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か
ら
、
民
衆
が
曹
操
を
多
面
的
に
捉
え
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
。
ま
た
、
他
の
伝
説
と
同
様
、
こ
れ
を
伝
え
る
民
衆
の
生
活
文
化
が
曹

操
の
伝
説
に
も
反
映
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い

く
。

一
　
曹
操
伝
説
研
究
の
現
状

　

本
稿
に
お
い
て
「
伝
説
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
が
、
こ
れ
は
口
承

文
芸
の
一
分
野
で
あ
る
民
間
説
話
を
研
究
す
る
上
で
の
学
術
用
語
と
し
て

用
い
る
。
日
本
の
民
間
説
話
は
、
口
伝
え
の
伝
説
・
昔
話
・
世
間
話
で
あ

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
中
国
各
地
で
語
ら
れ
て
い
る
口
承
（
口
伝
え
）
の
三
国
志

に
つ
い
て
、
曹
操
を
主
人
公
と
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
。

『
三
国
志
演
義
』
や
古
典
劇
を
始
め
と
し
て
、
奸
雄
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

曹
操
だ
が
、
口
承
世
界
に
お
い
て
、
曹
操
を
主
人
公
と
す
る
伝
説
を
見
て

い
く
と
、
曹
操
が
知
略
に
富
ん
だ
人
物
と
し
て
語
ら
れ
、
肯
定
的
に
受
け

止
め
ら
れ
て
い
る
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
傾
向
は
、
例
え
ば
、
曹
操

の
故
郷
が
あ
る
安
徽
省
に
お
い
て
強
い
。
そ
こ
で
、
曹
操
に
関
わ
る
伝
説

口
承
三
国
志
の
研
究
　
曹
操
伝
説
を
例
と
し
て
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り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
神
話
も
含
む
。
そ
の
伝
説
と
は
「
具
体
的
な
事
物

に
直
接
結
び
つ
い
て
、
真
実
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
伝
え
」
（
１
）

で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
民
間
説
話
は
、
中
国
で
は
、「
民
間
故
事
」
と
訳
す
こ
と

が
で
き
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
神
話
・
伝
説
・
昔
話
は
こ
の
範
疇
に
入

る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
行
う
場
合
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て

記
録
し
た
話
を
分
析
す
る
ほ
か
、
す
で
に
報
告
さ
れ
た
資
料
集
に
記
載
さ

れ
て
い
る
話
を
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
で
は
、
こ
の
三
十
年
ほ
ど

の
間
、
全
国
各
地
に
お
け
る
組
織
的
な
調
査
が
行
わ
れ
、
資
料
集
は
充
実

し
た
。
中
国
大
陸
に
お
い
て
国
家
の
関
係
機
関
が
主
導
し
、
日
本
の

「
市
」
レ
ベ
ル
で
の
採
集
作
業
が
行
わ
れ
た
。
一
九
八
四
年
に
開
始
さ
れ

一
九
九
〇
年
ま
で
に
中
国
全
土
で
一
八
四
万
余
話
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
し
た
が
い
、
省
・
自
治
区
・
直
轄
市
ご
と
の
『
中
国
民
間
故
事
集

成
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
現
在
完
結
し
て
い
る
。
そ
の

後
、「
市
」
レ
ベ
ル
で
ま
と
め
ら
れ
た
『
中
国
民
間
故
事
全
書
』
シ
リ
ー

ズ
が
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
こ
ち
ら
は
、
現
在
も
逐
次
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
昔
話
を
研
究
す
る
際
の
信
頼
で
き
る
資
料
と

な
っ
て
お
り
、
各
話
の
最
後
に
は
、
そ
の
話
の
語
り
手
、
採
話
者
、
採
話

地
と
採
話
し
た
年
の
情
報
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

他
に
、
中
国
全
省
や
全
民
族
の
民
間
説
話
を
出
版
し
て
い
る
シ
リ
ー
ズ

と
し
て
は
、
陳
慶
浩
・
王
秋
桂
主
編
『
中
国
民
間
故
事
全
集
』
全
四
〇
巻

（
一
九
八
九
年　

遠
流
出
版
社
）
や
中
華
民
族
故
事
大
系
編
委
会
編
『
中

華
民
族
故
事
大
系
』
全
一
六
巻
（
一
九
九
五
年　

上
海
文
芸
出
版
社
）
が

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
民
間
説
話
に
つ
い
て
調
べ
る
際
、
こ
れ
ら
の
資

料
集
を
用
い
て
話
を
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
索
引
が
完
備

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
話
の
収
集
に
際
し
て
は
、
虱
潰
し
に

見
て
い
く
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

　

本
稿
で
取
り
扱
う
曹
操
伝
説
に
つ
い
て
は
、
湖
北
省
群
衆
芸
術
館
編

（
江
雲
・
韓
致
中
主
編
）『
三
国
外
伝
』（
一
九
八
六
年　

上
海
文
芸
出
版

社
）
に
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
話
は
、
蜀
関

係
の
人
物
伝
が
一
四
四
話
、
魏
が
四
四
話
、
呉
が
五
一
話
で
、
そ
の
他
人

物
伝
が
一
二
話
で
あ
る
。
総
頁
数
は
五
五
四
頁
に
わ
た
る
大
部
の
書
籍
で

あ
る
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
資
料
集
は
、
江
雲
・
韓
致
中
の
両
氏
を

中
心
と
し
て
、
十
数
省
・
五
〇
余
県
を
訪
れ
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

し
た
成
果
で
あ
る
。
日
本
側
で
は
、
こ
の
資
料
集
の
抄
訳
が
、
立
間
祥
介

と
岡
崎
由
美
の
両
氏
に
よ
っ
て
『
三
国
志
外
伝
』
と
し
て
、
一
九
九
〇
年

に
徳
間
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
全
三
三
話
の
抄

訳
の
内
、
一
八
話
が
蜀
の
部
で
、
魏
の
部
に
は
七
話
を
訳
し
て
い
る
の
み

で
あ
る
。
し
か
も
、
曹
操
に
関
す
る
話
は
、
次
の
表
に
挙
げ
た
13
・
18
・

36
・
38
の
四
話
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
13
を
除
く
三
話
は
、
い
ず
れ
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も
曹
操
を
、
度
量
が
狭
く
疑
り
深
い
人
物
や
、
奸
智
に
富
ん
だ
人
物
な
ど

の
否
定
的
評
価
で
語
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
後
述
す
る
が
、
曹
操
を
主
人
公
と
し
た
全
四
〇
話
の
う
ち
、

曹
操
を
機
知
に
富
ん
で
先
見
の
明
が
あ
る
英
雄
と
し
て
、
肯
定
的
評
価
で

語
る
話
が
多
い
。
そ
の
数
は
二
五
話
に
上
る
。
否
定
的
評
価
が
七
話
で
あ

る
こ
と
を
み
る
と
、
肯
定
的
評
価
が
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、『
三
国
外
伝
』
の
魏
の
部
の
総
話
数
は
四
四
話

な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
曹
操
関
係
の
伝
説
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
三
国
志
の
民
間
説
話
が
邦
訳
さ
れ
た
書
籍
と
し
て
、
他
に

は
殷
占
堂
編
著
『
三
国
志　

中
国
伝
説
の
な
か
の
英
傑
』（
一
九
九
九
年　

岩
崎
美
術
社
）
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
各
話
の
原
典
が
明
記
さ
れ
ず
、
訳

に
つ
い
て
も
部
分
訳
や
意
訳
が
目
立
つ
た
め
、
読
み
物
と
し
て
は
面
白
い

が
、
研
究
資
料
と
し
て
は
不
適
で
あ
る
。

　

な
お
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
見
当
た

ら
な
い
。
中
国
側
で
は
『
三
国
外
伝
』
の
冒
頭
部
分
で
江
雲
と
韓
致
中
の

両
氏
の
連
名
で
の
解
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
国
志
の
民
間
説

話
が
、『
三
国
志
演
義
』
成
立
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
、
そ
し

て
『
三
国
志
演
義
』
が
民
間
説
話
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
を
中

心
に
解
説
さ
れ
、
ま
た
三
国
志
の
民
間
説
話
の
独
自
性
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
扱
う
よ
う
な
生
活
文
化
の
反
映
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

二
　『
三
国
外
伝
』
の
曹
操
伝
説
概
観

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
『
三
国
外
伝
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
曹
操
に
関
わ
る

四
〇
話
の
概
要
を
見
て
い
き
た
い
。
表
に
整
理
し
た
が
、
順
番
は
『
三
国

外
伝
』
ど
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
で
見
る
と
、
誕
生
か
ら
死
去
ま
で
、
お
よ

そ
の
時
系
列
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
和
訳
題

名
と
概
要
、
伝
承
地
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
曹
操
に
対
し
て
肯
定
的
評
価

の
場
合
は
「
○
」、
否
定
的
評
価
の
場
合
は
「
×
」
を
つ
け
、
ど
ち
ら
で

も
な
い
場
合
は
無
印
と
し
て
い
る
。

『
三
国
外
伝
』
に
お
け
る
曹
操
伝
説
一
覧
表

題
名

概
要

伝
承
地

評
価

１
曹
操
は
な

ぜ
阿
𥈞
と

呼
ば
れ
た

か

曹
操
の
村
に
は
、
奇
妙
な
風
習
が
あ
っ
て
、
閻

魔
の
注
意
を
引
か
な
い
よ
う
に
、
子
ど
も
に
名

前
を
つ
け
な
い
か
、「
犬
」
な
ど
の
名
前
を
つ
け

て
い
た
。
曹
操
は
、
親
の
養
子
元
の
夏
侯
家
に

連
れ
戻
さ
れ
な
い
よ
う
、
𥈞
（
隠
す
）
と
つ
け

ら
れ
た
。

安
徽
省

　
　

亳
県
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２
阿
𥈞
が
計

略
を
試
す
分
家
を
し
て
、
兄
か
ら
井
戸
口
を
三
分
の
一
し

か
分
け
て
も
ら
え
ず
、
水
を
汲
め
な
い
弟
が
い

た
。
こ
の
弟
の
た
め
に
、
阿
𥈞
が
計
を
授
け
る
。

弟
は
、
三
分
の
一
の
所
か
ら
糞
を
す
る
振
り
を

す
る
。
驚
い
た
兄
は
、
後
悔
し
て
、
二
人
で
井

戸
を
使
う
こ
と
に
し
た
。

陝
西
省

　
　

勉
県

○

３
八
角
台

挙
兵
を
す
る
曹
操
が
、
仲
間
に
対
し
て
、
八
角

台
を
譬
え
に
使
い
、
連
携
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
説
く
。
ま
た
こ
の
時
、
誓
い
の
血
の
杯
を
交

わ
し
、
そ
の
際
に
飛
ん
だ
血
が
周
囲
の
大
根
を

赤
く
染
め
て
、
赤
大
根
と
な
り
、
こ
の
地
の
名

産
と
な
っ
た
。

安
徽
省

　
　

亳
県

○

４
高
炉
集
の

来
歴

曹
操
が
挙
兵
の
準
備
の
た
め
、
武
器
の
用
意
を

企
図
す
る
。
そ
こ
で
渦
河
の
河
辺
に
、
鍛
冶
屋

を
作
り
、
裏
で
武
器
を
造
ら
せ
た
。
す
ぐ
に
逃

げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
職
人
が
立
っ
て
仕
事
を
し

て
、
炉
も
高
い
場
所
に
造
ら
れ
た
の
で
、
高
炉

集
と
後
に
呼
ば
れ
た
。

安
徽
省

　
　

亳
県

○

５

曹
操
が
袁

紹
を
か
ら

か
う

（
全
訳
を
後
掲
）

不
詳

○

６
蹇
叔
を
棒

打
ち
に
す

る

京
城
の
北
部
尉
と
な
っ
た
曹
操
が
、
夜
間
に
騒

動
を
禁
じ
る
「
宵
禁
令
」
を
出
す
。
宦
官
蹇
碩

の
叔
父
に
あ
た
る
蹇
叔
が
違
反
し
た
の
で
、
法

に
従
っ
て
棒
打
ち
に
し
た
。

不
詳

○

７

呂
伯
奢
を

誤
っ
て
殺

す

董
卓
か
ら
逃
げ
て
、
陳
宮
と
共
に
故
郷
へ
戻
る

途
中
、
呂
伯
奢
の
家
に
泊
ま
る
。
夜
、
家
の
者

が
ヤ
ギ
を
殺
し
て
も
て
な
す
準
備
を
し
て
い
る

と
、
そ
れ
を
自
分
を
殺
す
こ
と
と
勘
違
い
し
た

曹
操
が
、
一
家
を
皆
殺
し
に
す
る
。
逃
走
中
に

会
っ
た
呂
伯
奢
も
斬
り
捨
て
、
そ
の
時
の
血
が

周
囲
の
草
を
赤
く
染
め
、
こ
の
地
の
草
は
今
も

赤
い
。

河
南
省

　
　

中
牟
×

８
呂
伯
奢
は

殺
す
べ
き
逃
げ
る
曹
操
と
陳
宮
を
泊
め
た
呂
伯
奢
は
、
そ

の
こ
と
を
役
所
に
報
告
す
べ
く
、
酒
を
買
う
口

実
で
出
か
け
る
。
呂
伯
奢
の
帰
り
が
遅
い
上
、

食
べ
き
れ
な
い
く
ら
い
大
き
な
ブ
タ
を
家
人
が

殺
し
て
い
る
の
で
、
県
の
追
っ
手
が
来
る
こ
と

を
曹
操
は
見
抜
く
。
陳
宮
の
制
止
を
聞
か
ず
、

家
人
を
殺
し
、
逃
げ
る
途
中
に
会
っ
た
呂
伯
奢

も
殺
す
。
陳
宮
は
曹
操
と
絶
交
し
て
去
る
。
そ

の
後
、
追
っ
手
が
来
る
も
曹
操
は
誤
解
さ
れ
た

ま
ま
と
な
る
。

河
南
省

　
　

信
陽

○

９
攔
馬
墻

曹
操
が
、
貧
し
い
許
褚
の
母
親
の
薬
代
を
立
て

替
え
る
。
許
褚
を
召
し
抱
え
る
と
、
許
褚
は
、

馬
の
調
教
を
す
る
。
あ
る
時
、
暴
れ
馬
が
許
褚

を
乗
せ
、
あ
わ
や
馬
場
か
ら
河
へ
飛
び
込
も
う

と
す
る
。
そ
こ
で
、
馬
を
遮
る
壁
を
造
っ
た
。

安
徽
省

　
　

亳
県

○

10
石
人
坑

曹
操
を
狙
い
に
来
た
二
人
の
刺
客
が
、
亳
県
の

南
の
窪
地
で
石
像
に
な
る
。

安
徽
省

　
　

亳
県

○
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11
冶
渓
と
爐

橋

曹
操
に
武
器
製
造
を
命
じ
ら
れ
た
曹
丕
が
、
河

原
に
職
人
を
集
め
、
武
器
を
造
ら
せ
た
の
で
、

そ
の
河
を
冶
渓
と
い
っ
た
。
ま
た
、
武
器
を
運

び
出
す
た
め
、
鉄
屑
を
混
ぜ
た
丈
夫
な
橋
を
曹

丕
が
造
り
、
こ
れ
は
爐
橋
と
呼
ば
れ
た
。

安
徽
省

　
　

定
遠

12
四
眼
井

洛
陽
に
、
水
を
汲
む
口
が
四
つ
に
分
か
れ
て
い

る
井
戸
が
あ
る
。
軍
民
が
水
を
争
っ
て
諍
い
を

起
こ
し
た
た
め
、
井
戸
の
口
に
四
つ
の
穴
が
開

い
た
石
板
を
置
き
、
軍
民
が
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
使

う
こ
と
と
な
り
、
仲
直
り
し
た
。
そ
の
た
め
、

甘
い
水
が
汲
め
る
井
戸
口
が
あ
る
。
ま
た
、
諍

い
を
起
こ
す
な
ど
の
経
緯
が
あ
っ
て
、
他
の
三

つ
の
井
戸
口
か
ら
は
、
酸
味
、
苦
み
、
辛
み
を

感
じ
る
水
が
汲
め
る
。

河
南
省

　
　

洛
陽

○

13
曹
操
が
、

賢
者
を
求

め
る

中
原
に
進
軍
す
る
曹
操
は
、
中
原
に
い
る
賢
者

を
泰
山
の
高
僧
に
尋
ね
る
。
高
僧
は
、
錦
の
袋

を
渡
し
、
曹
操
を
名
指
し
で
罵
る
者
が
現
れ
た

ら
開
け
ろ
と
い
う
。
許
昌
に
進
軍
の
後
、
荀
彧

が
曹
操
を
名
指
し
で
罵
る
張
り
紙
を
す
る
。
曹

操
が
袋
を
開
く
と
、
謎
か
け
の
紙
が
あ
り
、
謎

を
解
く
と
荀
彧
が
賢
者
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

荀
彧
を
三
度
訪
ね
て
迎
え
、
進
言
に
従
っ
て
、

求
賢
令
を
出
す
。

河
南
省

　
　

許
昌

○

14
議
題
村

洛
陽
か
ら
許
昌
へ
進
軍
し
て
、
部
隊
が
鄢
陵
県

馬
攔
鎮
に
差
し
掛
か
っ
た
際
、
将
軍
た
ち
と
糧

食
の
相
談
を
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ふ
さ

河
南
省

　

鄢
陵
県

○

わ
し
い
場
所
が
な
い
の
で
、
兵
士
の
軍
鞄
に
そ

の
村
の
蓮
花
土
を
入
れ
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
議

題
村
に
着
く
と
、
平
坦
な
地
に
蓮
花
土
を
積
ま

せ
高
台
を
築
か
せ
た
。
そ
の
時
、
蛙
が
鳴
い
て

煩
い
た
め
、
曹
操
が
黙
れ
と
言
う
と
、
蛙
は
村

か
ら
い
な
く
な
っ
た
。
蚊
も
煩
い
た
め
、
去
れ

と
い
う
と
、
い
な
く
な
っ
た
。
糧
食
の
解
決
が

つ
か
ず
に
い
る
と
、
あ
る
夜
、
太
白
金
星
の
化

身
が
現
れ
、
そ
の
助
言
に
従
い
屯
田
制
を
始
め

た
。

15
三
柏
一
孔

橋

董
承
が
曹
操
を
殺
す
た
め
、
勅
命
と
し
て
、
許

昌
の
東
門
外
に
一
日
の
内
に
三
百
一
の
ア
ー
チ

を
持
つ
橋
を
架
け
ろ
と
命
ず
る
。
そ
こ
で
、
曹

操
は
三
本
の
柏
の
木
を
橋
の
た
も
と
に
植
え
て
、

一
つ
の
ア
ー
チ
を
持
つ
橋
を
架
け
た
。
こ
れ
で
、

三
百
（
柏
）
一
の
ア
ー
チ
の
橋
と
し
た
。

河
南
省

　
　

許
昌

○

16
藏
兵
洞

許
昌
に
曹
操
が
造
ら
せ
た
四
五
里
の
地
下
道
が

あ
る
。
入
口
は
許
昌
の
北
門
内
に
あ
り
、
出
口

は
旧
城
の
南
門
外
に
あ
る
。
官
渡
の
戦
い
の
時
、

袁
紹
の
密
偵
が
許
昌
の
陣
容
を
偵
察
に
来
た
際

に
、
こ
の
地
下
道
を
使
っ
た
。
兵
を
循
環
さ
せ
、

次
々
と
兵
士
が
許
昌
に
入
る
よ
う
に
見
せ
か
け
、

袁
紹
を
騙
し
た
。

河
南
省

　
　

許
昌

○

17
喪
服
を
着

て
袁
紹
を

弔
う

官
渡
の
戦
い
の
後
、
袁
紹
の
本
拠
地
で
あ
っ
た

冀
州
の
民
衆
は
、
曹
操
に
反
発
し
て
い
た
。
そ

こ
で
、
曹
操
は
袁
紹
の
た
め
に
喪
に
服
し
、
武

河
南
省

　
　

中
牟

○



口承三国志の研究　曹操伝説を例として— 379 —

力
を
使
わ
ず
民
心
を
掌
握
し
た
。

18
曹
操
が
三

度
諸
葛
亮

を
招
く

程
昱
の
推
薦
で
曹
操
は
、
諸
葛
亮
を
招
く
べ
く
、

程
昱
、
曹
洪
と
出
発
す
る
。
最
初
に
訪
ね
た
曹

洪
は
会
え
ず
、
次
の
程
昱
は
出
仕
を
断
ら
れ
る
。

最
後
に
曹
操
が
訪
ね
る
が
、
諸
葛
亮
が
笑
っ
て

断
る
の
を
、
笑
い
者
に
さ
れ
た
と
思
い
、
立
ち

去
っ
た
。

湖
北
省

　
　

襄
樊

×

19
曹
操
顔

禰
衡
が
曹
操
を
諸
将
の
面
前
で
罵
る
が
、
曹
操

は
笑
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
劉
表
の
策
士
に
推

薦
し
て
、
劉
表
の
手
で
殺
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
劉
表
も
そ
れ
を
見
破
り
、
黄
祖
に
禰

衡
を
推
薦
す
る
。
結
局
、
黄
祖
に
よ
っ
て
、
禰

衡
は
殺
さ
れ
る
。
俗
に
「
曹
操
が
暴
れ
る
の
は

怖
く
な
い
が
、
笑
う
の
が
怖
い
」
と
言
う
。
ま

た
、
劇
で
も
曹
操
の
両
頬
に
三
つ
の
小
刀
を
描

き
、
笑
顔
か
ど
う
か
分
か
ら
な
く
す
る
。「
両
面

三
刀
（
裏
表
が
あ
る
）」
は
こ
こ
か
ら
来
て
い

る
。

不
詳

×

20
刺
角
芽
は

な
ぜ
畑
に

生
え
る
の

か

曹
操
は
、
劉
備
を
新
野
で
追
撃
す
る
が
、
兵
士

た
ち
の
進
軍
が
遅
い
。
理
由
を
聞
く
と
、
道
に

生
え
て
い
る
刺
角
芽
を
誤
っ
て
踏
む
と
、
血
を

流
す
た
め
と
い
う
。
曹
操
は
、
植
物
の
命
さ
え

惜
し
ん
で
慈
悲
の
心
を
見
せ
よ
う
と
、
刺
角
芽

を
刈
り
取
ら
せ
ず
、
畑
に
生
え
る
よ
う
に
命
じ

た
。
す
る
と
、
刺
角
芽
は
畑
に
移
動
す
る
。
更

に
、
農
民
に
刈
り
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
根
を

湖
北
省

　
　

襄
陽

×

深
く
は
れ
と
命
じ
る
。
そ
の
た
め
、
犂
で
も
除

く
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
人
々
は
曹
操
を
憎
ん

で
い
る
。

21
曹
操
と
王

子
墩

曹
操
の
軍
は
規
律
が
厳
し
く
、
民
衆
に
支
持
さ

れ
た
。
潜
山
、
懐
寧
、
桐
城
の
交
わ
る
村
に
進

軍
し
た
際
、
夫
人
の
陣
痛
が
始
ま
っ
た
。
兵
士

に
土
を
盛
ら
せ
て
台
を
造
ら
せ
、
小
屋
が
け
し

て
夫
人
を
住
ま
わ
せ
る
と
、
曹
丕
が
誕
生
し
た
。

村
民
も
祝
い
の
品
を
争
っ
て
贈
っ
た
。
特
に
、

細
麺
は
夫
人
に
喜
ば
れ
、
懐
寧
の
「
貢
面
」
と

し
て
名
産
と
な
っ
た
。
曹
操
も
村
人
の
厚
情
を

喜
び
、
こ
の
村
を
「
育
児
村
」
と
名
付
け
、
曹

丕
が
生
ま
れ
た
場
所
を
「
王
子
墩
」「
天
城
」
と

名
付
け
た
。

安
徽
省

　
　

潜
山

○

22
店
埠
街

合
肥
の
地
勢
が
低
い
た
め
、
曹
操
は
張
遼
に
命

じ
て
、
逍
遥
津
に
高
台
を
、
途
中
に
貯
水
池
を

造
ら
せ
た
。
そ
し
て
自
ら
筆
を
執
り
「
墊
歩

（
高
く
し
て
歩
む
）」
と
記
し
、
石
工
に
石
碑
す

る
よ
う
に
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
工
事
が
進
ま
な

い
の
で
、
曹
植
が
派
遣
さ
れ
た
。
す
る
と
、
現

場
は
人
が
多
く
て
も
店
が
な
く
、
生
活
が
苦
し

か
っ
た
。
そ
し
て
、
曹
植
が
石
工
の
所
に
行
く

と
、
周
囲
に
い
る
者
た
ち
は
文
盲
で
「
墊
歩
」

を
「
店
舗
」
と
聞
き
違
え
て
喜
ん
で
、
曹
操
に

感
謝
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
曹
植
は
曹
操
の
筆

跡
を
ま
ね
て
「
店
埠
」
と
書
い
て
、
石
碑
を
造

安
徽
省

　
　

合
肥

○
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ら
せ
た
。
そ
の
後
、
曹
操
も
曹
植
の
行
動
を
褒

め
、
店
も
増
え
て
、
賑
や
か
に
な
っ
た
。

23
雁
門
口

（
全
訳
を
後
掲
）

不
詳

○

24
軍
船
を
焼

き
捨
て
る
曹
操
が
軍
船
を
建
造
し
、
焼
き
捨
て
た
洞
庭
湖

の
砂
州
は
、「
曹
洲
」「
曹
田
洲
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
建
造
し
た
船
を
赤
壁
へ
運
ん
だ

が
、
敗
北
し
た
。
曹
操
は
、
洞
庭
湖
へ
人
を

や
っ
て
、
砂
州
を
焼
き
払
い
、
船
を
敵
に
渡
さ

な
か
っ
た
。
周
瑜
と
諸
葛
亮
は
勝
っ
た
が
、
大

勝
利
と
は
い
え
ず
、
三
国
鼎
立
と
な
っ
た
。

湖
南
省

　
　

岳
陽

○

25
鶏
鳴
城

赤
壁
で
敗
れ
た
曹
操
は
、
漢
川
県
二
河
鎮
の
近

く
ま
で
逃
げ
、
城
を
築
き
、
兵
を
休
ま
せ
た
。

し
か
し
、
翌
日
の
夕
刻
、
劉
備
の
軍
勢
が
城
を

囲
み
、
砦
を
築
き
夜
明
け
を
待
っ
た
。
そ
こ
で
、

曹
操
は
、
近
く
の
村
か
ら
多
く
の
鶏
を
集
め
た
。

劉
備
軍
が
寝
入
る
と
、
鶏
が
鳴
い
た
の
で
、
戦

の
準
備
を
す
る
と
、
ま
だ
宵
の
口
だ
っ
た
。
再

び
寝
る
と
、
ま
た
鶏
が
鳴
く
が
、
ま
だ
、
二
更

だ
っ
た
。
真
夜
中
過
ぎ
に
曹
操
は
、
三
度
鶏
を

鳴
か
せ
た
が
、
劉
備
軍
は
寝
入
っ
て
い
た
の
で
、

曹
操
軍
は
こ
っ
そ
り
と
逃
げ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
城
は
鶏
鳴
城
と
呼
ば
れ
た
。

湖
北
省

　
　

漢
川

○

26
習
文
村

臨
漳
の
西
南
十
里
の
村
に
、
曹
操
の
習
文
館
が

あ
っ
た
の
で
、
こ
の
村
は
習
文
村
と
呼
ば
れ
た
。

銅
雀
台
に
住
ん
で
い
た
あ
る
年
、
非
常
に
忙
し

河
北
省

　
　

臨
漳

○

か
っ
た
の
で
、
周
囲
が
習
文
館
を
建
て
て
休
ま

せ
た
。
鳥
も
さ
え
ず
り
を
遠
慮
し
て
、
今
で
も

こ
こ
は
静
か
な
地
で
あ
る
。

27
螭
の
頭

曹
操
は
銅
雀
台
に
い
た
時
、
一
角
龍
を
飼
っ
て

い
た
。
龍
は
、
銅
雀
台
を
守
り
、
毎
年
始
め
に
、

元
宝
を
吐
き
出
し
た
。
曹
操
は
、
そ
れ
を
付
近

の
貧
し
い
人
々
に
渡
さ
せ
た
。
曹
操
の
死
後
、

あ
る
富
豪
が
そ
の
宝
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
斧

で
龍
の
口
を
切
り
つ
け
た
。
富
豪
は
、
龍
に
に

ら
ま
れ
て
死
ん
だ
。
貧
し
い
人
々
に
手
当
を
さ

れ
た
龍
は
、
後
の
時
代
に
死
ん
で
石
に
な
り
、

銅
雀
台
の
遺
跡
に
い
る
。
切
り
落
と
さ
れ
た
口

と
、
そ
の
時
の
宝
は
今
も
あ
る
と
い
う
。

河
北
省

　
　

臨
漳

○

28
鉄
く
ず

銅
雀
台
の
南
三
〇
丈
に
金
鳳
台
が
あ
っ
て
、
そ

こ
で
兵
の
修
練
を
し
た
。
そ
こ
に
は
、
四
方
八

方
へ
兵
を
動
か
す
地
下
道
の
入
口
も
あ
っ
た
。

金
鳳
台
の
前
に
は
、
鍛
冶
工
房
が
あ
り
、
曹
操

は
、
よ
く
訪
れ
て
技
術
を
学
び
、
自
分
で
も

打
っ
た
。
あ
る
北
方
遠
征
の
時
、
自
分
を
救
っ

た
息
子
の
た
め
に
曹
操
は
、
自
ら
刀
を
打
っ
た
。

そ
の
時
、
彼
の
手
か
ら
出
た
鉄
屑
の
山
に
は
誰

も
手
を
触
れ
な
か
っ
た
。
後
の
時
代
、
漳
河
の

流
れ
が
変
わ
り
、
銅
雀
台
も
、
そ
の
北
の
氷
井

台
も
流
さ
れ
た
が
、
金
鳳
台
の
基
礎
と
鉄
屑
の

山
は
残
っ
た
。
附
近
の
農
民
は
、
こ
の
鉄
屑
を

馬
鍬
の
上
に
置
い
て
、
重
り
に
し
て
耕
し
た
。

河
北
省

　
　

臨
漳

○
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不
注
意
で
元
の
場
所
に
返
し
忘
れ
て
も
、
翌
日

に
は
自
分
で
戻
っ
て
い
た
。

29
曹
操
が
子

ど
も
に
服

す
る

曹
操
が
、
金
牛
山
の
麓
、
金
牛
河
の
対
岸
に
城

を
築
き
始
め
た
。
そ
れ
を
山
上
で
見
て
い
た
牛

飼
い
童
が
笑
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
曹
操
が
理
由

を
聞
く
と
、
金
牛
山
で
戦
争
ご
っ
こ
を
す
る
と
、

い
つ
も
山
上
の
者
が
、
麓
の
者
を
倒
す
と
い
う
。

童
の
失
礼
な
態
度
に
、
周
囲
の
者
が
怒
っ
た
が
、

曹
操
は
童
の
話
に
は
道
理
が
あ
る
と
し
て
、
南

四
〇
里
に
城
を
築
い
た
。
そ
の
際
、
各
兵
士
の

兜
に
土
を
入
れ
て
運
ば
せ
、
城
外
に
山
を
造
ら

せ
た
。
城
の
見
張
り
を
助
け
た
小
山
は
、
帽
頭

墩
（
帽
子
山
）
と
呼
ば
れ
た
。

安
徽
省

　
　

廬
江

○

30
濡
須
口
の

対
聯

あ
る
冬
、
曹
操
の
水
軍
が
濡
須
口
ま
で
来
て
、

巣
湖
に
入
ろ
う
と
し
た
が
、
凍
結
し
て
い
て
入

れ
な
か
っ
た
。
曹
操
は
、
兵
士
に
水
路
を
掘
ら

せ
て
、
そ
の
陣
中
見
舞
い
に
出
た
。
す
る
と
、

兵
士
た
ち
が
対
聯
の
上
句
を
ふ
ざ
け
て
言
っ
て

い
る
。「
兵
士
の
船
を
兵
士
が
動
か
し
て
兵
士
が

氷
を
割
る
（
兵
船
兵
開
兵
破
氷
）」
し
か
し
、
下

句
が
う
ま
く
つ
け
ら
れ
な
い
。
曹
操
が
つ
け
よ

う
と
し
て
も
う
ま
く
で
き
ず
、
諦
め
か
け
た
時
、

尼
寺
の
情
景
が
眼
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
「
尼
の

靴
を
尼
が
持
っ
て
き
て
尼
が
泥
を
落
と
し
て
い

る
（
尼
靴
尼
携
尼
洗
泥
）」
と
つ
け
、
兵
士
た
ち

は
感
服
し
た
。

安
徽
省

　
　

廬
江

○

31
唱
歌
亭

曹
操
が
袁
紹
討
伐
後
、
す
ぐ
に
南
征
を
行
っ
た

際
、
九
嶺
山
の
毛
家
段
六
屋
に
来
た
時
、
私
塾

の
教
師
が
春
聯
を
詠
ん
だ
。「
征
く
時
は
、
刀
も

矛
も
煌
め
い
て
将
兵
も
多
く
、
何
と
盛
ん
な
こ

と
か
。
帰
る
時
は
、
死
屍
累
々
と
し
て
身
の
毛

も
よ
だ
つ
う
め
き
声
を
立
て
、
何
と
悲
し
い
こ

と
か
」
そ
れ
を
聞
き
と
が
め
た
曹
操
が
訳
を
聞

く
と
、
教
師
は
討
伐
後
の
連
戦
の
不
利
を
説
く
。

そ
れ
を
聞
い
て
、
曹
操
は
南
征
を
止
め
た
。
そ

の
故
事
を
記
念
し
て
、
後
世
の
者
が
唱
歌
亭
を

そ
の
地
に
建
て
た
。

湖
北
省

　
　

通
城

○

32
曹
操
が
字

を
間
違
え

る

曹
操
は
張
魯
を
下
す
べ
く
、
褒
斜
古
道
の
石
門

に
来
た
。
漢
中
盆
地
の
素
晴
ら
し
さ
に
、
詩
を

吟
じ
た
く
な
っ
た
。
曹
操
は
川
の
丸
石
に
水
が

あ
た
る
光
景
か
ら
「
袞
雪
」
と
丸
石
に
刻
し
た
。

あ
る
者
が
「
袞
」
は
本
来
「
滾
」
で
「
三
水
」

が
足
り
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
曹

操
は
周
囲
の
手
前
間
違
え
を
認
め
ず
、
丸
石
の

周
囲
の
川
を
指
し
て
、「
水
が
既
に
あ
る
の
で
、

三
水
は
蛇
足
」
と
言
い
逃
れ
、
周
囲
の
者
は
、

そ
れ
に
感
服
し
た
。

陝
西
省

　
　

勉
県

33
左
慈
が
曹

操
を
か
ら

か
う
一

曹
操
と
同
郷
の
左
慈
は
、
天
柱
山
で
貧
し
い

人
々
を
助
け
て
い
た
が
、
後
に
南
極
仙
翁
に
会

い
、
仙
人
と
な
っ
た
。
曹
操
が
魏
王
と
な
っ
た

晩
年
、
邸
宅
と
庭
園
を
造
る
の
に
人
々
が
こ
き

使
わ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
左
慈
が
曹
操
を
諫

安
徽
省

　
　

亳
県

×
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め
る
。
聞
く
耳
を
持
た
な
い
曹
操
に
左
慈
は
石

を
投
げ
る
と
、
そ
れ
は
曹
操
の
印
璽
と
瓜
二
つ

に
な
っ
た
。
曹
操
は
怒
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る

が
、
な
ぜ
か
誰
も
近
づ
け
ず
、
左
慈
は
去
っ
た
。

34
左
慈
が
曹

操
を
か
ら

か
う
二

曹
操
が
軍
を
率
い
て
江
南
へ
向
か
う
の
を
諫
め

る
た
め
に
、
左
慈
が
途
上
の
河
で
釣
り
を
し
て

待
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
諫
め
て
も
曹
操
は
無

視
を
し
て
南
へ
向
か
お
う
と
す
る
。
左
慈
は
、

地
面
に
一
皿
の
魚
と
一
壺
の
酒
を
描
く
と
、
そ

れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。
兵
士
た
ち
が
食
べ

て
も
減
る
こ
と
が
な
い
。
兵
士
た
ち
が
群
が
り
、

そ
れ
に
気
づ
い
た
曹
操
は
左
慈
を
怒
鳴
る
が
、

左
慈
は
や
は
り
酒
を
勧
め
る
。
左
慈
の
仙
術
を

忌
々
し
く
も
恐
れ
た
曹
操
は
斬
り
か
か
る
が
左

慈
は
杯
を
投
げ
、
鶴
に
な
っ
て
飛
び
去
る
。
後

の
時
代
の
人
が
、
そ
の
場
所
に
橋
を
架
け
「
擲

杯
橋
」
と
呼
び
、
左
慈
廟
を
建
て
た
。

安
徽
省

　
　

廬
江

×

35
曹
操
の
偽

墓

漢
水
が
長
江
に
流
れ
込
む
場
所
に
平
地
が
あ
り
、

そ
こ
の
小
山
は
、
曹
操
の
墓
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
曹
操
は
埋
葬
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
昔
、
赤
壁
で
負
け
た
曹
操
は
、
許
昌
へ
逃
げ

た
。
し
か
し
、
追
っ
手
が
迫
る
と
、
曹
操
は
各

自
に
そ
れ
ぞ
れ
逃
げ
ろ
と
命
令
し
て
倒
れ
て
し

ま
っ
た
。
部
下
た
ち
は
、
曹
操
を
埋
葬
し
て
、

喪
服
に
着
替
え
、
埋
葬
場
所
に
小
山
を
築
い
た
。

そ
れ
を
見
た
追
っ
手
は
追
撃
を
止
め
た
。
し
か

不
詳

○

し
、
埋
葬
し
た
の
は
藁
人
形
で
、
曹
操
は
農
民

の
姿
で
逃
げ
落
ち
た
。

36
曹
操
が
偽

り
の
心
で

関
羽
を
弔

う

呉
が
関
羽
を
討
っ
た
後
、
そ
の
首
を
曹
操
に

送
っ
た
。
曹
操
は
、
蜀
と
呉
を
相
打
ち
さ
せ
る

た
め
、
関
羽
を
弔
っ
た
。
洛
陽
南
門
外
に
廟
を

造
り
、
木
像
を
造
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
詰
問
に

来
た
呉
の
使
者
に
対
し
て
、
関
羽
を
祀
っ
た
場

所
は
、
春
に
は
川
が
あ
ふ
れ
て
水
に
浸
か
る
と

説
明
す
る
。
す
る
と
突
然
大
風
が
吹
き
、
関
羽

が
墓
か
ら
現
れ
、
息
を
吹
く
と
、
川
の
流
れ
が

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
関
羽
の
墓

に
は
手
を
つ
け
な
か
っ
た
。
今
は
周
囲
に
柏
が

鬱
蒼
と
生
え
、
石
碑
も
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
関
林
で
あ
る
。

河
南
省

　
　

洛
陽

×

37
関
帝
廟
の

由
来

関
羽
を
討
っ
た
呉
は
、
そ
の
首
を
曹
操
に
送
っ

た
。
曹
操
は
、
大
声
で
泣
い
て
、
そ
れ
は
本
心

で
も
あ
り
芝
居
で
も
あ
っ
た
。
関
羽
を
討
っ
た

の
は
孫
権
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
曹
操

は
関
羽
を
丁
重
に
弔
っ
た
。
後
に
曹
操
は
祠
を

建
て
よ
う
と
し
た
が
、
諸
将
が
反
対
す
る
の
で
、

私
的
に
故
郷
の
譙
郡
に
廟
を
建
て
祀
ら
せ
た
。

す
る
と
各
州
府
県
も
廟
を
建
て
て
、
曹
操
の
歓

心
を
得
よ
う
と
し
た
。
清
朝
に
な
る
と
、
多
く

の
山
西
商
人
が
亳
州
で
商
売
を
し
て
財
を
な
し

た
。
彼
ら
は
、
関
羽
と
同
郷
で
、
亳
州
で
足
場

を
固
め
る
た
め
に
、
寄
付
で
大
き
な
関
帝
廟
を

不
詳

○
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建
て
た
。

38
曹
操
と
華

佗

曹
操
は
、
ヒ
素
を
盛
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。

盛
ら
れ
た
時
に
分
か
る
よ
う
に
、
ヒ
素
を
一
嘗

め
し
た
が
、
こ
の
た
め
、
頭
を
痛
め
て
し
ま
っ

た
。
華
佗
に
助
け
を
求
め
る
と
、
華
佗
は
、
頭

を
開
い
て
薬
湯
で
洗
う
と
い
う
。
曹
操
は
恐
れ

て
、
華
佗
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、
華

佗
が
夢
枕
に
立
ち
、
曹
操
の
頭
を
開
き
、
脳
を

洗
っ
て
ま
た
閉
じ
た
。
曹
操
は
恢
復
し
た
。
後

悔
し
た
曹
操
は
、
華
佗
の
た
め
に
祠
を
造
る
こ

と
に
し
た
。
し
か
し
、
後
世
の
人
が
華
佗
を
殺

し
た
自
分
を
罵
る
こ
と
を
恐
れ
、
祠
は
自
分
が

馬
に
乗
っ
て
初
め
て
見
え
る
小
さ
い
も
の
と
し

た
。
職
人
た
ち
は
、
三
つ
の
レ
ン
ガ
を
「
コ
」

の
字
に
立
て
て
、
一
つ
の
レ
ン
ガ
で
蓋
を
す
る

形
の
小
さ
い
祠
を
屋
根
の
上
に
乗
せ
て
「
廟
上

廟
」
と
呼
ん
だ
。
今
も
亳
県
の
家
の
屋
根
に
は

こ
れ
が
あ
り
、
華
佗
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

安
徽
省

　
　

亳
県

×

39
偽
墓

曹
操
が
自
ら
の
死
を
覚
悟
し
た
時
、
息
子
た
ち

は
外
征
し
て
お
り
、
養
子
だ
け
が
近
く
に
い
た
。

そ
こ
で
養
子
に
「
自
分
の
死
後
、
喪
に
服
さ
ず
、

赤
い
服
を
着
て
葬
る
こ
と
、
葬
式
の
仕
方
、
棺

を
埋
め
る
場
所
」
を
指
示
し
た
。
そ
の
後
、
曹

丕
に
手
紙
を
書
く
と
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。
出

棺
の
日
、
幾
つ
も
の
棺
が
四
方
八
方
へ
出
て
、

ど
れ
が
曹
操
の
か
分
か
ら
な
い
。
し
か
も
弔
旗

河
北
省

　
　

臨
漳

×

を
持
つ
者
た
ち
は
赤
い
服
を
着
て
い
る
。
曹
丕

が
曹
操
か
ら
受
け
取
っ
た
手
紙
に
は
、「
公
務
を

済
ま
せ
、
百
日
後
に
戻
り
、
赤
い
服
を
着
て
い

る
者
は
反
逆
者
な
の
で
殺
せ
」
と
あ
っ
た
。
そ

こ
で
戻
る
と
、
養
子
が
赤
い
服
を
着
て
い
た
の

で
、
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
曹
操
の
墓
の
場
所
を

知
る
者
は
い
な
く
な
り
、
ど
こ
に
墓
が
あ
る
か

分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
後
の
人
は
、
曹
操
に
は

七
二
の
偽
の
墓
が
あ
る
と
言
っ
た
。

40
死
ん
だ
曹

操
が
汚
職

官
吏
を
懲

ら
し
め
る

天
下
が
乱
れ
て
後
、
数
百
年
、
亳
州
の
州
官
も

百
回
以
上
替
わ
っ
た
。
新
し
い
州
官
の
銭
佑
力

は
貪
欲
だ
っ
た
。
あ
る
日
、
崩
れ
た
城
壁
の
下

に
大
穴
が
あ
っ
て
、
金
の
臼
が
あ
る
報
告
が
入

り
、
喜
ん
だ
。
見
張
り
の
役
人
を
つ
け
る
と
、

そ
の
日
の
夜
に
は
見
張
り
を
移
動
さ
せ
て
、
身

内
に
持
ち
去
ら
せ
た
。
撫
台
長
官
が
、
こ
れ
を

巻
き
上
げ
よ
う
と
す
る
が
、
銭
は
承
知
せ
ず
、

怒
っ
た
長
官
は
彼
を
首
に
し
て
、
二
千
両
の
罰

金
を
科
し
た
。
銭
は
一
文
無
し
に
な
り
、
金
臼

の
み
手
元
に
残
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の

昔
、
曹
操
が
汚
職
官
吏
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に

埋
め
さ
せ
た
大
き
な
磁
石
だ
っ
た
。
二
つ
の
穴

に
そ
れ
ぞ
れ
七
字
が
彫
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
に

は
「
高
い
巨
人
が
手
を
挙
げ
て
（
高
高
巨
人
揚

着
手
）」、
そ
し
て
も
う
一
つ
に
は
「
木
の
上
の

三
人
を
守
る
（
保
護
樹
上
人
三
口
）」
と
あ
る
。

こ
れ
を
合
わ
せ
る
と
「
操
」
に
な
る
。

安
徽
省

　
　

亳
県

○
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伝
承
地
別
に
見
る
と
、
ま
ず
は
曹
操
の
故
郷
が
あ
る
安
徽
省
は
一
四
話

と
多
い
。
次
い
で
、
洛
陽
や
曹
操
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
許
昌
が
あ
る
河
南

省
が
九
話
で
あ
る
。
他
に
は
、
湖
北
省
が
四
話
、
河
北
省
が
四
話
、
陝
西

省
が
二
話
、
湖
南
省
が
一
話
で
あ
る
。
や
は
り
、
曹
操
ゆ
か
り
の
地
に

は
、
そ
れ
だ
け
伝
説
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
窺
え
よ
う
。

内
容
面
か
ら
み
る
と
、
目
立
つ
の
は
、
地
名
や
建
造
物
の
由
来
に
関

わ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
こ
と
の
多
さ
で
あ
る
。
曹
操
の
行
い
が
直
接
由
来
に

関
わ
っ
て
い
る
伝
説
は
一
七
話
（
表
番
号
は
３
・
４
・
９
・
12
・
14
・

15
・
16
・
21
・
24
・
25
・
26
・
29
・
31
・
36
・
37
・
38
・
39
）
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
36
・
38
・
39
番
を
除
い
て
、
曹
操
に
対
す
る
評
価
は
肯
定
的

で
あ
る
。
偉
人
や
英
雄
の
行
為
が
地
名
由
来
に
結
び
つ
く
の
は
、
他
の
多

く
の
伝
説
に
お
い
て
も
一
般
的
な
の
で
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、

こ
の
伝
説
を
伝
え
て
き
た
人
々
が
、
曹
操
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

否
定
的
評
価
の
36
番
は
関
羽
と
の
伝
説
、
38
番
は
、
華
佗
と
の
伝
説
で

あ
る
。
34
番
の
左
慈
と
の
伝
説
も
地
名
由
来
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら

も
同
じ
く
曹
操
に
対
し
て
は
否
定
的
な
評
価
で
あ
る
。
曹
操
単
独
の
伝
説

で
な
く
、
他
の
人
物
と
の
葛
藤
が
あ
る
場
合
、
否
定
的
に
語
ら
れ
る
傾
向

が
あ
る
。
た
だ
、
39
番
に
関
し
て
は
、
他
の
登
場
人
物
と
の
葛
藤
が
な
い

に
も
関
わ
ら
ず
、
曹
操
の
奸
智
が
強
調
さ
れ
た
墓
の
由
来
譚
と
な
っ
て
い

て
、
こ
の
表
に
お
い
て
は
例
外
的
で
あ
る
。

他
の
地
名
由
来
と
な
っ
て
い
る
話
は
、
曹
操
を
狙
う
刺
客
が
石
像
に

な
っ
た
10
番
と
、
曹
操
に
命
じ
ら
れ
て
武
器
製
造
を
行
っ
た
曹
丕
に
つ
い

て
の
11
番
、
同
じ
く
曹
操
に
命
じ
ら
れ
て
視
察
を
行
っ
た
曹
植
に
つ
い
て

の
22
番
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
二
一
話
が
地
名
や
建
造
物
の
由
来

譚
で
あ
り
、
全
体
の
半
分
強
で
あ
る
。

そ
し
て
、
他
の
由
来
譚
と
し
て
は
、
植
物
の
由
来
譚
が
３
番
、
７
番
、

20
番
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
３
番
は
名
産
品
の
大
根
の
由
来
譚
で
あ
り
、

名
産
品
の
由
来
譚
と
し
て
は
他
に
21
番
が
あ
る
。
ま
た
、
19
番
は
成
語

「
両
面
三
刀
」
の
由
来
譚
で
、
28
番
は
農
作
業
に
使
っ
た
重
り
の
鉄
の
由

来
譚
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
る
と
、
由
来
を
語
る
内
容
は
、
二

五
話
に
上
る
。
由
来
を
語
る
の
は
、
伝
説
の
主
要
な
機
能
で
あ
る
の
で
、

曹
操
伝
説
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
『
三
国
外
伝
』
の
曹
操
伝
説
を
ま
と
め
た
が
、
こ
の
伝
説

は
、
前
掲
の
『
中
国
民
間
故
事
集
成
』『
中
国
民
間
故
事
全
集
』
を
始
め
、

他
の
資
料
集
に
も
散
見
さ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
他
の
資
料
集
に

も
当
た
り
、
曹
操
伝
説
の
総
体
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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三
　
曹
操
伝
説
に
み
る
婚
姻
儀
礼

　

そ
れ
で
は
、
前
節
で
確
認
し
た
伝
説
に
お
い
て
特
徴
的
に
現
れ
る
民

俗
、
つ
ま
り
生
活
文
化
を
分
析
し
て
い
く
。
ま
ず
は
、
表
５
の
話
「
曹
操

が
袁
紹
を
か
ら
か
う
」
の
全
文
を
日
本
語
訳
し
て
確
認
す
る
。

　

曹
操
が
袁
紹
を
か
ら
か
う
（
三
三
八
頁
～
三
三
九
頁
）

　

誰
も
が
曹
操
と
袁
紹
が
宿
敵
で
、
最
後
に
曹
操
が
袁
紹
を
滅
ぼ
し

た
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
若
い
頃
は
友
人
同
士
で

あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
と
も
と
、
袁
紹
は
名
門
の
出
身
で
金
持
ち
の
お
坊
ち
ゃ
ん
で
、

ず
っ
と
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
も
ら
っ
て
い
て
、
世
間
知
ら
ず

だ
っ
た
。
曹
操
と
い
え
ば
、
年
中
各
地
を
渡
り
歩
き
、
世
間
を
見

て
、
機
転
も
利
い
て
、
策
略
も
う
ま
か
っ
た
。
彼
は
、
袁
紹
な
ど
眼

中
に
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
袁
紹
を
か
ら
か
っ
て
言
っ
た
。「
兄
さ

ん
、
君
の
家
は
う
ち
よ
り
も
金
持
ち
だ
が
、
君
は
、
俺
に
届
か
な

い
」

　

袁
紹
は
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
曹
操

を
上
か
ら
下
ま
で
細
か
く
見
回
し
た
。
曹
操
は
、
背
も
低
く
て
痩
せ

て
い
て
、
自
分
と
言
え
ば
、
背
は
高
く
太
っ
て
い
て
、
威
風
堂
々
と

し
て
い
る
。
そ
こ
で
思
わ
ず
笑
っ
て
い
っ
た
。「
弟
よ
、
ち
ょ
う
ど

反
対
だ
よ
。
俺
は
お
ま
え
よ
り
頭
一
つ
分
高
い
な
」

　

曹
操
は
、
心
の
中
で
罵
っ
た
。「
積
み
上
げ
た
麦
わ
ら
は
大
き
い

が
、
牛
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
。
馬
鹿
め
！
」
い
っ
そ
の
こ
と
、
本

音
を
話
そ
う
。「
俺
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
君
の
知
恵
が
及
ば
な
い

と
い
う
こ
と
さ
。
信
じ
な
い
か
い
？
俺
が
、
君
を
騙
し
て
売
り
払
っ

て
も
、
き
っ
と
君
は
俺
の
た
め
に
金
を
数
え
て
く
れ
る
に
違
い
な

い
」

　

袁
紹
は
、
ど
う
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
し
て
、
そ

の
場
で
勝
負
す
る
こ
と
を
持
ち
か
け
た
。
こ
の
時
、
ち
ょ
う
ど
隣
家

で
婚
礼
が
あ
り
、
人
が
行
き
来
し
て
賑
や
か
だ
っ
た
。
曹
操
は
、
す

ぐ
に
考
え
が
浮
か
ん
で
、
袁
紹
に
言
っ
た
。「
そ
れ
な
ら
、
賭
け
る

か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ど
ち
ら
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
新

居
の
人
た
ち
を
同
時
に
追
い
出
し
て
、
彼
ら
の
向
き
を
変
え
さ
せ

て
、
俺
た
ち
二
人
を
追
い
か
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
俺
た
ち
は
う
ま

く
逃
げ
て
、
最
後
に
皆
に
何
だ
っ
た
か
を
わ
か
ら
せ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
が
、
で
き
る
か
？
」

　

袁
紹
は
、
そ
れ
を
聞
く
と
頭
を
振
っ
て
言
っ
た
。「
天
に
昇
る
よ

り
、
難
し
い
」
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「
そ
れ
な
ら
、
俺
の
や
る
の
を
見
と
け
よ
。
君
は
、
俺
の
指
図
に

従
っ
て
く
れ
」
す
る
と
曹
操
は
、
す
ぐ
に
袁
紹
を
連
れ
て
、
こ
っ
そ

り
と
隣
家
の
庭
に
忍
び
込
み
、
物
陰
に
隠
れ
る
と
、
大
声
で
叫
ん

だ
。「
急
い
で
捕
ま
え
ろ
、
賊
だ
！
」

　

新
居
の
人
々
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
、
賊
を
捕
ま
え
よ
う
と
一
斉
に

出
て
き
た
。
曹
操
は
、
袁
紹
を
引
っ
張
っ
て
、
さ
っ
と
新
居
の
中
に

入
っ
た
。
見
る
と
花
嫁
は
、
一
人
で
震
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
刀
を

抜
い
て
彼
女
を
庭
の
裏
門
に
追
い
立
て
て
、
と
も
に
出
た
。

　

人
々
は
、
庭
を
く
ま
な
く
探
し
た
が
、
賊
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で

騙
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
再
び
新
居
に
戻
る
が
、
花
嫁
が

お
ら
ず
非
常
に
驚
い
た
。
そ
の
後
、
裏
庭
の
門
が
開
か
れ
て
い
る
の

を
見
る
と
、
蜂
が
巣
か
ら
一
斉
に
出
る
よ
う
に
走
り
出
し
た
。

　

袁
紹
は
、
こ
の
大
騒
ぎ
を
見
て
、
家
に
入
る
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ

辺
鄙
な
場
所
を
目
指
し
て
懸
命
に
走
っ
て
い
た
。
曹
操
は
、
当
然
袁

紹
が
一
人
で
逃
げ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
片
手
で
し
っ
か
り
と
掴
ん

で
、
も
う
片
方
の
手
は
、
ず
っ
と
刀
を
握
り
花
嫁
を
脅
し
て
い
た
。

こ
ん
な
様
子
な
の
で
、
も
ち
ろ
ん
老
牛
が
ボ
ロ
車
を
引
く
よ
り
も
歩

き
に
く
く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
藪
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
。
袁
紹
は
、

少
し
の
力
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
の
場
所
な
ら
見
つ
け
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
と
、
伏
せ
て
隠
れ
て
朝
を
待
と
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

時
、
曹
操
が
大
声
で
叫
ん
だ
。「
早
く
捕
ま
え
ろ
、
賊
は
こ
こ
だ
！
」

　

袁
紹
は
止
ま
る
こ
と
も
で
き
ず
、
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
、
つ

い
に
林
を
走
り
抜
け
た
。
両
脚
は
既
に
立
つ
こ
と
も
で
き
ず
、
地
面

に
座
り
込
ん
で
、
息
を
切
ら
し
て
い
た
。
振
り
返
る
と
、
曹
操
も
つ

い
て
き
て
、
平
然
と
し
て
、
大
笑
い
し
て
言
っ
た
。「
花
嫁
は
放
し

た
よ
。
そ
れ
か
ら
、
花
嫁
を
探
し
て
い
た
人
た
ち
に
は
、
こ
れ
は
俺

た
ち
か
ら
の
『
閙
新
房
（
新
婚
の
夜
に
新
居
を
騒
が
し
て
か
ら
か
う

風
習
）』
だ
と
、
話
し
た
よ
。
ど
う
だ
い
、
こ
の
賭
け
は
、
俺
の
勝

ち
だ
ろ
う
、
負
け
を
認
め
る
か
？
」

　

袁
紹
は
、
や
っ
と
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
に
長
い
た
め
息
を
つ
い
て

言
っ
た
。「
俺
は
、
お
ま
え
に
届
か
な
い
、
確
か
に
届
か
な
い
よ
」

　

こ
の
話
は
、
文
献
で
は
、『
世
説
新
語
』「
假
譎
第
二
七
」
に
類
似
の
話

を
確
認
で
き
る
。
ま
ず
は
、
新
釈
漢
文
大
系
の
『
世
説
新
語
』
（
２
）

か
ら
原
文

と
通
釈
を
引
用
す
る
。
作
者
の
劉
義
慶
（
四
〇
四
年
～
四
四
四
年
）
の
南

朝
・
宋
時
代
に
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

原
文

　

魏
武
少
時
、
嘗
與
袁
紹
好
爲
游
侠
。
觀
人
新
婚
、
因
潜
入
主
人
園

中
、
夜
叫
呼
云
、
有
偸
兒
賊
。
靑
廬
中
人
皆
出
觀
。
魏
武
乃
入
、
抽



口承三国志の研究　曹操伝説を例として— 387 —

刄
劫
新
婦
。
與
紹
還
出
、
失
衜
墜
枳
棘
中
、
紹
不
能
得
動
。
復
大
叫

云
、
偸
兒
在
此
。
紹
遑
廹
自
擲
出
、
遂
以
倶
免
。

通
釈

　

魏
の
武
帝
（
曹
操
）
は
若
い
こ
ろ
、
い
つ
も
好
ん
で
袁
紹
と
遊
侠

の
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
た
。
新
婚
の
人
を
み
か
け
、
そ
の
主
人
の
庭

園
に
そ
っ
と
忍
び
込
み
、
夜
、
大
声
で
「
泥
棒
が
い
る
ぞ
。」
と
叫

ん
だ
。
青
廬
の
中
の
人
々
は
、
皆
出
て
き
て
様
子
を
見
た
。
そ
の
隙

に
武
帝
は
青
廬
に
入
り
こ
み
、
刀
を
抜
い
て
花
嫁
を
掠
奪
し
て
、
袁

紹
と
一
緒
に
逃
げ
出
し
た
が
、
道
に
迷
っ
て
い
ば
ら
の
中
に
落
ち
込

み
、
袁
紹
は
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
た
。
武
帝
は
ま
た
大
声
で
叫

ん
だ
。「
泥
棒
は
こ
こ
に
い
る
ぞ
。」
袁
紹
は
あ
わ
て
て
自
力
で
跳
び

出
し
、
や
っ
と
二
人
と
も
助
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
口
承
の
伝
説
と
文
献
の
『
世
説
新
語
』
と
の
異
同
を
整
理

し
て
み
た
い
。

　

口
承

　

文
献

曹
操
と
袁
紹
は
友
人
同
士
。

曹
操
と
袁
紹
は
い
つ
も
遊
侠
の
ふ
る
ま

い
を
し
た
。

知
恵
比
べ
の
た
め
に
、
隣
家
の
花
嫁
を

さ
ら
う
。

新
婚
を
見
か
け
て
、
花
嫁
を
さ
ら
う
。

（
理
由
は
不
明
確
）

騒
ぎ
を
起
こ
し
、
そ
の
隙
に
花
嫁
を
脅

す
。

騒
ぎ
を
起
こ
し
、
そ
の
隙
に
花
嫁
を
脅

す
。

曹
操
、
袁
紹
、
花
嫁
は
藪
に
入
り
込
む
。
曹
操
、
袁
紹
は
藪
に
入
り
込
む
。（
花
嫁

に
つ
い
て
は
不
明
確
）

動
け
な
い
袁
紹
を
動
か
す
た
め
に
、
叫

ぶ
。

動
け
な
い
袁
紹
を
動
か
す
た
め
に
、
叫

ぶ
。

曹
操
は
花
嫁
を
解
放
し
て
、「
閙
新
房
」

と
言
っ
て
、
家
の
者
を
納
得
さ
せ
、
袁

紹
と
の
知
恵
比
べ
に
勝
つ
。 

（
花
嫁
の
行
方
は
不
明
）

ど
ち
ら
も
、
袁
紹
を
貶
め
て
曹
操
の
知
恵
を
際
立
た
せ
る
手
法
は
同
じ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
話
の
基
本
構
造
は
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
大
き

く
異
な
る
の
は
口
承
の
み
に
登
場
す
る
「
閙
新
房
」
で
あ
る
。

「
閙
新
房
」
は
、
嫁
入
り
の
際
の
儀
式
で
あ
る
。
時
代
、
地
域
に
よ
り

内
容
の
違
い
が
あ
る
が
、
招
待
客
や
友
人
た
ち
が
新
郎
新
婦
を
か
ら
か
う

こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
も
、
か
つ
て
は
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
る
場
合
が

多
く
、
こ
れ
は
近
代
に
お
い
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

『
中
国
民
俗
史
（
民
国
巻
）』
（
３
）

の
解
説
を
日
本
語
訳
し
て
示
す
。

　

新
郎
新
婦
が
新
居
に
入
れ
ら
れ
た
後
、「
看
新
婦
（
新
婦
を
見

る
）」「
閙
新
房
（
新
居
を
騒
が
す
）」
の
習
俗
が
あ
る
。
我
が
国
の

ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
伝
わ
る
諺
に
「
新
居
に
老
い
も
若
き
も
な
い
」
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と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
新
郎
よ
り
年
上
の
者
が
騒
ぐ
時
の
口
実

で
あ
る
。
実
際
、
新
居
で
騒
ぐ
の
は
、
青
年
男
女
で
、
特
に
若
い
男

た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
、
年
上
や
年
下
の
者
た
ち
は
、
た
だ
野
次

馬
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。
新
居
を
騒
が
す
者
は
、
表
向
き
は
め
で
た

い
祝
い
の
言
葉
を
述
べ
る
が
、
実
際
は
新
婦
を
か
ら
か
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
新
居
に
入
る
と
明
る
く
て
、
部
屋
い
っ
ぱ
い
の
嫁
入
り

道
具
を
見
る
。
衣
装
ダ
ン
ス
の
鏡
は
ベ
ッ
ド
に
向
け
ら
れ
て
い
て
、

布
団
の
中
の
鴛
鴦
（
夫
婦
）
の
遊
び
を
は
っ
き
り
と
見
せ
る
」
な

ど
。
あ
る
者
は
、
唱
え
な
が
ら
手
で
触
れ
る
。
例
え
ば
「
新
婦
の
頭

を
撫
で
れ
ば
、
金
銀
が
家
に
来
る
。
新
婦
の
手
を
撫
で
れ
ば
、
お
金

を
数
え
る
時
、
全
て
枡
を
使
う
。
新
婦
の
肩
を
撫
で
れ
ば
、
子
ど
も

を
育
て
た
ら
出
世
す
る
」
な
ど
。
新
婦
は
ど
こ
を
撫
で
ら
れ
よ
う
と

も
、
言
い
返
し
て
は
い
け
な
い
。
婚
礼
の
進
行
係
の
女
性
（
男
の
子

と
女
の
子
の
両
方
が
い
る
女
性
）
で
さ
え
、
勝
手
に
追
い
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
民
間
で
は
、
こ
れ
を
「
騒
が
す
と
金
持
ち
に
な
る
」

と
言
う
か
ら
だ
。

　
「
閙
新
房
」
の
習
俗
は
、
始
め
か
ら
多
く
の
ル
ー
ル
違
反
の
行
為

が
混
じ
っ
て
い
る
。
民
間
で
は
「
三
日
間
、
先
輩
後
輩
は
な
い
」
と

い
う
言
い
方
が
あ
り
、
来
賓
も
マ
ナ
ー
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
新
郎

新
婦
を
好
き
勝
手
に
か
ら
か
い
楽
し
み
、
新
居
で
の
騒
ぎ
が
行
わ
れ

る
。
対
象
は
、
新
婦
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
新
婦
は
紛
れ
も
な

く
主
要
な
か
ら
か
い
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
広
州
な
ど

の
地
域
で
は
、
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
「
反
新
婦
」
と
言
う
。
こ
の

「
反
」
は
「
玩
（
も
て
あ
そ
ぶ
）」
と
同
音
な
の
で
、「
反
新
婦
」
は
、

新
婦
を
か
ら
か
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
古
典
で
も
「
閙
房
」
を

「
戯
婦
」
と
書
く
こ
と
が
あ
る
。

　

新
居
を
騒
が
す
悪
ふ
ざ
け
は
、
確
か
に
少
な
く
な
い
。
新
婚
の

ベ
ッ
ド
は
、
長
方
形
の
タ
ン
ス
に
似
て
い
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
人
が

こ
っ
そ
り
と
何
枚
か
の
ベ
ッ
ド
の
板
を
抜
い
て
お
く
。
外
か
ら
は
見

て
分
か
ら
な
い
の
で
、
新
郎
新
婦
が
休
み
に
入
る
と
、
仕
掛
け
が
働

い
て
、
二
人
と
も
ベ
ッ
ド
の
下
に
落
ち
て
と
て
も
驚
く
。
あ
る
い

は
、
い
た
ず
ら
っ
子
を
唆
し
て
、
先
に
ベ
ッ
ド
の
下
に
隠
れ
さ
せ

る
。
新
郎
新
婦
が
ベ
ッ
ド
に
上
が
る
や
、
思
い
き
り
ベ
ッ
ド
の
板
を

叩
か
せ
て
驚
か
せ
る
。
そ
し
て
、
外
に
隠
れ
て
い
た
者
た
ち
が
押
し

入
る
。
こ
の
時
、
新
郎
新
婦
は
笑
顔
で
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
て
も
て
な

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
ひ
ど
い
の
は
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い

子
ど
も
が
干
し
唐
辛
子
に
火
を
つ
け
て
、
窓
か
ら
放
り
込
み
、
二
人

を
涙
と
ク
シ
ャ
ミ
が
出
る
ほ
ど
む
せ
さ
せ
る
。･･･

こ
の
類
い
の
こ

と
は
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
、「
閙
新
房
」
が
原
因
で
ト
ラ
ブ

ル
を
起
こ
す
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
新
郎
新
婦
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に
は
為
す
す
べ
が
な
く
、
も
し
く
は
早
く
か
ら
覚
悟
し
て
い
る
。
新

郎
新
婦
に
な
っ
た
人
も
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
に
他
の
人
の
新
居
を
騒

が
せ
た
で
あ
ろ
う
し
。

　
「
閙
新
房
」
は
、
往
々
に
し
て
深
夜
ま
で
行
わ
れ
る
。
ひ
ど
い
時

は
、
朝
ま
で
騒
ぐ
。
新
郎
新
婦
が
疲
れ
果
て
る
の
を
見
る
と
、
皆
は

よ
う
や
く
目
配
せ
を
し
て
、
介
添
え
の
女
性
た
ち
と
一
緒
に
い
く
掴

み
か
の
祝
い
の
飴
を
二
人
の
上
や
ベ
ッ
ド
に
撒
く
。
こ
れ
を
「
撒
帳

子
」
と
言
い
、
そ
し
て
続
々
と
部
屋
を
出
る
。
そ
の
中
の
一
人
は
、

窓
か
ら
一
束
の
箸
を
投
げ
込
ん
で
、
祝
い
の
言
葉
を
言
う
。「
一
つ

投
げ
て
金
、
二
つ
投
げ
て
銀
、
三
つ
投
げ
て
出
世
す
る･･･

」
こ
れ

は
、
韻
を
踏
ん
で
、
そ
の
声
は
朗
々
と
し
て
、
親
戚
友
人
の
心
か
ら

の
祝
福
を
表
し
て
い
る
。

　

以
上
が
、
近
代
に
お
け
る
「
閙
新
房
」
の
一
風
景
で
あ
る
。
曹
操
の
伝

説
に
い
つ
か
ら
「
閙
新
房
」
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
判
然
と
し

な
い
が
、
こ
れ
を
語
る
人
々
に
と
っ
て
、「
閙
新
房
」
は
身
近
で
あ
っ
た
。

「
若
者
（
曹
操
）
が
、
嫁
入
り
の
場
で
、
新
婦
に
対
し
て
、
無
礼
を
働
く
」

と
な
れ
ば
、「
閙
新
房
」
が
連
想
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
を
語
る
者
に
と
っ

て
も
、
聞
く
者
に
と
っ
て
も
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
無
礼
は
、
常

識
外
れ
で
も
笑
っ
て
許
さ
れ
る
の
が
習
い
で
あ
る
。
新
婦
を
拉
致
す
る
よ

う
な
知
恵
比
べ
の
結
末
に
も
、
ま
こ
と
に
都
合
が
良
い
。
口
伝
え
に
と
っ

て
、
大
切
な
こ
と
は
、
語
る
者
と
聞
く
者
の
双
方
が
納
得
す
る
こ
と
で
あ

る
。「
閙
新
房
」
の
民
俗
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
伝
説
が
、
自
分
た

ち
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
「
閙
新
房
」
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
民
俗
学
的

解
釈
も
あ
る
。『
中
華
民
俗
知
識
全
知
道
』
（
４
）

か
ら
日
本
語
訳
し
て
紹
介
す

る
。　

「
閙
洞
房
（
新
居
を
騒
が
す
）」
は
、
伝
統
的
な
婚
礼
の
中
で
不
可

欠
の
し
き
た
り
で
、
婚
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
各
地
に

「
閙
洞
房
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
か
ら
か
う
他
に
も
意
義
が
あ
る
。

新
郎
新
婦
の
部
屋
に
は
、
よ
く
狐
狸
や
鬼
（
き
）
が
い
て
悪
さ
を
す

る
の
で
、
閙
洞
房
は
邪
霊
の
陰
気
を
祓
い
、
人
の
陽
気
を
強
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
俗
に
「
人
が
騒
が
な
け
れ
ば
、
鬼
が
騒
ぐ
」
と
言

う
。「
閙
洞
房
」
は
、
肯
定
的
な
意
義
か
ら
で
は
、
賑
や
か
な
雰
囲

気
を
増
し
て
、
寂
し
さ
を
除
く
の
で
、
あ
る
地
方
で
は
「
暖
房
」
と

も
言
わ
れ
る
。
古
い
時
代
の
男
女
は
、
人
の
紹
介
か
ら
夫
婦
に
な
る

こ
と
が
多
く
、
お
互
い
を
よ
く
知
ら
な
い
。「
閙
洞
房
」
は
、
こ
の

二
人
の
距
離
を
縮
め
て
、
結
婚
生
活
の
良
い
ス
タ
ー
ト
に
な
る
。
そ

れ
以
外
に
も
、「
閙
洞
房
」
は
親
戚
友
人
の
互
い
を
親
し
く
さ
せ
、
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一
族
の
繁
栄
を
示
す
働
き
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
曹
操
の
行
為
を
振
り
返
る
と
、
曹
操
に
よ
る

新
婦
の
連
れ
去
り
は
紛
れ
も
な
い
大
騒
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
皆
が
一
斉

に
、
そ
の
新
婦
を
取
り
戻
す
べ
く
行
動
し
た
の
は
、
夫
婦
の
絆
、
親
戚
友

人
間
の
繋
が
り
を
強
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、『
世
説
新
語
』
に
記
載
さ
れ
た
話
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

い
る
か
。
例
え
ば
、
台
湾
で
出
さ
れ
た
『
新
譯
世
説
新
語
』
（
５
）

で
は
、
次
の

よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
該
当
部
分
を
日
本
語
訳
し
て
紹
介
す
る
。

　

こ
の
話
は
、
前
半
は
曹
操
と
袁
紹
が
、
道
に
迷
っ
て
い
ば
ら
の
道

に
落
ち
込
む
ま
で
の
経
過
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
後
半
は
、
曹
操
が

詐
術
を
用
い
て
袁
紹
に
自
力
で
逃
げ
出
さ
せ
る
経
過
が
描
か
れ
て
い

る
。
若
い
こ
ろ
の
曹
操
と
袁
紹
は
、
遊
侠
の
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
た

の
に
、
な
ぜ
新
婦
を
強
奪
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
お
そ
ら
く
二
人
は

世
間
知
ら
ず
で
、
父
母
と
の
別
れ
が
つ
ら
く
て
泣
い
て
い
る
新
婦
を

見
て
、
悪
い
権
力
者
に
よ
る
略
奪
婚
に
遭
っ
て
い
る
と
誤
解
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
哀
れ
ん
で
、
身
を
挺
し
て
ま
で
も
救
お
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
。
刀
を
抜
い
て
ま
で
、
新
婦
を
強
奪
し
た
の
に
、
な
ぜ

曹
操
と
袁
紹
だ
け
が
去
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、
青
廬
の
中
で
騙
さ

れ
て
出
て
行
っ
た
人
々
が
戻
っ
て
き
て
、
力
を
合
わ
せ
て
奪
い
返

し
、
二
人
を
追
い
出
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
話
は
、
後
半
で
曹
操

が
騙
す
こ
と
の
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
前
半
は
長
く

な
い
ほ
う
が
良
い
。
そ
こ
で
、
省
略
で
き
る
と
こ
ろ
は
省
略
し
て
、

読
者
の
想
像
に
委
ね
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
人
が
義
侠
心
に
駆
ら
れ
て
、
新
婦
を
さ
ら
お
う
と
し

た
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
た
だ
、
民
間
の
伝
説
で
は
、
こ
の
よ
う
に

解
釈
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
曹
操
ま
で
も
世
間
知
ら
ず
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
、
曹
操
を
主
人
公
と
し
た
伝
説
で
は
納
得
し
が
た
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
新
婦
を
刀
で
お
ど
す
」
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
と
「
閙
新

房
」
を
結
び
つ
け
る
注
釈
も
あ
る
。
例
え
ば
、『
世
説
新
語
校
釋
』
（
６
）

で
は
、

「
抽
刃
劫
新
婦
」
の
校
釈
部
分
に
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。

「
看
新
婦
」「
戯
新
婦
」
は
、
漢
時
代
か
ら
の
民
間
習
俗
で
あ
る
。

例
え
ば
、
曹
操
の
よ
う
に
新
婦
を
強
奪
す
る
の
は
稀
だ
が
、
常
軌
を

逸
し
た
行
い
は
よ
く
あ
る
。『
意
林
』
四
に
引
く
『
風
俗
通
』
三
一

に
は
「
汝
南
張
妙
會
杜
士
、
士
家
娶
婦
、
酒
後
相
戯
、
張
妙
縛
杜

士
、
捶
二
十
、
又
懸
足
指
、
士
遂
致
死
。」
と
あ
る
。
ま
た
『
抱
朴
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子
』
外
篇
・
疾
謬
に
は
「
俗
間
有
戯
婦
之
法
、
於
稠
宗
之
中
、
親
屬

之
前
、
問
以
醜
言
、
責
以
慢
對
、
其
爲
鄙
黷
、
不
可
忍
論
。」
と
あ

る
。

こ
の
解
釈
で
は
、『
風
俗
通
』
と
『
抱
朴
子
』
を
引
い
て
、
漢
以
来
の

「
閙
新
房
」
を
紹
介
し
て
い
る
。『
風
俗
通
』
の
作
者
、
応
劭
は
、
生
没
年

不
詳
な
が
ら
後
漢
末
の
学
者
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、「
汝
南
の
張
妙
が

杜
士
を
、
婚
礼
の
場
で
酒
を
飲
ん
だ
後
、
縛
っ
て
二
十
回
む
ち
打
ち
、
足

を
つ
り
下
げ
て
、
死
に
至
ら
し
め
た
」
と
あ
り
、
凄
惨
で
あ
る
。
晋
の
三

一
七
年
に
完
成
し
た
『
抱
朴
子
』
で
は
、
実
は
前
掲
の
校
釈
で
の
引
用
部

分
よ
り
、
今
少
し
詳
し
く
「
閙
新
房
」
を
批
判
し
て
い
る
。
東
洋
文
庫
の

『
抱
朴
子　

外
篇
一
』
（
７
）

よ
り
、
現
代
語
訳
を
紹
介
す
る
。

　

世
間
に
花
嫁
を
な
ぶ
る
風
習
が
あ
る
。
公
衆
の
中
、
親
族
の
前

で
、
卑
猥
な
こ
と
を
問
い
、
ざ
れ
た
答
え
を
要
求
す
る
。
そ
の
冒
瀆

ぶ
り
は
言
う
に
忍
び
な
い
。
時
に
は
鞭
打
っ
て
こ
ろ
ば
せ
、
時
に
は

足
に
縄
を
か
け
て
逆
さ
吊
り
に
す
る
。
客
の
な
か
に
は
酒
癖
の
悪
い

の
も
い
て
、
限
度
を
知
ら
ず
、
怪
我
を
さ
せ
て
血
を
流
し
、
手
足
を

骨
折
さ
せ
る
場
合
す
ら
あ
る
。
嘆
か
わ
し
い
こ
と
だ
。

　

後
漢
末
や
晋
の
時
代
に
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、『
世
説
新
語
』
の
曹
操
の
話
が
、
創
作
と
し
て
も
、「
閙
新
房
」
を
念

頭
に
置
か
れ
て
い
て
不
思
議
で
は
な
い
。
ど
れ
だ
け
知
識
人
が
「
閙
新

房
」
を
批
判
し
よ
う
と
、
こ
の
婚
姻
儀
礼
は
、
内
容
を
変
え
つ
つ
も
現
代

ま
で
続
い
て
き
た
。

四
　
曹
操
伝
説
に
組
み
込
ま
れ
た
諺

　

曹
操
伝
説
の
な
か
に
は
、
こ
れ
を
伝
え
る
農
民
の
知
識
が
色
濃
く
反
映

し
て
い
る
話
も
あ
る
。
ま
ず
は
、
表
23
「
雁
門
口
」
の
全
文
を
、
日
本
語

訳
し
て
確
認
す
る
。

　

雁
門
口
（
三
七
七
頁
～
三
七
九
頁
）

　

皂
市
付
近
に
雁
門
口
が
あ
る
。
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
曹
操
が
こ

こ
を
通
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
。

　

そ
の
年
、
赤
壁
の
戦
い
で
、
曹
操
の
八
三
万
の
軍
は
、
大
半
が
死

傷
し
た
。
生
き
残
っ
た
将
兵
も
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
、

父
母
が
も
う
二
本
脚
を
多
く
産
ん
で
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
ん

だ
。
曹
操
は
、
負
け
た
こ
と
で
軍
隊
が
一
気
に
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
、
大
胆
な
様
子
を
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装
っ
た
。
そ
し
て
言
っ
た
。「
幸
い
な
こ
と
に
周
瑜
が
無
能
で
、
伏

兵
が
い
な
い
」
更
に
言
っ
た
。「
幸
い
な
こ
と
に
諸
葛
亮
が
役
立
た

ず
で
、
険
し
い
と
こ
ろ
を
守
る
の
を
知
ら
ず
、
自
分
の
首
を
絞
め

た
」
し
か
し
、
結
果
と
し
て
ど
ち
ら
も
言
い
終
わ
る
や
い
な
や
、
手

厳
し
く
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
特
に
華
容
道
で
は
、
関
羽
の
旧
情
が

な
け
れ
ば
、
死
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
将
兵
た
ち
は
、
彼
の
負
け
惜
し

み
を
見
て
、
心
の
中
で
嘲
っ
て
、
表
情
は
硬
か
っ
た
。

　
「
龍
が
浅
瀬
で
エ
ビ
に
か
ら
か
わ
れ
る
。
虎
が
浅
い
川
で
犬
に
い

じ
め
ら
れ
る
」
曹
操
は
、
彼
ら
の
冷
た
い
表
情
を
見
て
、
忌
々
し
く

思
っ
た
。
と
に
か
く
将
兵
を
頑
張
っ
て
歩
か
せ
、
こ
の
窮
地
か
ら
早

く
脱
し
た
い
と
。

　

赤
壁
か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
、
両
側
の
川
や
湖
も
少
な
く
な
り
、
大

き
な
道
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
、
山
の
入
り
口
ま
で
繋
が
っ
て
い
て
、

将
兵
た
ち
は
ま
る
で
船
が
港
に
着
い
た
か
の
よ
う
に
喜
ん
だ
。
次
々

と
、
小
さ
な
山
の
麓
に
座
る
と
、
ほ
っ
と
一
息
つ
き
、
靴
の
手
入
れ

を
し
た
り
、
脚
を
叩
い
た
り
、
居
眠
り
を
す
る
な
ど
、
ま
る
で
そ
の

場
に
根
を
張
っ
て
住
み
着
く
よ
う
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
の
は
、
閻
魔
大
王
が
来
る
の
を

待
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
危
険
で
あ
る
こ
と
を
、
曹
操
は
知
っ

て
い
た
。
か
れ
は
、
そ
の
小
さ
な
山
に
登
る
と
、
将
兵
た
ち
に
早
く

逃
げ
る
よ
う
に
大
声
で
叫
ん
だ
。
し
か
し
、
誰
も
動
こ
う
と
は
せ

ず
、
た
だ
白
い
眼
で
見
て
「
敗
軍
の
将
が
何
を
語
る
」
と
言
っ
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
。

　

す
ぐ
に
日
も
暮
れ
て
、
黒
雲
が
覆
い
、
天
地
も
凍
る
よ
う
に
な

る
。
こ
ん
な
に
ボ
ー
ッ
と
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
す
る
と
あ
る
者

が
、
枯
れ
草
を
積
み
、
か
が
り
火
を
点
け
て
、
寒
さ
を
し
の
ご
う
と

し
た
。
曹
操
は
、
驚
き
怒
っ
て
言
っ
た
。「
追
っ
手
を
引
き
寄
せ
る
。

死
に
た
い
の
か
」

　

そ
の
言
葉
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
か
す
か
に
人
馬
の
音
が
聞
こ

え
た
。
遠
く
か
ら
こ
ち
ら
へ
、
ま
っ
す
ぐ
に
向
か
っ
て
く
る
。
や
は

り
、
追
っ
手
が
来
た
。
皆
鳥
肌
が
立
つ
ほ
ど
驚
い
て
、
ど
う
し
て
い

い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
心
か
ら
曹
操
に
感
服
し
た
。
惨

敗
し
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
頭
脳
は
明
晰
で
あ
り
、
判
断
は
神

の
よ
う
だ
と
。
そ
し
て
、
異
口
同
音
に
願
っ
て
言
っ
た
。「
兵
が
来

た
ら
、
将
が
対
抗
す
る
。
丞
相
、
私
た
ち
を
率
い
て
戦
っ
て
く
だ
さ

い
！
」

　

し
か
し
、
曹
操
は
言
っ
た
。「
駄
目
だ
。
敵
は
強
く
、
こ
ち
ら
は

弱
い
。
無
理
に
戦
う
の
は
、
卵
を
石
に
打
ち
付
け
る
よ
う
な
も
の

だ
」

　
「
戦
わ
な
け
れ
ば
、
逃
げ
よ
う
。
丞
相
の
命
令
を
く
だ
さ
い
！
」
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曹
操
は
、
そ
れ
も
退
け
て
言
っ
た
。「
駄
目
だ
！
闇
夜
で
は
、
東

西
南
北
も
分
か
ら
な
い
。
む
や
み
に
走
れ
ば
、
敵
に
向
か
っ
て
飛
び

込
む
か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
死
ぬ
よ
う
な
も
の
だ
ぞ
」

　
「
進
む
こ
と
も
、
退
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の

か
」
と
皆
が
途
方
に
暮
れ
た
。

　

曹
操
は
、
押
し
黙
っ
て
、
た
だ
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
る
と
、
ち
ょ

う
ど
空
を
雁
の
群
れ
が
飛
ん
で
き
た
。
雁
た
ち
は
、
た
え
ず
大
き
な

声
を
出
し
て
い
た
。
曹
操
は
、
突
然
ひ
ら
め
く
と
、
思
わ
ず
大
声
で

笑
い
始
め
た
。

　

将
兵
た
ち
は
、
訳
が
分
か
ら
な
く
な
り
言
っ
た
。「
丞
相
は
赤
壁

か
ら
逃
げ
る
時
に
、
何
度
も
笑
い
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
、
命
を
失

う
と
こ
ろ
で
し
た
。
今
ち
ょ
う
ど
危
な
い
時
に
、
な
ぜ
ま
た
笑
う
の

で
す
か
」

　

曹
操
は
言
っ
た
。「
雁
は
冬
に
北
か
ら
南
へ
飛
ぶ
。
私
に
道
を
教

え
て
く
れ
た
の
だ
。
私
た
ち
は
、
雁
が
来
た
方
角
を
目
指
せ
ば
良

い
。
生
き
て
帰
れ
る
ぞ
！
」

　

将
兵
た
ち
も
、
急
に
悟
っ
た
。
曹
操
は
大
敗
を
喫
し
て
も
、
落
ち

込
ま
ず
、
慌
て
ず
、
冷
静
で
、
偉
大
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
こ
で
、
ま

す
ま
す
彼
に
敬
服
し
て
、
彼
に
従
い
北
に
向
か
い
、
つ
い
に
、
山
埡

口
を
越
え
て
、
包
囲
網
を
突
破
し
、
魏
国
の
領
土
に
帰
り
着
い
た
。

そ
し
て
、
雁
が
道
を
示
し
て
く
れ
た
の
で
、
人
々
は
、
山
埡
口
を
雁

門
口
と
名
付
け
た
。

　

赤
壁
で
破
れ
た
曹
操
が
、
雁
に
助
け
ら
れ
て
魏
国
に
帰
還
す
る
伝
説
で

あ
る
。
こ
の
最
後
の
曹
操
の
台
詞
は
、
実
は
諺
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
伝

説
の
肝
で
あ
る
「
雁
は
冬
に
北
か
ら
南
へ
飛
ぶ
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
農
民
は
農
作
業
の
目
安
に
す
る
た
め
、
鳥
の
行
動
に
敏
感

で
あ
る
。
渡
り
鳥
の
到
来
は
、
田
植
え
の
目
安
に
な
り
、
鳥
が
飛
ぶ
高
さ

は
天
候
変
化
の
目
安
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
日
中
民

間
説
話
の
比
較
研
究
』（
二
〇
一
三
年　

汲
古
書
院
）
の
第
四
章
「『
小
鳥

前
生
譚
』
の
比
較
研
究
」
で
述
べ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
詳
述
を
控

え
、
渡
り
鳥
が
農
作
業
の
目
安
に
な
っ
て
い
る
例
を
『
中
国
諺
語
集
成
』

か
ら
二
〇
ほ
ど
示
す
。

『
中
国
諺
語
集
成　

陝
西
巻
』
（
８
）

　

高
山
の
時
鳥
が
鳴
く
と
春
。

雲
雀
が
鳴
く
の
を
聞
く
と
、
春
が
来
た
こ
と
を
知
る
。

雁
の
群
れ
が
南
へ
飛
ぶ
と
寒
く
な
り
、
北
へ
飛
ぶ
と
暖
か
く
な

る
。

『
中
国
諺
語
集
成　

江
蘇
巻
』
（
９
）
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燕
は
清
明
に
来
る
。

燕
が
来
る
の
は
三
月
三
日
を
過
ぎ
ず
、
去
る
の
は
九
月
九
日
を
過

ぎ
な
い
。

燕
が
穀
雨
よ
り
前
に
来
る
と
、
低
地
は
綿
を
収
穫
せ
ず
、
穀
雨
の

後
に
来
る
と
低
地
は
大
豆
を
植
え
る
。

燕
が
来
た
ら
そ
ろ
っ
て
田
植
え
を
し
、
燕
が
去
っ
た
ら
稲
が
香

る
。

燕
が
来
た
ら
ニ
ン
ニ
ク
を
抜
い
て
、
雁
が
来
た
ら
綿
花
の
茎
を
ほ

じ
る
。

燕
は
笑
い
な
が
ら
来
て
、
雁
は
泣
き
な
が
ら
去
る
。

燕
が
来
る
の
が
早
い
と
、
も
み
殻
が
多
く
て
、
食
糧
が
少
な
い
。

雁
が
来
る
と
雪
が
舞
い
、
雁
が
去
る
と
春
が
来
る
。

郭
公
が
鳴
く
と
麦
が
笑
い
、
郭
公
が
鳴
く
と
大
忙
し
（
農
繁
期
）

が
来
る
。

郭
公
が
鳴
く
と
、
怠
け
妻
が
驚
く
。

郭
公
郭
公
、
麦
刈
り
田
植
え

郭
公
が
鳴
く
と
、
麦
が
黄
色
く
な
る
。

『
中
国
諺
語
集
成　

上
海
巻
』）

（（
（　

雁
が
北
へ
飛
ぶ
と
暖
か
く
な
る
。

雁
の
群
れ
が
南
へ
飛
ぶ
と
寒
く
な
り
、
北
へ
飛
ぶ
と
暖
か
く
な

る
。

雁
が
南
へ
渡
ら
な
け
れ
ば
寒
く
な
く
、
北
へ
渡
ら
な
け
れ
ば
暖
か

く
な
い
。

雁
が
南
へ
飛
ぶ
と
、
霜
近
し
。

雁
が
去
っ
て
一
八
日
す
る
と
霜
あ
り
。

燕
が
来
る
の
が
遅
い
と
、
雨
が
多
い
。

　

つ
ま
り
、
雁
が
冬
に
北
か
ら
南
へ
飛
ぶ
こ
と
は
、
農
民
に
と
っ
て
常
識

で
あ
る
。
こ
れ
を
曹
操
が
知
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
特
に
曹
操
の
博

識
ぶ
り
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、

自
分
た
ち
が
知
っ
て
い
る
知
識
が
、
曹
操
の
危
機
を
救
い
、
こ
の
知
識
を

き
っ
か
け
に
再
び
曹
操
が
部
下
た
ち
の
信
頼
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
。

口
承
の
話
は
、
伝
え
る
人
と
聞
く
人
の
共
感
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
農
民
た
ち
に
と
っ
て
既
知
の
知
識
が
話
の
大
切

な
鍵
と
な
る
場
合
、
そ
こ
に
共
感
も
生
ま
れ
や
す
い
。
こ
う
し
て
、
既
に

共
有
さ
れ
て
い
る
民
俗
的
な
知
識
が
、
話
に
組
み
込
ま
れ
る
と
、
そ
の
話

の
伝
承
さ
れ
る
力
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
口
承
の
曹
操
伝
説
は
、
史
実
や
『
三
国

志
演
義
』
か
ら
独
立
し
て
伝
承
さ
れ
る
上
で
、
地
名
や
建
造
物
の
由
来
、

物
産
の
由
来
、
民
俗
的
な
知
識
を
取
り
込
み
、
民
衆
の
間
で
楽
し
ま
れ
て
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き
た
こ
と
が
分
か
る
。
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