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折
戟
沈
沙
鐵
未
鎗
　
折
戟
沙
に
沈
み
て
鉄
未
だ
鎗
び
ず

自
持
磨
洗
認
前
朝
　
自
ら
磨
洗
を
将
て
前
朝
を
認
む

東
風
不
典
周
郎
便
　
東
風
周
郎
の
与
に
便
ぜ
ず
ん
ば

銅
雀
春
深
鎖
二
喬
　
銅
雀
春
深
く
二
喬
を
鎖
ざ
さ
ん

有
名
な
、
杜
牧
の

「赤
壁
」
の
詩
で
あ
る
。
長
江
の
岸
辺
に
見
つ
け
た
折
れ
た
戟
に
、
前
朝
、

唐
に
先
立

つ
六
朝
と
い
う
時
間
を
懐
し
み
、
歴
史
に

「た
ら
、
れ
ば
」
は
な
い
と
は
い
う
が
、
も

し
も
赤
壁
の
戦
い
で
東
風
の
助
け
が
な
か

っ
た
な
ら
、
孫
策
と
周
喩
の
も
と
に
あ

つ
た
美
女
、
喬

氏
の
ふ
た
り
の
む
す
め
た
ち
も
曹
操
に
奪
わ
れ
て
、
き

つ
と
銅
雀
台
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま

い
、
春
の
愁
い
に
沈
ん
だ
に
違
い
な
か
ろ
う
と
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
。

曹
操
が
二
喬
を
狙

っ
て
い
る
と
周
喩
に
説
き
、
み
ご
と
に
呉
を
赤
壁
の
戦
に
参
加
さ
せ
た
諸
葛

亮
の
手
並
み
は
、
演
義
の
世
界
に
つ
ら
な

っ
て
ゆ
く
物
語
の
語
り
手
た
ち
が
虚
構
を
膨
ら
ま
せ
た

話
で
あ

っ
た
。
演
義
で
は
、
曹
植
の

「登
台
賦
」
に
、
銅
雀
台
に
二
喬
を
納
れ
ん
と
す
る
望
み
を

う
た
う
二
句
を
蜜
入
し
、
諸
葛
亮
に
周
喩
の
前
で
歌
わ
せ
る
ま
で
の
脚
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
杜
牧
の
詩
に
す
で
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
国
色
と
歌
わ
れ
た
美
女
た
ち
が
亡
国
の
人
と

な
り
は
て
て
、
銅
雀
台
と
い
う
曹
操
た
ち
を
象
徴
す
る
高
殿
に
幽
閉
さ
れ
、
憂
い
の
中
に
と
ざ
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
や
も
し
れ
ぬ
と
い
う
想
像
を
か
き
立
て
さ
せ
る
脚
色
が
成
立
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。

森

田

一

宋

・
斉

・
梁
と
活
躍
し
た
沈
約
は
、
「詠
月
」
と
い
う
詩
の
な
か
で
、
曹
操
た
ち
の
時
代
―
―

詩
文
の
世
界
に
お
い
て
は
、
建
安
と
い
う
年
号
で
象
徴
さ
れ
て
き
た
時
代
―
―
を
源
流
と
す
る
、

詩
歌
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
風
景
を
再
構
成
す
る
。

王
中
丞
思
遠
の
月
を
詠
む
に
応
う
る
詩

（『文
選
』
巻
三
十
）

月
華
臨
静
夜
　
月
華
静
夜
に
臨
み

夜
静
滅
氣
埃
　
夜
静
か
に
し
て
気
埃
減
す

方
暉
克
戸
入
　
方
暉
戸
を
克
し
て
入
り

回
影
隙
中
末
　
円
影
隙
中
よ
り
来
る

高
棋
切
思
婦
　
一局
楼
に
思
婦
は
切
た
り
て

西
園
遊
上
才
　
西
園
に
上
才
遊
ぶ

網
軒
嘆
珠
綴
　
網
軒
に
珠
綴
嘆
え

應
門
照
緑
苔
　
応
門
に
緑
苔
照
る

洞
房
殊
未
暁
　
洞
房
殊
に
未
だ
暁
け
ず

清
光
信
悠
哉
　
清
光
信
に
悠
た
る
か
な

清
い
月
の
光
の
も
と
に
あ
る
世
界
を
、
典
故
を
い
か
し
て
描
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
典
故
の
は
た

ユ削

Π
７

ム
ロ

高
台
悲
風
多
し

浩
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ら
き
は
、
読
後
に
残
る
情
景
を
、
曹
蚕
た
ち
が
遊
ん
だ
西
園
と
い
う
庭
園
と
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た

高
殿
や
屋
敷
、
そ
し
て
そ
こ
に
憂
い
て
い
る
女
性
の
姿
に
収
敏
さ
せ
る
。

李
善
が
注
す
る
よ
う
に
、
第
五
句
は
曹
植
の

「七
哀
詩
」
亀
文
選
』
巻
二
十
三
）
に
も
と
づ

き
、
第
六
句
は
、
曹
盃
の

「芙
蓉
池
の
作
」
亀
文
選
』
巻
二
十
二
）
を
直
接
の
下
敷
き
と
し
て
い

る
。
建
安
の
文
学
集
団
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
漂
う
こ
の
対
句
は
、
沈
約
の
同
時
代
人
た
ち
に
、
か

れ
ら
の
文
学
表
現
の
源
流
と
し
て
の
象
徴
的
な
時
代
で
あ
る
建
安
を
、
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
伴

っ

た
場
と
し
て
喚
起
し
、
同
時
に
そ
の
源
流
か
ら
か
れ
ら
に
い
た
る
歴
史
を
再
認
識
せ
た
だ
ろ
う
。

第
七
句
は
、
楚
辞

「招
魂
」
に
、
第
八
句
は
班
捷
好
の

「自
傷
の
賦
」
に
も
と
づ
く
が
、
第
五

六
句
の
情
景
の
支
配
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
な
い
。
「招
魂
」
が
う
た
う
、
「岡
戸
朱
綴
」
と
い
う

魂
が
帰
る
べ
き
故
居
の
情
景
は
、
つ
か
の
間
の
遠
遊
に
歓
を
き
わ
め
、
そ
し
て
や
が
て
悲
し
み
に

つ
つ
ま
れ
る
公
子
た
ち
の
休
息
の
場
で
あ
り
、
苔
む
し
た
や
し
き
に
ひ
っ
そ
り
と
余
生
を
送
る
女

性
の
姿
は
、
班
捷
好
同
様
、
失
わ
れ
た
寵
愛
の
時

へ
の
回
顧
に
う

つ
ろ
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
九
句
、
物
思
い
に
沈
む
宮
女
た
ち
の
夜
は
長
く
、
か
く
も
澄
み
渡

っ
た
月
明
の
も
と
、
人
は

思
い
を
は
る
か
に
馳
せ
る
の
で
あ
る
。
森
野
繁
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
末
句
の

「悠
哉
」

と

い
う
表
現
は
、
周
南

「
関
唯
」
の

「悠
哉
悠
哉
、
帳
転
反
側
す
」
を
踏
ま
え
、
物
思
い
に
眠
れ

ぬ
長
い
時
間
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
思
わ
れ
な
。
し
か
し
、
李
善
が

「悠
は
遠
き

な
り
」
と
注
す
る
の
は
、
月
明
の
も
と
に
帳
転
反
側
し
つ
つ
思
う
思
い
が
、
ま
さ
に
時
間
的
空
間

的
に
遠
く
ま
で
ひ
ろ
が

っ
て
ゆ
く
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
詩
の
中
の
情
景
に
想
像
さ
れ
た
人
物
達
の
思

い
が
、
遠
く

へ
広
が

っ
て
ゆ
く
だ
け
で
は
な
く
、
沈
約
も
読
者
も
、
詩
の
中
の
月
下
の
空
間
を
通

っ
て
、
遠
き
建
安

へ
と
思
い
を
広
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
と
い
う
森
野
氏
の
言
は
、
李
善
注
の
意
と

同
じ
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
コ
同
楼
の
思
婦
」
と

い
う
形
象
は
、
詩
文
の
な
か
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
そ
の
高
楼
は
、
李
善
の
注
が
引
い
た
曹
植
の

「七
哀
詩
」
に
し
て
も
そ
う
の
で
あ
る
が
、
あ

る
特
定
の
高
楼
と
結
び

つ
く
性
格
の
物
で
は
な
い
。
た
だ
、
沈
約
の
詩
の
よ
う
に
、
西
園
の
句
と

対
に
な

っ
た
場
合
、
読
者
が
銅
雀
台
と
い
う
高
殿
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
な
る
。

六
朝
文
学
の
源
流
た
る
建
安

へ
と
想
念
が
つ
ら
な

っ
て
ゆ
く
こ
の
作
品
の
中
で
、
建
安
の
才
人

達
が
遊
ぶ
西
園
と
い
う
形
象
と
、
高
楼
の
思
婦
と
い
う
形
象
と
が
、
象
徴
的
に
結
合
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

二

『三
国
志
』
魏
武
帝
紀
に
よ
る
と
、
銅
雀
台
は
、
建
安
十
五
年

に
建
て
ら
れ
た
。
陳
寿
は
、

「冬
、
銅
雀
台
を
作
る
」
と
記
す
だ
け
で
あ
り
、
蓑
松
之
は
注
を
付
け
な
い
。
陸
侃
如

『中
古
文

学
繋
年
』
は
、
建
安
十
五
年
の
項
に
お
い
て
、
銅
雀
台
に
つ
い
て
の
資
料
を
摘
録
す
る
が
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
左
思
が

「魏
都
賦
」
に

「三
台
列
峙
し
て
以
て
岬
喋
た
り
」
と
う
た

っ
た
、
金
虎
台

・
泳
井
台
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
陸
氏
の
挙
げ
た
文
献
を
て
が
か
り
に
、
銅
雀
台
と
い

う
建
物
自
体
に
つ
い
て
、
ま
ず
眺
め
て
お
こ
う
。

銅
雀
台
は
、
邦
の
北
城
の
城
壁
を
基
礎
に
建
て
ら
れ
、
高
さ
は
十
丈
、
周
囲
は
百
二
十
間
ほ
ど

で
あ

っ
た
。
金
虎

ｏ
泳
井
の
二
台
は
高
さ
八
丈
と
少
し
低
い
が
、
台
が
建

つ
城
の
西
北
隅
か
ら
西

面
に
か
け
て
は
台
閣
が
相
い
連
な
る
ま
こ
と
に
壮
観
と
い
う
べ
き
眺
め
で
あ

っ
た
。

銅
雀
台
成

っ
た
年
、
曹
操
は
、
子
供
達
を
台
に
登
ら
せ
、
め
い
め
い
に
賦
を
作
ら
せ
た
。
こ
と

は

『三
国
志
』
曹
植
伝

（巻
十
九
）
に
見
え
て
い
る
。
曹
操
は
、
筆
を
援

っ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
賦

一
篇
を
書
き
上
げ
、
曹
操
を
お
お
い
に
感
心
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
賦
は
斐
注
に
陰
浩

の
魏
紀
か
ら
引
か
れ
て
い
る
。

従
明
后
而
嬉
海
分

登
暦
墓
以
娯
情

見
太
府
之
廣
開
分

観
聖
徳
之
所
螢

建
高
門
之
嵯
峨
分

浮
雙
閉
乎
太
清

立
中
天
之
華
観
分

連
飛
閣
乎
西
城

今
残
さ
れ
る
作
品
の
冒
頭
の
八
句
で
あ
る
。
賦
は
台
の
壮
観
な
よ
う
す
か
ら
歌
い
始
め
て
、
曹

操
を
こ
と
ほ
ぐ
内
容
が
以
下
に
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
『芸
文
類
衆
』
巻
六
十
二
に
は
、
曹
盃
の

明
后
に
従
い
て
嬉
海
し

層
台
に
登
り
て
以
て
情
を
娯
し
ま
し
む

太
府
の
広
く
開
け
る
を
見

聖
徳
の
営
み
し
所
を
観
る

高
門
の
嵯
峨
た
る
を
建
て

双
閉
を
太
清
に
浮
か
ぶ

中
天
に
華
観
を
建
て

飛
閣
を
西
城
に
連
ぬ
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「登
台
賦
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
賦
に
は
序
文
が
つ
い
て
お
り
、
「建
安
十
七
年
春
、
□
西

園
に
遊
ぶ
。
銅
雀
台
に
登
り
、
余
が
兄
弟
に
命
じ
て
拉
び
に
作
ら
し
む
」
と
あ
り
、
製
作
年
が
特

定
で
き
る
。

登
高
墓
以
聘
望
　
一口買
口
に
登
り
て
以
て
望
を
諄
せ

好
重
雀
之
麗
爛
　
帝並
雀
２
麗
嫡
た
る
を
好
む

飛
閣
嘔
其
特
起
　
飛
閣
嘱
と
し
て
其
れ
特
起
し

層
棋
儀
以
承
天
　
層
楼
儀
と
し
て
以
て
天
を
承
く

歩
逍
邊
以
容
典
　
歩
み
つ
逍
遥
し
て
以
て
容
与
た
り

馴
遊
目
干
西
山
　
馴
か
目
を
西
山
に
遊
ば
し
む

漢
谷
紆
以
交
錯
　
渓
谷
は
紆
と
し
て
以
て
交
錯
し

草
木
鬱
其
相
連
　
一早
本
は
鬱
と
し
て
其
れ
相
い
連
な
る

風
瓢
瓢
而
吹
衣
　
風
は
瓢
瓢
と
し
て
衣
を
吹
き

鳥
飛
鳴
而
過
前
　
鳥
は
飛
鳴
し
て
前
を
過
ぐ

申
躊
躇
以
周
覧
　
申
び
て
躊
躇
し
以
て
周
覧
し

臨
城
隅
之
通
川
　
城
隅
の
川
に
通
づ
る
に
臨
む

親
子
で
く

つ
ろ
ぐ
遊
行
の

一
日
が
窺
え
る
が
、
曹
植
伝
の
記
載
と
曹
盃
の
賦
の
序
文
を
照
ら
し

合
わ
せ
、
ま
た
、
現
存
す
る
部
分
の
両
作
品
に
つ
い
て
比
較
す
れ
ば
、
ど
う
も
同
時
の
作
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

曹
盃
の
作
品
に
あ
る
よ
う
に
、
「公
謙
詩
」
や

「芙
蓉
池
の
作
」
と
い
っ
た
作
品
群
の
舞
台
と

し
て
有
名
で
あ
り
、
曹
蚕

・
植
兄
弟
を
中
心
と
す
る
建
安
の
文
学
集
団
の
遊
び
の
場
で
あ

っ
た
西

園
に
隣
接
し
て
銅
雀
台
は
存
在
し
、
「魏
都
賦
」
の
李
善
注
に
言
う
銅
雀
園
と
い
う
庭
園
と
西
園

と
は
同
じ
場
所
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
高
殿
は
、
力
と
富
の
象
徴
で
あ
る
。
特
に
古
代
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
は
ま

っ
た
く

力
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

っ
た
。

『詩
経
Ｌ
霊
台
」
の
詩
な
ど
は
、
か
か
る
権
力
の
持
ち
主
た
る
王
―
―
詩
序
に
よ
る
と
文
王
―
―

の
徳
を
褒
め
称
え
る
歌
で
あ
る
が
、　
一
方
、
宋
玉

「風
の
賦
」
の
楚
の
襄
王
な
ど
は
、
暗
愚
な
台

上
の
権
力
者
で
あ
り
、
諷
論
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
「京
都
」
の
賦
の

一
群
に
表
現
さ
れ
る
高

殿
も
、
国
力
、
そ
し
て
主
宰
者
で
あ
る
皇
帝
の
権
力
の
象
徴
で
あ
る
。

曹
植
の

「登
第
の
賦
」
も
、
こ
の
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
高
殿
を
う
た
う
作
品
の
系
列
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
の
関
心
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
に
は
向
か
わ
な
い
。
高
殿
と
い

う
作
品
の
場
が
、
権
力
の
称
揚
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
主
に
個
人
の
心
情
を
発
露
さ
せ
る

た
め
に
機
能
し
て
い
る
作
品
に
注
意
を
そ
そ
ぐ
こ
と
と
し
よ
う
。

取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
王
楽
の

「登
楼
の
賦
」
で
あ
ろ
う
。
長
い
の
で
、
コ
メ
ン
ト

を
加
え
つ
つ
摘
句
し
て
ゆ
く
。

登
姦
模
以
四
望
分
　
一象
の
楼
に
登
り
て
以
て
四
望
し

卿
暇
日
以
鎗
憂
　
　
珈
か
暇
日
以
て
憂
い
を
鎗
さ
ん

冒
頭
の
二
句
で
あ
る
。
他
郷
に
あ

っ
て
、
し
か
も
不
遇
な
状
況
に
い
る
自
分
の
抱
く
憂
い
を
癒

さ
ん
と
し
て
王
楽
は
楼
に
登
り
遠
望
す
る
。
李
善
は
、
こ
こ
に
馬
行
の

「顕
志
の
賦
」
亀
後
漢

書
』
巻
二
十
八
下
こ

の

「朱
楼
に
伏
し
て
四
望
し
、
三
秀
の
華
英
を
来
る
」
と
い
う
二
句
と
、

楚
辞

「九
章
」
習
心美
人
」
の

「遷
遼
と
し
て
次
り
て
駆
く
る
勿
く
、
卿
か
仮
日
も
て
以
て
時
を

須

（李
善
作
消
）
つ
」
、
ま
た
、
辺
譲
の

「章
華
台
の
賦
」
亀
後
漢
書
』
八
十
下
）
の

「弥
日
以

て
憂
い
を
鎗
さ
ん
こ
と
を
真
う
」
と
い
う
三
例
を
引
く
。
い
さ
さ
か
く
ど
く
な
る
が
、
重
要
な
意

味
を
持
つ
注
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
み
て
お
く
。

後
漢
初
め
の
凋
行
の
作
品
は
、
失
志
の
賦
の
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
凋
行
は
、
世
に
志

を
得
ず
、
隠
居
し
、
作
品
中
の
空
想
の
世
界
に
遠
遊
す
る
の
で
あ
る
が
、
李
善
が
引
く
二
句
は
、

遠
遊
の
描
写
の
終
わ
り
近
く
に
現
れ
、
仙
界
の
楼
閣
に
隠
れ
棲
み
、
霊
験
あ
る
草
華
を
取
る
、
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
斎
藤
希
史
氏
に
よ

る
考
察
が
あ
な
）
。
楚
辞

「招
魂
」
の
乱
を
襲

っ
た
表
現
に
始
ま
る
こ
の
賦
は
、
い
わ
ゆ
る

「遠

遊
」
の
作
品
に
系
列
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
、
騒
体
の
作
品
で
あ
る
。
李
善
注
の
他
の
二
例
も
騒

体
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
王
楽
の
賦
が
騒
体
で
あ
る
こ
と
を
勿
論
意
識
し
て
お
り
、
「登

楼
の
賦
」
を
三
例
の
作
品
と
系
列
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
王
楽
の
場
合
、
馬
衛
と
同
じ
く
不
遇
の
身
に
は
あ
り
な
が
ら
も
、
作
品
の
中
で
遠
遊
は
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行
わ
な
い
。
王
楽
が
作
品
の
中
で
表
現
し
た
の
は
、
現
実
に
実
現
可
能
な
行
動
で
あ
る
登
楼
で
あ

っ
た
。
遠
遊
が
精
神
的
な
運
動
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
文
学
作
品
と
い
う
表
現
の
上
で
の
み
実
現

可
能
な
こ
と
で
あ

っ
て
、
凋
行
の
登
楼
が
、
あ
く
ま
で
も
想
像
の
中
の
行
動
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の

に
対
し
て
、
王
楽
の
登
楼
は
現
実
の
な
か
で
の
行
動
で
あ

っ
た
。
「登
楼
の
賦
号

・

北
爾
陶
牧
　
　
　
　
　
北
の
か
た
陶
牧
に
弥
り

西
接
昭
丘
　
　
　
　
　
西
の
か
た
昭
丘
に
接
す

華
賞
蔽
野
　
　
　
　
　
華
実
は
野
を
蔽

い

黍
稜
盈
疇
　
　
　
　
　
黍
稜
は
疇
に
盈

つ

雖
信
美
而
非
吾
土
分
　
信
に
美
な
り
と
雖
も
吾
が
土
に
非
ず

曾
何
足
以
少
留
　
　
　
曾
ち
何
ぞ
以
て
少
ら
く
留
ま
る
に
足
ら
ん

楼
の
上
か
ら
遥
か
に
見
渡
す
眺
め
は
、
ま
こ
と
二
麗
し
い
。
し
か
し
、
わ
が
故
郷
で
は
な
い
の

で
、
長
く
は
と
ど
ま
れ
ぬ
と
歌
う
。
李
善
は
こ
こ
に

「離
騒
」
の
、
屈
原
が
遠
遊
の
過
程
で
必
妃

の
様
子
を
表
現
し
た

「厭
の
美
を
保
ち
て
以
て
矯
傲
し
、
日
に
康
ら
か
に
娯
し
み
て
以
て
淫
し
く

遊
ぶ
。
信
に
美
な
り
と
雖
も
礼
無
く
、
来
り
て
遺
棄
し
て
改
め
て
求
め
ん
」
か
ら
句
を
引
き
注
す

る
。
単
純
に
対
比
す
れ
ば
、
王
楽
の
眼
前
に
広
が
る
美
し
い
自
然
は
、
屈
原
が
出
会

っ
た
、
美
し

さ
に
騎
り
高
ぶ
り
悠
久
の
時
間
に
遊
ぶ
神
女
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

自
然
は
悠
久
の
時
間
の
中
に
あ
り
、
人
は
有
限
の
時
間
の
中
に
あ
る
。
自
然
を
前
に
、
王
楽
が

し
ば
ら
く
も
こ
こ
に
と
ど
ま

つ
て
お
れ
ぬ
、
と
焦
る
の
は
ま
こ
と
に
も

っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ

う
。
作
品
の
末
尾
近
く
、
王
楽
は
、
「
日
月
の
途
え
邁
く
を
惟

い
、
河
清
を
侯
ち
て
其
れ
未
だ
極

ら
ず
」
と
い
う
表
現
で
、
こ
の
焦
り
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
楼
か
ら
見
渡
す

空
間
の
広
さ
の
果
て
を

「陶
牧
」
・
「昭
丘
」
と
い
っ
た
富
と
権
力
の
象
徴
た
る
古
人
の
墓
所
で
表

現
す
る
の
も
、
人
の

一
生
の
短
さ
と
、
人
に
は
如
何
に
今
自
分
の
も
と

へ
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
し

て
も
、
取
り
戻
せ
ぬ
場
―
―
時
間
の
彼
方
に
あ
る
過
去
―
―
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い

う
意
識
ゆ
え
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

「紛
濁
に
遭
い
て
遷
り
逝
き
、
漫
と
し
て
紀
を
除
え
て
以
て
今
に
迄
る
」
、
目
を
極
め
て
も
彼
方

の
山
に
遮
ら
れ
て
見
え
ぬ

「旧
郷
」
は
空
間
的
に
王
楽
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

彼
の
思
い
の
中
で
、
時
の
彼
方
に
あ

っ
て
、
三
度
と
戻
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
、
し
か
し
、
い
つ

か
帰
る
べ
き
場
と
し
て
王
楽
を
招
き
よ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
離
別
の
悲
し
み
の
対
象
は
、
遠
く

に
あ
り
、
離
別
の
回
想
は
、
い
つ
も
過
去

へ
と
遡
る
。
ま
こ
と
に
、
「良
時
は
再
び
至
ら
ず
」
、
時

は
悲
し
い
ま
で
に
不
可
逆
な
の
だ
。

楚
辞

「九
章
」
習
心美
人
」
の

「遷
遺
と
し
て
次
り
て
駆
く
る
勿
く
、
馴
か
仮
日
も
て
以
て
時

を
須

（李
善
作
消
）
つ
」
も
、
辺
譲
の

「章
華
台
の
賦
」
の

「弥
日
以
て
憂
い
を
鎗
さ
ん
こ
と
を

真
う
」
も
、
の
ん
び
り
と
し
て
心
を
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
憂
い
を
振
り
払
お
う
と

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
の
苦
し
み
悩
み
を
解
脱
し
た
神
女
な
ど
と
は
違

っ
て
、
人
間
た
る
も

の
、
そ
う
は
ゆ
か
ず
、
の
ん
び
り
し
よ
う
と
楼
に
登
っ
た
王
楽
は
、
す
ぐ
に
ま
た
、
し
ば
し
も
こ

こ
に
は
と
ど
ま
れ
ぬ
と

い
う
思
い
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
た
。
賦
は
、
胸
ふ
た
ぐ
思

い

に
、
深
更
け
て
寝
付
か
れ
ず
寝
返
り
を
打
ち
続
け
る
王
楽
の
姿
を
描
写
し
て
終
わ
る
。
そ
う
い
え

ば
、
沈
約
の
詩
の
、
月
の
光
に
思
い
に
沈
む
者
達
も
、
眠
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
思
い
を
巡
ら
し
続
け
て

い
た
の
で
あ

っ
た
。

三

沈
約
の
詩
に
戻
れ
ば
、
そ
こ
に
は
六
朝
の
詩
人
が
好
ん
だ
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

「高
楼
の
思
婦
」

が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
、
詩
人
達
は

「離
思
」
の
苦
し
み
を
い
か
に
切
な
く
表

現
で
き
る
か
挑
戦
し
続
け
た
よ
う
に
思
え
る
。
銅
雀
台
に
つ
い
て
の
本
論
へ
入

っ
て
ゆ
く
前
に
、

少
し
こ
の

「高
楼
の
思
婦
」
に
つ
い
て
眺
め
て
お
き
た
い
。

敏
色
金
星
衆
　
色
を
飲
め
て
金
星
衆
ま
り

紫
悲
玉
筋
流
　
悲
し
み
を
榮
ら
し
て
玉
筋
流
る

願
君
看
海
氣
　
願
わ
く
は
君
海
気
を
看
て

憶
妾
上
高
模
　
妾
の
高
楼
に
上
る
を
憶
わ
ん
こ
と
を

梁

・
武
陵
王
紀
の
作
と
さ
れ
る

「聞
妾
の
征
人
に
寄
す
」
る
詩

（『玉
台
新
詠
』
巻
七
）
で
あ

る
。
第
ｌ

ｏ
２
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
３

ｏ
４
句
は
、
非
常
に
斬
新
な
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着
想
に
よ
る
。
旅
に
出
た
男
に
、
蜃
気
楼
に
浮
か
び
あ
が

っ
た
楼
に
登

っ
て
か
れ
を
遠
望
す
る
自

分
の
姿
を
思
い
起
こ
し
て
ほ
し
い
と
、
女
性
は
願
う
の
で
あ
る
。
「憶
う
」
と
い
う
措
辞
は
、
単

に
思
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
男
性
出
立
の
と
き
、
振
り
返
り
見
た
楼
上
に
見
送
る
女
性
の
姿

を
思
い
お
こ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
二
人
の
遥
か
な
距
離
的
な
隔
た
り
と
時
間
的
な
隔
た

り
が
、
「海
気
」
の
中
に
ゆ
ら
い
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
こ
の
作
品
は
、
『玉
台
新
詠
』
の
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
少
々
出
所
が
知
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
作
品
成
立
は
時
代
が
か
な
り
下
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
高
楼
思
婦
の

⑩

諸
作
品
に
類
を
見
い
だ
し
が
た
い
発
想
で
あ
る
。

デ
ィ
エ
ニ
ィ
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、
高
楼
に
登
り
思
う
人
を
眺
め
る

の
は
、
た
だ
眺
め
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
に
見
ら
れ
る
位
置
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ

っ

て
、
想
像
力
の
力
で
相
手
と
の
再
会
を
果
た
さ
ん
と
す
る
行
為
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
コ
同
楼
の
思
婦
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
五
言
詩
の
先
駆
け
と
し
て
、
こ
の
古
詩
を
上
げ

卜よ
つヽノ。青

青
河
眸
草
　
主里
目
た
り
河
畔
の
草

鬱
鬱
園
中
柳
　
林縣
彫
た
り
園
中
の
柳

盈
盈
模
上
女
　
乃
丹
ユた
る
楼
上
の
女

咬
咬
営
宙
騰
　
咬
咬
と
し
て
窓
偏
に
当
た
る

蛾
蛾
紅
粉
牧
　
蛾
蛾
た
り
紅
粉
の
牧

繊
繊
出
素
手
　
繊
繊
と
し
て
素
手
を
出
す

昔
篤
侶
家
女
　
土
日
侶
家
の
女
た
り
て

今
篤
蕩
子
婦
　
今
蕩
子
の
婦
為
り

蕩
子
行
不
婦
　
蕩
子
行
き
て
帰
ら
ず

空
林
難
獨
守
　
空
林
独
り
守
り
難
し
　
　
（古
詩
十
九
首
の
二
）

「蕩
子
」
（旅
に
出
て
帰
ら
な
い
男
）
に
嫁
ぐ
前
、
歌
姫
で
あ

っ
た
女
性
を
描
く
こ
の
作
品
は
、

た
た
み
か
け
る
畳
語
で
、
緑
溢
れ
る
美
し
い
情
景
と
、
そ
こ
に
響
え
立
つ
楼
上
の
窓
辺
に
立
つ
美

し
い
女
性
の
姿
を
聴
覚

・
視
覚
に
訴
え
か
け
て
描
き
出
し
て
い
る
。

「青
青
河
畔
草
」
と

い
え
ば
、
『文
選
』
巻
二
十
七
の

「飲
馬
長
城
窟
行
」
が
連
想
さ
れ
る
。

『玉
台
新
詠
』
で
は
茶
望
の
作
と
さ
れ
る
作
品
で
、
高
楼
と

い
う
場
は
現
れ
な
い
が
、
他
郷
に
在

る
夫
を
懐
う
女
性
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

青
青
河
邊
草
　
主里
目
た
り
河
辺
の
草

孫
孫
思
遠
道
　
孫
訴
と
し
て
遠
道
を
思
う

遠
道
不
可
思
　
土遅
道
思
う
べ
か
ら
ず

夙
昔
夢
見
之
　
夙
昔
夢
に
之
に
見
う

夢
見
在
我
傍
　
夢
に
見
う
に
我
が
傍
ら
に
在
れ
ど
も

忽
覺
在
佗
郷
　
忽
ち
覚
む
る
に
佗
郷
に
在
り

佗
郷
各
異
縣
　
佗
郷
各
お
の
県
を
異
に
し

帳
韓
不
可
見
　
帳
転
し
て
見
ゆ
べ
か
ら
ず

枯
桑
知
天
風
　
枯
桑
は
天
の
風
を
知
り

海
水
知
天
寒
　
海
水
は
天
の
寒
き
を
知
る

入
門
各
自
媚
　
門
に
入
れ
ど
も
各
お
の
自
ら
媚
ぶ

誰
肯
相
篤
言
　
誰
か
肯
え
て
相
い
為
に
言
わ
ん

客
従
遠
方
末
　
客
遠
方
よ
り
来
り
て

遺
我
雙
鯉
魚
　
我
に
双
鯉
魚
を
遺
る

呼
兒
烹
鯉
魚
　
児
を
呼
び
て
鯉
魚
を
烹
し
む
れ
ば

中
有
尺
素
書
　
中
に
尺
素
書
有
り

長
脆
讀
素
書
　
長
脆
し
て
素
書
を
読
む
に

書
上
克
何
如
　
書
上
克
に
何
如

上
有
加
餐
食
　
上
に
有
り
餐
食
を
加
え
よ
と

下
有
長
相
憶
　
下
に
有
り
長
く
相
い
憶
わ
ん
と

こ
こ
に
は
、
高
楼
に
上
る
と
い
う
こ
と
は
現
れ
て
い
な
い
が
、
空
間
的
に
隔
て
ら
れ
た
相
手
と

想
像
力
に
よ
っ
て
再
会
を
呆
た
そ
う
と
す
る
、
ひ
と
つ
の
手
だ
て
と
し
て
夢
が
登
場
し
て
い
る
。

偉
玄
の

「飲
馬
長
城
窟
行
」
亀
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
八
）
も
こ
う
歌
う
、
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感
物
懐
思
心
　
物
に
感
じ
て
思
心
を
懐
き

夢
想
登
中
情
　
夢
に
想
い
て
中
情
を
発
く

夢
君
如
鴛
喬
　
君
を
夢
み
て
鴛
喬
の
如
く

比
翼
雲
間
翔
　
翼
を
比
べ
て
雲
間
に
翔
る

既
覺
寂
無
見
　
既
に
覚
む
る
に
寂
と
し
て
見
る
無
く

暖
如
参
典
商
　
暖
と
し
て
参
と
商
の
如
し

夢
君
結
同
心
　
君
を
夢
み
て
同
心
を
結
び

比
翼
遊
北
林
　
翼
を
比
べ
て
北
林
に
遊
ぶ

既
覺
寂
無
見
　
既
に
覚
む
る
に
寂
と
し
て
見
る
無
く

暖
如
参
典
商
　
暖
と
し
て
参
と
商
の
如
し

鳥
と
な

っ
て
翔
け
飛
ぶ
こ
と
も
、
夢
み
る
こ
と
も
、
「離
思
」
を
懐
く
も
の
に
と

っ
て
は
、
い

ず
れ
も
ひ
と
し
く
心
に
翼
を
持
た
せ
、
物
理
的
に
再
会
不
可
能
な
相
手
と
想
像
裡
に
再
会
せ
ん
と

す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ま
り
は
、
す
べ
て
が
夢
と
同
じ
く
、
い
ず
れ
は
覚
め
ざ
る

を
得
ず
、
墜
落
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
だ
。
実
現
可
能
な
行
為
で
あ
る
と
は
い
え
、
登
楼
も
、
詩

の
中
の
行
為
と
し
て
の
機
能
は
、
飛
翔
や
夢
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
高
楼
か
ら
眺
め
や
る
遥
か
な
距

離
が
、
別
れ
た
時
か
ら
今
に
至
る
時
間
の
差
を
は
ら
む
も
の
で
あ

っ
た
の
と
同
様
、
夢
に
見
る
相

手
と
別
れ
た
時
の
相
手
と
の
間
に
は
、
や
は
り
飛
び
越
え
ら
れ
な
い
夢
路
の
距
離
が
存
在
し
て
い

Ｚθ
。ま

た
、
古
詩
十
九
首
の
十
六
‥

夢
の
中
で
会

っ
た
夫
の
姿
は
、
別
れ
た
と
き
の
姿
そ
の
ま
ま
に
違

い
な
い
。
別
れ
た
と
き
の
ま

ま
の
夫
が
、
共
に
あ

つ
た
時
の
喜
び
を
語
り
か
け
る
。
時
間
と
距
離
の
ね
じ
れ
が
、
夢
よ
り
さ
め

た
後
の
失
墜
を
す
で
に
予
想
さ
せ
て
い
る
。
夢
は
、
夫
と
と
も
に
帰
る
願
い
も
ろ
と
も
、
は
か
な

い
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
う

一
首
、
曹
植
の

「雑
詩
」
亀
文
選
』
巻
二
十
九
Ｙ

・

高
墓
多
悲
風
　
一口同
台
悲
風
多
し

朝
日
照
北
林
　
朝
日
は
北
林
を
照
ら
す

之
子
在
萬
里
　
之
の
子
万
里
に
在
り

江
湖
週
且
深
　
江
湖
週
か
に
し
て
且
つ
深
し

方
舟
安
可
極
　
方
舟
安
く
に
か
極
る
べ
き

離
思
故
難
任
　
離
思
故
よ
り
任
え
難
し

孤
鷹
飛
南
遊
　
孤
馬
飛
び
て
南
遊
し

過
庭
長
哀
吟
　
庭
を
過
ぎ
て
長
く
哀
吟
す

剋
思
慕
遠
人
　
剋
思
し
て
遠
人
を
慕
い

願
欲
託
遺
音
　
願
い
て
遺
音
を
託
さ
ん
と
欲
す

形
影
忽
不
見
　
形
影
忽
ち
見
え
ず

副
副
傷
我
心
　
副
刷
と
し
て
我
が
心
を
傷
ま
し
む

こ
の
詩
が
、
実
際
の
ど
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
書
か
れ
、
何
を
喩
え
て
い
る
の
か
と
い
う
穿

撃
は
、
置
い
て
お
こ
う
。
本
論
は
、
額
面
通
り
、
表
現
さ
れ
た
離
思
の
み
を
読
み
と
る
こ
と
と
す

ＺＯ
。耐

え
難
き
離
思
に
さ
い
な
ま
れ
、
高
台
に
た
た
ず
む
。
思
う
相
手
は
遠
く
に
い
て
、
見
渡
す
限

り
の
空
間
の
外
に
お
り
、
そ
こ
に
た
ど
り

つ
く
術
は
な
い
。
二
人
を
隔
て
る
万
里
の
距
離
は
、
間

に
横
た
わ
る
江
湖
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
の
距
離
感
を
読
み
手
に
与
え
、
路
の
険
し
さ

は
、
舟
が
な
い
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
い
る
。
第
１
句
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
る
、
明
る
い
情
景
の

歌
い
だ
し
も
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
作
品
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、　
一
夜
思
い
に
沈
ん
で
眠

り
に
つ
け
な
か

っ
た
翌
朝
の
情
景
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

獨
宿
累
長
夜

夢
想
見
容
暉

良
人
惟
古
歎

柾
駕
恵
前
緩

願
得
長
巧
笑

携
手
同
車
婦

独
宿
　
長
夜
を
累
ね

夢
想
し
て
容
暉
を
見
る

良
人
古
歓
を
惟
い

駕
を
柾
げ
て
前
綾
を
恵
す

願
わ
く
は
長
に
巧
笑
し

手
を
携
え
て
車
を
同
に
し
て
帰
る
を
得
ん
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遠
望
す
る
場
、
離
思
に
沈
む
場
で
あ
る
高
台
に
は
、
い
つ
も
悲
風
が
吹
く
。
悲
風
と
い
う
こ
と

ば
、
も
ち
ろ
ん
、
風
が
悲
し
い
の
で
は
な
く
、
吹
く
風
に
哀
し
み
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
離
思
を
歌
う
作
品
に
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
風
吹
く
空
を
、　
一
羽
の
属
が
飛

ん
で
ゆ
く
。
人
が
渡
れ
ぬ
空
の
通
い
路
を
、
鳥
は
悠
々
と
飛
び
越
え
て
ゆ
く
。
見
渡
せ
る
か
ぎ
り

の
空
間
の
向
こ
う

へ
鳥
は
消
え
、
同
じ
く
高
台
か
ら
は
見
え
な
い
彼
方
を
目
指
す
人
の
思
い
は
、

悲
風
の
中
に
取
り
残
さ
れ
る
の
だ
。

四

前
述
し
た
よ
う
に
、
銅
雀
台
は
、
建
安
十
五
年
に
建
て
ら
れ
た
。
後
、
金
虎
台

・
水
井
台
が
建

て
ら
れ
、
部
の
三
台
と
呼
ば
れ
る

（陳
寿
は
、
十
八
年
に
金
虎
台
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
記
す

が
、
水
井
台
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
な
い
）
。

建
安
十
三
年
曹
操
は
漢
の
丞
相
と
な
り
、
そ
の
権
勢
は
ま
す
ま
す
不
動
の
も
の
と
な

っ
た
。
銅

雀
台
の
建
造
は
、
ま
さ
に
こ
う

い
う
状
況
の
下
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
建
安
十
八

年
、
天
子
の
詔
が
下
り
、
曹
操
は
魏
公
に
任
命
さ
れ
、
九
錫
が
与
え
ら
れ
た
。
陳
寿

『三
国
志
』

は
、
沿
晶
が
書
い
た

「魏
公
に
九
錫
を
冊
す
る
文
」
を
載
せ
る
が
、
そ
の

『文
選
』
巻
三
十
五
に

収
め
る
テ
ク
ス
ト
に
は
、
「使
を
し
て
節
を
持
し
、
御
史
大
夫
慮
を
し
て
君
に
印
綬

・
冊
書

・
金

虎
符
第

一
よ
り
第
五
に
至
る

・
竹
使
符
第

一
よ
り
第
十
に
至
る
を
授
け
し
む
」
と
あ
る
。
金
虎
台

と
い
う
名
は
、
ま
さ
し
く
曹
操
が
魏
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
記
念
す
る
に
違
い
な
い
。
残
る
水

井
台
に
は
氷
室
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
晋
の
歴
史
家
陳
寿
が
三
台
す
べ
て
に
つ
い
て
記
さ
な
か

っ
た
の
は
、
曹
操
が
建
て
た
三
台
が
、
天
子
が
建
て
る
べ
き
三
台
を
冒
す
も
の
ゆ
え
に
、
そ
の
非

を
直
筆
す
る
の
を
避
け
た
も
の
か
。

こ
の
よ
う
に
、
三
台
は
曹
操
の
強
大
な
権
力
の
象
徴
と
し
て
そ
び
え
た

つ
た
わ
け
だ
が
、
『水

経
注
』
に
引
か
れ
、
今
に
残
る
曹
操
の

「登
台
の
賦
」
の

一
句
に
、
「長
明
を
引
き
、
街
里
に
灌

ぐ
」
と
歌
う
よ
う
に
、
曹
操
は
高
台
か
ら
自
分
が
整
備
し
築
き
上
げ
た
邦
城
を
得
意
な
気
持
ち
で

見
下
ろ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
銅
雀
台
を
後
世
の
文
人
達
の
テ
ー
マ
に
押
し
上
げ
た
要
因
は
、
曹
操
の
遺
令
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
陸
機
が

「魏
の
武
帝
を
弔
う
文
」
亀
文
選
』
巻
六
十
）
を
書
く
き

っ
か
け
と
な
り
、
陸

機
が
そ
の
内
容
を
弔
文
の
中
に
書
き
記
し
て
い
る
。

元
康
八
年
、
機
始
め
て
台
郎
を
以
て
出
て
て
著
作
に
補
せ
ら
れ
、
秘
閣
に
遊
ん
で
魏
の
武
帝

の
遺
令
を
見
る
。
憔
然
と
し
て
歎
息
し
、
懐
を
傷
ま
し
む
る
こ
と
、
之
を
久
し
く
す
。

曹
操
の
死
後
七
十
八
年
、
陸
機
は
著
作
郎
と
な

っ
て
宮
中
の
書
庫
に
入
り
、
曹
操
が
死
に
際
し

て
残
し
た
命
令
を
読
み
、
溜
息
を
つ
き
、
胸
を
痛
め
た
。

陸
機
は
曹
操
を
尊
敬
し
て
い
た
。
弟
陸
雲
に
書
き
送

っ
た
書
に
は
、
曹
操
の
遺
品
を
収
集
す
る

傾
倒
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
陸
機
の
曹
操

へ
の
傾
倒
の
理
由
は
何
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
高
橋

和
巳
氏
は
、
陸
機
の
曹
操
に
対
す
る
日
頃
の
憧
憬
や
傾
倒
が
、
遺
令
に
述
べ
ら
れ
た
秘
め
ら
れ
た

現
実
に
触
れ
て
変
容
す
る

一
種
の
幻
減
の
所
産
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
た
だ
、
陸
機
の
場
合
、

漠
然
と
し
た
英
雄
主
義
か
ら
曹
操
に
傾
倒
し
た
の
で
は
な
い
。
北
上
し
て
他
人
の
推
挙
に
よ
っ
て

何
と
か
才
能
を
認
め
ら
れ
、
活
躍
の
場
を
求
め
よ
う
と
し
続
け
た
武
人
で
あ
り
文
人
で
あ
る
陸
機

は
、
才
能
あ
る
も
の
な
ら
ば
ど
ん
な
人
物
で
も
登
用
せ
よ
と

「賢
を
求
む
る
令
」
を
出
し
、
多
く

の
才
能
あ
る
武
人

・
文
人
を
配
下
に
招
き
寄
せ
た
器
量
を
持

っ
た
曹
操
に
憧
れ
、
つ
い
に
曹
操
の

よ
う
な
君
主
に
出
会
え
な
い
こ
と
を
嘆
き
続
け
た
。
か
れ
の
英
雄
像
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
像
を

結
ん
で
い
た
は
ず
だ
。

そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
曹
操
の
違
令
を
読
ん
で
、
陸
機
は
言
う
、
「天
を
週
ら
し
日
を
倒
に

す
る
の
力
を
以
て
し
て
も
、
形
骸
の
内
を
振
る
う
能
わ
ず
。
世
を
済
い
難
を
夷
ら
ぐ
る
の
智
に
し

て
、
困
し
み
を
魏
閥
の
下
に
受
く
。
已
に
し
て
上
下
に
格
る
者
も
区
々
た
る
の
本
に
蔵
せ
ら
れ
、

四
表
に
光
つ
る
者
も
豪
爾
の
土
に
男
る
」
。
絶
大
な
力
と
名
声
を
手
に
し
て
い
た
英
雄
曹
操
も
死

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
陸
機
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
「雄
心

は
弱
情
に
推
け
、
壮
図
は
哀
志
に
終
わ
り
、
長
等
は
短
日
に
屈
し
、
遠
辺
は
促
路
に
頓
す
」
富
日

操
の
雄
々
し
い
心
が
弱
気
に
負
け
て
し
ま
い
、
壮
大
な
は
か
り
ご
と
が
死
に
面
し
て
の
悲
し
み
に

終
わ
っ
て
し
ま
い
、
長
く
先
を
見
通
し
た
計
略
も
遠
大
な
足
跡
も
、
有
限
で
あ
る
人
の
短
い
人
生

の
制
約
故
に
頓
挫
し
て
し
ま
う
）
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
陸
機
を
幻
減
さ
せ
、

「憤
憑
」
さ
せ
た
遺
令
の
内
容
の
中
心
は
、
弔
文
の
序
文
の
最
後
に
言
う
よ
う
に
、
「情
累
を
外
物

に
繋
け
、
曲
念
を
閏
房
に
留
む
る
が
若
き
は
、
亦
た
賢
俊
の
宜
し
く
廃
す
べ
き
所
か
」
と
い
う
所
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に
あ
る
と
陸
機
に
は
思
わ
れ
た
。
死
を
前
に
物
質
的
な
こ
と
が
ら
に
恋
恋
と
し
、
婦
人
の
こ
と
を

気
に
か
け
る
、
そ
れ
が
陸
機
が
曹
操
の
死
と
向
か
い
合

っ
た
態
度
の
う
ち
で
、
特
に
気
に
入
ら
ぬ

点
で
あ

っ
た
の
だ
。

で
は
、
そ
の
遺
令
の
内
容
と
は
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
、
序
は
こ
う
続
け
る
。

姫
女
を
持
し
て
季
豹
を
指
し
て
、
以
て
四
子
に
示
し
て
曰
く
、
以
て
汝
を
累
わ
す
、
と
。
因

り
て
泣
下
る
。
傷
ま
し
き
か
な
、
桑
は
天
下
を
以
て
自
ら
任
じ
、
今
は
愛
子
を
以
て
人
に
託

す
。

こ
れ
は
、
遺
令
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
の
で
は
な
い
。
陸
機
の
失
望
が
多
分
に
混
入
し
て
い
る
、

再
構
成
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
原
文
を
推
測
す
る
に
、
四
人
の
子
供
達
に
末
の
子
の
面
倒
を
頼
む

と
書
き
記
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
表
現
が
陸
機
に
と

っ
て
は
少
々
女
々
し
い
も
の
と
し
て

映

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
彼
の
曹
操
に
対
す
る
失
望
が
い
か
ほ
ど
で
あ

っ
た
か
と
思
う
と

き
、
実
際
に
こ
う
ま
で
な
さ
け
な
く
思
わ
れ
る
文
面
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
。
弔
文
の
本
文
で
は
、

こ
う
記
す
、
「姫
女
を
執
り
て
以
て
噸
痒
し
、
季
豹
を
指
し
て
寛
焉
た
り
。
気
は
襟
を
衝

い
て
以

て
鳴
咽
し
、
沸
は
睫
に
垂
れ
て
洩
瀾
た
り
」
と
。
序
は
さ
ら
に
続
け
て
‥

房
間
の
内
に
婉
籍
と
し
、
家
人
の
務
め
に
網
膠
た
る
は
、
則
ち
密
に
幾
き
か
。
（奥
の
女
性

達
に
未
練
を
残
し
、
家
の
も
の
た
ち
の
務
め
に
こ
ま
ご
ま
と
気
を
配
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
細

か
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
）

続
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
女
性
達
の
こ
と
。

又
た
曰
く
、
吾
が
捷
好

ｏ
妓
人
は
、
皆
銅
爵
台
に
著
き
、
台
堂
の
上
に
於
い
て
八
尺
の
林

・

線
帳
を
施
し
、
朝
哺
に
肺
柿
の
属
を
上
れ
。
月
の
朝
と
十
五
に
は
、
靴
ち
帳
に
向
か
い
て
妓

を
作
せ
。
汝
等
、
時
時
銅
爵
台
に
登
り
、
吾
が
西
陵
の
墓
田
を
望
め
と
。

捷
好

・
妓
人
は
す
べ
て
銅
雀
台
に
留
め
置
き
、
台
上
の
堂
に
お
い
て
自
分
の
魂
を
む
か
え
る
林

と
線
帳
を
し
つ
ら
え
、
朝
夕
乾
し
肉
乾
し
飯
な
ど
の
お
供
え
を
し
、
月
の
朔
日
と
十
五
日
の
祭
に

は
、
帳
に
向
か

っ
て
歌
い
舞
え
と
曹
操
は
申
し
つ
け
る
。
そ
し
て
、
子
供
達
に
も
、
時
お
り
銅
雀

台
に
登

っ
て
、
自
分
の
墓
を
眺
め
や
れ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
弔
文
は
、
「清
弦

を
徽
え
て
独
り
奏
し
、
肺
精
を
進
め
て
誰
か
嘗
め
ん
。
線
帳
の
冥
漠
た
る
を
悼
み
、
西
陵
の
茫
茫

た
る
を
怨
む
。
爵
台
に
登
り
て
群
悲
し
、
美
目
貯
り
て
其
れ
何
を
か
望
ま
ん
」
と
述
べ
る
。
曹
操

が
妓
女
達
に
い
い
つ
け
た
こ
と
の
空
し
さ
を
言
う
の
で
あ
る
。
曹
操
亡
き
後
、
漢
よ
り
禅
譲
を
受

け
た
曹
蚕
は
、
洛
陽
を
都
と
定
め
、
邦
を
後
に
す
る
。
妓
女
は
と
も
か
く
、
子
供
達
は
ど
れ
ほ
ど

こ
の
違
令
を
守

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

又
た
曰
く
、
余
香
は
諸
婦
人
に
分
与
す
べ
し
。
諸
舎
中
の
為
す
所
無
き
は
、
履
組
を
作
る
を

学
び
て
売
れ
。
吾
が
官
を
歴
て
得
る
所
の
綬
は
、
皆
蔵
中
に
著
け
よ
。
吾
が
余
の
衣
委
は
、

別
に

一
蔵
を
為
す
べ
し
。
能
わ
ざ
れ
ば
、
兄
弟
共
に
之
を
分
か
つ
べ
し
と
。

こ
ま
ご
ま
と
し
た
指
示
が
続
く
。
残

っ
た
香
は
婦
人
達
で
分
け
よ
、
何
も
す
る
こ
と
が
無
く
な

っ
た
女
達
は
靴
の
飾
り
紐
を
作
る
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
を
生
業
に
せ
よ
。
自
分
が
官
を
歴
任
し
て

得
た
印
綬
は
す
べ
て
蔵
に
し
ま
い
、
残
し
た
衣
類
は
別
の

一
つ
の
蔵
に
収
め
、
も
し
も
そ
う
で
き

な
け
れ
ば
、
兄
弟
で
分
け
よ
、
と
。
し
か
し
、
子
供
達
は
、
こ
の
遺
言
に
背
き
、
蔵
に
収
め
ず
、

分
け
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
た
。
「既
に
し
て
党
に
分
か
つ
。
亡
ぶ
る
者
は
以
て
求
む
る
こ
と
勿
か

る
べ
く
、
存
す
る
者
は
以
て
違
う
こ
と
勿
か
る
べ
し
。
求
む
る
と
違
う
と
其
れ
両
つ
な
が
ら
傷
ま

し
か
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
陸
機
は
続
け
る
。
結
局
子
供
達
は
、
銅
雀
台
に
登
っ
て
墓
を
望
む
こ
と
に

つ
い
て
も
、
印
綬
や
衣
服
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
父
の
遺
言
を
守
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
子
供
達
に
は
父
の
死
後
、
遺
言
を
守
ら
な
く
て
も
す
ま
さ
れ
る
自
由
が
あ

っ
た
の
に
対
し

て
、
妓
女
達
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
曹
盃
達
が
洛
陽
に
去

っ
て
後
も
な
お
、
彼
女
た
ち
は
曹
操
に

仕
え
続
け
、
遺
言
の
遵
守
を
強
制
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
陸
機
の
思
い
入
れ
を
離
れ
て
、
こ
の
曹
操
の
遺
令
を
考
え
て
み
よ
う
。
特
に
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
曹
操
の
妓
女
や
婦
人
達
に
対
す
る
思
い
で
あ
る
が
、
陸
機
に
し
て
み
れ
ば
、
こ

れ
は
、
賢
俊
が
宜
し
く
廃
す
べ
き

「曲
念
を
閏
房
に
留
む
る
」
こ
と
で
あ
り
、
ま

っ
た
く
婦
人
達

に
対
す
る
未
練
の
現
れ
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
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分
香
は
、
訣
別
の
表
現
で
あ
り
、
靴
紐
は
、
我
無
き
後
の
生
活
を
思
い
や

っ
て
の
こ
と
で
あ

り
、
未
練
と
い
う
も
の
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
銅
雀
台
に
留
め
、
死
せ
る
自
分
の

た
め
に
舞
い
つ
づ
け
よ
と
い
う
の
は
未
練
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
兄
弟
達
に
も

台
上
か
ら
墓
を
眺
め
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
、
未
練
と
い
う
情
が
あ
る
に

せ
よ
、
そ
れ
は
女
性
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。

死
者
は
、
忘
れ
ら
れ
て
始
め
て
、
本
当
に
死
ぬ
の
で
あ
る
。
曹
操
が
燿
れ
た
の
は
、
彼
を
思
い

だ
し
、
死
せ
る
彼
と
精
神
的
な
交
流
を
持
と
う
と
す
る
時
を
、
残
さ
れ
た
も
の
た
ち
が
持
た
な
く

な
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
。
邦
城
の
北
西
に
響
え
た
つ
高
殿
の
、
そ
の
も

っ
と
も
高

い
銅
雀
台

か
ら
、
か
れ
は
生
前
、
自
分
が
施
し
た
治
水
の
成
果
を
見
、
古
、
同
じ
く
邦
で
治
水
し
た
西
門
豹

の
祠
を
西
の
方
に
望
ん
だ
。
死
の
二
年
前
、
曹
操
は
、
西
門
豹
の
祠
の
あ
る
西
原
に
自
分
の
墓
田

を
定
め
た
が
、
こ
れ
が
西
陵
で
あ
る
。
そ
の
令
に
は
、
古
の
埋
葬
は
、
痩
せ
た
土
地
を
選
ん
だ
と

い
い
、
そ
れ
を
第

一
の
理
由
と
し
て
墓
所
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
西
陵
を
自
分
の
墓
所
と
し

た
わ
け
は
、
け

っ
し
て
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
に
部
城
を
育
て
た
人
物
で
あ

り
、
と
も
に
淫
祀
を
断

っ
た
人
物
で
あ
る
。
尊
敬
す
る
西
門
豹
の
墓
所
で
あ
る
西
陵
を
銅
雀
台
か

ら
眺
め
や
り
な
が
ら
、
曹
操
の
心
の
中
に
は
西
門
豹
が
生
者
と
し
て
蘇
る
よ
う
な
時
間
が
あ

っ
た

こ
と
、
そ
れ
が
墓
所
決
定
の
大
き
な
要
因
で
は
な
い
か
。

妓
女
達

へ
の
要
求
も
子
供
達

へ
の
要
求
と
基
本
的
な
性
格
は
同
じ
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
と
き

の
変
わ
ら
ぬ
場
が
継
続
さ
れ
る
限
り
、
体
は
亡
び
て
も
、
妓
女
達
の
脳
裏
の
中
の
自
分
は
亡
び
な

い
。
帳
と
林
は
、
妓
女
達
に
む
か

っ
て
亡
き
自
分
を
再
生
さ
せ
る
舞
台
装
置
で
あ
る
。
陸
機
の
言

う
よ
う
な
、
美
目
が
空
し
く
西
陵
を
見
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
曹
操
の
も
く
ろ
み
は
、
歌
舞
の

場
に
彼
女
た
ち
が
曹
操
を
思
い
出
し
、
生
前
の
曹
操
と
共
有
し
た
状
況
の
中
に
曹
操
を
蘇
ら
せ
、

帳
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
作
り
出
さ
れ
た
魂
の
降
臨
の
空
間
に
備
え
ら
れ
た
林
の
上
に
、
か
つ
て
漢

武
帝
が
帳
の
中
に
死
せ
る
李
夫
人
の
影
を
見
た
よ
う
に
、
曹
操
を
あ
り
あ
り
と
感
じ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
時
、
思
い
出
さ
れ
感
じ
と
ら
れ
た
曹
操
自
身
が
、
妓
女
達
の
心
の
中
で
生
き
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
は
ず
だ
。

高
台
か
ら
眺
め
る
遥
か
な
距
離
は
、
遥
か
な
時
間
を
は
ら
む
。
想
像
の
中
で
、
夢
の
中
で
、
人

は
相
手
を
思
い
、
相
手
が
自
分
を
思
う
こ
と
を
求
め
る
。
生
と
死
と
い
う
絶
対
的
な
距
離
も
ま

た
、
離
思
に
悲
風
吹
く
場
の
中
に
あ
る
の
だ
。

陸
機
の
弔
文
は
憤
葱
に
彩
ら
れ
る
。
曹
操
の
遺
令
の
引
き
方
に
し
て
も
、
文
献
を
そ
の
ま
ま
引

用
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
感
情
に
よ

っ
て
脚
色
を
施
し
て
い
る
。
陳
寿
や
装
松
之
が
記
録
し

た
遺
令
や
、
ま
た
、
陸
機
自
身
が
、
「其
の
家
嗣
に
顧
命
し
、
四
子
に
胎
謀
す
る
所
以
を
観
る

に
、
経
国
の
略
は
既
に
遠
く
、
隆
家
の
訓
も
亦
た
弘
し
。
又
た
云
く
、
吾
軍
中
に
在
り
て
法
を
持

す
る
は
是
な
り
。
小
し
く
な
怒
し
て
大
な
る
過
失
あ
る
に
至
り
て
は
、
当
に
効
う
べ
か
ら
ざ
る
な

り
と
。
善
き
か
な
、
達
人
の
言
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
英
雄
ら
し
い
遺
命
も
ま
た
あ

っ
た
の

だ
。
弔
文
の
序
文
で
、
陸
機
は
客
の
口
を
借
り
て
自
分
に
論
難
す
る
。
「今
乃
ち
心
を
百
年
の
際

に
傷
め
、
哀
を
無
情
の
地
に
興
す
」
と
。
だ
が
、
死
は
、
け

っ
し
て
情
な
き
地
な
ど
で
は
あ
り
え

な
い
。
死
者
と
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
生
者
が
い
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
情
が
存
在
す
る
。
そ
の
情

が
つ
く
る
空
間
の
中
、
陸
機
は
悲
風
の
向
こ
う
に
つ
い
に
曹
操
の
姿
を
遠
望
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

故
郷
の
別
荘
で
か
つ
て
聞
い
て
い
た
鶴
の
鳴
き
声
を
も
う
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
嘆
い
て

陸
機
は
死
ん
だ
。
か
れ
自
身
の
離
思
の
う
た
の
な
か
で
、
婦
人
に

「瀞
宦
会
ら
ず
成
る
こ
と
無
か

ら
ん
、
離
思
常
に
は
守
り
難
し
」
翁
擬
明
月
何
咬
咬
」
『文
選
』
巻
三
十
）
と
歌
わ
せ
た
の
は
、

奇
し
く
も
運
命
の
予
言
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
か
れ
が
世
を
去
る
に
当
た
っ
て
、

こ
の
世
に
い
か
な
る
離
思
を
残
し
て
逝

っ
た
の
か
。
翌
日
書
』
の
伝
に
は
、
陸
機
が
成
都
王
に
残

し
た
遺
書
は
、
「詞
甚
だ
悽
側
た
り
」
と
記
さ
れ
る
が
、
生
者
に
自
分
を
遠
望
し
て
も
ら
わ
ん
と

願

っ
た
曹
操
の
願
い
を
、
陸
機
も
も

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

五

陸
機
の
死
よ
り
約
二
百
五
十
年
の
後
、
梁
が
減
ぶ
。
そ
の
時
代
に
、
悲
哀
と
憤
類
を
表
現
す
る

手
だ
て
と
し
て
、
銅
雀
台
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
愛
用
す
る
文
人
が
登
場
す
る
。
後
半
生
を
亡
国
の

人
と
し
て
送
り
、
郷
関
の
思
い
の
内
に
生
き
た
、
庚
信
で
あ
る
。

か
れ
の
作
品
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
銅
雀
台
は
、
多
分
に
陸
機
の
表
現
の
影
響
下
に
あ
る
。
北
入

し
た
庚
信
は
、
同
じ
よ
う
に
祖
国
の
消
失
に
会
い
、
北
方

へ
と
移
り
住
ん
だ
陸
機
に
親
近
感
を
懐

き
、
作
品
の
中
で
も
陸
機
そ
の
人
に
触
れ
る
こ
と
が
多

い
。

「哀
江
南
の
賦
」
で
は
、
簡
文
帝
を
思
い
起
こ
し
、
コ
日
の
虎
の
開
り
龍
の
盤
ち
、
加
う
る
に
黄
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旗
紫
気
を
以
て
す
る
も
、
狐
兎
に
随
い
て
窟
穴
し
、
風
塵
と
与
に
珍
痒
せ
ざ
る
は
莫
し
」
と
う
た

う
。
庚
信
は
回
想
の
中
に
、
帝
王
の
宅
た
る
江
南
の
地
を
構
築
す
る
。
現
実
世
界
の
江
南
と
い
う

地
は
、
主
が
狐
や
兎
と
い
つ
た
状
態
と
な
り
、
荒
れ
果
て
た
の
だ
が
、
そ
の
原
因
は
、
侯
景
の
乱

に
始
ま
る
戦
乱
の
た
め
で
あ

っ
た
。
庚
信
は
、
回
想
の
空
間
の
高
み
に
登
り
、
今
は
亡
き
江
南
を

眺
望
す
る
。

「西
の
か
た
博
望
を
階
、
北
の
か
た
玄
圃
に
望
む
。
月
樹
風
台
、
池
平
ら
ぎ
樹
古
び
た
り
。
弓

を
玉
女
の
窓
扉
に
侍
け
、
馬
を
鳳
凰
の
楼
柱
に
繋
く
。
仁
寿
の
鏡
は
徒
ら
に
懸
か
り
、
茂
陵
の
書

は
空
し
く
来
る
」
。　
一
望
す
れ
ば
、
昭
明
太
子
が
築

い
た
庭
園
が
見
わ
た
せ
る
。
そ
の
有
様
は
、

公
子
が
遊
び
宮
女
が
憂
れ
う
る
に
ふ
さ
わ
し
い
静
か
な
様
子
だ
が
、
よ
く
見
れ
ば
宮
女
の
姿
は
窓

辺
に
見
え
ず
、
そ
こ
に
は
弓
が
置
か
れ
、
高
殿
の
柱
に
は
軍
馬
が
つ
な
が
れ
て
い
る
。
す
で
に
こ

こ
は
帝
王
の
宅
で
は
な
い
の
だ
。
仁
寿
殿
に
あ

っ
た
よ
う
な
大
き
な
鏡
も
、
王
が
集
め
ら
れ
た
書

籍
も
、
主
無
き
今
、
も
は
や
役
に
は
立
た
な
い
。

「夫
の
立
徳
立
言
、
謀
明
る
く
寅
亮
か
な
る
が
若
き
は
、
声
は
繋
表
よ
り
超
え
、
道
は
河
上
よ

り
高
し
。
更
に
浮
丘
に
遭
わ
ず
し
て
、
遂
に
師
噴
に
言
無
し
。
愛
子
を
以
て
人
に
託
す
る
も
、
西

陵
を
知
り
て
誰
か
望
ま
ん
」
。
か
の
素
晴
ら
し
き
徳
と
道
を
積
ん
だ
簡
文
帝
も
、
結
局
は
死
を
免

れ
な
か

っ
た
。
死
に
臨
ん
で
、
曹
操
と
同
様
に
愛
し
い
わ
が
子
を
人
に
託
し
た
。
天
下
を
以
て
自

任
す
べ
き
は
ず
だ

っ
た
太
子
も
最
後
に
は
こ
の
あ
り
さ
ま
。
そ
し
て
、
墓
所
を
眺
め
て
く
れ
る
子

供
達
さ
え
も
い
な
く
な

っ
た
の
だ
。

陸
機
は
、
曹
操
の
子
供
達
が
西
陵
を
望
め
と
い
う
遺
言
を
守
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
直
接
に
は
表

現
し
な
か

っ
た
が
、
「以
愛
子
託
人
」
と

い
う
措
辞
は
、
陸
機
の
弔
文
を
踏
襲
し
、
庚
信
は
こ
の

こ
と
に
よ

っ
て
簡
文
帝
の
子
供
達
の
末
路
を
暗
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
「擬
詠
懐
」
の
第
二
十
三
首
は
、
彼
方
か
ら
、
元
帝
の
死
を
見
や
る
こ
と
し
か
で
き
な

か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
思
い
を
歌
う
が
、
そ
の
最
後
の
四
句
―
―

鼎
湖
去
無
返
　
鼎
湖
去
り
て
返
る
無
く

蒼
梧
悲
不
従
　
蒼
梧
従
わ
ざ
る
を
悲
し
む

徒
勢
銅
欝
妓
　
徒
ら
に
労
す
銅
爵
の
妓
の

通
望
西
陵
松
　
”通
か
に
西
陵
の
松
を
望
む
を

元
帝
は
江
陵
に
死
し
、
庚
信
は
遥
か
遠
く
長
安
に
い
た
。
力
を

つ
く
し
、
皇
帝
の
た
め
に
身
を

さ
さ
げ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
生
き
残

っ
た
自
分
は
、
曹
操
死
し
て
の
ち
、
西

陵
の
墓
田
を
眺
め
続
け
た
銅
雀
台
上
の
宮
女
達
の
よ
う
に
、
役
立
た
ず
の
ま
ま
お
め
お
め
と
生
き

な
が
ら
え
て
、
彼
方
か
ら
皇
帝
の
墓
所
を
想
像
の
な
か
に
眺
め
続
け
る
だ
け
だ
と
庚
信
は
嘆
く
の

だ
。
「擬
連
珠
」
第
十
二
首
も
、
同
じ
く
、
元
帝
の
死
に
つ
い
て
、
「雀
台
の
絃
管
、
空
し
く
西
陵

の
松
を
望
む
」
と
う
た
う
。

こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
宮
女
達
の
姿
は
、
陸
機
の
弔
文
の

「爵
台
に
登
り
て
群
悲
し
、
美
目
貯
り

て
其
れ
何
を
か
望
ま
ん
」
と
い
う
表
現
を
襲
う
が
、
庚
信
は
、
自
分
の
心
情
を
宮
女
の
身
に
託
し

て
表
現
し
、
そ
の
徒
労
と
空
虚
な
感
覚
を
よ
り
強
く
表
し
、
遠
望
し
離
思
を
懐
く
こ
と
を
表
現
し

得
て
い
る
。

銅
雀
台
の
妓
女
と
い
う
存
在
を
役
に
立
た
な
い
、
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、

早
く

『世
説
新
語
』
言
語
篇
に
見
え
て
い
る
。
東
晋
の
王
献
之
が
王
恭
に
語

っ
た
、
西
晋
の
羊
祐

に
対
す
る
批
評
に
、
「王
子
敬
　
王
孝
伯
に
語
り
て
曰
く
、
『羊
叔
子
は
自
ら
復
た
佳
き
の
み
。
然

る
に
亦
た
何
ぞ
人
事
に
与
か
る
。
故
よ
り
銅
雀
台
上
の
妓
に
如
か
ず
』
と
」
と
言
う
の
が
そ
れ
で

あ
る
。

所
謂
陸
沈
の
時
期
を
過
ぎ
、
銅
雀
台
と
妓
女
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
楽
府
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ

る
。
庚
信
は
、
第
三
者
に
こ
と
寄
せ
て
作
者
の
感
情
を
表
現
す
る
楽
府
詩
の
素
材
と
し
て
、
こ
の

テ
ー
マ
が
の
ひ
と

つ
と
な

っ
た
銅
雀
台
の
妓
女
に
こ
と
寄
せ
て
、
自
分
の
心
情
を
吐
露
し
て
い

る
。
今
、
『楽
府
詩
集
』
に
よ

つ
て
、
そ
の
よ
う
な
楽
府
詩
を
見
て
み
よ
う
。

『楽
府
詩
集
』
巻
三
十

一
、
相
和
歌
辞
、
平
調
曲
に
収
め
る

「銅
雀
台
」
「銅
雀
妓
」
の
詩
に
つ

い
て
、
郭
茂
情
は
、
『邦
都
故
事
』
と
陸
機
の
弔
文
を
引
き
、
解
説
す
る
。
『邦
都
故
事
』
と
は
い

か
な
る
書
物
か
不
詳
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
陸
機
の
弔
文
の
内
容
と
異
な
る
記
述
は
な
い
。
解

説
の
結
び
は
、
『楽
府
解
題
』
を
引
い
て
、
「後
人
其
の
意
を
悲
し
み
て
之
が
詠
を
為
す
な
り
」
と

い
う
。
も

っ
と
も
時
代
の
古
い
作
品
は
、
謝
眺
の

「銅
雀
妓
」
で
あ
る

（『文
選
』
巻
二
十
三
は

「謝
苔
議
の
銅
爵
台
を
詠
む
に
同
ず
」
と
題
す
る
）。

穂
帷
瓢
井
幹
　
線
帷
井
幹
に
瓢
り

樽
酒
若
李
生
　
樽
酒
平
生
の
若
し
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鬱
鬱
西
陵
樹
　
鬱
鬱
た
る
西
陵
の
樹

証
聞
歌
吹
啓
　
証
ぞ
歌
吹
の
声
を
聞
か
ん

芳
襟
染
涙
辺
　
芳
襟
に
涙
述
染
み

蝉
婿
空
復
情
　
蝉
婿
と
し
て
空
し
く
情
を
復
ら
す

玉
座
狛
寂
真
　
玉
座
猶
お
寂
莫
た
り

況
乃
妾
身
軽
　
況
や
乃
ち
妾
身
の
軽
き
を
や

李
善
は
、
西
陵
の
樹
は
非
難
の
意
を
含
む
と
い
う
が
、
そ
う
す
る
と
、
こ
の
詩
は
、
宮
女
を
こ

の
よ
う
な
状
況
に
置
い
た
曹
操
を
責
め
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
読
め
ば
、
「玉
座
」

が
寂
真
た
る
よ
う
す
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
は
、
な
お

一
層
の
空
虚
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
死
者
は
、
歌
吹
の
音
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
の
に
、
曹
操
は
妓
女
を
銅
雀

台
に
空
し
く
留
め
置
い
た
。
死
者
に
仕
え
続
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
妓
女
の
あ
ま
り
に
も

や
る
せ
な
い
こ
と
。

梁
以
降
の
作
品
は
、
謝
眺
の
作
品
と
は
趣
が
稽
や
異
な
り
、
曹
操
と
妓
女
の
関
わ
り
は
背
景
の

中

へ
と
吸
収
さ
れ
、
作
品
は
、
主
に
宮
女
の
う

つ
ろ
な
心
情
を
中
心
に
据
え
始
め
る
。
何
遜
の

「銅
雀
妓
号

・

雀
墓
三
五
日
　
雀
台
三
五
の
日

歌
吹
似
佳
期
　
歌
吹
は
佳
期
に
似
る

定
封
西
陵
晩
　
定
め
て
対
す
西
陵
の
晩
れ

松
風
瓢
素
帷
　
松
風
素
帷
を
瓢
す

危
絃
断
更
接
　
危
絃
断
ち
て
更
に
接
し

心
傷
於
此
時
　

心ヽ
此
の
時
に
傷
む

何
言
留
客
袂
　
何
ぞ
客
を
留
む
る
の
袂
と
言
わ
ん

翻
掩
望
陵
悲
　
翻

っ
て
掩
い
て
陵
を
望
み
て
悲
し
む

ど
ち
ら
の
詩
も
、
も
は
や
曹
操

へ
の
直
接
的
な
関
心
は
な
い
。
う
た
う
の
は
、
死
者
に
仕
え
続

け
ね
ば
な
ら
な
い
、
妓
女
の
悲
し
み
だ
け
で
あ
る
。
「長
袂
面
を
払
い
、
善
く
客
を
留
む
」
、
生
者

を
楽
し
ま
せ
う
る
舞
に
翻
る
袂
も
、
空
し
く
陵
を
眺
め
る
か
ん
ば
せ
を
覆
う
の
み
。

江
滝
の

「銅
雀
妓
」
は
、
「武
王
金
閣
を
去
り
、
英
成
長
に
寂
真
た
り
。
邑
剣
頓
に
光
無
く
、

雑
侃
も
亦
た
鈴
燦
す
」
と
武
帝
な
き
後
の
、
さ
び
れ
た
楼
上
の
様
子
を
描
写
こ
そ
す
れ
、
非
難
の

意
は
な
い
。
梁
か
ら
北
斉
に
入

っ
た
荀
仲
挙
、
陳
の
張
正
見
の

「銅
雀
台
」
、
い
ず
れ
も
妓
女
の

や
る
せ
な
さ
を
描
く
こ
と
に
ま
す
ま
す
重
点
が
置
か
れ
、
曹
操
は
作
品
の
情
景
を
作
り
出
す
道
具

建
て
と
な

っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら

『楽
府
詩
集
』
巻
三
十

一
の
諸
作
品
に
表
現
さ
れ
た
妓
女
達
が
眺

め
る
行
為
に
は
、
何
ら
離
思
を
懐
い
て
遠
望
す
る
要
素
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
措
辞
を
陸
機
の
弔
文
に
借
り
る
が
、
も
は
や
陸
機
が
曹
操

に
対
し
て
懐
い
た
落
胆
や
失
望
は
な
い
。
勿
論
、
そ
も
そ
も
陸
機
の
弔
文
が
、
曹
操
の
た
め
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
陸
機
個
人
の
強
い
曹
操

へ
の
思
い
の
上
に
書
か
れ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
ら

の
詩
は
、
曹
操
に
ま

つ
わ
る
故
事
に
取
材
し
た
楽
府
題
の
創
作
の
興
味
の
上
に
書
か
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
し
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
楽
府
題
製
作
の
場
を
経
験
し
た
庚
信
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
再
び
陸
機
が
懐

い
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
作
者
の
心
の
痛
み
を
反
映
さ
せ
る
力
を
与
え
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
興

味
深
い
。
張
正
見
が

「惜
し
む
べ
し
年
年
涙
し
、
倶
に
陵
を
望
む
中
に
尽
く
る
を
」
と
歌
う
と

き
、
悲
哀
は
涙
す
る
妓
女
の
身
上
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
妓
女
の
む
な
し
い
気

持
ち
を
表
現
す
る
た
め
だ
け
の
遠
望
が
表
現
さ
れ
、
「死
者
曹
操
を
遠
望
す
る
」
悲
し
み
は
な

秋
風
木
葉
落

爺
豚
管
絃
清

望
陵
歌
封
酒

向
帳
舞
空
城

寂
寂
讐
宇
暖

瓢
瓢
帷
幌
軽

曲
終
相
顧
起

日
暮
松
柏
啓

ま
た
、
劉
孝
綽
の

秋
風
木
葉
落
ち

請
蕨
と
し
て
管
絃
清
し

陵
を
望
み
て
歌
い
て
酒
に
対
し

帳
に
向
か
い
て
空
城
に
舞
う

寂
寂
と
し
て
讐
宇
暖
く

瓢
瓢
と
し
て
帷
幌
軽
し

曲
終
わ
り
て
相
い
顧
み
て
起
つ

日
暮
　
松
柏
の
声

「銅
雀
妓
｝

・
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い
。
し
か
し
、
庚
信
は
、
簡
文
帝

・
元
帝
を
遠
望
す
る
自
分
の
姿
を
銅
雀
台
の
妓
女
に
託
し
、
そ

こ
に
、
遠
望
の
悲
哀
、
建
安
の
詩
に
見
え
た
離
思
の
や
る
せ
な
さ
を
表
現
し
た
。
ま
さ
し
く
、
庚

信
が
六
朝
の
悼
尾
を
飾
る
、
建
安
の
風
骨
を
受
け
継
い
だ
文
人
で
あ
る
と
い
え
る

一
端
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

結

び

陸
機
の
憤
類
に
彩
ら
れ
た
表
現
は
、
曹
操
の
銅
雀
台
上
の
妓
女
達

へ
の
遺
命
を
空
し
い
も
の
と

し
て
照
ら
し
出
し
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
王
献
之
は
、
そ
の
遺
命
の
も
と
に
台
上
に
留
め
置
か
れ
た
妓

女
達
自
体
を
価
値
の
な
い
も
の
の
代
名
詞
と
し
て
使

っ
た
。
英
雄
と
し
て
の
曹
操
は
、
陸
機
に
あ

っ
て
は
ま
こ
と
に
大
き
な
存
在
だ

っ
た
た
め
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
の
曹
操
の
、
死
に
望
ん
で

の
、
こ
の
世
に
残
る
も
の
達
と
お
互
い
に
遠
望
し
あ
い
、
交
感
す
る
場
を
継
続
さ
せ
た
い
と
い
う

気
持
ち
の
吐
露
は
、
陸
機
を
失
望
さ
せ
た
だ
け
だ

っ
た
。

斉
梁
以
降
、
銅
雀
台
は
こ
の
曹
操
の
故
事
の
場
と
し
て
、
楽
府
題
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
曹
操

は
、
詩
に
う
た
わ
れ
る
情
況
の
契
機
た
る
存
在
に
な
り
、
文
人
達
は
、
死
者
に
仕
え
た
ま
ま
空
し

く
舞
い
続
け
て
年
を
と

っ
て
ゆ
く
妓
女
達
の
や
る
せ
な
い
気
持
ち
を
描
く
こ
と
に
力
を
注
ぐ
こ
と

と
な

っ
た
。

さ
て
、
沈
約
は
そ
の

「郊
居
の
賦
」
亀
宋
書
』
巻

一
百
）
に
お
い
て
、
斉
の
世
に
お
け
る
、
文

恵
太
子
の
も
と
で
の
、
遊
宴
の
有
様
を
回
顧
し
、
「或

い
は
席
を
列
ね
て
詩
を
賦
し
、
或

い
は
腸

を
班
ち
て
宴
語
す
。
線
帳

一
朝
に
し
て
冥
漠
た
り
、
西
陵
忽
と
し
て
其
れ
恵
楚
た
り
」
と
う
た

う
。
沈
約
の
回
顧
の
な
か
で
、
宴
会
の
席
に
な
り
ひ
び
い
て
い
た
快
い
歌
吹
の
音
は
、
太
子
の
死

を
境
に
消
え
去
る
。
沈
約
は
、
太
子
の
死
を
、
曹
操
の
故
事
に
よ

っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
劉

孝
綽
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
回
想
す
る
沈
約
の
中
で
鳴
り
響
く

「歌
吹
は
佳
期
に
似
」
た
ま

ま
で
あ
り
、
表
現
の
空
間
の
な
か
で
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
歌
吹
を
聞
き
な
が
ら
、
沈
約
は
太
子
な

き
線
帳
の
前
に
た
た
ず
む
。
か
れ
の
位
置
は
、
ま
さ
し
く
銅
雀
台
上
の
妓
女
達
と
同
じ
な
の
で
あ

る
。
庚
信
の
表
現
の
さ
き
が
け
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

庚
信
は
、
は

っ
き
り
と
自
分
を
妓
女
達
の
位
置
に
置
く
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
舞
台

と
し
て
の
銅
雀
台
は
、
ふ
た
た
び
そ
の
台
上
に
悲
風
の
中
に
た
た
ず
む
、
離
思
に
囚
わ
れ
た
人
を

も

つ
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
志
を
得
ぬ
王
楽
が
、
故
郷
を
眺
め
、
三
度
と

戻
ら
ぬ
不
可
逆
の
時
を
遠
望
に
よ
っ
て
遡
ら
ん
と
し
て
い
た
よ
う
に
。
庚
信
の
離
思
の
情
の
強
さ

が
、
沈
約
の
表
現
を
さ
ら
に

一
歩
深
化
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

遥
か
な
空
間
と
時
を
超
え
ん
と
し
て
、
人
は
あ
る
い
は
想
像
の
中
に
飛
び
上
が
り
、
あ
る
い

は
、
高
き
に
登

っ
て
遠
望
す
る
。
曹
操
は
、
遠
望
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
者
の
な
か
で

生
き
続
け
る
こ
と
を
願

っ
た
。
失
望
し
た
陸
機
の
心
に
は
、
人
間
曹
操
の
願
い
は
届
か
な
か

っ
た

が
、
庚
信
に
は
、
人
間
曹
操
が
持

っ
て
い
た
願
い
の
理
解
の
兆
し
が
見
え
始
め
て
い
る
。
陸
機
と

は
違

っ
て
、
庚
信
が
、
妓
女
の
位
置
に
身
を
置
き
想
像
の
中
で
登
楼
し
遠
望
し
た
と
き
、
西
陵
か

と
見
ま
ご
う
彼
方
に
は
、
た
と
え
帰
ろ
う
と
し
て
も
帰
れ
な
い
故
地
、
そ
し
て
誰
も
が
け

っ
し
て

さ
か
の
ぼ
れ
な
い
過
去
の
空
間
を
見
渡
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
亡
き
簡
文
帝
や
元
帝
も
は
る
か
彼

方
か
ら
彼
を
眺
め
て
い
る
の
を
、
庚
信
は
感
じ
と

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注０
　
『三
国
志
演
義
』
第
四
十
四
回
。

②
　
銅
雀
台
が
建
て
ら
れ
た
の
は
建
安
十
五
年
、
赤
壁
の
戦
い
は
建
安
十
三
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
脚
色

は
そ
も
そ
も
時
間
の
前
後
ま
で
も
跳
躍
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

０
　
森
野
繁
夫

『文
選
雑
識
』
第
二
冊

（第

一
学
習
社
、　
一
九
八
二
年
）
７６
ぺ
‐
ジ
ｏ

Ｏ
　
陸
侃
如

『中
古
文
学
繋
年
』
に
載
せ
な
い
も
の
に
、
左
思

「魏
都
賦
」
の
李
善
注
の
記
載
が
あ
る
。

「文
昌
殿
の
西
に
銅
爵
園
あ
り
、
園
中
に
魚
池

・
堂
皇
有
り
。
…
…
銅
爵
園
の
西
に
三
台
有
り
。
中
央
に

銅
爵
台
有
り
、
南
は
則
ち
金
虎
台
、
北
は
則
ち
泳
井
台
、
屋

一
百

一
間
有
り
。
金
虎
台

一
百
九
間
有

り
。
水
井
台
百
四
十
五
間
有
り
て
、
上
に
泳
室
有
り
。
三
台
は
法
殿
と
皆
な
閣
道
相
通
ず
。
…
…
」

同
　
十云
文
類
衆
６２
、
初
学
記
２４
に
も
載
せ
る
。

０
　
な
お
、
陸
侃
如
氏
は
、
『水
経
注
』
巻
十
に
そ
の
二
句
が
引
か
れ
る
、
曹
操
の

「登
台
賦
」
を
建
安
十

七
年
に
繋
年
し
、
曹
杢
曹
植
兄
弟
の
作
と
同
時
の
作
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

０
　
建
物
の
高
さ
が
君
主
の
権
力
を
表
現
す
る

一
方
、
ま
た

一
方
で
、
高
台
の
イ
メ
ー
ジ
が
権
力
の
退
廃

を
表
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
ー
ピ
エ
ー
ル
・
デ
ィ
エ
ニ
ィ
「清
台
に
登
り
て
以
て
志
を
蕩
う
―
―

曹
植
を
読
む
―
―
」
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
論
は
、
同
論
文
に
非
常
に
啓
発
を
受

け
た
。
こ
こ
に
特
に
記
し
て
お
き
た
い
。
（鑑
賞
中
国
の
古
典
⑫

『文
選
』
（角
川
書
店
、　
一
九
八
八
年
）

所
収
）

０
　
李
賢
は

『漢
書
』
の

「仙
人
は
楼
居
を
好
む
」
と
い
う
記
述
を
引
き
、
三
秀
が
楚
辞

（九
歌
、
山
鬼
）

に
出
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
注
す
る
。

０
　
「〈
居
〉
の
文
学
―
―
六
朝
山
水
／
隠
逸
文
学
へ
の
一
視
座
」
「
中
国
文
学
報
』
第
４２
冊
）。
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“Tongquctai" a]Lady on a Tower

Koichi Morita

Abstract: ``A lady on a tower"is one of the most popular motifs of poetry in the tilne of the Six Dynasties.

Dcpicting ladies trying to get a view of their men from afar, the pocts express thc pain of separationo And in

such poetry,the ladics gazing into the distance simply rcpresent a longing for their men to try and look back at

them also.

“Tongquctai"was a viewing platfom built by Zao Caoo When he faced death, he ordered his choms and

dancing― girls to continuc to sing and dance for hiln after his deatho Lu Ji, who held Zao Cao in respect, was

frankly disappointed at his last wish,and could not understand his desire to五 se fronl the dead and look back at

his choms and dancing―girls singing and dancing for hilno Mainstream poctry sung by poets frono Lu Ji on―

wards consists of works which represent the Tongquetai girls as leading a fruitless existence. But Yu Xin, in

the Liang Dynasty,whose people later suffered nlin and came into the bondage of separation,began to desc五 be

the Tongquctai girls as also being in bondage to the pain of separation,just as Zao Cao had wished therrl to be。

⑩
　
注
に
言
う
、
「按
ず
る
に
此
の
集
二
韻
は
倶
に
第
十
巻
に
在
り
。
今
宋
本
の
目
録
は
三
首
に
作
れ
ば
、

此
れ
疑
う
ら
く
は
混
入
に
し
て
、
徐
刻
本
も
亦
た
載
せ
ず
。」

国
　
「高
所
に
登
る
の
は
、
た
だ
想
像
力
の
目
を
馳
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
と
い
う
だ
け
に
せ

よ
、
愛
す
る
人
を
見
、
そ
の
人
と
再
会
す
る
位
置
に
身
を
置
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
高
所

に
登
る
の
は
、
曹
植
が

「夫
れ
形
の
能
く
見
ゆ
る
は
高
き
に
如
く
は
莫
し
」
翁
承
露
盤
の
銘
し

と
も
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
見
ら
れ
る
位
置
に
身
を
置
い
て
、
想
像
力
の
力
で
愛
す
る
人
に
合
図
、
つ
ま

り
変
わ
ら
ぬ
愛
の
誓
い
を
伝
達
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
登
楼
は
、
孤
独
に
閉
じ
こ
も
る
状
態
か
ら
逃
れ

て
、
思
考
の
作
用
に
よ
り
心
に
思
う
対
象
と
意
志
を
通
わ
せ
る
行
為
で
あ
る
。」
釜
則
掲
デ
ィ
エ
ニ
ィ
氏

論
文
）

０
　
二父
感
の
場
と
し
て
の
夢
、
ま
た
幽
通
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
夢
に
つ
い
て
は
、
銭
鍾
書

『管
錐
編
』
六
九
参
照
。

⑬
　
「陸
機
の
伝
記
と
そ
の
文
学
」
、
『中
国
文
学
報
』
第
Ｈ

ｏ
ｌ２
冊
、
ま
た
、
全
集
第
１５
巻
。

０
　
『鄭
都
故
事
』
日
、
「魏
武
帝
遺
命
諸
子
日
、
コ
ロ死
之
後
、
葬
於
鄭
之
西
向
上
、
与
西
門
豹
祠
相
近
、

無
蔵
金
玉
珠
宝
。
余
香
可
分
諸
夫
人
、
不
命
祭
吾
。
妾
与
伎
人
、
成
著
銅
雀
台
、
台
上
施
六
尺
林
、
下

線
帳
、
朝
哺
上
酒
肺
脹
精
之
属
。
毎
月
朝
十
五
、
軌
向
帳
前
作
伎
。
汝
等
時
登
台
、
望
吾
西
陵
墓
田
。』」




