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魏
の
武
帝
曹
操
は
、
卓
越
し
た
戦
略
家
で
あ
る
一
方
、
詩
歌
を
作
り
、
そ
れ
を
管
弦
楽
の
調
べ
に
乗
せ
て
歌
わ
せ
た
。『
魏
志
』
武
帝
紀
の

裴
松
之
注
に
引
く
『
魏
書
』
に
次
の
よ
う
に
い
う
。 

軍
を
御
す
る
こ
と
三
十
餘
年
、
手
に
は
書
を
捨
て
ず
、
昼
に
は
則
ち
武
策
を
講
じ
、
夜
に
は
則
ち
経
伝
を
思
ひ
、
高
き
に
登
り
て
は
必

ず
賦
し
、
新
詩
を
造
る
に
及
び
て
は
、
之
を
管
弦
に
被
ら
せ
、
皆 

楽
章
を
成
す
。 

こ
こ
に
い
う
管
弦
楽
に
乗
せ
ら
れ
た
歌
辞
、
す
な
わ
ち
楽
府
詩
は
、
魏
に
先
立
つ
後
漢
の
時
代
、
基
本
的
に
は
詠
み
人
知
ら
ず
の
俗
楽
歌
辞

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
は
固
有
の
人
物
が
自
ら
の
名
を
記
し
て
作
る
文
学
へ
と
脱
皮
し
た
。
文
学
史
上
、
こ
の
こ
と
が
画
期

的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
で
は
、
曹
操
は
な
ぜ
楽
府
詩
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

す
で
に
多
く
の
先
人
に
よ
っ
て
論
究
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
私
な
り
の
推
論
を
付
け
加
え
る
余
地
も
な
お
幾
ば
く
か

は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
敢
え
て
こ
こ
に
贅
言
を
弄
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
は
じ
め
に
私
論
と
の
分
岐
点
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
先
行
研
究
を
掲
げ
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
本
稿
の
立
脚
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。 

 

ま
ず
、
曹
魏
王
朝
に
お
け
る
文
学
隆
盛
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
氏
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
。
渡
邉
論
文
は
、
従
来
の
研
究
を
、

歴
史
学
・
文
学
の
両
分
野
に
渡
っ
て
網
羅
的
か
つ
包
括
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、
更
に
社
会
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
提
唱
し
た
「
文

化
資
本
」
と
い
う
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、「
曹
操
は
、
儒
教
的
価
値
の
優
越
性
を
梃
子
に
文
化
的
諸
価
値
を
専
有
す
る
「
名
士
」
層
に
対
抗
し

て
、
新
た
な
文
化
的
価
値
の
創
出
を
試
み
た
。
そ
れ
が
「
文
学
」
で
あ
る
」
と
の
新
見
地
を
提
示
し
た
①
。
こ
の
論
は
そ
の
後
、
曹
操
の
個

別
具
体
的
な
作
品
に
ま
で
考
究
対
象
を
広
げ
、
彼
の
楽
府
詩
の
本
質
を
、
帝
王
と
し
て
の
志
を
表
現
し
た
、
政
治
目
的
に
従
属
す
る
文
学
と

捉
え
る
結
論
に
至
っ
て
い
る
②
。 
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さ
て
、
こ
の
一
連
の
論
の
前
提
部
分
、
す
な
わ
ち
、
漢
末
の
時
代
、
儒
教
的
教
養
を
基
本
に
持
つ
名
士
層
が
文
化
資
本
を
占
有
し
、
そ
の

仲
間
同
士
の
交
友
関
係
や
そ
れ
に
伴
う
情
報
交
換
な
ど
に
よ
っ
て
、
皇
帝
権
力
に
も
拮
抗
し
う
る
勢
力
を
上
層
社
会
の
縦
横
に
広
げ
て
い
た

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
天
下
統
合
を
目
指
し
て
い
た
曹
操
が
、
か
か
る
名
士
層
に
対
し
て
強
い
対
抗
意
識
を
募
ら
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
読
者
と
同
じ
く
、
私
も
全
面
的
に
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
曹
操
の
文
学
が
政
治
に
従
属
す
る
も
の
だ
と
す
る
見

解
に
も
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
し
、
建
安
の
文
学
が
、
儒
教
か
ら
の
離
脱
、
文
学
の
自
立
と
い
う
志
向
性
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か

だ
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
曹
操
を
主
催
者
と
す
る
建
安
文
壇
は
、
漢
末
名
士
層
の
儒
教
的
価
値
観
に
対
抗
す
べ
く
創
出
さ
れ
た
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
私
に
は
、
そ
の
内
実
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
の
知
識
人
た
ち
に
お
け
る
教
養

の
実
態
を
見
て
み
る
と
、
渡
邉
論
文
自
身
も
認
め
て
い
る
と
お
り
、
儒
教
は
必
ず
し
も
文
学
と
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
③
。

ま
た
、
曹
操
の
学
術
や
文
学
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
見
る
に
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
、
彼
が
そ
の
命
を
賭
け
て
い
た
に
違
い
な
い
軍
事
や
政

治
と
同
じ
位
相
に
あ
る
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
曹
操
が
、
そ
の
楽
府
詩
制
作
に
お
い
て
後
漢
名
士
層
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
私
も
考
え
る
が
、
そ
の
意
識
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
更
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
で
は
、
曹
操
に
お
け
る
文
学
重
視
は
、
教
養
豊
か
な
知
識
人
た
ち
へ
の
歩
み
寄
り
だ
ろ
う
か
。
岡
村
繁
氏
は
、
建
安
文
壇
の
意
図
し

た
方
向
を
、
従
来
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
民
間
文
学
へ
の
接
近
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
漢
代
よ
り
続
く
貴
族
文
学
へ
の
迎
合

で
あ
り
、
そ
の
枠
内
で
の
磨
き
上
げ
で
あ
っ
た
と
見
る
。
宦
官
の
家
柄
出
身
の
曹
操
が
清
流
の
官
僚
貴
族
を
使
い
こ
な
す
に
は
、
彼
ら
エ
リ

ー
ト
た
ち
を
凌
駕
す
る
に
足
る
教
養
を
身
に
付
け
る
以
外
な
く
、
か
く
し
て
曹
操
は
、
後
継
者
と
な
る
曹
丕
や
曹
植
に
対
し
て
学
問
の
修
得

を
切
望
し
、
有
閑
的
遊
戯
文
学
に
没
頭
す
る
こ
と
さ
え
も
容
認
し
て
、
か
く
し
て
形
成
さ
れ
た
の
が
建
安
文
壇
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
こ

の
文
壇
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
楽
府
詩
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
歌
謡
曲
に
合
わ
せ
た
歌
辞
が
、
魏
の
宮
廷
音
楽
と
し
て
管
弦
楽
の

華
麗
な
伴
奏
つ
き
で
歌
わ
れ
て
い
る
事
実
に
着
目
し
、
結
局
、
曹
操
の
楽
府
詩
と
は
、
権
力
の
誇
示
宣
伝
を
計
算
高
く
目
論
む
、
お
よ
そ
民

衆
と
は
無
縁
の
貴
族
趣
味
的
文
学
で
あ
っ
た
と
見
切
っ
て
い
る
④
。 
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こ
の
岡
村
論
文
を
踏
ま
え
つ
つ
、
曹
操
に
お
け
る
楽
府
詩
制
作
の
意
図
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
論
じ
た
の
が
道
家
春
代
氏
で
あ
る
。
道
家

論
文
は
、
彼
の
作
品
の
題
材
と
主
題
を
、
魏
の
建
国
と
い
う
史
実
に
照
ら
し
て
詳
細
に
検
討
し
、
曹
操
の
楽
府
詩
が
、
彼
を
取
り
巻
く
様
々

な
立
場
の
人
々
に
向
け
て
、
自
ら
の
政
治
的
立
場
を
宣
伝
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
⑤
。 

 

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
論
に
対
し
て
、
本
稿
は
い
っ
た
い
何
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
岡
村
論
文
が
夙
に
指
し
示
し
た
方

向
性
は
、
公
刊
後
四
十
年
余
り
が
経
過
し
た
今
も
な
お
、
そ
の
妥
当
性
を
失
っ
て
い
な
い
と
私
も
判
断
す
る
。
た
だ
し
、
魏
に
お
け
る
楽
府

詩
勃
興
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
異
論
が
な
い
で
は
な
い
。
岡
村
論
文
は
、
楽
府
詩
と
い
う
も
の
を
民
間
歌
謡
と
捉
え
る
従
前

の
定
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
な
が
ら
、
そ
の
演
奏
形
態
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
効
果
と
い
う
側
面
か
ら
、
こ
れ
を
上
述
の
ご
と
き
貴
族
趣
味
的

文
学
と
捉
え
、
そ
こ
に
漢
代
文
学
か
ら
の
連
続
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
、
楽
府
詩
は
後
漢
時
代
、
も
は
や
民
間
歌

謡
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
歌
辞
を
乗
せ
た
俗
楽
は
、
洗
練
さ
れ
た
遊
戯
文
芸
と
し
て
、
こ
の
当
時
、
上
層
階
級
の
人
々

の
間
で
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
⑥
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
俗
楽
へ
の
填
詞
が
知
識
人
た
ち
の
間
で
何
の
抵
抗
も
な
く
行
わ
れ
て

い
た
か
と
い
う
と
、
実
態
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
漢
代
の
文
人
た
ち
と
曹
操
と
の
間
に
は
、
楽
府
詩
制
作
に
対
す
る
意
識
に
お
い
て

か
な
り
の
落
差
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
楽
府
詩
と
い
う
文
芸
様
式
を
政
治
目
的
に
利
用
し
た
曹
操
の
思
惑
を
究
明
し
、
そ
の

こ
と
が
持
つ
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
楽
府
詩
と
後
漢
知
識
人
た
ち
と
の
関
係
を
も
っ
と
丁
寧
に
洗
い
出
す
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。 

 

更
に
も
う
一
点
、
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
楽
府
詩
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
曹
魏
王
朝
に
お
い
て
は
、『
宋
書
』

楽
志
に
い
わ
ゆ
る
「
相
和
」
と
「
清
商
三
調
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、「
相
和
」
十

七
曲
は
、
そ
の
多
く
が
漢
王
室
由
来
の
、
あ
る
種
特
別
な
意
味
を
ま
と
っ
た
歌
曲
群
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
清
商
三
調
」
に
属
す
る
諸
歌
曲

は
、
相
対
的
に
新
し
い
、
本
質
的
に
は
娯
楽
を
目
的
と
す
る
宴
席
文
芸
で
あ
っ
た
⑦
。
曹
操
の
楽
府
詩
に
は
「
相
和
」「
清
商
三
調
」
の
双
方

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
前
者
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
き
、「
清
商
三
調
」
歌
辞
の
方
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、「
相
和
」
歌
辞
は
、

い
わ
ば
い
わ
く
つ
き
の
歌
曲
の
替
え
歌
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
歌
曲
を
取
り
上
げ
た
こ
と
自
体
に
意
味
性
を
読
み
取
る
必
要
が
出
て
く
る
か
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ら
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
す
る
の
は
、
冒
頭
に
も
示
し
た
「
新
詩
を
造
る
に
及
び
て
は
、
之
を
管
弦
に
被
ら
せ
、
皆
楽
章
を
成
す
」
と
い
う

曹
操
の
行
為
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
ど
の
よ
う
な
思
惑
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
漢
末
名
士
層
と
曹
魏
政
権
と
の
せ

め
ぎ
あ
い
と
い
う
当
時
の
状
況
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
娯
楽
的
俗
楽
へ
の
填
詞
と
い
う
彼
の
行
為
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。 

  
 
 
 
 

一 

  

曹
操
の
楽
府
詩
が
占
め
る
歴
史
的
位
置
を
探
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
彼
を
取
り
巻
い
て
い
た
士
人
層
の
教
養
の
実
態
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

後
漢
の
知
識
人
た
ち
が
そ
の
精
神
的
支
柱
と
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
儒
教
で
あ
り
、
当
代
き
っ
て
の
大
儒
と
い
え
ば
鄭
玄
だ
が
、『
後
漢

書
』
本
伝
は
、
漢
末
知
識
人
社
会
の
空
気
を
伝
え
る
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
逸
話
を
載
録
し
て
い
る
。 

時
に
大
将
軍
袁
紹 

兵
を
冀
州
に
総
べ
、
使
を
遣
は
し
て
玄
を
要
へ
、
大
い
に
賓
客
を
会
す
。
玄
の
最
後
に
至
る
や
、
乃
ち
延
き
て
上

坐
に
升
ら
し
む
。
…
…
紹
の
客
に
は
豪
俊
多
く
、
並
び
に
才
説
有
り
、
玄
の
儒
者
な
る
を
見
て
、
未
だ
通
人
を
以
て
之
を
許
さ
ず
、
競

ひ
て
異
端
を
設
け
て
、
百
家
互
ひ
に
起
く
。
玄
は
方
に
依
り
て
辯
対
し
、
咸
問
い
の
表
に
出
づ
。
皆 

未
だ
聞
か
ざ
る
所
を
得
て
、
嗟

服
せ
ざ
る
は
莫
し
。 

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
様
々
な
学
芸
に
広
く
通
じ
て
い
る
人
物
を
「
通
人
」
と
称
し
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
理
想
的
人
間
像
と
す
る
気

風
で
あ
る
⑧
。
そ
し
て
、
儒
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
鄭
玄
は
、
袁
紹
の
下
に
集
っ
た
済
々
た
る
多
士
の
先
入
観
を
見
事
に
裏
切
っ
て
、

そ
の
教
養
の
広
さ
、
多
才
さ
を
一
座
の
人
々
に
見
せ
つ
け
、
彼
ら
を
一
人
残
ら
ず
感
服
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
袁
氏
の
滅
亡
後
、
そ
の
傘
下

か
ら
曹
操
に
帰
順
し
て
き
た
知
識
人
と
し
て
、
た
と
え
ば
張
範
、
崔
琰
、
王
脩
、
陳
琳
と
い
っ
た
人
々
が
い
る
が
、
彼
ら
も
ま
た
、
こ
う
し

た
知
的
サ
ロ
ン
の
空
気
を
日
常
的
に
呼
吸
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 

 

当
時
の
知
識
人
た
ち
が
幅
広
い
教
養
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
曹
植
と
邯
鄲
淳
と
を
巡
る
次
の
よ
う
な
逸
話
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
す



 5 

な
わ
ち
、
邯
鄲
淳
は
博
学
に
し
て
文
学
的
才
能
に
恵
ま
れ
、
文
字
学
に
も
造
詣
の
深
か
っ
た
人
物
で
、
劉
表
の
割
拠
す
る
荊
州
に
寓
居
し
て

い
た
が
、
荊
州
の
帰
服
と
同
時
に
曹
操
に
召
し
だ
さ
れ
た
。
時
に
曹
丕
は
広
く
「
英
儒
」
を
招
き
集
め
て
お
り
、
邯
鄲
淳
を
「
文
学
」
の
官

に
配
属
さ
せ
た
い
と
願
い
出
た
が
、
曹
操
は
彼
を
曹
植
の
下
に
就
か
せ
た
。
曹
植
は
邯
鄲
淳
を
得
た
こ
と
を
非
常
に
喜
び
、
ま
ず
彼
の
前
で

胡
風
の
舞
踊
、
玉
や
剣
を
用
い
た
雑
技
、
俳
優
が
行
う
よ
う
な
小
話
数
千
言
を
披
露
し
て
み
せ
、
し
か
る
後
に
儀
容
を
整
え
て
、
万
物
創
生

に
始
ま
る
哲
学
談
義
、
古
来
の
偉
人
に
対
す
る
人
物
評
論
、
古
今
の
優
れ
た
文
学
へ
の
称
賛
か
ら
、
政
治
的
実
務
や
軍
事
的
情
勢
判
断
に
及

ぶ
ま
で
、
こ
の
当
世
第
一
級
の
知
識
人
と
語
ら
い
合
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
談
論
が
ひ
と
し
き
り
交
わ
さ
れ
た
後
に
酒
や
炙
り
肉
が
運

び
込
ま
れ
た
が
、
座
中
の
人
々
は
皆
圧
倒
さ
れ
て
呆
然
と
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
（『
魏
志
』
王
粲
伝
裴
注
引
『
魏
略
』）。 

 

多
彩
か
つ
広
範
な
分
野
に
渉
っ
て
自
由
闊
達
に
行
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
談
論
は
、
曹
丕
の
主
催
す
る
宴
席
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
そ
の
「
朝
歌
令
呉
質
に
与
ふ
る
書
」
（『
文
選
』
巻
四
十
二
）
の
中
で
、
袁
氏
一
族
を
平
ら
げ
た
後
の
南
皮

で
の
游
宴
を
回
想
し
て
、 

既
に
六
経
を
妙
思
し
、
百
氏
に
逍
遥
し
、
弾
碁
を
ば
間
設
け
、
終
る
に
六
博
を
以
て
す
。
高
談
は
心
を
娯
し
ま
し
め
、
哀
筝
は
耳
に
順

ふ
。
…
…
従
者
は
笳
を
鳴
ら
し
て
以
て
路
を
啓
き
、
文
学
は
後
車
に
託
乗
す
。 

と
記
し
て
い
る
。
曹
丕
と
「
文
学
」
の
官
人
た
ち
と
の
遊
び
は
、
儒
教
の
経
典
に
対
す
る
検
討
考
察
や
、
諸
子
百
家
の
著
述
に
つ
い
て
思
い

を
め
ぐ
ら
す
こ
と
か
ら
、
弾
碁
や
双
六
と
い
っ
た
ゲ
ー
ム
に
ま
で
及
び
、
そ
こ
に
は
哀
切
な
響
き
を
奏
で
る
筝
曲
が
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ミ

ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
し
て
流
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
曹
丕
の
「
呉
質
に
与
ふ
る
書
」(

『
文
選
』
巻
四
十
二)

に
も
同
様
な
遊
び
を
描

写
し
て
、 

觴
酌
（
酒
杯
）
の
流
行
し
、
絲
竹
（
管
弦
楽
）
の
並
び
奏
す
る
に
至
る
毎
に
、
酒
は
酣
に
耳
は
熱
し
、
仰
ぎ
て
詩
を
賦
す
。 

と
見
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
当
時
の
宴
の
場
で
は
、
管
弦
楽
の
流
れ
る
中
、
儒
学
、
諸
子
百
家
の
思
想
、
文
学
と
い
っ
た
様
々

な
分
野
の
学
芸
が
、
消
閑
的
娯
楽
と
も
渾
然
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
よ
う
。 

 

更
に
、
曹
丕
渾
身
の
力
作
「
典
論
論
文
」（『
文
選
』
巻
五
十
二
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
述
も
見
え
て
い
る
。 
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蓋
し
奏
議
は
宜
し
く
雅
な
る
べ
く
、
書
論
は
宜
し
く
理
な
る
べ
く
、
銘
誄
は
実
な
る
を
尚
び
、
詩
賦
は
麗
し
き
を
欲
す
。
此
の
四
科
は

同
じ
か
ら
ず
、
故
に
之
を
能
く
す
る
者
は
偏
る
な
り
。
唯
だ
通
才
の
み
其
の
体
を
備
ふ
る
な
り
。 

こ
こ
で
は
、
儒
教
的
価
値
観
に
則
っ
て
書
か
れ
る
政
治
的
公
文
書
「
奏
議
」
が
、
い
わ
ば
純
文
学
的
韻
文
で
あ
る
「
詩
賦
」
と
同
一
平
面
上

に
並
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
奏
議
」
「
書
論
」
「
銘
誄
」
「
詩
賦
」
の
「
四
科
」
全
て
に
長
ず
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

ら
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
の
で
き
る
「
通
才
」
を
、
一
つ
の
理
想
的
な
文
人
像
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
か
の
建
安
七
子
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
得
意
と
す
る
文
体
こ
そ
異
な
っ
て
は
い
た
け
れ
ど
、
基
本
的
に
は
こ
こ
に
い
う
「
通
才
」
と
呼
び
う
る
人
々
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
各
種
の
文
体
を
総
称
し
て
「
四
科
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
こ
の
語
は
、『
論
語
』
先
進
篇
に
い
わ
ゆ
る
「
四

科
（
徳
行
、
言
語
、
政
事
、
文
学
）」
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
の
儒
家
的
な
色
を
帯
び
た
熟
語
が
、
純
文
学
た
る
「
詩
賦
」
を
も
包
括
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
、
文
学
が
儒
家
に
拮
抗
対
立
す
る
概
念
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。 

 

今
、
建
安
文
壇
に
関
す
る
文
献
を
中
心
に
、
儒
教
と
文
学
と
が
一
つ
の
場
で
交
じ
り
合
い
つ
つ
共
存
し
て
い
る
状
況
を
見
て
き
た
が
、
こ

れ
は
決
し
て
曹
氏
父
子
の
周
辺
に
の
み
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
袁
紹
サ
ロ
ン
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
鄭
玄

の
逸
話
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
曹
魏
政
権
に
お
け
る
「
文
学
」
の
官
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
時
代
の
気
風
を
鋭
敏
に
反
映
し
て

設
置
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 
 

二 

  

後
漢
末
の
知
識
人
た
ち
は
、
儒
教
一
辺
倒
で
は
な
い
幅
広
い
学
術
文
芸
に
親
し
む
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
。
と
す
る
と
、
儒
教
的
価
値

観
か
ら
は
少
し
く
距
離
の
あ
る
娯
楽
文
芸
に
対
し
て
も
、
比
較
的
好
意
的
に
こ
れ
を
受
け
止
め
た
可
能
性
が
あ
る
。
で
は
、
彼
ら
と
楽
府
詩

と
の
関
係
は
、
果
た
し
て
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

楽
府
詩
は
、
俗
楽
に
乗
せ
て
歌
わ
れ
る
歌
辞
と
定
義
で
き
る
が
、
後
漢
時
代
、
そ
う
し
た
俗
楽
歌
謡
が
行
わ
れ
る
の
は
宴
席
に
お
い
て
で
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あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
後
漢
半
ば
を
代
表
す
る
文
人
、
張
衡
の
「
南
都
賦
」
（『
文
選
』
巻
四
）
に
は
、
後
漢
の
南
の
都
、
宛
の
街
で
繰
り
広

げ
ら
れ
る
宴
の
様
子
を
描
写
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。 

是
に
於
い
て
斉
僮
唱
ひ
て
趙
女
列
す
。
坐
し
て
は
南
歌
し
起
ち
て
は
鄭
儛
し
、
白
鶴
は
飛
び
て
繭
は
緒
を
曳
く
。
…
…
筝
を
弾
じ
笙
を

吹
き
、
更
新
声
を
為
す
。
寡
婦
は
悲
吟
し
、
鵾
鶏
は
哀
鳴
す
。
坐
す
る
者
は
悽
欷
し
て
、
魂
を
蕩
し
精
を
傷
る
。 

こ
こ
に
い
う
「
寡
婦
悲
吟
、
鵾
鶏
哀
鳴
」
と
は
、
夫
を
失
っ
た
女
性
や
、
お
そ
ら
く
は
連
れ
合
い
と
は
ぐ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
鵾
鶏
を
テ
ー
マ

と
す
る
歌
曲
が
、
悲
哀
の
情
感
た
っ
ぷ
り
に
、
筝
や
笙
の
奏
で
る
「
新
声
」
の
響
き
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
様
子
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る

⑨
。
は
ぐ
れ
鳥
の
モ
チ
ー
フ
は
、
同
じ
張
衡
の
「
舞
賦
」(

『
藝
文
類
聚
』
巻
四
十
三)

に
も
、 

修
袖
を
抗
げ
て
以
て
面
を
翳
ひ
、
清
声
を
展
じ
て
長
歌
す
。
歌
ひ
て
曰
く
、
驚
雄
逝
き
て
孤
雌
翔
り
、
帰
風
に
臨
み
て
故
郷
を
思
ふ
。 

と
詠
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
古
楽
府
「
双
白
鵠
」
（『
玉
台
新
詠
』
巻
一
）
も
、
そ
う
し
た
内
容
の
歌
曲
が
宴
席
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
俗
楽
歌
謡
が
宴
席
で
演
じ
ら
れ
る
様
子
は
、
漢
末
の
文
人
、
辺
譲
の
「
章
華
賦
」
（『
後
漢
書
』
文
苑
伝
下
）
に
も
見
え
る
。
辺
譲

は
、
後
に
そ
の
侮
蔑
的
な
毒
舌
が
災
い
し
て
曹
操
に
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
人
物
だ
が
、
楚
の
霊
王
に
設
定
を
借
り
な
が
ら
、
当
代
の
宴
席

の
一
情
景
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。 

是
に
於
い
て
遂
に
章
華
の
台
を
作
り
、
乾
谿
の
室
を
築
き
、
…
…
長
夜
の
淫
宴
を
設
け
て
、
北
里
の
新
声
を
作
す
。
…
…
是
に
於
い
て

宓
妃
を
招
き
、
湘
娥
に
命
じ
、
斉
倡
列
し
、
鄭
女
羅
な
る
。
激
楚
の
清
宮
を
揚
げ
、
新
声
を
展
じ
て
長
歌
す
。
繁
手
は
北
里
を
超
え
、

妙
舞
は
陽
阿
よ
り
も
麗
し
。 

 

こ
れ
ら
の
賦
を
作
っ
た
張
衡
や
辺
譲
は
、
実
際
に
こ
う
し
た
俗
楽
歌
謡
が
奏
で
ら
れ
る
場
に
居
合
わ
せ
る
機
会
を
多
く
持
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
が
、
か
か
る
歌
舞
音
曲
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
の
は
、
何
も
彼
ら
文
人
肌
の
人
間
ば
か
り
で
は
な
い
。
後
漢
の
代
表
的
な
儒
学
者
で

あ
り
、
先
に
見
た
鄭
玄
を
そ
の
弟
子
に
持
つ
馬
融
も
ま
た
、
軽
艶
淫
靡
な
俗
楽
を
深
く
愛
好
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
て
、『
後
漢
書
』
馬
融

伝
は
、
そ
の
享
楽
的
日
常
生
活
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。 

融
は
才
高
く
し
て
博
洽
、
世
の
通
儒
為
り
。
諸
生
を
教
養
す
る
こ
と
、
常
に
千
数
有
り
。
涿
郡
の
盧
植
、
北
海
の
鄭
玄
は
、
皆
其
の
徒
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な
り
。
琴
を
鼓
す
る
を
善
く
し
、
笛
を
吹
く
を
好
み
、
生
に
達
し
性
に
任
せ
、
儒
者
の
節
に
拘
ら
ず
。
居
宇
器
服
に
は
、
多
く
侈
飾
を

存
す
。
常
に
高
堂
に
坐
し
、
絳
紗
張
を
施
し
、
前
に
は
生
徒
に
授
け
、
後
に
は
女
楽
を
列
す
。 

こ
れ
と
同
様
な
記
述
は
、
同
書
盧
植
伝
の
方
に
も
「（
馬
）
融
は
外
戚
の
豪
家
に
し
て
、
多
く
女
倡
歌
舞
を
前
に
列
す
」
と
見
え
、
ち
な
み
に

盧
植
は
眼
前
の
女
楽
に
一
瞥
も
く
れ
な
か
っ
た
が
、
馬
融
は
自
分
の
資
質
と
は
異
な
る
そ
ん
な
弟
子
に
敬
意
を
払
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
こ

れ
と
よ
く
似
た
状
況
は
、
す
で
に
前
漢
末
の
張
禹
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
彼
は
儒
学
を
修
め
た
高
級
官
僚
で
あ
る
が
、
彼
も
ま
た
馬
融

と
同
様
に
俗
楽
を
好
み
、
享
楽
的
な
性
格
の
弟
子
戴
崇
と
と
も
に
、
俳
優
や
婦
女
を
交
え
た
宴
席
の
楽
し
み
を
心
ゆ
く
ま
で
享
受
す
る
一
方
、

も
う
一
人
の
生
真
面
目
な
弟
子
彭
宣
に
対
し
て
は
専
ら
儒
教
の
経
義
に
つ
い
て
論
じ
、
二
人
の
弟
子
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
あ
り
方
に
自
得
し

て
い
た
と
い
う
（
『
漢
書
』
張
禹
伝
）
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
前
漢
の
末
頃
か
ら
す
で
に
、
儒
教
と
軟
派
な
宴
会
芸
能
と
は
何
の
矛
盾
も
な
く

共
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
先
に
見
た
曹
丕
主
催
の
宴
席
で
も
、
管
弦
楽
の
調
べ
が
流
れ
る
中
、
儒
教
の
経
典
を
め
ぐ
っ

て
高
踏
的
な
談
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。 

 

さ
て
、
漢
末
の
名
士
た
ち
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
宴
席
を
知
的
社
交
の
場
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
そ
の
不
遜
な
言
動
が
曹
操
の
不

興
を
買
っ
て
免
職
に
追
い
や
ら
れ
、
そ
の
後
一
年
余
り
し
て
太
中
大
夫
に
拝
せ
ら
れ
た
孔
融
は
、
張
璠
『
漢
紀
』（『
魏
志
』
崔
琰
伝
裴
注
引
）

に
よ
る
と
、
閑
居
の
中
で
次
の
よ
う
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
。 

家
に
居
り
勢
を
失
ふ
と
雖
も
、
賓
客
は
日
ゝ
其
の
門
に
満
ち
、
才
を
愛
し
酒
を
楽
し
み
、
常
に
嘆
じ
て
曰
く
、
「
坐
上
に
客
常
に
満
ち
、

樽
中
に
酒
空
か
ら
ざ
れ
ば
、
吾
に
憂
ひ
無
し
」
と
。
虎
賁
の
士
に
貌
の
蔡
邕
に
似
た
る
者
有
り
、
融
は
酒
酣
と
な
る
毎
に
、
輒
ち
引
き

て
与
に
坐
を
同
じ
く
し
て
曰
く
、「
老
成
の
人
無
し
と
雖
も
、
尚
ほ
典
刑
有
り
（『
毛
詩
』
大
雅
、
蕩
）」
と
。
其
の
士
を
好
む
こ
と
此
の

如
し
。 

こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
蔡
邕
と
い
え
ば
、
曹
操
も
ま
た
尊
敬
し
て
や
ま
な
か
っ
た
後
漢
末
第
一
級
の
文
人
で
あ
る
が
、
孔
融
は
そ
の
人
に

容
貌
の
似
た
者
を
近
衛
兵
の
中
に
見
つ
け
、
賓
客
の
大
勢
集
う
宴
の
席
で
、『
毛
詩
』
の
句
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
こ
れ
に
戯
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
当
時
の
名
士
た
ち
は
、
政
治
上
軍
事
上
の
重
要
な
判
断
で
さ
え
宴
席
と
い
う
場
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
代
々
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名
儒
を
輩
出
し
た
家
柄
出
身
の
鄭
太
（
鄭
泰
）
が
、
何
顒
や
荀
攸
ら
と
董
卓
の
誅
伐
を
謀
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
鄭
太
伝
は
次
の

よ
う
に
記
す
。 

（
董
）
卓
既
に
都
を
長
安
に
遷
し
、
天
下
は
飢
乱
し
て
、
士
大
夫
多
く
其
の
命
を
得
ず
、
而
し
て
公
業
（
鄭
太
）
家
に
余
資
有
り
、
日
ゝ

賓
客
を
引
き
て
高
会
倡
楽
し
、
贍
救
す
る
所
の
者
甚
だ
衆
し
。
乃
ち
何
顒
・
荀
攸
と
共
に
卓
を
殺
さ
ん
こ
と
を
謀
る
も
、
事
洩
れ
、
顒

等
は
執
へ
ら
れ
、
公
業
は
身
を
脱
し
て
武
漢
よ
り
走
り
、
東
の
か
た
袁
術
に
帰
す
。 

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
鄭
太
が
倡
楽
を
交
え
た
宴
席
に
大
勢
の
賓
客
を
招
い
て
い
た
と
い
う
記
述
と
、
何
顒
や
荀
攸
と
の
董
卓
謀
殺
の

打
ち
合
わ
せ
を
記
す
部
分
と
の
間
に
「
乃
」
と
い
う
字
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
虚
詞
は
、
二
つ
の
行
為
が
紆
余
曲
折
を
含
む
ゆ

る
や
か
な
関
係
で
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
関
連
性
と
は
、
董
卓
を
介
し
て
つ
な
が
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
場
の

つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
何
顒
や
荀
攸
と
い
っ
た
当
代
一
流
の
名
士
た
ち
は
、
鄭
太
の
主
催
す
る
宴
席
に

賓
客
と
し
て
招
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
談
論
の
中
で
董
卓
討
伐
の
計
画
も
持
ち
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
何
顒
は
、
無

名
時
代
の
若
き
曹
操
を
高
く
評
価
し
た
人
物
で
、
後
に
曹
操
の
片
腕
と
な
っ
た
荀
彧
を
も
知
り
、
曹
操
の
ラ
イ
バ
ル
袁
紹
と
は
奔
走
の
友
で

あ
っ
た
し
、
荀
攸
は
荀
彧
の
甥
で
、
後
に
曹
操
の
側
近
の
一
人
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。 

 

宴
席
と
い
う
場
に
か
く
も
深
く
馴
染
ん
で
い
た
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
、
本
質
的
に
宴
席
芸
能
で
あ
る
楽
府
詩
は
必
ず
や
身
近
な
存
在
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
当
時
、
作
者
名
を
冠
し
た
楽
府
詩
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
数
少
な
い
事
例
と
し
て
、『
文
選
』
巻
二
十
七
所

収
の
古
楽
府
「
飲
馬
長
城
窟
行
」
が
、『
玉
台
新
詠
』
巻
一
で
は
蔡
邕
の
作
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
作
品
を
詠
み
人
知

ら
ず
と
す
る
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
い
か
に
楽
府
詩
制
作
に
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
こ
の
当
時
、
文
学
界
の
主
流
と
い
え
ば
ま
ず
辞
賦
で
あ
り
、『
詩
経
』
以
来
の
伝
統
を
持
つ
四
言
詩
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
後
漢
初
期

の
文
人
傅
毅
が
、
す
で
に
娯
楽
的
な
軟
派
文
芸
に
接
近
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
⑩
、
古
典
的
な
知
の
世
界
の
住
人
た
ち
も
、
表
の
正

統
派
文
学
と
は
関
わ
り
あ
わ
な
い
部
分
で
、
気
軽
な
筆
の
遊
び
と
し
て
歌
辞
を
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
曹
操
の
楽
府
詩
を
置
い
て
見
て
み
た
と
き
、
そ
の
文
学
史
的
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
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妥
当
だ
ろ
う
か
。
彼
自
作
の
歌
辞
を
乗
せ
た
俗
楽
は
、
後
漢
の
時
代
、
上
流
階
級
の
宴
席
で
は
恒
常
的
に
享
受
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
表
立
っ
て
そ
れ
に
填
詞
し
よ
う
と
し
た
知
識
人
は
か
つ
て
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
す
る
と
、
曹
操
の
楽
府
詩
は
、
正
統
派
文
学
の

裏
で
長
く
伏
流
し
て
い
た
娯
楽
文
芸
を
、
文
学
の
表
舞
台
に
引
っ
張
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
建
安

文
学
と
漢
代
文
学
と
の
連
続
性
は
、
こ
の
よ
う
に
複
線
的
に
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

  
 
 
 
 

三 

  

後
漢
の
時
代
、
知
識
人
た
ち
は
宴
席
で
俗
楽
歌
謡
に
親
し
ん
で
い
な
が
ら
、
そ
の
歌
辞
を
署
名
付
き
で
制
作
す
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ず

躊
躇
を
覚
え
て
い
た
。
そ
ん
な
彼
ら
の
目
に
、
曹
操
の
楽
府
詩
制
作
と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う
に
映
じ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
文
学
的
営
為
と

し
て
こ
れ
を
推
し
量
っ
て
み
た
場
合
、
素
直
に
見
れ
ば
、
そ
れ
は
知
識
人
た
ち
を
驚
か
せ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
称
賛
と
尊

敬
と
を
集
め
る
よ
う
な
結
果
に
は
決
し
て
な
ら
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。 

 

だ
が
、
そ
う
し
た
反
応
に
対
し
て
は
、
曹
操
は
存
外
か
ま
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
思
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
に
お

い
て
文
学
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
大
事
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
が
、『
魏
志
』
杜
襲
伝
に

記
さ
れ
た
、
建
安
七
子
の
一
人
、
王
粲
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
逸
話
で
あ
る
。 

魏
国
既
に
建
て
ら
れ
、（
杜
襲
は
）
侍
中
と
為
り
て
、
王
粲
・
和
洽
と
並
び
用
い
ら
る
。
粲
は
彊
識
博
聞
に
し
て
、
故
に
太
祖
（
曹
操
）

の
游
観
に
出
入
す
る
に
、
多
く
驂
乗
す
る
を
得
る
も
、
其
の
敬
せ
ら
る
る
に
至
り
て
は
洽
・
襲
に
及
ば
ず
。
襲
嘗
て
独
り
（
曹
操
に
）

見
え
て
、
夜
半
に
至
る
。
粲
は
性
躁
競
に
し
て
、
起
坐
し
て
曰
く
、「
知
ら
ず
、
公
は
杜
襲
に
対
し
て
何
等
を
道
ふ
な
る
や
」
と
。
洽
笑

ひ
て
答
へ
て
曰
く
、「
天
下
の
事
は
豈
に
尽
く
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
卿
は
昼
に
侍
す
れ
ば
可
な
り
。
此
に
悒
悒
と
し
て
、
之
を
兼
ね
ん
と

欲
す
る
か
」
と
。 

侍
中
と
な
っ
た
王
粲
は
、
そ
の
博
識
に
よ
っ
て
近
侍
が
許
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
魏
国
の
新
し
い
制
度
を
作
り
上
げ
（『
魏
志
』
王
粲
伝
）、



 11 

ま
た
、
建
安
二
十
年
（
二
一
五
）
の
張
魯
征
伐
に
つ
い
て
は
五
言
の
従
軍
詩
（『
文
選
』
巻
二
十
七
所
収
）
を
作
っ
て
こ
れ
を
賛
美
し
た
の
で

あ
っ
た
が
（
『
魏
志
』
武
帝
紀
裴
松
之
注
）、
そ
れ
で
も
同
僚
の
和
洽
や
杜
襲
ほ
ど
に
は
尊
敬
さ
れ
ず
、「
天
下
の
事
」
に
参
与
さ
せ
て
も
ら
え

な
い
こ
と
に
い
ら
い
ら
と
焦
燥
感
を
募
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
王
粲
は
言
う
ま
で
も
な
く
当
代
一
流
の
文
人
で
あ
る
が
、
そ
の
活
躍
は
、

も
っ
ぱ
ら
魏
国
を
立
派
に
飾
る
と
い
う
文
化
部
門
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
彼
に
対
す
る
待
遇
は
、
そ
の
ま
ま
、
文
学
に
対
す

る
曹
操
の
姿
勢
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
曹
操
は
実
務
に
は
関
わ
ら
な
い
文
学
や
学
問
を
軽
視
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
事
実
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
周
知
の
と
お

り
、
彼
は
自
ら
の
下
に
集
ま
っ
て
き
た
学
者
や
文
人
た
ち
を
非
常
に
丁
重
に
も
て
な
し
、
意
外
な
こ
と
に
彼
ら
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
純

粋
な
憧
憬
の
気
持
ち
さ
え
抱
い
て
い
た
ら
し
い
ふ
し
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
と
袁
氏
傘
下
に
い
た
王
脩
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
逸
話
で
あ

る
。 

太
祖
（
曹
操
）
鄴
を
破
り
て
、
審
配
等
の
家
財
物
貲
を
籍
没
す
る
こ
と
万
を
以
て
数
ふ
。
南
皮
を
破
る
に
及
び
て
、（
王
）
脩
の
家
を
閲

す
る
に
、
穀
は
十
斛
に
満
た
ず
、
書
数
百
巻
有
り
。
太
祖
歎
じ
て
曰
く
、「
士
は
妄
り
に
は
名
有
ら
ず
」
と
。
乃
ち
礼
辟
し
て
司
空
掾
と

為
す
。（
『
魏
志
』
王
脩
伝
） 

数
百
巻
の
書
物
を
見
て
感
嘆
し
た
曹
操
の
言
葉
は
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
反
射
的
に
口
を
つ
い
て
出
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
だ
け
に
、
名
士
を

取
り
込
も
う
と
す
る
下
心
か
ら
出
た
意
識
的
な
賛
辞
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
衷
心
か
ら
思
わ
ず
漏
れ
た
素
直
な
感
想
で
あ
っ
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。 

 

曹
操
の
知
識
人
に
対
す
る
憧
れ
は
、
海
内
の
清
議
で
か
の
鄭
玄
と
と
も
に
「
青
州
に
邴
・
鄭
の
学
有
り
」
と
称
さ
れ
た
名
士
、
邴
原
に
つ

い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）、
三
郡
の
単
于
を
北
伐
し
た
曹
操
が
酒
宴
を
設
け
て
士
大
夫
た
ち
を

ね
ぎ
ら
っ
た
時
の
こ
と
、
『
邴
原
別
伝
』（『
魏
志
』
邴
原
伝
裴
注
引
）
は
次
の
よ
う
な
逸
話
を
伝
え
て
い
る
。 

太
祖
曰
く
、「
孤
反
れ
ば
、
鄴
守
の
諸
君
は
必
ず
将
に
来
り
迎
へ
ん
。
今
日
明
旦
、
度
る
に
皆
至
ら
ん
。
其
れ
来
ら
ざ
ら
ん
者
は
、
独
り

邴
祭
酒
有
る
の
み
な
ら
ん
」
と
。
言
ひ
訖
り
て
未
だ
久
し
か
ら
ざ
る
に
、
原
先
づ
至
る
。
門
下
の
謁
を
通
ず
る
や
、
太
祖
は
大
い
に
驚
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喜
し
、
履
を
擥
り
て
起
き
、
遠
く
出
で
て
原
を
迎
へ
て
曰
く
、「
賢
者
と
は
誠
に
測
度
し
難
し
。
孤
は
君
は
将
た
来
る
こ
と
能
は
ざ
ら
ん

と
謂
ひ
し
に
、
遠
く
自
ら
屈
し
て
、
誠
に
飢
虚
の
心
に
副
ふ
」
と
。
謁
し
訖
り
て
出
づ
れ
ば
、
軍
中
の
士
大
夫
の
原
を
詣
ぬ
る
者
数
百

人
あ
り
。
太
祖
怪
し
み
て
之
を
問
へ
ば
、
時
に
荀
文
若
（
彧
）
坐
に
在
り
、
対
へ
て
曰
く
、「
独
り
邴
原
を
省
問
す
可
き
の
み
」
と
。
太

祖
曰
く
、
「
此
の
君
の
名
の
重
き
は
、
乃
ち
亦
た
士
大
夫
の
心
を
も
傾
く
る
や
」
と
。
文
若
曰
く
、「
此
れ
一
世
の
異
人
に
し
て
、
士
の

精
藻
な
り
。
公
は
宜
し
く
礼
を
尽
く
し
て
以
て
之
を
待
す
べ
し
」
と
。
太
祖
曰
く
、「
固
よ
り
孤
の
宿
心
な
り
」
と
。
是
よ
り
の
後
、
敬

せ
ら
る
る
こ
と
益
ゝ
重
し
。 

自
分
の
帰
還
を
出
迎
え
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
邴
原
の
来
訪
を
聞
く
や
、
履
き
物
を
手
に
と
っ
て
跳
ね
起
き
、
自
ら
彼
を
歓

迎
し
に
出
た
曹
操
の
有
様
や
そ
の
言
葉
に
は
、
高
名
な
文
化
人
に
対
す
る
フ
ァ
ン
心
理
に
も
似
た
憧
れ
の
感
情
が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
う
。

王
脩
の
蔵
書
を
見
て
感
嘆
し
た
の
と
同
じ
く
、「
名
」
あ
る
「
士
」
と
い
う
も
の
を
、
無
邪
気
な
ま
で
に
思
慕
し
、
仰
ぎ
見
て
い
る
曹
操
の
姿

が
こ
こ
に
あ
る
。
邴
原
は
そ
の
後
、
軍
中
で
官
職
を
歴
任
し
な
が
ら
も
実
務
に
は
関
与
せ
ず
、
曹
操
に
会
見
す
る
こ
と
も
稀
だ
っ
た
と
い
う

が
（
同
上
『
邴
原
別
伝
』
）
、
た
と
え
ば
曹
操
が
遠
征
に
出
る
際
に
は
、
彼
と
同
様
の
資
質
を
持
つ
名
士
張
範
と
と
も
に
、
世
継
ぎ
の
曹
丕
の

相
談
役
を
任
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
（『
魏
志
』
張
範
伝
）。 

 

こ
の
よ
う
に
、
曹
操
は
、
天
下
の
名
望
を
集
め
る
文
化
人
に
憧
憬
の
気
持
ち
を
寄
せ
る
一
方
、
博
識
の
文
人
を
近
侍
さ
せ
な
が
ら
も
、
天

下
の
大
事
を
彼
と
と
も
に
謀
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
学
術
文
化
に
対
す
る
、
こ
の
一
見
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
姿
勢
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
学
問
や
文
学
は
、
彼
が
心
の
底
か
ら
欲
望
し
、
実
際
に
そ
れ
を
手
中
に
収
め
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
は

何
ら
抵
触
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
無
邪
気
に
そ
れ
を
称
賛
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
で
は
曹
操
が
心
底
欲
し
た
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
天
下
を
掌
握
す
る
力
、
権
力
で
あ
ろ
う
。
曹
操
は
、
実
に
注
意
深
く
己
の
野

心
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
で
も
時
折
、
意
外
な
素
直
さ
で
こ
の
こ
と
を
洩
ら
す
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
れ
は
文
学
や
学
問
と
の
対
比
で
示
さ
れ
た
言
葉
で
は
な
い
が
、
劉
表
父
子
の
割
拠
す
る
荊
州
を
陥
落
さ
せ
る
の
に
出
色
の
状
況
判
断
を
下

し
た
婁
圭
に
対
し
て
、
曹
操
は
莫
大
な
褒
美
を
与
え
、「
婁
子
伯
は
、
富
は
孤
よ
り
も
楽
な
り
。
但
だ
勢
（
権
力
）
の
孤
に
如
か
ざ
る
の
み
」
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と
言
っ
た
と
い
う
し
、
ま
た
、
後
に
婁
圭
が
馬
超
討
伐
に
お
い
て
多
く
の
功
績
を
挙
げ
た
際
に
も
、
曹
操
は
常
々
「
子
伯
の
計
、
孤
は
及
ば

ざ
る
な
り
」
と
感
嘆
し
て
い
た
と
い
う
（『
魏
志
』
崔
琰
伝
裴
注
引
『
呉
書
』）。
曹
操
に
と
っ
て
は
、
財
力
も
、
智
謀
を
企
て
る
知
力
さ
え
も
、

自
ら
が
切
実
に
所
有
し
た
い
と
願
う
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
多
分
、
文
学
的
才
能
や
、
深
い
学
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
人

徳
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
が
何
を
措
い
て
も
欲
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
の
一
次
元
上
に
位
置
す
る
力
、
多
彩
な
人
材
を
一
つ

に
束
ね
、
彼
ら
を
自
在
に
差
配
す
る
力
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
権
力
欲
の
ベ
ク
ト
ル
が
遮
ら
れ
な
い
限
り
、
権
力
者
と
し
て
の
自

尊
心
が
踏
み
に
じ
ら
れ
な
い
限
り
は
、
曹
操
は
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
物
に
対
し
て
も
、
鷹
揚
に
そ
の
長
所
を
認
め
、
自
ら
の
配
下
に
組

み
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
殺
さ
れ
た
人
物
は
、
そ
の
理
由
こ
そ
異
な
れ
、
い
ず
れ
も
こ
の
逆
鱗
に
触
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

か
の
婁
圭
の
最
期
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。 

 

要
す
る
に
、
曹
操
は
実
に
聡
明
な
権
力
者
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
勢
力
を
拡
大
し
、
天
下
を
掌
中
に
収
め
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
そ
の

優
先
順
位
ま
で
も
精
確
に
見
極
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
曹
操
の
人
物
像
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
、
彼
の
楽
府
詩
制
作
に
ま
つ
わ
る
不

可
解
さ
も
自
ず
か
ら
氷
解
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
う
。
彼
は
そ
の
軍
事
的
政
治
的
統
率
者
と
し
て
の
思
い
を
楽
府
詩
に
よ
っ
て
表
出
し
た
が
、

こ
の
文
学
様
式
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
享
受
す
る
に
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
自
ら
名
乗
り
を
上
げ
て
作
り
た
い

と
は
思
わ
な
い
、
い
わ
ば
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
な
娯
楽
文
芸
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
曹
操
の
楽
府
詩
制
作
は
、
決
し
て
知
識
人
た

ち
の
称
賛
を
集
め
る
よ
う
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
曹
操
に
し
て
み
れ
ば
、
別
に
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
お
そ
ら
く
、
自
ら
の
志
を
美
し
い
管
弦
楽
の
調
べ
に
乗
せ
て
歌
わ
せ
、
聞
か
せ
、
そ
れ
が
宴
席
を
大
い
に
盛
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
し

て
そ
れ
が
配
下
の
人
々
の
心
を
収
攬
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
る
な
ら
ば
大
満
足
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
楽
府
詩
を
作
る
こ
と
は
、
実
は

自
ら
を
貶
め
る
こ
と
に
も
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
を
取
り
巻
く
知
識
人
た
ち
も
、
実
は
そ
う
し
た
俗
楽
歌
謡
を
愛
好
し

て
い
た
の
だ
か
ら
。
む
し
ろ
、
体
面
を
気
に
し
が
ち
な
エ
リ
ー
ト
は
、
曹
操
の
率
直
な
も
て
な
し
ぶ
り
を
見
て
、
脱
帽
し
た
い
気
持
ち
に
さ

え
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

曹
操
は
、
し
ば
し
ば
宴
席
を
設
け
て
配
下
の
士
人
や
将
軍
、
兵
士
た
ち
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
邴
原
に
関
連
し
て
言
及
し
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た
、
建
安
十
二
年
（
二
〇
七
）
の
烏
丸
討
伐
の
時
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
晩
年
に
近
い
建
安
二
十
年
（
二
一
五
）、
漢
中
に
張
魯
を
征

伐
し
た
時
の
こ
と
、
武
都
山
よ
り
行
軍
す
る
こ
と
千
里
、
升
降
険
阻
に
し
て
、
軍
人
た
ち
は
辛
酸
を
極
め
た
が
、
曹
操
は
南
鄭
で
張
魯
の
財

宝
を
尽
く
手
に
入
れ
る
と
、
こ
こ
に
お
い
て
大
い
に
饗
宴
を
催
し
、
彼
ら
の
労
苦
に
手
厚
く
報
い
た
と
い
う
（『
魏
志
』
武
帝
紀
裴
注
引
『
魏

書
』
）
。
彼
の
楽
府
詩
制
作
は
、
こ
れ
と
同
じ
意
図
に
発
す
る
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
宴
の
席
で
、
実
際
に

曹
操
自
作
の
歌
辞
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。 

  
 
 
 
 

四 

  

曹
操
の
楽
府
詩
は
、
配
下
の
人
々
に
対
す
る
慰
労
歓
待
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
第
一
義
的
に
は
、
そ
の
学
識
や
文
才
を
誇
示

せ
ん
が
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
は
、
彼
の
楽
府
詩
の
中
に
は
、
か
な
り
気
負
っ
た
感
じ
の
文
辞
を
連
ね
る

も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
次
に
挙
げ
る
「
短
歌
行
・
対
酒
」（『
宋
書
』
楽
志
三
）
で
あ
る
。 

対
酒
当
歌 

 

酒
に
向
か
え
ば
歌
う
が
よ
い
。 

人
生
幾
何 

 
 

人
の
命
は
ど
れ
ほ
ど
か
。
か
の
李
陵
も
言
っ
た
よ
う
に
、 

譬
如
朝
露 

  

た
と
え
ば
そ
れ
は
朝
露
の
よ
う
な
も
の
だ
（『
漢
書
』
巻
五
十
四
、
蘇
武
伝
）。 

去
日
苦
多
』 

過
ぎ
去
っ
た
日
々
は
実
に
多
い
。 

慨
当
以
慷 
  

高
ま
る
感
慨
に
ま
か
せ
て
思
い
き
り
嘆
く
が
よ
い
。 

憂
思
難
忘 

  

憂
え
る
思
い
は
忘
れ
が
た
い
も
の
だ
。 

以
何
解
愁 

  

何
に
よ
っ
て
憂
愁
を
解
き
放
と
う
か
。 

唯
有
杜
康
』 

そ
れ
に
は
た
だ
酒
が
あ
る
の
み
だ
。 

青
青
子
衿 

  

「
青
々
と
し
た
君
の
襟
、 
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悠
悠
我
心 

  

は
る
ば
る
と
思
い
を
寄
せ
る
我
が
心
（『
詩
経
』
鄭
風
、
子
衿
）」、 

但
為
君
故 

  

た
だ
君
を
求
め
る
気
持
ち
の
た
め
に
、 

沈
吟
至
今
』 

私
は
今
ま
で
ず
っ
と
深
い
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
た
の
だ
。 

明
明
如
月 

  

ま
だ
見
ぬ
そ
の
人
は
、
明
々
と
照
ら
す
月
の
よ
う
で
、 

何
時
可
掇 

  
い
っ
た
い
い
つ
に
な
っ
た
ら
そ
の
光
を
掬
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

憂
従
中
来 

  
そ
れ
を
思
う
と
憂
い
が
腹
の
奥
底
か
ら
湧
き
起
こ
り
、 

不
可
断
絶
』 

憂
え
る
思
い
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

呦
呦
鹿
鳴 

  

「
ゆ
う
ゆ
う
と
鹿
は
鳴
き
交
わ
し
、 

食
野
之
苹 

  

野
に
あ
る
ヨ
モ
ギ
の
草
を
食
む
。 

我
有
嘉
賓 

  

私
に
よ
き
客
人
あ
ら
ば
、 

鼓
瑟
吹
笙
』 

瑟
を
鼓
し
笙
を
吹
い
て
も
て
な
そ
う
（『
詩
経
』
小
雅
、
鹿
鳴
）」。 

山
不
厭
高 

 

山
は
土
を
拒
ま
な
い
か
ら
い
よ
い
よ
そ
の
高
さ
を
増
し
（『
管
子
』
形
勢
解
）、 

海
不
厭
深 

  

海
は
水
を
拒
ま
な
い
か
ら
い
よ
い
よ
そ
の
深
さ
を
増
す
と
い
う
（『
管
子
』
形
勢
解
）。 

周
公
吐
哺 

  

か
の
周
公
は
口
中
の
も
の
を
吐
き
出
し
て
客
人
を
迎
え
た
が
（『
韓
詩
外
伝
』）、 

天
下
帰
心
』 

こ
う
あ
っ
て
こ
そ
「
天
下
の
人
民
は
な
つ
く
の
だ
（『
論
語
素
王
受
命
讖
』）」。 

今
、
直
接
的
な
引
用
を
括
弧
で
括
り
、
主
だ
っ
た
典
故
表
現
は
そ
の
出
典
を
示
し
て
訳
出
し
た
の
だ
が
、
な
ぜ
曹
操
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
先

人
の
言
葉
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
傘
下
の
士
人
を
評
す
る
際
、
曹
操
は
や
や
過
剰
と
も
思
え
る
ほ
ど
に
経
書
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
建
安
十
九
年
（
二
一
四
）
に
亡
く
な
っ
た
荀
攸
の
功
績
を
称
揚
す
る
令
（『
魏
志
』
荀
攸
伝
裴
注
引
『
魏
書
』
）
は
、
立

て
続
け
に
二
箇
所
も
『
論
語
』
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。 
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荀
公
達
は
真
の
賢
人
な
り
。
所
謂
「
温
良
恭
倹
譲
、
以
て
こ
れ
を
得
た
り
」（
学
而
篇
）
に
し
て
、
孔
子
の
晏
平
仲
を
「
善
く
人
と
交
は

り
、
久
し
く
し
て
こ
れ
を
敬
す
」（
公
冶
長
篇
）
と
称
せ
し
が
ご
と
き
、
公
達
は
即
ち
其
の
人
な
り
。 

ま
た
、
天
下
に
公
布
さ
れ
た
令
、
た
と
え
ば
建
安
十
五
年
の
「
己
亥
令
」（『
魏
志
』
武
帝
紀
裴
注
引
『
魏
武
故
事
』）
や
、
同
二
十
一
年
に
出

さ
れ
た
宗
廟
の
祭
り
に
関
す
る
令
（
同
注
引
『
魏
書
』
）
等
に
も
こ
れ
と
同
様
の
経
典
引
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

曹
操
は
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
名
士
層
の
所
有
す
る
儒
教
的
教
養
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
完
全
に
自
由
な
姿
勢
を
保
ち
得
て
い
た

わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
時
期
の
建
安
十
九
年
、
二
十
二
年
に
発
せ
ら
れ
た
求
賢
令
（『
魏
志
』
武
帝
紀
、
及
び
同
裴
注
引

『
魏
書
』
）
で
は
、
そ
う
し
た
既
成
の
価
値
観
に
拘
ら
な
い
人
材
登
用
を
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
文
体
で
広
報
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
言
明
が
再
三
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
曹
操
を
縛
る
歴
史
的
社
会
的
制
約
の
根
強
さ
と
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
格
闘
と
を
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 

そ
れ
で
は
再
び
元
の
問
い
に
立
ち
戻
っ
て
、
曹
操
は
な
ぜ
、
そ
の
楽
府
詩
や
公
文
書
に
か
く
も
多
く
の
典
故
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
前

章
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
意
外
に
も
曹
操
は
、
一
流
の
知
識
人
に
対
し
て
憧
れ
に
も
似
た
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
、
彼
ら
か
ら
発
せ
ら
れ
る
無
言
の
抑
圧
を
鋭
く
感
受
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
言
及
し
た
邴
原
は
、

孔
融
の
ご
と
き
あ
か
ら
さ
ま
な
言
動
で
曹
操
を
侮
蔑
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
常
に
曹
氏
父
子
と
対
等
な
立
場
で
も
の
を
言
い
、

古
典
的
教
養
に
照
ら
し
つ
つ
、
彼
ら
の
非
常
識
や
知
的
浅
薄
さ
を
丁
重
に
た
し
な
め
た
。『
魏
志
』
邴
原
伝
に
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
見
え

て
い
る
。 

（
邴
）
原
の
女
は
早
に
亡
く
な
り
、
時
に
太
祖
の
愛
子
倉
舒
も
亦
た
没
す
。
太
祖
は
合
葬
せ
ん
こ
と
を
欲
求
す
る
も
、
原
は
辞
し
て
曰

く
、「
合
葬
は
、
礼
に
非
ざ
る
な
り
。
原
の
自
ら
明
公
に
容
れ
ら
る
る
所
以
、
公
の
原
を
待
す
る
所
以
の
者
は
、
能
く
訓
典
を
守
り
て
易

へ
ざ
る
を
以
て
な
り
。
若
し
明
公
の
命
を
聴
か
ば
、
則
ち
是
れ
凡
庸
な
り
。
明
公
は
焉
ん
ぞ
以
て
為
ふ
や
」
と
。
太
祖
乃
ち
止
む
。 

ま
た
、
『
邴
原
別
伝
』
（
同
邴
原
伝
裴
注
引
）
は
、
五
官
中
郎
将
と
な
っ
た
曹
丕
の
主
催
す
る
宴
席
で
、
邴
原
と
曹
丕
と
の
間
に
次
の
よ
う
な

や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。 
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太
子
（
曹
丕
）
燕
会
し
、
衆
賓
は
百
数
十
人
あ
り
。
太
子 

議
を
建
て
て
曰
く
、「
君
と
父
と
各
ゝ
篤
疾
有
り
、
薬
一
丸
有
り
、
一
人
を

救
ふ
可
し
。
当
に
君
を
救
ふ
べ
き
や
、
父
や
」
と
。
衆
人
は
紛
紜
と
し
て
、
或
い
は
父
と
し
或
い
は
君
と
す
。
時
に
（
邴
）
原 

坐
に

在
り
、
此
の
論
に
与
ら
ず
。
太
子 

之
を
原
に
諮
る
に
、
原
は
勃
然
と
し
て
対
へ
て
曰
く
、「
父
な
り
」
と
。
太
子
も
亦
た
復
び
は
之
を

難
ぜ
ず
。 

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
曹
氏
父
子
は
邴
原
に
対
し
て
、
決
し
て
拒
否
的
対
立
的
な
態
度
を
取
っ
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
そ

の
言
葉
が
自
分
に
と
っ
て
屈
辱
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
正
論
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
天
下
の
名
望
を
集

め
、
ま
た
自
ら
も
尊
敬
す
る
人
物
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
黙
っ
て
そ
れ
を
飲
み
込
む
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
邴
原
の

五
官
中
郎
将
長
史
へ
の
就
任
が
、
曹
操
の
面
子
を
も
か
な
ぐ
り
捨
て
た
懇
願
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
同
上
『
邴
原
別
伝
』）
こ
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
曹
操
は
賢
明
に
も
、
い
ず
れ
乱
世
が
幕
を
閉
じ
、
安
定
の
時
代
と
な
っ
た
時
、
本
物
の
教
養
を
身
に
付
け
た
者
こ
そ
が
世
の
中

を
立
派
に
治
め
て
い
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
見
通
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
最
後
に
は
彼
を
死
に
追
い
や
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
早
期
か
ら
の
漸
次
教
化
を
説
く
荀
彧
の
進
言
に
対
し
て
も
、
曹
操
は
い
つ
も
喜
ん
で
こ
れ
に
耳
を
傾
け
て
い
た
と
い
う
（『
魏

志
』
荀
彧
伝
裴
注
引
『
荀
彧
別
伝
』）。 

 

こ
の
よ
う
に
学
問
の
有
用
性
を
知
る
曹
操
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
自
ら
を
省
み
た
と
き
、
そ
の
「
文
化
資
本
」
⑪
の
貧
弱
さ
を
痛
感
せ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
常
々
、
こ
の
こ
と
を
引
け
目
に
感
じ
て
い
た
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
建
安

十
六
年
（
二
一
一
）
頃
の
こ
と
、
逃
亡
し
た
兵
士
に
連
座
す
る
妻
の
処
罰
を
め
ぐ
っ
て
、
大
儒
盧
植
の
子
で
あ
る
盧
毓
が
、
諸
々
の
経
書
を

縦
横
に
引
き
な
が
ら
、
実
情
に
即
し
た
寛
大
な
対
応
を
求
め
る
意
見
を
申
し
述
べ
る
と
、
曹
操
は
こ
の
議
に
つ
い
て
、「
毓
の
之
を
執
る
や
是

な
り
。
又 

経
典
を
引
き
て
意
有
り
、
孤
を
し
て
嘆
息
せ
し
む
」
と
い
う
判
断
を
下
し
た
と
い
う
が
（『
魏
志
』
盧
毓
伝
）
、
学
問
を
我
が
血

肉
と
し
て
い
る
真
の
教
養
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
物
言
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
は
生
涯
勉
学
を
続
け
た
こ
と
を
自
慢
し
て
、

「
長
大
と
な
り
て
能
く
学
に
勤
む
る
者
は
、
惟
だ
吾
と
袁
伯
業
（
遺
）
の
み
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
が
（『
魏
志
』
武
帝
紀
裴
注
引
『
英
雄

記
』
）
、
こ
れ
も
ま
た
成
り
上
が
り
的
「
文
化
資
本
」
家
な
ら
で
は
の
言
葉
だ
ろ
う
。
後
に
魏
文
帝
と
な
っ
た
曹
丕
が
、
呉
の
孫
権
に
対
し
て
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自
ら
の
学
問
を
誇
り
（
『
呉
志
』
呉
主
伝
裴
注
引
『
呉
書
』）、
そ
の
著
書
『
典
論
』
や
自
作
の
詩
賦
を
贈
っ
た
（
同
注
引
『
呉
歴
』
）
と
い
う

の
も
、
そ
の
父
と
同
質
の
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。 

 

そ
こ
で
、
再
び
想
起
さ
れ
る
の
が
先
の
「
短
歌
行
」
で
あ
る
。
曹
操
は
そ
の
俗
楽
歌
辞
に
故
事
や
古
典
語
を
ち
り
ば
め
て
い
た
の
だ
っ
た

が
、
そ
れ
は
、
今
こ
こ
で
見
て
き
た
彼
ら
父
子
の
言
動
と
ま
さ
し
く
根
を
同
じ
く
す
る
行
為
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
の
教
養
の
浅
薄
さ
を
知

る
が
ゆ
え
に
、
居
並
ぶ
知
識
人
た
ち
の
前
で
虚
勢
を
張
っ
て
つ
い
背
伸
び
を
し
、
そ
の
歌
辞
に
自
ら
が
持
つ
知
識
の
あ
り
っ
た
け
を
盛
り
込

ま
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
曹
操
は
、
権
力
の
拡
大
と
と
も
に
、
い
よ
い
よ
そ
う
し
た
情
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
よ
う

に
思
う
が
、
そ
ん
な
彼
に
と
っ
て
、
楽
府
詩
と
い
う
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
は
、
実
は
大
変
に
好
都
合
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
古
典
的
な
正
統
派
文

学
で
は
メ
ッ
キ
が
剥
が
れ
て
し
ま
う
そ
の
実
力
も
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
視
さ
れ
な
く
て
済
む
し
、
眼
前
に
い
る

知
識
人
た
ち
も
ま
た
、
内
心
で
は
こ
の
よ
う
な
宴
席
文
芸
を
愛
好
し
て
い
る
。
そ
れ
に
、
俗
楽
歌
謡
は
自
ら
が
幼
少
時
よ
り
慣
れ
親
し
ん
だ

文
化
で
あ
る
か
ら
⑫
、
ぼ
ろ
が
出
て
し
ま
う
心
配
も
な
い
。
か
く
し
て
曹
操
は
、
楽
府
詩
と
い
う
文
芸
様
式
に
己
の
志
を
乗
せ
、
そ
の
中
で
、

自
ら
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
教
養
を
精
一
杯
に
発
揮
し
て
見
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

な
お
、
今
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
こ
と
と
、
曹
操
に
お
け
る
楽
府
詩
制
作
の
意
図
と
は
、
必
ず
し
も
同
一
次
元
で
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
。

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
曹
操
が
一
番
に
欲
し
た
の
は
天
下
を
支
配
す
る
権
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
楽
府
詩
も
、
配
下
の
人
心
を
掌
握
し
、
彼

ら
を
動
か
す
た
め
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
後
漢
時
代
に
お
け
る
楽
府
詩
の
行
わ
れ
方
や
、
当
時
に
お
け
る
宴
席
文
化

の
影
響
力
か
ら
考
え
て
、
果
た
し
て
そ
れ
は
一
定
の
効
果
を
上
げ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
曹
操
は
、
未
来
を
見
通
す
眼
識
と
い
い
、
現
実
に
対

す
る
冷
徹
な
状
況
判
断
と
い
い
、
実
に
当
代
に
卓
越
す
る
権
力
者
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
ん
な
彼
に
も
、
ど
う
し
て
も
手
の
届
か
な
い
も
の

が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
教
養
で
あ
る
。
彼
は
、
教
養
あ
ふ
れ
る
知
識
人
た
ち
に
憧
れ
に
も
似
た
気
持
ち
を
寄
せ
る
一
方
で
、
彼
ら
名
士
た
ち
に

対
し
て
言
い
知
れ
ぬ
畏
怖
を
感
じ
て
も
い
た
。
ま
た
、
彼
の
権
力
欲
は
、
し
ば
し
ば
名
士
層
の
持
つ
「
文
化
資
本
」
と
交
差
し
、
そ
の
ベ
ク

ト
ル
が
遮
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
曹
操
の
楽
府
詩
に
お
け
る
過
剰
な
ま
で
の
典
故
引
用
は
、
こ
の
彼
と
漢
末
名
士
た
ち
と
の
抜

き
差
し
な
ら
ぬ
緊
張
関
係
の
上
に
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
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注 

 

①
渡
邉
義
浩
「
三
国
時
代
に
お
け
る
「
文
学
」
の
政
治
的
宣
揚
―
―
六
朝
貴
族
制
形
成
史
の
視
点
か
ら
―
―
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
四

巻
、
第
三
号
、
一
九
九
五
年
）。 

②
渡
邉
前
掲
論
文
は
、
か
な
り
の
追
補
を
加
え
て
『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。 

③
吉
川
忠
夫
「
六
朝
士
大
夫
の
精
神
生
活
」
（
初
出
は
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
５
』
一
九
七
〇
年
。『
六
朝
精
神
史
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八

四
年
に
収
載
）
に
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
通
ず
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
六
朝
人
の
志
向
が
、
後
漢
末
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
渡
邉
義
浩
「
所
有
と
文
化
―
中
国
貴
族
制
研
究
へ
の
一
視
角
―
」
（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
三
年
。
渡
邉
前

掲
書
に
収
載
。
）
は
、
こ
の
吉
川
論
文
を
紹
介
し
、
渡
邉
前
掲
論
文
の
所
論
と
並
置
さ
せ
て
い
る
。 

④
岡
村
繁
「
建
安
文
壇
へ
の
視
角
」（『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
五
号
、
一
九
六
六
年
）。 

⑤
道
家
春
代
「
曹
操
の
楽
府
詩
と
魏
の
建
国
」（『
名
古
屋
大
学
中
国
語
文
学
論
集
』
第
十
二
輯
、
一
九
九
九
年
）。 

⑥
王
運
煕
「
漢
代
的
俗
楽
和
民
歌
」
（
初
出
は
『
復
旦
学
報
』
一
九
五
五
年
第
二
期
。
『
楽
府
詩
述
論
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年
に

収
載
）
を
参
照
。 

⑦
柳
川
順
子
「
『
宋
書
』
楽
志
と
『
楽
府
詩
集
』
―
そ
の
「
相
和
」
「
清
商
三
調
」
の
分
類
を
巡
っ
て
―
」
（
『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部

紀
要
』
第
十
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
、
及
び
「
魏
朝
に
お
け
る
「
相
和
」
「
清
商
三
調
」
の
違
い
に
つ
い
て
」
（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
四

十
一
巻
、
二
〇
〇
三
年
）
。 

⑧
こ
の
こ
と
は
既
に
吉
川
前
掲
論
文
に
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
吉
川
論
文
で
は
、
鄭
玄
も
ま
た
「
通
人
」
た
る
資
質
を
備
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。 

⑨
類
似
す
る
内
容
の
対
句
と
し
て
、
漢
末
の
蔡
邕
の
「
瞽
師
賦
」(

『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
一
一)

に
も
、「
離
鵾
の
孤
鳴
に
類
し
、
杞
婦
の
哭
泣
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に
似
た
り
」
と
見
え
る
。
な
お
「
鵾
鶏
」
は
、
そ
の
歌
辞
は
伝
わ
ら
な
い
が
、『
楽
府
詩
集
』
巻
二
十
六
に
引
く
『
古
今
楽
録
』
に
よ
る
と
、

「
相
和
」
曲
の
一
つ
に
同
名
の
歌
曲
が
あ
っ
た
ら
し
い
。 

⑩
傅
毅
の
文
学
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
後
漢
前
半
期
の
文
学
的
一
側
面
―
班
固
の
傅
毅
に
対
す
る
対
抗
意
識
を
通
じ
て
―
」（『
中
国
文
学

論
集
』
第
三
十
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）
で
論
じ
た
。 

⑪
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
著
・
石
井
洋
二
郎
訳
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。
こ
の
概
念
は
、
渡
邉

前
掲
論
文
で
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。 

⑫
『
後
漢
書
』
宦
者
列
伝
序
に
、「
嬙
媛
、
侍
児
、
歌
童
、
舞
女
の
玩
、
綺
室
に
充
備
す
」
と
見
え
、
俗
楽
は
曹
操
の
生
ま
れ
育
っ
た
宦
者
の

家
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

この原稿は、『狩野直禎先生傘寿記念三国志

論集』（汲古書院、2008 年 9 月）に寄稿した

ものです。公刊されたものとは字句に若干の

違いがあるかもしれません。 

［論著等とその概要］の［学術論文］の№25

に挙げたものです。 

 


