遠
く
遊
ば
ん
こ
と
を
額
う
』
と
い
う
よ
う
に
、
人
が

神
仙
を
求
め
て
謹
俗
の
世
を
去
ろ
う
と
す
る
忘
向
に
は
、
現
設

の
さ
ま
ざ
ま
な
音
階
や
悲
哀
を
部
な
る
次
元
に
お
い
て
止
揚
せ

ん
と
額
う
気
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
審
議
の
逮
遊
議
に
し
て

も
、
そ
の
名
の
示
す
ご
と
く
、
楚
辞
遠
遊
の
緩
想
を
多
分
に
意

し
た
も
の
に
遠
い
あ
る
ま
い
J

と
い
う
が
、
こ
の
発
想
も

の
遊
伯
楽
府
に
は
な
い
。
「
秋
都
行
」
に
お
い
て
神
佑
没

界
は
現
実
の
世
界
と
者
択
一
の
選
択
肢
と
し
て
存
在
す
る

が
、
擦
れ
た
現
世
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
選
択
肢
で
は
な
く
、
彼

に
と
っ
て
現
世
は
選
び
敢
る
髄
鑑
と
意
義
の
あ
る
も
の
な
の
で

あ
り
、
け
っ
し
て
「
陸
一
繍
」
で
誌
な
い
。
遊
他
詩
を
寄
託
、
明

楚
静
』
の
「
遠
遊
」
に
敬
う
も
の
と
定
義
す
れ
ば
、
警
換
の
「

遊
佑
詩
」
は
確
実
に
そ
れ
に
当
た
ら
ず
、
漠
代
の
楽
府
と
共
に

「
持
他
詩
」
「
升
伯
誇
」
も
し
く
は
「
神
伯
楽
府
」
「
升
柏
楽
府
」

と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

審
構
に
も
十
一
首
の
「
遊
始
」
の
楽
府
が
あ
る
。
矢
田
博
士

民
詰
そ
れ
ら
を
「
神
佑
幾
府
」
と
呼
び
、
そ
の
「
中
に
は
、
悲

命
長
霧
の
祈
概
観
と
い
っ
た
従
来
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
現
愛

世
界
に
封
す
る
自
己
の
不
満
を
そ
れ
と
な
く
訴
え
か
け
て
い
る

と
患
わ
れ
る
作
品
」
す
な
わ
ち
「
遊
他
、
求
始
の
詩
句
に
何
ら

か
の
寄
託
性
を
含
ん
だ
と
思
わ
れ
る
作
口
問
」
で
あ
る
「
五
遊
泳
」

「
拙
人
議
」
「
遠
遊
議
」
等
の
存
在
を
揺
撰
し
、
「
議
題
な
現
繋

世
界
か
ら
続
出
あ
る
い
は
逃
避
す
る
た
め
に
拙
界
へ
飛
び
立

つ
、
と
い
う
携
関
を
と
」
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
ぷ
押
拙
築
府
に

お
け
る
欝
撞
の
議
割
、
と
評
J

し
て
い
る
。
矢
田
氏
が
寄
託

性
を
認
め
る
欝
植
の
一
部
の
神
伯
楽
府
は
上
記
の
遊
仙
詩
の
定

義

を

満

た

す

も

の

で

あ

り

、

－

一

け

て

一

み
出
し
た
こ
と
に
な
る
c

人
の

の、も’フ

は
持
組
を
題
材
に
す
る
楽
府
を

od 
4
2
4
 



首
残
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
折
楊
柳
行
」
は
前
半
で
服

薬
升
仙
を
述
べ
た
後
、
後
半
で
彰
裡
、
老
朝
、
王
議
、
赤
松
を

悉
く
苔
定
し
た
上
で
「
達
人
識
露
儀
、
題
夫
好
安
傍
」
と
い
い
、

現
実
に
は
あ
り
え
な
い
と
す
っ
ぽ
り
と
不
考
長
生
を
切
り
捨
て

て
い
る
。
こ
れ
は
曹
植
と
全
く
反
対
の
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、

警
植
も
ま
た
「
離
選
議
」
で
主
張
す
る
よ
う
に
神
仙
や
方
士
を

信
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
曹
植
の
描
く
仙

界
も
現
実
に
あ
り
え
な
い
と
知
り
な
が
ら
意
図
的
に
構
築
し
た

産
構
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
警
不
一
の
拙
界
と
間
一
だ
と

一
吉
田
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
他
界
は
と
も
に
現
実
の
没
界
と

別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
表
現
が
正
反
対
で
あ
る
の
は
二
人
の
翠

か
れ
た
境
遇
に
よ
る
の
で
あ
る
。

漠
代
の
神
的
楽
府
や
欝
操
の
描
く
神
他
世
界
は
、
た
と
え
郵

達
が
顕
難
で
あ
る
に
せ
よ
、
現
実
に
対
立
し
現
実
か
ら
離
れ
た

ち
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
な
い
。
神
仙
役
界
は
現
実
生
活
の

欲
望
の
延
長
上
に
想
定
さ
れ
、
何
の
疑
問
も
さ
し
は
さ
ま
れ
ず

に
そ
こ
に
あ
る
。
で
は
、
父
と
子
供
た
ち
の
違
い
は
ど
こ
か
ら

き
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
こ
の
時
期
の
社
会
に
死
生
観
の
転
換
が
あ
り
、
そ
れ

が
三
曹
の
神
仙
楽
府
に
反
挟
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測

す
る
。
す
な
わ
ち
先
に
も
述
べ
た
死
後
升
他
と
い
う
観
念
の
消

長
で
あ
る
。
人
は
死
ぬ
と
他
人
に
導
か
れ
麗
繕
山
の
西
王
母
の

一
兆
に
升
的
し
、
永
遠
の
生
命
を
獲
得
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

は
、
後
擦
の
菌
像
石
纂
の
愛
一
要
な
題
材
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
代

の
墜
に
死
者
の
頭
部
付
近
に
艶
霞
さ
れ
た
死
者
の
魂
を
昇
天
さ

せ
る
諜
鏡
も
確
認
さ
れ
て
い
る
す
死
者
は
天
上
で
幸
福
に
暮

ら
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
子
孫
に
よ
っ
て
季
節
ご

と
に
手
厚
く
和
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
掠
に
繁
栄
を
も
た
ら

す
こ
と
が
で
き
る
。
死
は
終
わ
り
で
は
な
く
、
生
は
子
々
孫
々

受
け
継
が
れ
て
い
く
、
す
な
わ
ち
後
漢
の
社
会
に
お
い
て
不
死

長
生
は
あ
な
が
ち
か
な
え
ら
れ
な
い
夢
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
後
漢
末
戦
乱
に
よ
っ
て
社
会
が
提
乱
す
る
と
、
人

は
自
分
の
今
日
明
日
の
生
死
も
子
孫
の
存
続
も
、
戯
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
い
、
「
古
墓
は
撃
か
れ
て
問
と
為
る
（
古
詩
十
九
首
「

去
者
自
以
諜
」
）
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会

で
は
不
死
長
生
、
死
後
升
位
、
死
後
の
幸
播
は
信
じ
ら
れ
な
く

な
っ
て
く
る
。
銭
志
熊
氏
は
後
漢
米
が
問
漢
裂
の
「
非
理
性
的

生
命
観
」
か
ら
観
音
盤
の
「
理
性
的
生
命
観
」
へ
の
転
換
期
で

あ
っ
た
と
指
揺
す
る
苦
以
下
に
銭
氏
の
論
を
要
約
す
る
。
非

理
性
的
生
命
観
は
両
漢
の
比
較
的
安
定
し
た
社
会
の
中
で
主
流

を
占
め
、
死
に
対
し
て
楽
観
的
で
個
体
の
死
を
強
く
意
識
せ
ず
、

神
仙
長
生
へ
の
幻
想
を
持
っ
て
い
る
一
方
、
理
性
的
生
命
観
は

後
漠
末
以
降
の
社
会
矛
居
の
激
化
と
戦
乱
に
お
い
て
お
び
た
だ

し
く
生
民
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
そ
背
景
に
主
流
と
な
っ
て
き

20-



た
c

理
性
的
生
命
観
は
、
に
死
が
自
黙
に
お
け
る
必
然
’

で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
の
で
、
偲
体
の
死
を
意
議
し
死
を
恐

れ
る
感
壌
が
強
く
な
り
、
神
拙
長
生
へ
の
穣
協
械
が
生
ま
れ
た
。

荷
譲
の
盛
世
に
お
い
て
は
養
生
求
拙
は
一
種
普
通
の
社
会
生
請

の
一
部
で
あ
り
仙
薬
は
決
し
て
「
奇
特
難
求
」
な
も
の
で
は
な

く
明
神
農
本
筆
』
に
泣
百
二
十
慈
の
上
薬
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

麓
替
の
五
石
散
の
よ
う
に
危
険
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
議
習

に
入
り
求
伯
一
ほ
専
業
化
し
、
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
五
五
年
に
生
ま
れ
黄
巾
の
乱
の
時
に
は
す
で
に
三
十
歳

に
な
っ
て
い
た
欝
換
は
、
ま
だ
社
会
が
安
定
を
保
っ
て
い
た
持

薬
に
青
少
年
時
代
を
送
り
、
死
後
升
船
や
衿
拙
長
生
の
器
開
の

場
立
親
し
く
身
を
震
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
成
人
後
幾

多
の
験
し
い
経
験
を
経
て
、
「
造
北
の
際
物
、
終
期
有
ら
ざ
る

は
な
し
」
の
思
想
に
弼
透
し
た
に
し
ろ
、
警
操
に
と
っ
て
い
持
拙

世
界
ほ
現
実
の
語
長
上
に
あ
る
幸
福
な
世
界
と
し
て
記
慾
さ
れ

た
だ
ろ
う
。
子
棋
の
世
代
の
欝
歪
は
一
八
七
年
、
審
議
は
一
九

二
年
に
生
ま
れ
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
す
で
に
衰
弱
し
議
し
く

自
に
す
る
機
会
が
な
く
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

警
植
は
搭
仰
と
は
到
に
、
持
伯
の
役
界
を
褒
散
と
対
立
す
る
理

想
の
世
界
と
し
て
構
想
し
、
そ
こ
に
逃
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
c

両
世
代
と
も
転
換
期
に
生
き
、

彼
ら
の
思
想
は

両
方
に
ゆ
れ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い

操
は
古
い
社
会
の
教
義
を
基
礎
に
持
ち
、
審
主
警
捜
は
そ
れ
が

破
壊
さ
れ
た
新
し
い
社
会
に
議
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

神
拙
升
拙
の
文
学
表
現
上
の
遠
い
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る

と
考
え
る
。

の
楽
府
詩
と
畿
の

』
第
十
二
籍
、
一
九
九
九
年
）
。

（
中
卒
有
局
、
一
九
七
九
年
）
。

掠
克
之
、
何
若
熊
「
習
操
的
滋
仙
涛
」
（
吋
山
中
T

求
学
刊
…
九
八

O
年
第
五
類
、
『
笈
勾
寂
刊
資
料
』
一
九
八
O
年
第
十
六
期
）

C

倉
石
箆
吋
道
教
文
学
史
』
（
上
海
文
芝
山
山
版
社
、
…
九
九
二
年
）
。

関
紙
衣
妥
協
議
滋
他
涛
新
治
」
岳
山
太
小
野
務
大
学
学
扱
』
一
九
九

一
一
一
年
第
一
一
一
期
、
叫
ん
災
印
張
判
資
料
』
…
九
九
三
年
第
十
二
期
〉

C

弥
明
君
『
一
ニ
蜜
与
中
国
涛
史
恥
〈
清
修
大
学
出
怒
川
柱
、
…
九
九

九
年
）
。

尚
学
鋒

1 2 

ニ
0
0
0
年）。

（
北
京
姉
道
大
学
出
版
社

（
人
民
出
版
社
、
…

0
0
0
年
〉
他
。
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3 

球
土
問
総
「
是
求
仙
迩
是
求
賢
」
（
空
中
国
人
員
大
学
学
認
知

九
八
八
年
第
四
類
、
『
隻
印
扱
刊
資
料
』
…
九
八
八
年
諮
問
期
ー

ま
た
朱
乾
『
楽
府
正
義
』
（
吋
京
都
大
関
学
漢
籍
務
本
議
議
い
問
脱

会
出
版
、
一
九
八

O
年
）
は
「
気
出
唱
」
に
つ
い
て
「
略
呼
毅

武
之
心
漢
武
之
心
也
。
漠
武
求
之
外
而
失
、
融
機
武
求
之
外
商
亦

失
」
（
第
五
巻
〉
と
い
う
。

徐
公
持
続
箸
『
鋭
晋
文
学
史
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、

九
九
年
）
。

弦
土
繋
前
掲
論
文
、
以
下
向
。

道
家
前
掲
論
文
。

4 

九

5 6 7 

テ
キ
ス
ト
は
原
則
と
し
て
さ
曾
操
集
』
（
中
華
議
局
、

六
二
年
）
に
よ
っ
た
が
、
部
句
切
り
と
文
字
を
諾
本
を
参
照

し
て
か
え
た
c

九

8

黄
節
『
貌
武
帝
文
帝
詩
註
』
（
人
阿
国
文
学
出
版
社
、

年）。

9

『
警
操
涛
歌
浮
注
』
（
以
下
明
洋
詮
』
と
記
す
。
本
文
中
で
は

一
訳
注
』
）
は
お
の
「
気
」
を
「
A
A
星
的
精
宍
へ
お
の
「
気
」

に
つ
い
て
「
一
在
旬
。
道
家
主
張
把
ロ
液
網
下
、
以
方
保
持
一
兆
ぃ

3

と
云
う
c

朱
乾
は
「
日
一
気
、
先
天
純
陽
之
怒
気
也
」
と
一
お
う
。
ま

た
、
民
の
「
玉
」
を
黄
節
は
「
王
」
に
作
り
「
天
王
同
居
ご
と
す

る
が
、
一
J
浮
注
R
E

は
「
玉
」
の
ま
ま
で
注
で
は
「
玉
井
、
参
星

の
下
の
問
小
昼
」
と
す
る
も
の
の
、
訳
で
は
「
天
王
星
」
と
し

九
五
八

10 て
し、

る

22 

は
「
主
人
」
を
萄
王
母
と
解
釈
す
る
が
、
日
「
常

と
、
不
死
の
西
支
母
に
増
伊
？
を
毅
う
必
要
は
な

い
だ
ろ
う
。

日
銭
志
熊
「
示
府
古
辞
的
経
典
倹
佳
」
（
吋
文
学
坪
捻
』
一
九
九

八
年
第
二
銭
、
『
笈
印
扱
刊
資
料
』
一
九
九
八
年
第
六
期
）
。

ロ
道
家
春
代
「
渓
代
昇
仙
楽
府
と
商
像
石
」
（
『
名
古
屋
女
子
大

学
紀
要
』
第
四
十
八
号
、
人
文
・
社
会
編
、
…
一

O
O
一一年）
o

u
上
野
裕
人
「
欝
操
の
遊
他
詩
語
楠
列
』
に
つ
い
て
」
（
『
語
文

と
教
育
』
第
八
号
、
鳴
門
教
育
大
学
園
語
教
育
学
会
、
一
九
九

四
年
）
。

日
獄
士
聴
前
掲
論
文
。

日
矢
由
博
士
「
樹
首
様
の
神
仙
楽
府
に
つ
い
て
」
（
『
中
間
際
詩
文
論

議
』
第
九
集
、
一
九
九

O
年）。

目
立
紫
府
正
義
』
は
「
見
欺
於
迂
怪
」
に
作
る
が
、
前
後
の
つ

な
が
り
か
ら
「
克
期
」
の
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。

口
黄
節
注
所
引
。

国
策
節
注
所
引
。

国
審
植
「
五
遊
詠
」
に
「
王
子
奉
仙
薬
、
羨
門
進
奇
方
、
般
会

率
還
紀
、
延
議
保
無
題
」
と
あ
る
。
「
奇
方
」
の
内
容
は
分
か

ら
な
い
が
、
こ
の
当
時
に
は
「
羨
問
」
と
い
え
ば
特
定
の
方
術

を
も
っ
た
仙
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
欝
植
に



は
ま
た

翠

総

論

稿

、

と

い

い

、

こ

こ

で

は

「

股
食
」
と
す
な
わ
ち
コ
薦
出
！
術
」
を
並
べ
て
い

る
。
あ
る
い
は
羨
問
の
奇
方
と
い
え
ば
「
一
緩
や
術
」
、
を
指
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

加
黄
節
は
7
に
つ
い
て
「
天
子
北
夜
、
奈
子
拐
、
鱒
天
子
於
盤

石
之
上
」
を
引
き
、
吋
浮
い
夜
』
も
こ
れ
を
引
い
た
上
で
、
「
習
操

弱
狂
弦
襲
、
器
輸
自
記
代
表
天
子
、
以
伐
有
家
」
と
い
う
。
し

か
し
、
『
穆
天
子
傍
』
が
発
見
さ
れ
た
の
は
萄
源
開
に
は
い
っ
て

か
ら
で
あ
り
、
欝
操
が
そ
の
文
を
典
誌
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
『
史
記
』
「
周
本
紀
」
で
は
、
局
穆
王
は
葬
の
な
い
犬
戎
を

討
ち
そ
の
結
果
「
荒
綴
者
不
一
世
ご
と
な
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
c

吋
史
記
』
に
拠
る
な
ら
ば
、
欝
擦
に
と
っ
て
穆
王
は
倣
い
た
く

な
い
人
物
で
あ
ろ
う
か
ら
、
穆
叉
7
f
J

の
教
事
に
は
拠
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
は
仙
道
修
持
者
の
住
む

せ
る
。

台
北
、
ニ

0
0
0年
）

に

よ

れ

ば

、

一

令

官

品

は

衿

仙

の

住

処

で

あ

り

、

役

俗

か

の

場

で

あ

り
、
山
上
の
石
笈
は
天
に
近
く
天
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
場

で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
の
は
、
泣
俗
で
得
道
で

き
な
か
っ
た
者
の
死
後
の

あ
る
と
い
う
c

で
あ
る
か
ら
こ
そ
「

が
で
り
来
た
つ

た
の
で
あ
ろ
う
c

幻
曾
布
川
寛

望
。
に
お
け
る
升
仙
爵
の

焼
、
一
九
九
一
一
一
年
）
。

。ふっゐ
1
0
 

E
，
 

qυ つムAAτ 
η
ノ“25 

のし
て
の

第
十
開
放

27 26 

つ
い
て
」

五

九

九

八

年

）

。

部
「
捻
中
古
文
学
生
命
主
題
的
盛
衰
之
受
及
英
社
会
窓

玖
背
景
」
吋
文
学
議
官
l
h

一
九
九
七
年
第
沼
拐
、
『
箆
印
援
刊

一
九
九
七
年
第
十
期
〉
。
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