
曹
植
の
文
学
と
そ
の
継
承　

―

潘
岳
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―

  　

一

　

陳
思
（
曹
植
）
は
建
安
の
傑
為
り
、公
幹
（
劉
楨
）・
仲
宣
（
王
粲
）
は
輔
為
り
。

陸
機
は
太
康
の
英
為
り
、
安
仁
（
潘
岳
）・
景
陽
（
張
協
）
は
輔
為
り
。
謝
客
（
謝

霊
運
）
は
元
嘉
の
雄
為
り
、
顔
延
年
（
顔
延
之
）
は
輔
為
り
。
斯
れ
皆
な
五
言
の

冠
冕
に
し
て
、
文
詞
の
命
世
な
り
。（『
詩
品
』
上
・
序
。
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る

補
記
。）①

　

建
安
時
代
（
一
九
六
～
二
一
九
）
に
傑
出
し
た
詩
人
が
曹
植
（
一
九
二
～

二
三
二
）、
太
康
年
間
（
二
八
〇
～
二
九
〇
）
で
群
を
抜
い
て
い
る
の
が
陸
機

（
二
六
一
～
三
〇
三
）、元
嘉
年
間
（
四
二
四
～
四
五
二
）
の
雄
が
謝
霊
運
（
三
八
五

～
四
三
三
）
と
す
る
こ
の
梁
の
鍾
嶸
の
評
価
は
、
拠
っ
て
立
つ
文
学
観
の
如
何
に

か
か
わ
ら
ず
、
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。『
詩
品
』
下
の

序
で
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
に
序
列
を
つ
け
て
、「
昔　

曹
・
劉
は
殆

ど
文
章
の
聖
、
陸
・
謝
は
体
二
の
才
為
り
（
昔
曹
劉
殆
文
章
之
聖
、
陸
謝
為
體
二

之
才
）」
と
し
、
曹
植
と
劉
楨
は
文
学
の
聖
人
で
あ
り
、
陸
機
と
謝
霊
運
は
こ
の

二
人
に
次
ぐ
才
人
で
あ
る
と
評
し
て
も
い
る
。

　

か
く
も
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た
曹
植
の
文
学
が
、
そ
の
後
の
文
学
に
如
何
に

継
承
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に

さ
ま
ざ
ま
な
検
証
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。②
富
永
一
登
氏
は
『
文
選
』
注
に
引
用

さ
れ
る
曹
植
の
詩
文
が
、
後
代
の
詩
人
に
如
何
に
利
用
さ
れ
た
か
と
い
う
視
点
か

ら
、
曹
植
文
学
の
継
承
の
様
相
を
検
証
し
て
い
る
が
、③
そ
こ
で
は
特
に
陸
機
と

潘
岳
（
二
四
七
～
三
〇
〇
）
以
来
、
曹
植
の
文
学
表
現
の
継
承
と
そ
れ
に
も
と
づ

く
工
夫
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
曹
植
、
陸
機
、

潘
岳
と
い
う
の
は
、
魏
晋
と
い
う
連
続
し
た
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
詩
人

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
陸
機
と
潘
岳
は
も
っ
と
も
近
い
時
代
の

曹
植
の
後
継
者
で
あ
り
、
曹
植
と
い
う
詩
人
の
個
性
的
・
独
創
的
な
文
学
表
現
を

独
自
に
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
な
域
に
高
め
た
詩
人
と
い
う
こ
と
に

も
な
ろ
う
。

　

た
だ
、
曹
植
の
陸
機
へ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
従
来
検
証
の
対
象
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
曹
植
と
潘
岳
と
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
富
永
氏
の
論

を
除
い
て
は
、そ
の
関
係
性
に
言
及
す
る
も
の
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、

『
詩
品
』
に
お
け
る
総
評
や
、
曹
植
・
潘
岳
と
も
に
哀
誄
に
巧
み
で
あ
っ
た
と
す

る
『
文
心
雕
龍
』
の
評
の
枠
を
出
る
こ
と
は
な
い
。

曹
植
の
文
学
と
そ
の
継
承　

―

潘
岳
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―
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そ
こ
で
本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
陸
機
と
潘
岳
に
対
す
る
詩
評
を
中
心
に
検
討

し
、
特
に
曹
植
文
学
と
潘
岳
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
た
い
。

 　

 

二

　

魏
晋
の
詩
人
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
こ
こ
で
あ

ら
た
め
て
『
詩
品
』
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

其
の
源
は
国
風
よ
り
出
づ
。
骨
気
は
奇
高
に
し
て
、
詞
彩
は
華
茂
た
り
。
情
は

雅
怨
を
兼
ね
、
体
は
文
質
を
被
る
。
粲
と
し
て
今
古
に
溢
れ
、
卓
爾
と
し
て
群
れ

ず
。
嗟あ

乎あ

、
陳
思
の
文
章
に
於
け
る
や
、
人
倫
の
周
・
孔
有
り
、
鱗
羽
の
龍
鳳
有

り
、
音
楽
の
琴
笙
有
り
、
女
工
の
黼
黻
有
る
に
譬
う
。
爾
ら
鉛
を
懐
き
墨
を
吮す
す

る

者
を
し
て
、
篇
章
を
懐
き
て
景
慕
せ
し
め
、
餘
暉
に
暎
じ
て
以
て
自
ら
燭
ら
さ
し

む
。
故
に
孔
氏
の
門
に
如
し
詩
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
公
幹
は
堂
に
升
り
、
思
王
は

室
に
入
り
、
景
陽
・
潘
陸
は
、
自
ら
廊
廡
の
間
に
坐
す
可
し
。（『
詩
品
』
上
、
魏

陳
思
王
植
詩
）④

　

周
公
や
孔
子
に
比
さ
れ
る
曹
植
の
詩
に
次
ぐ
存
在
が
劉
楨
で
あ
り
、
同
じ
く
上

品
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
張
協
、
潘
岳
、
陸
機
で
あ
っ
て
も
、
力
量
に
は
相
当
の
差

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
だ
が
、
鍾
嶸
が
上
品
に
位
置
づ
け
る
詩
人
は
ほ
か
に

阮
籍
や
左
思
、
謝
霊
運
も
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
で
は
な
く
、
潘
岳
や
陸

機
を
挙
げ
る
の
に
は
、
読
者
に
と
っ
て
詩
評
の
妥
当
性
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
、

曹
植
と
の
顕
著
な
共
通
性
も
し
く
は
相
異
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
鍾
嶸
は
陸

機
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

其
の
源
は
陳
思
よ
り
出
づ
。
才
は
高
く
辞
は
贍ゆ

た
かに

、
体
を
挙
げ
て
華
美
な
り
。

気
は
公
幹
よ
り
も
少
な
く
、
文
は
仲
宣
よ
り
劣
る
。
規
矩
を
尚
び
、
綺
錯
を
貴
ば

ず
。
直
致
の
奇
を
傷
う
も
の
有
り
。
然
れ
ど
も
其
の
英
華
を
咀
嚼
し
、
膏
沢
を
厭

飫
す
る
、文
章
の
淵
泉
な
り
。
張
公　

其
の
大
才
を
歎
ぜ
し
は
、信
な
る
矣
。（『
詩

品
』
上
、
晋
平
原
相
陸
機
詩
）⑤

　

陸
機
の
詩
の
源
を
曹
植
に
求
め
つ
つ
も
、「
気
」
と
「
文
」
に
お
い
て
は
劉
楨

や
王
粲
に
も
及
ば
な
い
と
し
、そ
の
原
因
と
し
て
「
既
成
の
基
準
を
大
切
に
し
て
、

自
由
な
変
革
に
は
熱
心
で
な
い
点
が
、
あ
り
の
ま
ま
に
個
性
を
顕
示
す
る
上
に
支

障
を
及
ぼ
し
て
い
る
」⑥
点
を
挙
げ
る
。
こ
の
一
節
は
、
曹
植
と
陸
機
の
優
劣
だ

け
で
な
く
、
陸
機
が
曹
植
の
よ
り
古
典
的
、
伝
統
的
な
側
面
を
継
承
し
、
華
美
な

文
学
を
創
作
し
な
が
ら
も
、
表
現
に
お
い
て
は
抑
制
的
な
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、『
詩
品
』
上
・
古
詩
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

　

其
の
体　

源
は
国
風
よ
り
出
づ
。
陸
機
の
擬
す
る
所
の
十
四
首
、
文
は
温
や
か

に
し
て
以
て
麗
、
意
は
悲
し
く
し
て
遠
し
。
心
を
驚
か
し
魄
を
動
か
し
、
一
字
千

金
に
幾ち
か

し
と
謂
う
可
し
。
其
の
外
、
去
る
者
は
日
に
已
に
疎
し
の
四
十
五
首
は
、

哀
怨
多
し
と
雖
も
、
頗
る
総
雑
を
為
す
。
旧も

と
疑
う
ら
く
は
是
れ
建
安
中
に
曹
・

王
の
製
り
し
所
か
と
。
客
は
遠
方
従
り
来
る
、
橘
柚
は
華
実
を
垂
る
も
、
亦
た
驚

絶
と
為
す
。
人
代　

冥
滅
し
て
、
清
音
独
り
遠
し
、
悲
し
い
夫
。（『
詩
品
』
上
、
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古
詩
）⑦

　

こ
の
一
節
は
、
古
詩
群
に
は
二
系
統
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
陸
機
が
模
擬
し
た
一

群
が
よ
り
優
れ
た
内
容
を
も
つ
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
曹
植
・
陸

機
の
側
に
視
点
を
移
し
て
読
ん
で
み
れ
ば
、
古
詩
を
介
し
て
曹
植
と
陸
機
の
文
学

の
特
徴
や
関
係
性
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。陸
機
に
よ
る
古
詩
の
模
擬
は
、

「
心
を
驚
か
し
魄
を
動
か
」
す
古
詩
の
伝
統
的
表
現
を
敢
え
て
選
択
し
よ
う
と
し

た
陸
機
の
創
作
意
識
の
存
在
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
⑧
、
古
詩
の
作
者
か

と
見
な
さ
れ
た
曹
植
の
詩
は
、
自
ず
と
古
詩
に
通
ず
る
よ
う
な
趣
と
伸
び
や
か
さ

に
満
ち
て
い
る
と
と
も
に
、「
哀
怨
の
情
」
が
多
く
、「
総
雑
」
つ
ま
り
統
一
性
の

な
い
雑
駁
な
一
面
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

曹
植
と
陸
機
を
比
較
す
る
例
は
劉
勰
（
四
六
六
～
五
三
二
）
の
『
文
心
雕
龍
』

に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
事
類
篇
」
に
は
こ
う
あ
る
。

　

陳
思
は
群
才
の
英
な
り
。･･･

夫
れ
子
建
の
明
練
、
士
衡
の
沈
密
を
以
て
す
る

も
、
謬
り
を
免
れ
ず
。⑨

典
故
の
運
用
法
の
当
否
を
論
じ
る
中
で
、
特
に
曹
植
と
陸
機
を
と
り
あ
げ
、
曹
植

の
「
明
練
」、
陸
機
の
「
沈
密
」
を
も
っ
て
し
て
も
運
用
の
誤
り
を
避
け
ら
れ
な

い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
興
膳
宏
氏
は
「
明
練
」
を
「
明
敏
さ
」、「
沈
密
」
を

「
沈
着
さ
」
と
し
、
曹
植
の
聡
明
さ
が
際
だ
つ
訳
語
を
あ
て
て
い
る
が

⑩
、「
明
練
」

を
詹
鍈
氏
は
「
精
明
熟
練
」、
王
運
煕
・
周
鋒
氏
は
「
高
明
老
練
」、
陸
侃
如
・
牟

世
金
氏
は
「
精
明
純
熟
于
故
実
」
と
し

⑪
、
聡
明
か
つ
典
故
の
運
用
に
熟
達
し
て

い
る
意
と
し
て
解
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
機
敏
に
典
故
を
操
る
曹
植
と
、

措
辞
に
慎
重
な
陸
機
の
対
比
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
陸
機
は
し
ば
し
ば
曹
植
に
関
連
づ
け
て
評
さ
れ
る
。そ
れ
に
対
し
、

『
詩
品
』
は
潘
岳
の
文
学
を
ど
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
曹
植
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
直
接
言
及
し
て
お
ら
ず
、
陸
機
と
の
対
比
で
貫
か
れ
て
い
る
。

　

其
の
源
は
仲
宣
（
王
粲
）
よ
り
出
づ
。
翰
林
（
李
充
）
は
其
の
翩
翩
然
と
し
て

翔
禽
の
羽
毛
有
り
、
衣
服
の
綃
縠
有
る
が
如
き
を
歎
ぜ
し
も
、
猶
お
陸
機
よ
り
浅

し
と
す
。
謝
混
云
う
、
潘
の
詩
は
爛

あ
ざ
や
かな

る
こ
と
錦
を
舒
ぶ
る
が
若
く
、
処
と
し
て

佳
な
ら
ざ
る
無
し
。
陸
の
文
は
沙
を
披
い
て
金
を
簡え
ら

ぶ
が
如
く
、
往
往
と
し
て
宝

を
見
わ
す
、
と
。
嶸
謂
ら
く
、
益
寿
（
謝
混
）
は
軽
華
な
り
、
故
に
潘
を
以
て
勝

れ
り
と
為
す
。
翰
林
は
篤
論
す
、
故
に
陸
を
歎
じ
て
深
し
と
為
す
。
余
嘗
て
言
え

ら
く
、
陸
の
才
は
海
の
如
く
、
潘
の
才
は
江
の
如
し
と
。（『
詩
品
』
上
、
晋
黄
門

郎
潘
岳
詩
。
括
弧
内
は
筆
者
の
補
記
。）⑫

　

そ
も
そ
も
潘
岳
の
源
流
は
王
粲
、
さ
ら
に
は
楚
辞
に
あ
る
と
し
て
、
曹
植
と
は

別
系
統
に
位
置
づ
け
て
お
り
、『
詩
品
』
で
潘
岳
に
言
及
し
た
他
の
箇
所
に
お
い

て
も
、
曹
植
と
の
関
わ
り
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
文
心
雕
龍
』
に
お

い
て
も
、
潘
岳
に
言
及
し
た
十
篇
の
う
ち
、
曹
植
と
関
連
づ
け
て
述
べ
て
い
る
の

は
「
声
律
」
の
一
篇
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
声
律
篇
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
以
下

で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
が
、
基
本
的
に
は
、
潘
岳
は
陸
機
と
並
ん
で
曹
植
に
次

ぐ
詩
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
影
響
関
係
ま
で
は
示
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
こ
れ
ま
で
曹
植
と
潘
岳
と
の
文
学
的
な
関
わ

八
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り
は
陸
機
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
冒
頭
に
挙
げ
た
富
永
氏
の
検
証
⑬
に
よ
れ
ば
、
潘
岳
は
曹
植
の
表
現

を
ふ
ま
え
た
創
作
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
潘
岳
・

陸
機
以
来
、
明
確
に
曹
植
の
文
学
表
現
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
そ
の
一
つ
の
証
左
と
し
て
、
李
善
注
所
引
の
曹
植
詩
文
の
数
を
詩
人
ご
と

に
列
挙
し
て
い
る
。
氏
の
抽
出
し
た
四
十
四
人
の
詩
人
の
中
で
、
特
に
そ
の
数
の

多
い
詩
人
を
順
に
挙
げ
れ
ば
、潘
岳
二
十
八
例
・
江
淹
二
十
六
例
・
陸
機
二
十
四
例
・

謝
霊
運
十
七
例
・
顔
延
之
十
六
例
・
沈
約
十
五
例
と
な
る
。
こ
の
結
果
は
、『
文
選
』

収
録
作
品
数
に
応
じ
た
引
用
数
と
言
え
る
と
富
永
氏
は
述
べ
て
い
る
が
、『
文
選
』

で
も
っ
と
も
収
録
作
品
数
の
多
い
陸
機
を
上
回
る
引
用
数
を
潘
岳
が
数
え
る
の
は

注
目
に
価
し
よ
う
。
富
永
氏
の
論
の
中
心
は
、
各
詩
人
が
如
何
に
曹
植
の
表
現
を

独
自
の
表
現
に
展
開
さ
せ
て
い
る
か
、
特
に
謝
霊
運
に
は
曹
植
の
用
法
を
逆
転
し

て
使
用
す
る
独
自
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
り
、「『
詩
品
』

が
曹
植
を
絶
賛
し
、
陸
機
・
謝
霊
運
に
つ
い
て
曹
植
を
宗
と
す
る
と
い
う
の
も
首

肯
で
き
る
」
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
引
用
数
の
最
も
多
い
潘
岳
と
の
関
わ
り
に
は

踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
曹
植
の
文
学
と
潘
岳
と
の
関
わ
り
に
焦
点
を
あ
て
て
、
以
下
少
し
く

検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　

三

　

富
永
氏
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
李
善
注
に
典
拠
と
し
て
曹
植
の
詩
文
を
引
用
す

る
潘
岳
と
陸
機
の
作
品
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
定
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
陸
機
の
場
合
、「
漢
髙
祖
功
臣
頌
」「
演
連
珠
」「
文
賦
」に
見
え
る
三
例
以
外
は
、

い
ず
れ
も
詩
歌
の
注
に
典
故
と
し
て
曹
植
の
詩
文
が
引
か
れ
る
の
に
対
し
、
潘
岳

の
場
合
は
、
二
十
八
例
の
う
ち
九
例
が
「
金
谷
集
作
詩
」「
関
中
詩
」「
悼
亡
詩
」

「
為
賈
謐
作
贈
陸
機
」「
河
陽
縣
作
二
首
」
に
見
え
る
も
の
の
、
残
り
の
十
九
例
が

「
射
雉
賦
」「
西
征
賦
」「
寡
婦
賦
」「
閒
居
賦
」「
楊
仲
武
誄
」「
夏
侯
常
侍
誄
」
に

見
え
る
。
つ
ま
り
、
曹
植
の
文
学
表
現
を
詩
歌
に
積
極
的
に
運
用
し
た
の
は
陸
機

で
あ
り
、
潘
岳
の
場
合
は
む
し
ろ
賦
や
誄
な
ど
の
文
章
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。
詩

の
専
論
で
あ
る
『
詩
品
』
が
、
曹
植
に
次
ぐ
詩
人
と
し
て
ま
ず
陸
機
を
挙
げ
る
の

も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
差
が
生
じ
る
理
由
は
、
現
存
す
る
作
品
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
曹
植

と
陸
機
は
五
言
詩
と
四
言
詩
を
較
べ
る
と
、
五
言
詩
の
方
が
は
る
か
に
多
い
が
、

潘
岳
は
五
言
詩
と
四
言
詩
の
数
に
あ
ま
り
差
が
な
い
。⑭
潘
岳
は
作
品
総
数
が
曹

植
、
陸
機
に
較
べ
て
か
な
り
少
な
い
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
潘
岳
の
場
合
、

曹
植
や
陸
機
の
よ
う
に
古
詩
の
流
れ
を
汲
む
作
品
の
創
作
よ
り
も
、
公
的
な
場
面

で
献
上
す
る
四
言
詩
の
方
が
製
作
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
潘

岳
が
善
く
し
た
と
さ
れ
る
哀
誄
も
、
原
則
四
言
の
韻
文
で
あ
り
、
曹
植
に
由
来
す

る
表
現
を
使
用
す
る
文
体
も
陸
機
ら
と
は
自
ず
と
異
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。
ま
た
潘
岳
に
は
楽
府
が
な
い
こ
と
も
、
曹
植
や
陸
機
と
大
き
く
異
な
る
点
で

あ
り
、
陸
機
や
そ
の
源
流
と
さ
れ
る
曹
植
と
潘
岳
と
は
詩
作
の
傾
向
に
そ
も
そ
も

違
い
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
潘
岳
が
曹
植
の

表
現
を
襲
う
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
先
に
も
少
し
く
触
れ
た
曹
植
と
潘
岳
と
の
共
通
性
に
唯
一
言
及
し
て

い
る
『
文
心
雕
龍
』
声
律
篇
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

八
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曹
植
の
文
学
と
そ
の
継
承　

―

潘
岳
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―

　

夫
の
宮
商
の
大
い
に
和
す
る
が
若
き
は
、
諸こ

れ

を
籥や

く

を
吹
く
に
譬た

と

う
。
翻
廻
し
て

均
を
取
る
は
、
頗
る
瑟
を
調
う
る
に
似
る
。
瑟
は
柱
を
移
す
に
資よ

る
、
故
に
時
有

り
て
乖
貳
す
。
籥
は
定
管
を
含
む
、
故
に
往
き
て
壹
な
ら
ざ
る
無
し
。
陳
思
、
潘

岳
は
、
籥
を
吹
く
の
調
な
り
。
陸
機
、
左
思
は
、
瑟
柱
の
和
な
り
。
概
挙
し
て
推

せ
ば
、
類
を
以
て
見
る
べ
し
。
又
た
詩
人
の
韻
を
綜す

ぶ
る
は
、
率お
お
むね
清
切
多
し
。

楚
辞
は
辞
は
楚
な
り
。
故
に
訛
韻
実
に
繁
た
り
。
張
華
の
韻
を
論
ず
る
に
及
び
、

士
衡
は
楚
多
し
と
謂
う
。
文
賦
も
亦
た
楚
と
知
れ
ど
も
易
え
ず
と
称
す
。
霊
均
の

声
餘
を
銜ふ

く

ん
で
、
黄
鐘
の
正
響
を
失
す
と
謂
う
べ
し
。⑮

　

音
階
の
調
和
に
は
、
籥
（
笛
）
の
よ
う
に
一
定
の
孔
が
あ
っ
て
吹
け
ば
自
ず
と

調
和
す
る
も
の
と
、
瑟
の
よ
う
に
琴
柱
を
移
動
し
て
調
和
さ
せ
る
も
の
と
が
あ
る

と
し
、
前
者
に
相
当
す
る
の
が
曹
植
と
潘
岳
の
詩
、
後
者
に
相
当
す
る
の
が
陸
機

と
左
思
で
あ
り
、
楚
の
方
言
を
改
め
な
い
陸
機
に
は
韻
律
の
面
で
不
自
然
な
と
こ

ろ
が
あ
る
と
も
す
る
。
つ
ま
り
、
曹
植
と
潘
岳
の
共
通
点
は
、
軽
妙
に
、
か
つ
天

然
自
然
に
韻
を
調
和
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
潘
岳
は
曹
植
を
意
識
的
に
継
承
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
詩
文
の

韻
律
に
関
し
て
似
た
よ
う
な
感
覚
を
持
ち
合
わ
せ
た
詩
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

曹
植
の
詩
文
が
韻
律
の
整
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
そ
の
こ
と
を
窺
わ

せ
る
記
述
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
沈
約
が
陸
厥
に
対
し
、「
絃
管
の
声
曲
」
に
お
け
る
調
和
を
「
文
章
の
音
韻
」

に
も
応
用
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
、「
洛
神
を
以
て
陳
思
の
他
の
賦
に
比
す
る
に
、

異
手
の
作
に
似
た
る
有
り
。
故
に
知
る
、
天
機
啓
け
ば
則
ち
律
呂
自
ら
調
い
、
六

情
滞
れ
ば
則
ち
音
律
頓
に
舛た

が

う
（
以
洛
神
比
陳
思
他
賦
、有
似
異
手
之
作
。
故
知
、

天
機
啓
則
律
呂
自
調
、
六
情
滯
則
音
律
頓
舛
也
）」（『
南
斉
書
』
陸
厥
伝
）
と
言

い
、
音
律
に
違
え
ば
、
曹
植
で
さ
え
も
洛
神
の
賦
以
外
の
賦
は
別
人
の
作
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
と
断
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
学
上
の
韻
律
の
重
要
性
を
強
調
す

る
論
で
あ
る
の
で
、
曹
植
の
賦
に
対
す
る
沈
約
の
評
の
妥
当
性
は
ひ
と
ま
ず
措
く

と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
洛
神
の
賦
に
は
韻
律
の
調
和
が
沈
約
か
ら
見
て
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
『
宋
書
』
謝
霊
運
伝
論
で
沈
約
は
、
曹
植
・
王
粲
・
孫
楚
・
王
讃
の
詩
を

挙
げ
て
、「
並
び
に
胸
情
を
直
挙
し
、
詩
史
に
傍そ

う
に
非
ず
、
正
に
音
律
を
以
て

韻
を
調
え
、
高
を
前
式
に
取
る
（
竝
直
舉
胸
情
、
非
傍
詩
史
、
正
以
音
律
調
韻
、

取
高
前
式
）」
と
い
い
、
曹
植
ら
の
詩
は
心
情
を
直
叙
し
な
が
ら
も
、
韻
律
が
調

和
し
て
い
る
と
す
る
。
た
だ
、「
高
言
妙
句
、
音
韻
天
成
す
る
に
至
っ
て
は
、
皆

な
闇
に
理
と
合
し
、
思
に
由
り
て
至
れ
る
に
匪
ず
（
至
於
高
言
妙
句
、
音
韻
天
成
、

皆
闇
與
理
合
、
匪
由
思
至
）」、
つ
ま
り
、
優
れ
た
詩
句
で
、
音
韻
が
自
然
と
調
和

し
て
い
る
の
は
、
理
に
か
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
結
果
で
は

な
く
、
韻
律
を
調
え
る
奥
義
に
こ
の
段
階
で
は
詩
人
た
ち
は
気
付
い
て
い
な
か
っ

た
と
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
音
韻
天
成
」
は
、
沈
約
の
主
張
す
る
人

為
的
な
韻
律
の
調
和
に
対
立
す
る
語
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
つ
ま
り
、
先
に

示
し
た
「
籥
を
吹
く
調
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

一
方
、こ
の
沈
約
の
主
張
に
反
論
す
る
か
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
鍾
嶸
『
詩
品
』

下
・
序
で
は
、
次
の
と
お
り
、
曹
植
ば
か
り
で
な
く
、
曹
操
・
曹
丕
ら
の
詩
歌
の

韻
は
自
ず
と
音
楽
に
合
う
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
詩
に
お
け
る
音
韻
の
意
義
を
重

ん
じ
て
い
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

八
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昔　

曹
劉
は
殆
ど
文
章
の
聖
、陸
謝
は
体
二
の
才
為
り
。
銳
精
研
思
す
る
こ
と
、

千
百
年
中
に
し
て
、
而
も
宫
商
の
弁
、
四
声
の
論
を
聞
か
ず
。
或
ひ
と
謂
え
ら
く
、

前
達
偶
然
に
見
ず
と
。
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や
。
嘗こ

こ

試ろ

み
に
之
を
言
わ
ん
、
古
者
の

詩
頌
は
皆
な
之
を
金
竹
に
被
ら
し
む
、
故
に
五
音
を
調
う
る
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て

諧
会
す
る
無
し
。
置
酒
す
る
高
堂
の
上
、
明
月　

高
楼
を
照
ら
す
の
若
き
は
、
韻

の
首
為
り
。故
に
三
祖
の
詞
は
、文
は
或
い
は
工
な
ら
ざ
る
も
、韻
は
歌
唱
に
入
る
。

此
れ
音
韻
の
義
を
重
ん
ず
る
な
り
。
世
の
宮
商
を
言
う
も
の
と
は
異
な
れ
り
。⑯

　

沈
約
・
鍾
嶸
の
い
ず
れ
の
説
に
立
と
う
が
、曹
植
に
は
韻
律
の
整
っ
た
作
が
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
古
川
末
喜
氏
も
こ
れ
ら
の
説
の
他
に
、
陳
琳
が
「
答
東
阿
王
牋
」

（『
文
選
』
巻
四
十
）
で
曹
植
の
「
亀
賦
」
を
「
音
義
既
に
遠
し
」
と
評
し
た
り
、

あ
る
い
は
高
尚
な
曲
に
準
え
た
り
し
た
こ
と
や
、『
文
心
雕
龍
』
章
表
篇
で
曹
植

の
表
に
つ
い
て
、「
陳
思
の
表
は
、独
り
群
才
に
冠
す
。
其
の
体
贍ゆ
た
かに
し
て
律
調
い
、

辞
清
く
し
て
志
顕
ら
か
な
る
を
観
る（
陳
思
之
表
、獨
冠
羣
才
、觀
其
體
贍
而
律
調
、

辭
清
而
志
顯
）」
と
評
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
証
左
と
し
て
、「
曹
植
が
文
章
創
作

で
声
律
面
に
相
当
気
を
遣
っ
て
い
た
」
可
能
性
を
説
い
て
い
る
。⑰
ま
た
、
興
膳

宏
氏
も
『
宋
書
』
謝
霊
運
伝
論
に
挙
げ
ら
れ
た
曹
植
・
王
粲
・
孫
楚
・
王
讃
の
詩

が
、
い
ず
れ
も
八
病
の
「
上
尾
」
を
避
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。⑱

　

で
は
、
こ
う
し
た
自
然
と
韻
律
が
整
う
「
音
韻
天
成
」
の
力
が
、
曹
植
同
様
、

潘
岳
に
も
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
評
語
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
『
文
心
雕
龍
』
体
性
篇
に
は
こ
う
あ
る
。

　

安
仁
は
軽
敏
、
故
に
鋒
発
し
て
韻
流
る
。
士
衡
は
矜
重
、
故
に
情
繁
に
し
て
辞

隠
る
。⑲

　

こ
れ
は
人
物
と
創
作
と
の
関
連
性
を
い
う
箇
所
で
は
あ
る
が
、
軽
妙
機
敏
な
潘

岳
は
筆
を
下
ろ
せ
ば
、「
韻
が
流
れ
る
」
と
い
う
。
こ
の
「
韻
流
」
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ば
興
膳
氏
は
「（
鋭
い
筆
鋒
に
）
リ
ズ
ム
が
流
れ
」
と
解
し
て
い
る
が
、

王
運
熙
・
周
鋒
氏
や
詹
鍈
氏
は
「
音
韻
流
暢
」、
陸
侃
如
・
牟
世
金
氏
は
「
音
節

流
暢
」
と
す
る
。⑳
先
の
「
声
律
篇
」
の
記
述
を
併
せ
考
え
れ
ば
、「
韻
流
」
は

自
ず
と
調
和
す
る
響
き
と
流
れ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
と
を
い
う
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。

　

ま
た
『
文
心
雕
龍
』
才
略
篇
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

　

然
れ
ど
も
子
建
は
思
は
捷
に
し
て
才
は
儁
、
詩
は
麗
に
し
て
表
は
逸
。
子
桓
は

慮
は
詳
な
れ
ど
も
力
は
緩
や
か
、
故
に
先
鳴
に
競
わ
ず
。･･･

潘
岳
は
敏
給
に
し

て
、
辞
は
自
ら
和
暢
す
、
美
を
西
征
に
鍾
め
、
餘
を
哀
誄
に
賈か

う
、
外
自よ

り
す
る

に
非
ざ
る
な
り
。㉑

　
「
敏
給
」
は
敏
捷
の
意
で
あ
り
、
潘
岳
の
天
性
の
敏
捷
さ
に
よ
っ
て
、
調
和
の

と
れ
た
流
暢
な
表
現
が
自
然
に
生
ま
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
韻
」
で
は
な
く

「
辞
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
先
の
「
体
性
篇
」
と
同
様
の
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
力
は
外
か
ら
人
為

的
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
潘
岳
自
身
が
も
つ
天
賦
の
才
に
よ
り
、
自
然

と
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
う
点
は
、
曹
植
に
与
え
ら
れ
た
評
価
に
通
ず

る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
集
中
的
に
創
作
さ
れ
た
も
の
が
賦
と
哀
誄
で

九
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あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
先
に
見
た
よ
う
に
李
善
注
で
曹
植
に
由
来
す
る
表

現
が
多
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
文
体
で
も
あ
る
。
最
も
得
意
と
す
る

文
体
で
、
意
識
的
か
無
意
識
的
か
は
判
ら
ぬ
が
、
曹
植
の
表
現
を
多
く
用
い
る
の

は
、
曹
植
の
言
語
感
覚
や
表
現
意
識
が
潘
岳
に
響
く
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
先
の
「
体
性
篇
」
に
見
え
た
「
韻
流
」
の
語
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、「
韻
流
」
と
対
立
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
『
文
心
雕
龍
』
哀
弔

篇
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、

　

揚
雄
の
屈
を
弔
う
は
、
思
積
り
て
功
寡
く
、
意
は
反
騒
に
深
く
、
故
に
辞
韻
沈ち

ん

膇つ
い

す
。㉒

　

揚
雄
の
屈
原
を
弔
う
文
は
、
そ
の
処
世
を
批
判
す
る
こ
と
に
意
識
が
傾
き
す
ぎ

て
、
こ
と
ば
の
響
き
や
リ
ズ
ム
が
、
足
が
む
く
ん
だ
よ
う
に
重
い
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。㉓
ま
た
同
じ
く
「
哀
弔
篇
」
後
半
に
は
次
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

夫
れ
弔
は
古
義
と
雖
も
、
華
辞
は
末
に
造な

る
。
華
過
ぎ
韻
緩
す
れ
ば
、
則
ち
化

し
て
賦
と
為
る
。㉔

　

華
美
な
表
現
の
度
が
過
ぎ
て
、「
韻
」
が
弛
緩
す
る
と
、
弔
文
は
賦
と
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
も
の
だ
が
、こ
の
「
韻
」
を
興
膳
氏
は
「
こ
と
ば
の
響
き
」
と
し
、

詹
鍈
氏
は
王
金
凌
の
言
葉
を
引
い
て
「
痛
傷
之
始
、
情
切
心
悲
、
因
此
音
節
以
急

為
主
。
痛
傷
既
久
、
於
是
其
悲
轉
為
低
徊
、
故
其
音
節
以
緩
為
主
。
…
其
所
謂
緩
、

即
節
奏
進
行
的
速
度
緩
慢
（
最
初
は
悲
し
み
も
痛
切
で
、音
も
リ
ズ
ム
も
急
だ
が
、

長
く
続
く
と
悲
し
み
は
低
く
沈
み
、
音
も
リ
ズ
ム
も
ゆ
っ
た
り
と
し
て
く
る
。
…

こ
こ
で
い
う
「
緩
」
と
は
リ
ズ
ム
が
緩
慢
で
あ
る
こ
と
を
い
う
）」
と
し
、
王
運

熙
・
周
鋒
氏
は
「
華
麗
過
分
、
情
韻
和
緩
（
過
度
に
華
麗
な
辞
を
用
い
る
と
情
趣

が
緩
む
）」
と
す
る
。㉕
「
韻
」
は
響
き
や
リ
ズ
ム
、情
趣
と
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、

同
一
篇
の
中
の
用
語
で
も
あ
る
の
で
、
前
と
同
じ
く
響
き
や
リ
ズ
ム
と
解
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
「
体
性
篇
」
の
潘
岳
に
対
す
る
評
語
「
韻
流
」
は
、
哀
悼
文
に
限
っ
て
下
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、「
哀
弔
篇
」
に
お
い
て
「
辞
韻
沈
膇
」
あ
る
い
は

「
韻
緩
」
が
表
現
上
の
欠
陥
と
し
て
示
さ
れ
る
以
上
、哀
悼
文
に
お
い
て
も
「
韻
流
」

が
最
良
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
潘
岳
が
名
手
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
同
時
に
、
潘
岳
の
文
学
に
お
い
て
「
韻
」
が
如
何
に
象
徴
的
な

要
素
で
あ
る
か
も
窺
わ
れ
よ
う
。
潘
岳
に
と
っ
て
の
「
韻
」
は
曹
植
に
も
通
ず
る

心
地
よ
い
響
き
で
あ
り
、
流
れ
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
自
ず
と
調
和
す
る
韻

律
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
潘
岳
の
誄
は
換
韻
句
数
を
揃
え
て
詩
に
近
い

形
を
と
っ
た
り
、
平
仄
の
韻
字
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
た
書
き
ぶ
り
を
と
る
。
曹

植
の
誄
に
も
、句
数
の
長
短
を
利
用
し
て
構
成
に
起
伏
を
持
た
せ
る
傾
向
が
あ
り
、

潘
岳
と
は
手
法
を
異
に
す
る
が
、
韻
や
リ
ズ
ム
と
い
う
点
で
は
、
誄
の
実
作
面
で

他
の
詩
人
に
は
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。㉖

　

時
代
は
や
や
降
る
が
、「
韻
」
と
い
う
言
葉
で
曹
植
の
文
学
を
象
徴
す
る
記
述

が
あ
る
。
南
宋
の
張
戒
（
生
卒
年
不
詳
）
に
よ
る
『
歳
寒
堂
詩
話
』
巻
上
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　

阮
嗣
宗
の
詩
は
専
ら
意
を
以
て
勝
り
、
陶
淵
明
の
詩
は
専
ら
味
を
以
て
勝
り
、
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曹
子
建
の
詩
は
専
ら
韻
を
以
て
勝
り
、
杜
子
美
の
詩
は
専
ら
気
を
以
て
勝
る
。
然

れ
ど
も
意
は
学
ぶ
べ
し
、
味
も
亦
た
学
ぶ
べ
し
、
夫
の
韻
に
高
下
有
り
て
、
気
に

強
弱
有
る
が
若
き
は
、
則
ち
強
う
べ
か
ら
ず
。
此
の
韓
退
之
の
文
、
曹
子
建
、
杜

子
美
の
詩
、
後
世
の
能
く
及
ぶ
莫
き
所
以
な
り
。
…
韻
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
者
有

る
は
、
曹
子
建　

是
な
り
。
味
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
者
有
る
は
、
淵
明
是
な
り
。

才
力
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
者
有
る
は
、
李
太
白
、
韓
退
之
是
な
り
。
意
気
の
及
ぶ

べ
か
ら
ざ
る
者
有
る
は
、
杜
子
美
是
也
な
り
。
文
章
の
古
今
迥
然
と
し
て
同
じ
か

ら
ず
、
鍾
嶸
の
詩
品
古
詩
を
以
て
第
一
と
し
、
子
建
は
之
に
次
ぐ
と
す
、
此
の
論

誠
然
た
り
。
子
建
の
明
月
照
高
楼
、
高
台
多
悲
風
、
南
国
有
佳
人
、
驚
風
飄
白
日
、

謁
帝
承
明
廬
等
の
篇
を
観
る
に
、
鏗
鏘
た
る
音
節
、
抑
揚
た
る
態
度
あ
り
、
温
潤

清
和
、
金
声
し
て
之
を
玉
振
し
、
辞
は
迫
切
な
ら
ざ
る
も
、
意
は
已
に
独
り
至
れ

り
、
三
百
五
篇
と
世
を
異
に
す
る
も
律
を
同
じ
う
す
、
此
れ
所
謂
韻
の
及
ぶ
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。㉗

　

張
戒
の
主
張
す
る
「
す
ぐ
れ
た
詩
の
具
え
る
べ
き
条
件
」㉘
と
し
て
四
つ
の
要

素
、
つ
ま
り
阮
籍
の
「
意
」、
陶
淵
明
の
「
味
」、
曹
植
の
「
韻
」、
杜
甫
の
「
気
」

を
挙
げ
、「
意
」と「
味
」は
学
習
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
が
、「
韻
」

と
「
気
」
は
そ
れ
が
難
し
い
と
す
る
。
ま
た
「
韻
」
と
い
う
点
で
曹
植
が
群
を
抜

く
特
徴
と
し
て
、「
鏗
鏘
音
節
」（
心
地
よ
く
響
く
音
や
リ
ズ
ム
）
が
あ
り
、「
金

声
而
玉
振
之
」（
鐘
で
奏
で
る
音
楽
に
始
ま
り
、
玉
器
で
楽
を
締
め
括
る
よ
う
に
、

す
べ
て
を
兼
備
、集
大
成
し
た
も
の
）
で
あ
っ
て
、「
与
三
百
五
篇
異
世
同
律
」（
詩

経
と
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
も
律
を
同
じ
く
す
る
も
の
）
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
要

素
を
挙
げ
て
い
る
。
張
戒
の
い
う
会
得
で
き
な
い
「
韻
」
は
、つ
ま
り
曹
植
に
よ
っ

て
体
現
さ
れ
る
天
然
自
然
に
調
和
す
る
響
き
や
リ
ズ
ム
を
指
す
こ
と
が
窺
わ
れ
よ

う
し
、
潘
岳
に
と
っ
て
の
「
韻
」
も
ま
た
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
張
戒
の
評
で
曹
植
の
言
語
表
現
の
特
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
鏗

鏘
音
節
」
は
、『
詩
品
』
に
類
似
し
た
表
現
が
見
え
る
。「
其
の
源
は
王
粲
に
出
づ
。

文
体
は
華
浄
に
し
て
、
病
累
少
な
し
。
又
た
巧
み
に
形
似
の
言
を
構
う
。
潘
岳
よ

り
雄
に
し
て
、
太
沖
よ
り
靡
な
り
。
風
流
調
達
し
、
実
に
曠
代
の
高
手
な
り
。
詞

彩
は
葱
菁
に
し
て
、
音
韻
は
鏗
鏘
た
り
、
人
を
し
て
之
を
味
わ
い
、
亹び

亹び

と
し
て

倦
ま
ざ
ら
し
む
。」（『
詩
品
』
上
、
晋
黄
門
郎
張
協
詩
）㉙
張
戒
の
語
は
こ
れ
を

踏
ま
え
た
謂
い
で
あ
ろ
う
。「
鏗
鏘
」
の
語
は
『
詩
経
』
に
見
え
る
「
鏘
鏘
」
の

語
と
同
様
、
も
と
は
金
石
の
音
色
を
い
う
こ
と
ば
で
、
こ
れ
を
人
の
言
語
の
も
つ

響
き
や
力
に
用
い
た
の
は
、『
詩
品
』
の
張
協
の
評
語
が
最
初
の
例
と
思
わ
れ
る
。

他
の
詩
評
に
も
そ
う
多
く
用
例
が
見
あ
た
る
語
で
も
な
い
。『
詩
品
』
に
お
い
て

潘
岳
と
同
じ
く
王
粲
を
源
流
に
も
つ
と
さ
れ
る
張
協
の
特
徴
を
い
う「
音
韻
鏗
鏘
」

を
、
国
風
を
源
流
に
も
つ
と
さ
れ
る
曹
植
の
評
語
に
転
換
し
た
張
戒
の
意
図
を
深

読
み
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
言
語
表
現
上
で
は
共
通
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る

と
考
え
た
こ
と
は
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
韻
」
と
い
う
点
で
、
い
ま
ひ
と
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、『
詩
品
』
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　

斉
に
王
元
長
な
る
者
有
り
、
嘗
て
余
に
謂
い
て
云
く
、
宮
商
は
二
儀
と
俱
に
生

ぜ
し
に
、
古
よ
り
詞
人　

之
を
知
ら
ず
。
唯
だ
顔
憲
子
（
顔
延
之
）
は
乃
ち
律
呂

音
調
を
云
う
も
、
其
の
実
は
大
い
に
謬
れ
り
。
唯
だ
范
曄
・
謝
荘
を
見
る
に
、
頗

る
之
を
識
る
の
み
。
常
に
知
音
論
を
進
め
ん
と
欲
せ
し
も
、
未
だ
就
ら
ず
。
王
元
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長
は
其
の
首
を
創
め
、
沈
約
・
謝
脁
は
其
の
波
を
揚
ぐ
。（『
詩
品
』
下
・
序
。
括

弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
記
。）㉚

　

斉
の
王
融
の
こ
と
ば
と
し
て
、
古
来
詩
人
た
ち
は
五
音
階
に
気
付
か
ず
、
顔
延

之
、
范
曄
、
謝
荘
、
王
融
の
み
が
韻
律
の
調
和
を
理
解
し
て
い
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
鍾
嶸
の
序
は
、
先
に
挙
げ
た
沈
約
の
見
解
に
対
す
る
反
論
の
続
き
で

あ
り
、
声
律
論
を
創
始
し
た
の
は
王
融
で
あ
っ
て
、
沈
約
・
謝
脁
ら
の
論
は
そ
れ

を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
眼
目
の
あ
る
記
述
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
う
し
た
鍾
嶸
の
意
図
は
別
に
し
て
、
こ
の
記
述
か
ら
は
顔
延
之
や
謝
荘
ら

が
文
学
上
の
音
律
に
つ
い
て
、
一
家
言
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

顔
延
之
や
謝
荘
と
い
え
ば
、『
文
選
』
に
も
誄
が
収
載
さ
れ
て
い
る
、
曹
植
・
潘

岳
ら
の
あ
と
を
つ
ぐ
誄
の
名
手
で
あ
る
。
先
に
み
た『
文
心
雕
龍
』哀
弔
篇
に「
韻
」

に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
哀
辞
や
誄
の
よ
う
な
葬
礼
に
お
い
て
朗
誦

さ
れ
る
韻
文
に
は
、
詩
と
同
様
に
音
声
の
調
和
と
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
が
求
め
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
曹
植
と
潘
岳
、
さ
ら
に
彼
ら
の
文

学
に
連
な
る
詩
人
た
ち
は
、「
韻
」
と
い
う
点
で
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
が
知
ら
れ

よ
う
。

　
　
　

四

　

こ
こ
ま
で
曹
植
と
潘
岳
と
の
関
わ
り
を
「
韻
」
と
い
う
評
語
を
中
心
に
見
て
き

た
が
、
最
後
に
、
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。『
文
心
雕
龍
』

指
瑕
篇
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

陳
思
の
文
は
、
群
才
の
俊
な
り
。
而
れ
ど
も
武
帝
の
誄
に
云
う
、
尊
霊
は
永
く

蟄
す
と
。
明
帝
の
頌
に
云
う
、
聖
体
は
浮
ぶ
こ
と
軽
し
と
。
浮
軽
は
蝴
蝶
に
似
る

有
り
、
永
蟄
は
頗
る
昆
蟲
に
疑
わ
る
。
之
を
尊
極
に
施
す
は
、
豈
に
其
れ
当
な
ら

ん
や
。
左
思
の
七
諷
、
孝
を
説
く
も
従
わ
ず
。
道
に
反
す
る
こ
と
斯
の
若
し
。
餘

は
観
る
に
足
ら
ず
。
潘
岳
の
才
為
る
や
、
哀
文
を
善
く
す
。
然
れ
ど
も
内
兄
を
悲

し
み
て
は
、
則
ち
口
沢
に
感
ず
と
云
い
、
弱
子
を
傷
ん
で
は
、
則
ち
心
は
疑
う
が

如
し
と
云
う
。
礼
の
文
は
尊
極
に
在
る
に
、
之
を
下
流
に
施
す
。
辞
は
哀
し
む
に

足
る
と
雖
も
、
義
は
斯
れ
替
せ
り
。㉛

　

曹
植
の
「
武
帝
誄
」
や
「
明
帝
頌
」、
左
思
の
「
七
諷
」、
潘
岳
の
哀
悼
文
が
、

身
分
の
高
下
や
場
合
を
わ
き
ま
え
ぬ
不
当
な
表
現
を
使
用
し
て
い
る
、
と
い
う
文

章
上
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
一
節
で
あ
る
。
こ
う
し
た
欠
陥
を
含
む
作
品
は
枚
挙
に

遑
が
な
い
と
し
て
、
ほ
か
に
崔
瑗
の
「
李
公
誄
」
と
向
秀
の
「
思
旧
賦
」
の
み
に

触
れ
る
だ
け
に
留
め
て
い
る
が
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
例
の
中
に
曹
植
と
潘
岳
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
例
と
し
て
挙
が
っ
て
い

る
の
は
哀
誄
の
作
が
中
心
で
あ
り
、
葬
礼
の
厳
格
な
制
度
か
ら
す
る
と
間
違
い
も

起
こ
り
や
す
い
文
体
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ほ
か
に
誄
の
作
品
が
残
る
陸
機
や
顔

延
之
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
『
顔
氏
家
訓
』文
章
篇
で
も
哀
悼
文
の
よ
う
な
禍
に
か
か
る
辞（
哀
傷
凶
禍
之
辞
）

は
タ
ブ
ー
を
犯
し
や
す
い
と
し
て
、
劉
勰
が
挙
げ
る
曹
植
や
潘
岳
以
外
に
蔡
邕
・

王
粲
・
潘
尼
・
陸
機
を
あ
げ
て
お
り
、
曹
植
、
潘
岳
に
つ
い
て
は
先
の
劉
勰
と
同

じ
例
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
タ
ブ
ー
は
、
古
人
は
頓
着
し
て
い
な
い

が
、
今
の
世
で
あ
れ
ば
不
敬
の
罪
を
問
わ
れ
る
（
今
為
此
言
、
則
朝
廷
之
辠
人
也
）

九
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こ
と
と
な
る
と
も
記
し
て
い
る
。
顔
之
推
の
い
う
「
古
人
」
は
、
挙
げ
ら
れ
て
い

る
例
か
ら
推
し
て
漢
魏
晋
の
詩
人
た
ち
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
同

じ
哀
誄
の
作
者
と
し
て
顔
延
之
や
謝
荘
の
名
が
挙
が
ら
な
い
の
は
、
そ
の
頃
に
は

す
で
に
厳
格
な
文
章
上
の
規
定
が
詩
人
た
ち
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
曹
植
と
潘
岳
の
名
を
劉
勰
、
顔
之
推
が
と
も
に
挙
げ
る
の
は
、
哀
誄
の
名

手
と
し
て
の
評
が
確
立
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
忌
む
べ
き
作
法
か
ら
は
ず
れ
た
例
と
し
て
、
当
時
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
見
解
も
あ
く
ま
で
六
朝
後
期
の
基
準
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
っ
て
、
漢
魏
晋
の
頃
に
は
特
段
問
題
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
劉
勰
や
顔
延
之
ら
は
こ
う
し
た
曹
植
や
潘
岳
の
措
辞
を
欠
陥
と

し
て
捉
え
て
い
る
が
、裏
を
返
せ
ば
、曹
植
や
潘
岳
は
哀
誄
に
お
い
て
所
謂
タ
ブ
ー

を
度
外
視
し
て
も
、
最
も
伝
え
る
べ
き
悲
哀
の
情
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
を

置
い
て
い
る
わ
け
で
、
こ
う
し
た
規
格
外
の
表
現
は
、
鍾
嶸
が
重
視
す
る
と
こ
ろ

の
「
直
致
」
や
「
直
尋
」、
す
な
わ
ち
ま
っ
す
ぐ
な
抒
情
表
現
、
自
然
な
個
性
の

顕
示
の
一
端
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
『
詩
品
』
中
・
序
に
は
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

情
性
を
吟
詠
す
る
に
至
っ
て
は
、
亦
た
何
ぞ
用
事
を
貴
ば
ん
。
君
を
思
い
て
流

水
の
如
し
は
、
既
に
是
れ
即
目
。
高
台　

悲
風
多
し
は
、
亦
た
唯
だ
見
る
所
。
清

晨　

隴
首
に
登
る
は
、
羌あ
あ

故
実
無
し
。
明
月　

積
雪
を
照
ら
す
は
、
詎
ぞ
経
史
よ

り
出
で
ん
や
。古
今
の
勝
語
を
観
る
に
、多
く
は
補
仮
に
非
ず
、皆
な
直
尋
に
由
る
。

顔
延
・
謝
荘
、
尤
も
繁
密
を
為
し
、
時
に
之
を
化
す
。
故
に
大
明
泰
始
中
、
文
章

は
殆
ど
書
抄
に
同
じ
。㉜

　
「
高
台　

悲
風
多
し
」
と
い
う
曹
植
の
句
を
は
じ
め
、
徐
幹
・
張
華
・
謝
霊
運

の
句
を
挙
げ
て
、
優
れ
た
句
の
表
現
は
経
書
や
史
書
な
ど
の
古
典
か
ら
の
借
り
も

の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
「
直
尋
」
つ
ま
り
率
直
な
表
現
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
い
い
、
反
対
に
顔
延
之
や
謝
荘
は
典
故
の
多
用
に
よ
り
表
現
が
窮
屈
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
い
う
。
し
て
み
る
と
、
先
の
『
文
心
雕
龍
』
指
瑕
篇
に
徐
幹
や
張

華
、
謝
霊
運
も
挙
げ
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
表
現
の
大
胆
さ
や
斬
新

さ
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
曹
植
や
潘
岳
の
方
が
際
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
の
陸
機
は
『
詩
品
』
に
お
い
て
、「
規
矩
を
尚
び
、
綺
錯
を
貴
ば
ず
。
直

致
の
奇
を
傷
う
も
の
有
り
」
と
、
ま
た
顔
延
之
は
「
其
の
源
は
陸
機
よ
り
出
づ
、

巧
似
を
尚
び
、
体
裁
綺
密
、
情
喻
淵
深
に
し
て
、
動つ
ね

に
虚
散
無
く
、
一
句
一
字
皆

な
意
を
致
す
（
其
源
出
於
陸
機
、
尚
巧
似
、
體
裁
綺
密
、
情
喻
淵
深
、
動
無
虚

散
、
一
句
一
字
皆
致
意
焉
）」（
中
品
）
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
規
格
内
で
の

表
現
の
精
密
さ
や
深
さ
を
求
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
い

う
と
、
潘
岳
は
曹
植
の
よ
り
革
新
的
な
側
面
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

た
だ
、
曹
植
や
潘
岳
の
文
学
が
斬
新
さ
の
み
を
追
求
し
た
の
か
と
い
う
と
、
も

ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
文
心
雕
龍
』
哀
弔
篇
に
は
、
徐
幹
の
哀
辞

に
言
及
し
た
部
分
に
続
け
て
、
潘
岳
の
哀
辞
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

潘
岳
の
継
い
で
作お
こ

る
に
及
ん
で
、
実
に
其
の
美
を
鍾あ
つ

む
。
其
の
慮
は
贍ゆ
た

か
に
し

九
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曹
植
の
文
学
と
そ
の
継
承　

―

潘
岳
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―

て
辞
変
じ
、
情
洞ふ

か

く
悲
苦
し
、
事
を
敘
ぶ
る
は
伝
の
如
く
、
言
を
結
ぶ
は
詩
を
模

し
、
節
を
四
言
に
促
し
、
緩
句
有
る
こ
と
鮮
し
。
故
に
能
く
義
は
直
に
し
て
文
は

婉
、
体
は
旧
に
し
て
趣
は
新
た
な
り
。
金
鹿
・
沢
蘭
は
、
之
を
継
ぐ
も
の
或
る
莫

し
。㉝

　

潘
岳
の
哀
辞
は
、
豊
か
な
発
想
と
変
化
に
富
む
辞
藻
に
よ
り
な
が
ら
、
伝
記
の

ご
と
く
事
柄
を
描
き
、
詩
経
の
ご
と
く
四
言
で
引
き
締
ま
っ
た
修
辞
で
貫
か
れ
て

い
る
と
す
る
。
こ
の
「
体
は
旧
に
し
て
趣
は
新
た
な
り
」
と
い
う
表
現
上
の
特
徴

は
、
潘
岳
の
詩
に
四
言
詩
の
割
合
が
多
い
こ
と
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
明
の
張

溥
が
潘
岳
の
哀
誄
を
評
し
て
、

　

余　

潘
安
仁
の
馬
汧
督
誄
を
読
む
に
、
惻
然
と
し
て
古
の
義
士
を
思
う
、
猶
お

班
孟
堅
の
蘇
子
卿
を
伝
う
る
が
ご
と
し
。
悼
亡
の
詩
賦
、哀
永
逝
文
に
及
ん
で
は
、

則
ち
又
た
其
の
閨
房
の
辛
苦
を
傷
み
、
古
の
落
葉
哀
蟬
の
嘆
有
り
。
史
に
云
う
、

善
く
哀
誄
を
為
す
は
、
誠
に
然
ら
ん
や
。（『
漢
魏
六
朝
百
三
家
集
』
巻
四
十
五
、

晋
潘
岳
集
題
詞
）㉞

　

と
い
う
の
も
、
表
現
の
斬
新
さ
の
裏
に
あ
る
古
の
趣
き
を
感
じ
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
ま
た
元
の
陳
繹
曽
『
詩
譜
』
で
は
、「
安
仁　

質
は
文
に
勝
り
、古
意
有
り
、

但
だ
澄と
う

汰た

す
る
こ
と
未
だ
精
な
ら
ざ
る
の
み
（
安
仁
質
勝
於
文
、
有
古
意
、
但
澄

汰
未
精
耳
）」（
四
庫
全
書
本
『
説
郛
』
巻
七
十
九
下
）
と
さ
え
評
し
て
お
り
、
華

麗
な
文
辞
を
操
る
潘
岳
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
正
反
対
の
評
価
を
下
し
て
い

る
。

　

こ
の
評
に
見
え
る
「
古
意
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
曹
植
の
詩
に
対
す
る
評
語
に

も
使
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
明
の
謝
榛
『
四
溟
詩
話
』
巻
二
で
は
曹
植
の
詩
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

子
建
の
詩
は
多
く
虚
字
用
工
の
処
有
り
、
唐
人
の
詩
眼
は
此
に
本
づ
く
の
み
。

朱
華　

緑
池
を
冒
す
、
時
雨　

飛
塵
を
浄
う
、
松
子
久
し
く
吾
を
欺
く
、
坐
に
列

し
て
長
筵
竟わ

た

る
、
厳
霜　

玉
除
に
依
る
、
遠
望
し
て
千
里
を
周
ら
す
の
若
き
は
、

其
の
平
仄　

妥
帖
に
し
て
、
尚
お
古
意
有
り
。㉟

　

唐
代
詩
人
た
ち
に
も
つ
な
が
る
技
巧
的
で
洗
練
さ
れ
た
修
辞
と
と
も
に
、
適
切

な
平
仄
が
曹
植
の
詩
に
は
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
古
い
趣
を
併
せ
も
っ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
潘
岳
に
も
相
通
ず
る
特
徴
と
言
え
よ
う
。

　

あ
く
ま
で
曹
植
文
学
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
潘
岳
と
陸
機
を
見
て
み
る

と
、
誤
解
を
恐
れ
ず
敢
え
て
図
式
的
に
言
え
ば
、
潘
岳
は
、
独
自
の
表
現
や
発
想

を
駆
使
し
て
自
ら
の
悲
哀
の
情
を
詠
じ
尽
く
そ
う
と
し
た
曹
植
の
側
面
を
継
承
し

た
詩
人
で
あ
り
、
一
方
の
陸
機
は
、
伝
統
に
も
と
づ
く
こ
と
ば
に
深
い
思
念
を
寄

託
す
る
と
い
う
側
面
を
継
承
し
た
詩
人
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
さ
ら
に
そ
こ
に
、
自
ず
と
韻
律
が
調
和
す
る
と
い
う
曹
植
と
似
た
天
成
の
言

語
感
覚
を
も
つ
潘
岳
と
、
楚
の
音
に
執
着
し
た
陸
機
と
い
う
要
素
も
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

九
五



京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
号

　
　
　

注

①　
「
故
知
陳
思
為
建
安
之
傑
、
公
幹
仲
宣
為
輔
。
陸
機
為
太
康
之
英
、
安
仁
景

　

陽
為
輔
。
謝
客
為
元
嘉
之
雄
、
顔
延
年
為
輔
。
斯
皆
五
言
之
冠
冕
、
文
詞
之
命

　

世
也
。」

②　

曹
植
に
関
す
る
論
文
は
数
多
い
が
、
曹
植
に
対
す
る
評
価
と
い
う
面
か
ら
、

　

曹
植
に
降
さ
れ
た
評
価
の
意
味
や
評
価
の
背
景
を
考
察
し
た
論
文
に
は
、
植
木

　

久
行
氏
「
曹
植
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て―

魏
晋
時
代
を
中
心
と
し
て―

」（『
中
国

　

文
学
研
究
』一
、一
九
七
五
年
）「「
南
朝
期
に
お
け
る
曹
植
評
価
の
実
態（
上
）」」

　
（『
中
国
古
典
研
究
』
二
十
二
、一
九
七
七
年
）「
南
朝
期
に
お
け
る
曹
植
評
価
の

　

実
態
（
中
）―

永
明
体
の
詩
学
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て―

」（『
中
国
古
典
研

　

究
』
二
十
四
、一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。

③　

富
永
一
登
「『
文
選
』
李
善
注
の
活
用―

注
引
曹
植
詩
文
か
ら
見
た
文
学
言

　

語
の
継
承
と
創
作―

」（『
六
朝
学
術
学
会
報
』
第
四
集
、
二
〇
〇
三
年
。）

④　
「
其
源
出
於
國
風
。
骨
氣
奇
高
、
詞
彩
華
茂
。
情
兼
雅
怨
、
體
被
文
質
。
粲

　

溢
今
古
、
卓
爾
不
羣
。
嗟
乎
、
陳
思
之
於
文
章
也
、
譬
人
倫
之
有
周
孔
、
鱗
羽

　

之
有
龍
鳳
、
音
樂
之
有
琴
笙
、
女
工
之
有
黼
黻
。
俾
爾
懷
鉛
吮
墨
者
、
抱
篇
章

　

而
景
慕
、
暎
餘
暉
以
自
燭
。
故
孔
氏
之
門
如
用
詩
、
則
公
幹
升
堂
、
思
王
入
室
、

　

景
陽
潘
陸
、
自
可
坐
於
廊
廡
之
間
矣
。」

⑤　
「
其
源
出
於
陳
思
。
才
高
辭
贍
、
舉
體
華
美
。
氣
少
於
公
幹
、
文
劣
於
仲
宣
。

　

尚
規
矩
、
不
貴
綺
錯
。
有
傷
直
致
之
奇
。
然
其
咀
嚼
英
華
、
厭
飫
膏
澤
、
文
章

　

之
淵
泉
也
。
張
公
歎
其
大
才
、
信
矣
。」

⑥　

興
膳
宏
『
合
璧　

詩
品　

書
品
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
一
頁
。）

⑦　
「
其
體
源
出
於
國
風
。
陸
機
所
擬
十
四
首
、
文
温
以
麗
、
意
悲
而
遠
。
驚
心

　

動
魄
、
可
謂
㡬
乎
一
字
千
金
。
其
外
、
去
者
日
已
疎
四
十
五
首
、
雖
多
哀
怨
、

　

頗
為
總
雜
。
舊
疑
是
建
安
中
曹
王
所
製
。
客
從
遠
方
來
、
橘
柚
垂
華
實
、
亦
為

　

驚
絶
矣
。
人
代
㝠
滅
、
而
清
音
獨
遠
、
悲
夫
。」

⑧　

柳
川
順
子
氏
は
陸
機
が
擬
古
詩
を
製
作
し
た
理
由
を
、
南
方
発
祥
の
五
言
詩

　

の
中
で
も
、
特
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
古
詩
群
を
模
擬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五

　

言
詩
人
と
し
て
の
自
ら
の
正
当
性
と
文
才
を
西
晋
詩
壇
に
示
す
こ
と
に
そ
の
目

　

的
が
あ
っ
た
と
の
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。『
漢
代
五
言
詩
歌
史
の
研

　

究
』（
創
文
社
、
二
〇
一
三
年
）。
第
七
章
「
呉
の
文
学
風
土
と
陸
機
の
「
擬
古

　

詩
」　―

呉
人
か
ら
見
た
五
言
詩
歌
史
」。

⑨　
「
陳
思
群
才
之
英
也
。･･･

夫
以
子
建
明
練
士
衡
沈
密
、
而
不
免
於
謬
。」

⑩　

世
界
古
典
文
学
全
集
二
十
五
『
陶
淵
明　

文
心
雕
龍
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇

　

〇
五
年
第
五
刷
、
三
九
四
頁
）。

⑪　

詹
鍈
『
文
心
雕
龍
義
証
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
王
運
煕
・

　

周
鋒
『
文
心
雕
龍
訳
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
陸
侃
如
・
牟

　

世
金
『
文
心
雕
龍
訳
注
』（
斉
魯
書
社
、一
九
八
二
年
）。「
沈
密
」
に
つ
い
て
は
、

　

い
ず
れ
も
「
深
沈
細
密
」
と
す
る
。

⑫　
「
其
源
出
於
仲
宣
。
翰
林
歎
其
翩
翩
然
如
翔
禽
之
有
羽
毛
、
衣
服
之
有
綃
縠
、

　

猶
淺
於
陸
機
。
謝
混
云
、
潘
詩
爛
若
舒
錦
、
無
處
不
佳
。
陸
文
如
披
沙
簡
金
、

　

往
往
見
寶
。
嶸
謂
、
益
壽
輕
華
、
故
以
潘
為
勝
。
翰
林
篤
論
、
故
歎
陸
為
深
。

　

余
嘗
言
、
陸
才
如
海
、
潘
才
如
江
。」

⑬　

前
掲
注
③
論
文
。

⑭　

曹
植
の
場
合
、
詩
は
全
六
十
五
首
中
、
五
言
が
四
十
二
首
、
四
言
が
十
五
首
、

　

そ
の
他
が
八
首
、
楽
府
は
全
五
十
八
首
中
、
五
言
が
三
十
七
首
、
四
言
が
七
首
、
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曹
植
の
文
学
と
そ
の
継
承　

―

潘
岳
と
の
関
わ
り
を
中
心
に―

　

そ
の
他
が
十
三
首
で
あ
る
。
陸
機
の
場
合
、
詩
は
全
八
十
七
首
中
、
五
言
が
五

　

十
七
首
、
四
言
が
三
十
首
、
楽
府
は
全
四
十
七
首
中
、
五
言
が
三
十
一
首
、
四

　

言
が
三
首
、
そ
の
他
が
九
首
で
あ
る
。
潘
岳
の
場
合
は
、
詩
は
全
二
十
四
首
中
、

　

五
言
が
十
三
首
、
四
言
が
十
首
、
そ
の
他
が
一
首
で
あ
る
。
但
し
、
四
言
十
首

　

の
う
ち
二
首
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
一
章
、
十
六
章
か
ら
成
る
長
篇
で
あ

　

る
。
閣
道
に
書
き
付
け
た
と
さ
れ
る
俗
謡
は
、そ
の
他
の
一
首
と
し
て
数
え
た
。

　

な
お
、
い
ず
れ
も
作
品
数
は
逸
文
も
含
め
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
趙
幼
文
『
曹
植

　

集
校
注
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）、
劉
運
好
『
陸
士
衡
文
集
校
注
』

　
（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
王
増
文
『
潘
黄
門
集
校
注
』（
中
州
古
籍
出

　

版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
っ
た
。

⑮　
「
若
夫
宮
商
大
和
、
譬
諸
吹
籥
。
翻
廻
取
均
、
頗
似
調
瑟
。
瑟
資
移
柱
、
故

　

有
時
而
乖
貳
。
籥
含
定
管
、
故
無
往
而
不
壹
。
陳
思
潘
岳
、
吹
籥
之
調
也
。
陸

　

機
左
思
、
瑟
柱
之
和
也
。
概
舉
而
推
、
可
以
類
見
。
又
詩
人
綜
韻
、
率
多
清
切
。

　

楚
辭
辭
楚
。
故
訛
韻
實
繁
。
及
張
華
論
韻
、
謂
士
衡
多
楚
。
文
賦
亦
稱
知
楚
不

　

易
。
可
謂
銜
靈
均
之
聲
餘
、
失
黄
鐘
之
正
響
也
。」

⑯　
「
昔
曹
劉
殆
文
章
之
聖
、
陸
謝
為
體
二
之
才
。
銳
精
研
思
、
千
百
年
中
、
而

　

不
聞
宮
商
之
辨
、
四
聲
之
論
。
或
謂
、
前
達
偶
然
不
見
。
豈
其
然
乎
。
嘗
試
言

　

之
、
古
者
詩
頌
皆
被
之
金
竹
、
故
非
調
五
音
、
無
以
諧
會
。
若
置
酒
高
堂
上
、

　

明
月
照
高
樓
、
為
韻
之
首
。
故
三
祖
之
詞
、
文
或
不
工
、
而
韻
入
歌
唱
。
此
重

　

音
韻
之
義
也
。
與
世
之
言
宮
商
異
矣
。」

⑰　
「
六
朝
文
学
評
論
史
上
に
お
け
る
声
律
論
の
形
成　

沈
約
の
四
声
応
用
説
に

　

至
る
ま
で
」（『
中
国
文
学
論
集
』
十
三
、八
十
二
～
一
一
一
頁
、
一
九
八
四
年

　

十
二
月
、
九
州
大
学
中
国
文
学
会
）。

⑱　
『
六
朝
詩
人
伝
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
九
六
五
頁
。

⑲　
「
安
仁
輕
敏
、
故
鋒
發
而
韻
流
。
士
衡
矜
重
、
故
情
繁
而
辭
隠
。」

⑳　

注
⑩
お
よ
び
⑪
参
照
。

㉑　
「
然
子
建
思
㨗
而
才
儁
、
詩
麗
而
表
逸
。
子
桓
慮
詳
而
力
緩
、
故
不
競
於
先

　

鳴
。･･･

潘
岳
敏
給
、
辭
自
和
暢
、
鍾
美
於
西
征
、
賈
餘
於
哀
誄
、
非
自
外
也
。」

㉒　
「
揚
雄
弔
屈
、
思
積
功
寡
、
意
深
反
騒
、
故
辭
韻
沈
膇
。」

㉓　

な
お
、「
辞
韻
」
に
つ
い
て
は
、
興
膳
氏
は
「
こ
と
ば
の
響
き
」、
王
運
熙
・

　

周
鋒
氏
は
「
所
以
顕
得
文
辞
音
韻
板
滞
凝
重
」、
詹
鍈
氏
は
王
金
凌
の
言
を
引

　

き
「
以
比
喩
旋
律
滞
塞
而
不
流
暢
」
と
し
て
い
る
。
注
⑩
お
よ
び
⑪
を
参
照
。

　

王
金
凌
は
『
文
心
雕
龍
文
論
術
語
析
論
』
一
九
八
六
年
台
湾
版
に
拠
る
と
す
る

　
（
筆
者
未
見
）。

㉔　
「
夫
弔
雖
古
義
、
而
華
辭
末
造
。
華
過
韻
緩
、
則
化
而
為
賦
。」

㉕　

注
⑩
お
よ
び
⑪
㉓
を
参
照
。

㉖　

拙
論「
潘
岳
に
至
る
ま
で
の
誄
の
作
品
群
を
め
ぐ
っ
て
」（『
未
名
』）十
一
号
、

　

一
九
九
三
年
）
参
照
。

㉗　
「
阮
嗣
宗
詩
専
以
意
勝
、
陶
淵
明
詩
専
以
味
勝
、
曹
子
建
詩
専
以
韻
勝
、
杜

　

子
美
詩
専
以
氣
勝
。
然
意
可
學
也
、
味
亦
可
學
也
、
若
夫
韻
有
高
下
、
氣
有
强

　

弱
、
則
不
可
强
矣
。
此
韓
退
之
之
文
、
曹
子
建
、
杜
子
美
之
詩
、
後
世
所
以
莫

　

能
及
也
。
…
…
韻
有
不
可
及
者
、
曹
子
建
是
也
。
味
有
不
可
及
者
、
淵
明
是
也
、

　

才
力
有
不
可
及
者
、
李
太
白
、
韓
退
之
是
也
。
意
氣
有
不
可
及
者
、
杜
子
美
是

　

也
。
文
章
古
今
迥
然
不
同
、
鍾
嶸
詩
品
以
古
詩
第
一
、
子
建
次
之
、
此
論
誠
然
。

　

觀
子
建
明
月
照
高
樓
、
高
臺
多
悲
風
、
南
國
有
佳
人
、
驚
風
飄
白
日
、
謁
帝
承

　

明
廬
等
篇
、
鏗
鏘
音
節
、
抑
揚
態
度
、
温
潤
清
和
、
金
聲
而
玉
振
之
、
辭
不
迫
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切
、
而
意
已
獨
至
、
與
三
百
五
篇
異
世
同
律
、
此
所
謂
韻
不
可
及
也
。」

㉘  
興
膳
宏
「『
歳
寒
堂
詩
話
』
の
詩
人
論―

杜
甫
と
白
居
易
を
中
心
に―

」（『
東

　

方
学
』
九
十
二
、一
九
九
六
年
。
後
、『
中
国
文
学
理
論
の
展
開
』
清
文
堂
、  

　

二
〇
〇
八
年
所
収
）。
但
し
、
こ
の
論
の
中
で
「
韻
」
が
如
何
な
る
意
を
含
む

　

概
念
で
あ
る
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。

㉙  

「
其
源
出
於
王
粲
。
文
體
華
浄
、
少
病
累
。
又
巧
構
形
似
之
言
。
雄
於
潘
岳
、

　

靡
於
太
沖
。
風
流
調
達
、
實
曠
代
之
高
手
。
詞
彩
葱
菁
、
音
韻
鏗
鏘
、
使
人
味

　

之
、
亹
亹
不
倦
。」

㉚　
「
齊
有
王
元
長
者
、
嘗
謂
余
云
、
宮
商
與
二
儀
俱
生
、
自
古
詞
人
不
知
之
。

　

唯
顔
憲
子
乃
云
律
呂
音
調
、
而
其
實
大
謬
。
唯
見
范
曄
謝
莊
、
頗
識
之
耳
。
常

　

欲
進
知
音
論
、
未
就
。
王
元
長
創
其
首
、
沈
約
謝
脁
揚
其
波
。」

㉛　
「
陳
思
之
文
、
羣
才
之
俊
也
。
而
武
帝
誄
云
、
尊
靈
永
蟄
。
明
帝
頌
云
、
聖

　

體
浮
輕
。
浮
輕
有
似
於
蝴
蝶
、
永
蟄
頗
疑
於
昆
蟲
。
施
之
尊
極
、
豈
其
當
乎
。

　

左
思
七
諷
、
説
孝
而
不
從
。
反
道
若
斯
。
餘
不
足
觀
矣
。
潘
岳
為
才
、
善
於
哀

　

文
。
然
悲
内
兄
、
則
云
感
口
澤
、
傷
弱
子
、
則
云
心
如
疑
。
禮
文
在
尊
極
、
而

　

施
之
下
流
。
辭
雖
足
哀
、
義
斯
替
矣
。」

㉜　
「
至
乎
吟
詠
情
性
、
亦
何
貴
於
用
事
。
思
君
如
流
水
、
既
是
即
目
。
高
臺
多

　

悲
風
、
亦
唯
所
見
。
清
晨
登
隴
首
、
羌
無
故
實
。
明
月
照
積
雪
、
詎
出
經
史
。

　

觀
古
今
勝
語
、
多
非
補
假
、
皆
由
直
尋
。
顔
延
・
謝
莊
、
尤
為
繁
密
、
於
時
化

　

之
。
故
大
明
泰
始
中
、
文
章
殆
同
書
抄
。」

㉝　
「
及
潘
岳
繼
作
、
實
鍾
其
美
。
觀
其
慮
贍
辭
變
、
情
洞
悲
苦
、
敘
事
如
傳
、   

　

結
言
模
詩
、
促
節
四
言
、
鮮
有
緩
句
。
故
能
義
直
而
文
婉
、
體
舊
而
趣
新
、
金

　

鹿
・
澤
蘭
、
莫
之
或
繼
也
。」

㉞　
「
余
讀
潘
安
仁
馬
汧
督
誄
、
惻
然
思
古
義
士
、
猶
班
孟
堅
之
傳
蘇
子
卿
也
。

　

及
悼
亡
詩
賦
、
哀
永
逝
文
、
則
又
傷
其
閨
房
辛
苦
、
有
古
落
葉
哀
蟬
之
嘆
。
史

　

云
、
善
為
哀
誄
、
誠
然
哉
。」

㉟　
「
子
建
詩
多
有
虚
字
用
工
処
、
唐
人
詩
眼
本
於
此
爾
。
若
朱
華
冒
緑
池
、
時

　

雨
浄
飛
塵
、
松
子
久
吾
欺
、
列
坐
竟
長
筵
、
厳
霜
依
玉
除
、
遠
望
周
千
里
、
其

　

平
仄
妥
帖
、
尚
有
古
意
。」

（
二
〇
一
八
年
十
月
一
日
受
理
）

                    　
　
　
（
は
や
し　

か
な　

文
学
部
日
本
・
中
国
文
学
科
教
授
）
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