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曹
操

に
於
け
る
受
命
問
題
と

「
短
歌
行
」
周
西
伯
昌
詩石

其

琳

一

曹
操
と
言
え
ば
、
「説
曹
操
、
曹
操
就
到
・」
(う
わ
さ
を
す
れ
ば
、
影
が
さ
す
)
の
こ
と
わ
ざ
通
り
、
誰
も
が
彼
の
ず
る
が
し
こ
い
性
格

を
思

い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
を
詩
人
と
し
て
考
え
る
時
、
我
々
は
す
ぐ
に
小
説

『
三
國
演
義
』
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
横
塑

賦
詩

の
豪
放
な
氣
概
を
思
い
お
こ
す
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ど
ち
ら
も
軍
な
る

一
面
的
な
印
象
に
過
ぎ
ず
、
彼
自
身
の
内

面
か
ら
彼
を
理
解
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。

曹
操
は
、
彼
の
生
き
て
い
る
時
代
か
ら
今
日
ま
で

「鼠
世
の
好
雄
」
と
い
う
手
き
び
し
い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
て
き

た
。
た
し
か
に

彼
は
富
官
の
家
の
出
身
と
い
う
卑
し
い
身
分
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
逆
に
そ
れ
を
バ
ネ
に
し
て
、
あ
の
後
漢
の
齪
世
に
あ

っ
て
、
政
治
的

①

に
も
、
文
學
方
面
に
も
大
活
躍
を
し
た
。
そ
し
て
、
後
漢
王
朝
か
ら
権
力
を
奪

い
取
る
た
め
、
實
際
に
様

々
な
策
略
を
巡
ら
し
た
の
で

曹
操
κ
於
け
る
受
命
問
題
と

「短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(石
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
六
號

あ
る
。
だ
か
ら

「好
雄
」
と
呼
ば
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
側
面
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
漢
王
朝
か
ら
國
を
譲
り
受
け
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
實
は
、
曹
操
は
内
面
に
お
い
て
、
相
當
に
悩
み
、
た
め
ら
い
續
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
こ
の
受
命
問
題
に
封
す

る
態
度
は
、
實
に
彼
と
い
う
人
間
を
理
解
す
る
上
で
、
大
攣
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
見
ら
れ
る
曹
操
の
数
す
く
な
い
作
品
中
、
特
に
樂
府
詩

「短
歌
行
」
周
西
伯
昌
詩
に
も

と
つ

い
て
、
彼
の
こ
の
受
命
問
題
に
封
す
る
複
雑
な
心
情
を
探

つ
て
見
た
い
と
思
う
。
こ
の
作
品
を
取
り
あ
げ
た
理
由

は
、
こ
の
詩
が

彼
に
と

っ
て
、
最
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
を
演
奏
し
た
曲
で
あ
る

「短

歌
行
」
の
晋
樂

的
特
徴
、
お
よ
び
詩
の
内
容
構
造
の
特
徴
の
中
に
、
そ
の
制
作
意
圖
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら

の
樂
府
詩
に
お
け
る
こ
う
い
つ
た
表
現
的
特
徴
が
、
彼
の
思
惑
や
、
實
際
の
行
動
意
識
の
あ
り
方
と
ど
の
よ
う
に
響
き
合

っ
て
い
る
の

か
、
考
え
て
み
た
い
。
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二

曹
操
の

「周
西
伯
昌
」
と
い
う
作
品
は
、
現
在
見
ら
れ
る

『樂
府
詩
集
』
に
牧
録
さ
れ
た
作
品
の
中
で
は
、
確
か
に
制
作
技
巧
、
或

は
詩

の
内
容
の
面
で
も
・
他
の

「短
歌
亘

の
作
品
と
比
べ
て
・

一
つ
の
異
質
性
を
持

つ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
%

そ
し
て
麦

學

史
上

に
お
い
て
も
、
從
來
こ
の
詩
は
、
決
し
て
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
は
評
贋
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い

っ
た
詩
自
禮
に

現
れ
た
盟
黙
こ
そ
、
逆
に
こ
の
詩
の
作
者
の
意
識
を
如
實
に
あ
ら
わ
す
重
要
な
焦
黙
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ

て
、
こ
の

「
周
西
伯
昌
」
と
言
う
作
品
は
、
樂
府
の
歌
詞
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
樂
府
詩
と
は
替
え
歌

の
よ
う
な
も
の



で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
替
え
歌
を
通
じ
て
、
そ
の
作
者
の
意
識
を
探
る
の
は
、
極
め
て
危
瞼
で
あ
る
と
思
わ
れ

る

か
も

し
れ
な

い
、
だ
が
、
曹
操
の
樂
府
詩
に
關
し
て
は
、
こ
の
こ
と
は
當
て
は
ま
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
曹
操

は
特
に
樂
府
の
文

膿
を
好
み
、
い
わ
ゆ
る
徒
詩
を
全
く
残
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
當
時
後
漢
末
期
に
お
け
る
文
學
の
主
流
が
辭
賦
で
あ
る
こ
と
は
、

彼
も

よ
く
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
自
身
の
賦
の
作
品
激
は
實
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
性
格
的
に
樂
府
詩
と

い
う

ス
タ
イ
ル
を
好
ん
だ
た
め
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
彼
の
代
表
的
樂
府
詩
の
大
部
分
が
、
實
際
に
宮
廷
内
で
演
奏
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
作

品
が
本
格
的
に
宮
廷
音
樂
と
し
て
演
奏
さ
れ
た
の
は
、
交
帝
曹
王
受
命
以
後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
魏
と
晋
の
宮
廷
音
樂
と
し
て
歌
わ

れ
た
作
品
は
、
魏
氏
三
祀

(魏
武
帝
、
魏
文
帝
、
魏
明
帝
)
三
人
の
作
品
で
ほ
と
ん
ど
占
め
ら
れ
て
い
る
現
状
か
ら
見
る
と
、
自

作

の
樂

③

府
詩
が
宮
廷
内
で
演
奏
さ
れ
る
こ
と
は
、
三
租
に
と

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
信
作
を
獲
表
す
る
絶
好
の
場
所
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
曹

操

の
ば
あ

い
は
、
特
に
樂
府
詩
を
愛
好
し
、
い
わ
ゆ
る
徒
詩
を
全
く
残
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
み
る
と
、
彼
は
箪
に
宴

會

の
歌

と
し

て
、
娯
樂
的
な
目
的
を
考
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
遊
び
の
中
で
、
或
は
全
力
を
盤
し
て
、
最
良
の
メ
ロ
デ
ィ
を
選
び
歌
を
の
せ
、
の
ち

の
世
代
ま
で
、
自
分
の
意
志
を
傳
え
さ
せ
る
つ
も
り
で
歌
を
作

つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ

し
て
、
曹
操
は
樂
府
詩
を
作
る
場
合
、
こ
と
さ
ら
に
本
歌
で
あ
る
古
辭
を
無
硯
し
て
、
そ
の
中
に
自
己
の
志
を
明
確
に
表
現
し
て

い
る
。

つ
ま
り
、
彼
に
と

っ
て
、
樂
府
詩
は
自
己
の
意
志
を
表
す
た
め
の
大
切
な
手
段
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
歌
詞

を
の
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
は
、
愼
重
に
選
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
こ
そ
、
實
は
私
が
こ
の
論
文
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
す

「短

歌
行
」
で
あ
る
。
現
存
す
る
曹
操
の
作
品
の
内
、
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
を
用
い
た
樂
府
詩
は
、
「
周
西
伯
昌
」
と

「樹
酒
當
歌
」
の
圏二
篇
で
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中
國
文
學
論
集

第
十
六
號

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
息
子
曹
　
が
作

っ
た

「仰
膿
帷
幕
」
と
言
う
詩
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
曹
操
自
分
を
弔
う
歌
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
歌
を
の
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
は
、
や
は
り

「短
歌
行
」
と
い
う
曲
を
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
曹
操
は

「短
歌
行
」

と
言
う
メ
ロ
デ
ィ
を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
、
つ
ぎ

の
章
で
は
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。

14

三

こ
の

「
周
西
伯
昌
」
詩
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
詩
が
曹
操
に
と

っ
て
最
も
大
事
な
作
品
で
あ

っ
た
と
考
え
る
理
由
は
、
ま

ず
第

一
に
、
彼
が
こ
の
詩
を
作
る
時

「短
歌
行
」
と
言
う
曲
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
追
究
す
る
に
は
、
ま
ず
曹
操
の
息

子
曹

　
が
同
じ

「短
歌
行
」
の
曲
を
使

っ
た

「仰
澹
帷
幕
」
と
言
う
詩
を
作

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
詩
の
内
容

は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
(宋
書
巻
二
十
一
、
志
第
十
一
樂
三
、
樂
府
詩
集
巻
三
十
)

仰
謄
帷
幕

其
物
如
故

神
霊
條
忽

靡
謄
靡
侍

拗
拗
遊
鹿

翻
翻
飛
鳥

傭
察
几
籏

其
人
不
存

棄
我
遽
遷

泣
涕
連
連

街
草
鳴
麗

扶
子
巣
棲



我
猫
孤
発

憂
心
孔
疾

人
亦
有
言

嵯
我
白
髪

長
吟
永
歎

日
仁
者
壽

懐
此
百
離

莫
我
能
知

憂
令
人
老

生

一
何
早

懐
我
聖
考

胡
不
是
保

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
詩
に
お
い
て
、
曹
操
の
息
子
で
あ
る
曹
　
は
、
自
分
の
嚴
父
曹
操
の
死
に
野
す
る
追
悼
の
念
を
表
わ
し
て

い
る
。
曹
操
に
と

つ
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
こ
の
よ
う
な
詩
に

「
短
歌
行
」
と
い
う

メ
ロ
デ
ィ
を
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
今
そ
の

背

景
を
少
し
く
考
察
し
て
見
た
い
と
思
う
。

現
在
、
こ
の

「
仰
謄
帷
幕
」
の
詩
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
樂
府
詩
集
巻
三
十
に
、
こ
の
詩
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
さ
れ
て

い
る
。『

古
今
樂
録
』
日

-
王
曾
慶

『技
録
』
云
:
短
歌
行

「
仰
謄
」

一
曲
、
魏
氏
遺
令
、
使
節
朔
奏
樂
、
魏

文

製

此

辭
、
自
撫
箏
和

歌
、
歌
者
云
、
貴
官
弾
箏
、
貴
官
鄙
魏
文
也
。
此
曲
聲
制
最
美
、
辭
不
可
入
宴
樂
。

こ
の
引
用
文
中
、
注
意
す
べ
き
所
は
、
そ
の
王
曾
慶
が
言
う

「此
曲
聲
制
最
美

・
辭
不
可
入
宴
樂
」
と

「魏
氏
遺
令
、
使
節
朔
奏
樂
」

の
二
ケ
所
で
あ
る
。

王
僧
盧
に
つ
い
て
は
、
南
齊
書
巻
三
十
三
と
南
史
巻
二
十

一
の
中
に
傳
記
が
傳
わ
る
。
こ
の
劉
宋
時
第

一
級
の
昔
樂
學
者
が
残
し
た

曹
操
に
於

け
る
受
命

問
題
と

「
短
歌
行
」

周
伯
昌
詩

(
石
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
六
號

文
句
の
解
譯
に
つ
い
て

、こ
の
曲
は
、
魏
の
宮
廷
で
演
奏
さ
れ
た
由
緒
あ
る
歌
曲
で
あ

っ
て
も
、
演
奏
の
仕
方
の
華
美
失
す
る
も
の
は
、
排
斥
し
て
い
る
。

④

と
増
田
清
秀
氏
が
解
譯
し
て
い
る
が
、
私
は
、
そ
の
説
に
樹
し
て
は
、
少
し
異
論
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の

「聲
制
最
美
」
と
い
う
言

い
方
は
、
あ
く
ま
で
も

「短
歌
行
」
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
自
禮
、
ま
た
は
演
奏
の
仕
方
に
關
し
て
、
そ
の
美
し
さ
を
評
償

し
て
い
る
に
す
ぎ

な

い
と
考
え
る
。
音
樂
に
饗
し
て
、
大
攣
造
詣

の
深
か
っ
た
王
僧
凄
は
、
魏
氏
三
租
が
用
い
た
清
商
三
調
こ
そ
が
宮
廷
の
正
樂
と
し
て

⑤

ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
曲
の
中
で
も
こ
の

「
短
歌
行
」
に
相
當
確
信
を
持

つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
王
曾
虚
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
で
は
な
く
、
そ
の
歌
辭
に
つ
い
て
だ
と
考
え
る
方
が
ふ
さ
わ

し
い
。
つ
ま
り
、

宴
會

の
メ
ロ
デ
ィ
を
用

い
な
が
ら
、
そ
の
歌
辭
は
父
親
の
死
を
追
悼
す
る
と
い
う
の
で
は
、
や
は
り
宴
樂
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で

あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
が
の
ち
の
時
代
ま
で
ど
の
よ
う
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
る
と
、

一
時
期
晋
代

の
宮
廷
音
樂
と
し

て
演
奏
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
冷
遇
さ
れ
、
歌
わ
れ
な
く
な

っ
た
と
い
う
。
た
だ
こ
の
歌
と
同
じ
メ
ロ
デ
ィ

「
短
歌
行
」
を
用
い

⑥

た
曹
操

の
作
品

「周
西
伯
昌
」
と

「
封
酒
當
歌
」
の
方
は
、
ず

っ
と
の
ち
の
時
代
ま
で
歌
い
つ
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
曹
　
の

「仰
澹
帷
幕
」
が
歌
わ
れ
な
く
な

っ
た
本
當
の
理
由
は
、
こ
の
歌
辭
に
問
題
が
あ

っ
た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
、

曹
操
の
作
品

「封
酒
當
歌
」
と

「
周
西
伯
昌
」
が
ず

っ
と
後
世
ま
で
人
々
に
敷
迎
さ
れ
た
こ
と
か
ら

考

え

る
と
、

王
曾
慶
が

「短
歌

行
」
を
評
し
た
前
述
の

「
聲
制
最
美
」
と
言
う
評
語
は

「短
歌
行
」
と
い
う
メ
ロ
デ
ィ
、
そ
し
て
そ
の
演
奏
の
仕
方

に
封
し
て
、
む
し

ろ
そ
の
美
し
さ
を
大
い
に
高
く
評
贋
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で

「仰
謄
帷
幕
」
が
歌
辭
だ
け
残
さ
れ
て
、
宮
廷
の
宴
樂
か
ら
排
斥
さ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
關
し
て
は
、

い
ま
現
在
こ
の
歌

16



牧
録
す
る

『樂
府
詩
集
』
に
は
、

「魏
…樂
所
奏
」
と
言
う
説
明
が
あ
る
。
こ
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
示
唆
す

る
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、

こ
の
歌
が
魏
の
宮
廷
で
は
よ
く
歌
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
大
攣
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
意
味
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
歌
辭
が
負
う
重
要
な
任
務
で
あ
る
σ
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
、
曹
魏
の
王
朝
を
開
い
た
曹
操

の
追
念
曲
で
あ
る

と

い
う
特
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
曹
操
本
人
が
、
こ
の
歌
を
ど
れ
ほ
ど
重
覗
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
墨
げ
た
王
曾
慶

の
記
録

の
も
う

一
ヶ
所

「魏
氏
遺
令
、
使
節
朔
奏
樂
」
の
部
分
に
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

「魏
氏
遺
令
」
と
言
う

の
は
、
當
然
曹
操
の
遺
令
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
録
中
に
こ
の
遺
令
が

見

ら

れ

る

こ
と

は
、
曹
操
の
あ
る

一
つ
の
意
識
を
現
わ
し
て
い
る
。

⑦

③

現
在
曹
操
の
遺
令
は
、
断
片
的
な
も
の
し
か
見
ら
れ
な
い
σ
そ
の
中
に
王
曾
慶
が
引
用
し
た
文
句
は
見
え
な
い
。
し
か
し
研
究
資
料

に
よ
る
と
、
曹
操
の
文
集
の
散
扶
は
、
唐
宋
の
際
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
王
信
凄
の
時
代
に
は
、
ま
だ
曹

操

の
遺
令
が
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
曹
操
が
な
ぜ
遺
令
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
獲
言
を
し
た
の
か
と

い
う
こ
と
が
問
題

と
な
る
.
こ
こ
に
曹
操
の
遺
令
が
持

つ
特
異
性
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑨

⑩

曹
操
の
遺
令
に
封
し
て
は
、
西
晋

の
陸
機
か
ら
現
代
の
魯
迅
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
評
債
が
下
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
批
評
の
的
と
な

つ
た
の
は
、
彼
の
現
世
に
封
す
る
未
練
、
そ
し
て
死
後
の
慮
置
に
封
す
る
神
経
の
細
か
さ
で
あ
る
.
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
偉
大

な
人
物

の
遺
令
と
い
う
枠
か
ら
は
ず
さ
れ
、
輕
蔑
さ
れ
た
り
、
逆
に
ほ
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
も
な

っ
た
。
た
と
え
ば
、
陸
機
は
、

⑪

曹
操
の
現
世
に
鉗
す
る
未
練
を
そ
の

「
弔
魏
武
帝
文
」
の
中
で
嚴
し
く
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
、
自
分
の
息
子
曹
沖
が

死

ん
だ

時
、

「
冥
婚
詐

こ
と
ま
で
考
え
る
覆

は
・
自
分
の
死
後
も
人
か
ら
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
て
も
ら
い
た
く
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

曹
操
に
於
け
る
受
命
問
題
と

「短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)

17
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そ
し
て
、
陸
機
の
そ
の

「弔
魏
武
帝
文
」
に
よ
る
と
、
曹
操
は
、
自
分
を
祭
る
こ
と
に
關
し
て
、
大
攣
氣
に
し
て
い
た
。
そ
の
祭
る
期

⑬

日
、
そ
の
祭
具
を
指
示
し
、
ま
た
王
僧
盧
の
こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
演
奏
す
る
歌
に
及
ぶ
ま
で
自
ら
指
定

し

て

い
る
。
こ
の

よ
う

に
見
て
く
る
と
、
曹
王
の

「仰
謄
帷
幕
」
が
曹
操
に
と

っ
て
、
も

っ
と
も
重
要
な
歌
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
遺
令
は
死
ぬ
ま
え
に
だ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
曹
操
が
こ
の

「短
歌
行
」
の
曲
を
自
分
の
追
念
曲
の
メ
ロ
デ

ィ
と

し
て
選
ん
だ
の
も
、
彼
自
身
が
こ
の
曲
に
野
し
て
、
い
か
に
強
い
思
い
入
れ
を
抱
い
て
い
た
か
を
十
分
に
物
語

っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
相
和
歌
の
平
調
に
属
す
る

「
短
歌
行
」
の
メ
ロ
デ
ィ
に
關
し
て
、
増
田
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
、

す
な
わ
ち

平
調
の
歌
曲
は
、
清
調
に
比
べ
個
性
の
強
い
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
帝
が
創
作
し
た

「燕
歌
行
」
は
、
全
文
七
言
毎

句
韻
で
…
:
.武
帝
の

「
短
歌
行
」
は
、
ほ
ぽ
四
言
を
基
調
と
し
、
「
長
歌
行
」
は
全
文
が
五
言
で
構
成
さ
れ
、
各
歌
曲
が

固

定
し

た
句
形
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ズ
ム
に
差
違
の
あ
る
三
曲
は
、
同
じ
平
調
の
晋
律
に
合
わ
せ
て
吹
奏
せ
ら
れ
る
の
で
あ

⑭

る
か
ら
、
歌
曲
の
個
性
の
差
違
が
、
メ
ロ
デ
ィ
に
強
く
表
わ
れ
出
よ
う
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
在

「短
歌
行
」
の
古
辭
が
見
え
な
い
以
上
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
の
實
髄
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の

「短
歌
行
」
と

「長
歌
行
」
に

つ
い
て
、
雀
豹
の

『
古
今
注
』
で
は

「
長
歌
短
歌
言
人
壽
命
長
短
各
有
定
分
、
不
可
妄
求
」
の
よ
う
に
解
譯
し
て
い
る
。
こ
の
解
譯
は

決
定
的
だ
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
歌
辭

の
内
容
と
感
情
の
表
現
か
ら
見
れ
ば
、
或
は
ま
た
後
世
の
人
々
に
こ
の
よ
う
な
印
象
を
あ
た
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⑮

え
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に

『樂
府
詩
集
』
に
引
く
古
詩

「
長
歌
正
激
烈
」
、
そ
し
て
魏
文
帝
の

「燕
歌
行
」
に
は

「短

歌
、微

吟
不
能
長
」
と
歌

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ズ
ム
の
違
い
や
、
メ
ロ
デ
ィ
自
膣
の
性
格
が
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
の
雰
園
氣
と
關
連
し
て
、

各
特
徴
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
書
樂
志
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る

但
歌
四
曲
、
出
自
漢
世
、
無
弦
節
、
作
伎
、
最
先

一
人
唱
、
三
人
和
、
魏
武
帝
尤
好
之
…
…

⑯

以
上

の
交
に
よ
れ
ば
、
件
奏
も
な
に
も
な
く
、
た
だ
伎
人
だ
け
が
歌
う
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
魏
武
帝
は
非
常
に
好
ん
で

い
た
ら
し
い
。

俘
奏
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
歌
曲

の
メ
ロ
デ
ィ
自
膿
が
際
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
み
る
と
、
も
と
も
と
音
樂
を
す
き
だ

っ

た
曹
操
は
、
晋
樂
の
メ
ロ
デ
ィ
に
翼
し
て
、
彼
な
り
に
、
か
な
り
の
感
性
と
自
信
を
持

っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
曹
操

に
と

っ
て
大
事
な
歌
で
あ
る
こ
の

「仰
謄
帷
幕
」
の
た
め
に
選
ば
れ
た

「
短
歌
行
」
と
い
う
曲
は
、
き

っ
と
彼
の
趣
味

に
ぴ

っ
た
り
と

合
う
も
の
だ
つ
た

違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
樂
府
は
辭
よ
り
聲
の
方
が
重
じ
ら
れ
て
い
る
傾
向
か
あ
う

」
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
吻
樂

府
詩
を
制
作
す
る
場
合
、
歌
が
實
際
に
演
奏
さ
れ
る
こ
と
を
ま
ず
第

一
に
念
頭
に
置
く

の
は
間
違
い
な
い
か
ら
、
曹
操

は
、
自
分
に
と

つ
て
大
事
な
詩
を
の
せ
る
メ
ロ
デ
ィ
を
、
極
め
て
愼
重
に
選
ん
だ
に
違

い
な
い
。
そ
こ
で
、
曹
操
は
、
自
分
の
好
み
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
宴
會
と
い
う
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
演
奏
さ
れ
る

「短
歌
行
」
の
メ
ロ
デ
ィ
を
選
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
自
分
の
追
念
曲

「仰
謄
帷
幕
」
と
同
じ
曲

「
短
歌
行
」
を
こ
の

「
周
西
伯
昌
」
詩
に
も
使

っ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
の

「
周
世
伯
昌
」
詩
が
同
じ
く
相
當
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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四

「
短
歌
行
」
と
い
う

メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
た

「周
西
伯
昌
」
詩
が
持
つ
そ
の
重
要
な
内
容
と
は
、
曹
操
が
も

っ
と
も
櫛

ん
で
い
た
例
の

受
命

問
題
に
樹
す
る
自
分
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る

に
當

っ
て
、
ま
ず
は
こ
の
詩
を
そ
の
表
現
内
容
に
着
目
し
て
讃
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の

「
周
西
伯
昌
」
と
い
う
作
品
は
、
彼
の
現
在
見
ら
れ
る
作
品
の
内
で
は
、
あ
ま
り
評
債
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
の
評
償
さ
れ
な
い

理
由
は
、
お
お
む
ね
次

の
よ
う
に
推
測
で
き
る
。
ま
ず
、
こ
の
詩
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
自
分
の
権
力
を
誇
示
す
る
政
治
的
宣
傳
詩
に

す
ぎ

な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の

「周
西
伯
昌
」
詩
の
中
で
、
曹
操
は
、
た
く
さ
ん
の
経
典
の
交
句
を
そ
の
ま
ま
引
用

⑱

し
て

い
る
が
、

こ
の
こ
と
も
、
彼
の
詩
の
欠
黙
と
し
て
、
昔
か
ら
よ
く
非
難
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
見
ら
れ

る
曹
操
の
作
品

の
内
、
こ
の

「
周
西
伯
昌
」
の
詩
と
同
じ

「短
歌
行
」
の
曲
を
使

つ
た

「樹
酒
當
歌
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の

「
勤
酒
當
歌
」
の

⑲

詩

は

「
周
西
伯
昌
」
詩
と
同
じ
よ
う
に
維
典
の
文
句
を
直
接
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
「
翼
酒
當
歌
」
の
詩

の
方

は
、
全
膣

⑳

に
歯
切
れ
が
よ
く
、
ま
た

『
文
選
』
に
選
ば
れ
、
そ
し
て
、
か
の
有
名
な
小
説

『
三
國
演
義
』
に
ま
で
登
場
し
た
た
め
、
い
か
に
も
豪

⑳

放
な
曹
操
ら
し
い
、
彼
の
代
表
的
作
品
と
し
て
、
高
く
評
債
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
爾
者
の
評
償
の
間
に
大
き
な
落
差
が
見
え
る
。

し
か
し
、
曹
操
と
い
う
人
間
を
も

っ
と
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
の

「
周
西
伯
昌
」
詩
を
見
す
ご
す
べ
き
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
に
現
わ
れ
た
い
く

つ
か
の
欠
黙
こ
そ
、
逆
に
こ
の
詩
の
主
旨
を
探
る
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
詩
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち



周
西
伯
昌

三
分
天
下

脩
奉
貢
献

崇
侯
識
之

懐
此
聖
徳

而
有
其
二

臣
節
不
墜

是
以
拘
繋

(
一
解
)

後
見
赦
原

得
使
征
伐

達
及
徳
行

論
敲
其
美

賜
之
斧
餓

爲
仲
尼
所
稻

猶
奉
事
股

(二
解
)

齊
桓
之
功

九
合
諸
侯

一
匡
天
下

正
而
不
謡

爲
覇
之
首

一
匡
天
下

不
以
兵
車

其
徳
傳
構

(三
解
)

孔
子
所
歎

井
構
夷
吾

曹
操
に
於
け
る
受
命
問
題
と

「短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)
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命
無
下
拝

天
威
在
顔
腿
尺

第
十
六
號

賜
與
廟
昨

小
白
不
敢
爾

(
四
解
)

幻

晋
文
亦
覇

受
賜
珪
贋

盧
弓
矢
千

躬
奉
天
王

租
智
形
弓

虎
責
三
百
人

(五
解
)

威

服
諸
侯

八
方
聞
之

名
亜
齊
桓

河
陽
之
會

⑳

詐
構
周
王

是
以
其
名
紛
聴

(六
解
)

そ
れ
で

は
、
ま
ず

こ
の
詩
を
黄
節
氏
の
注
繹

(漢
魏
樂
府
風
箋
)
を
ふ
ま
え
な
が
ら
検
討
し
て
見
た
い
。

こ
の
詩
の
内
容
は
、
三
つ
の
大
段
落
に
分
け
ら
れ
る
、
そ
の
第

一
部
分
は
、
そ
の
第

一
解

「周
西
伯
昌
」
か
ら
第
二
解
「論
=寂
其
美
」

ま
で
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
周
の
文
王
の
こ
と
を
中
心
と
し
て
歌

っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
二
つ
の
趣
旨
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

ま
ず

「崇
侯
謹
之
」
か
ら

「論
救
其
美
」
ま
で
は
、
『史
記
』
周
本
紀
の
次
の
よ
う
な
部
分
に
も
と
つ
い
た
も
の
で
あ

る
。

崇
侯
虎
諮
西
伯
於
股
紺
日
、
西
伯
積
善
累
徳
、
諸
侯
皆
饗
之
、
將
不
利
於
帝
、
帝
紺
乃
囚
西
伯
於
麦
里
、
闊
天
之
徒
患
之
、
乃
求



有
華
氏
美
女
、
騨
戎
之
文
馬
、
有
熊
九
馴
、
他
奇
怪
物
、
因
股
要
臣
費
仲
而
献
之
紺
。
紺
大
説
、
日
、
此

一
物
足
以
譯
西
伯
、
況

其
多
乎
。
乃
赦
西
伯
、
賜
之
弓
、
矢
、
斧
、
鐡
、
使
西
伯
得
征
伐
。

右
に
學
げ
ら
れ
た
内
容
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
こ
の
部
分
の
趣
旨
は
、
西
伯
文
王
が
天
子
を
輔
佐
す
る
地
位
に
至

つ
た
背
景
を
述
べ

て
い
る
。
ま
た
西
伯
文
王
に
征
伐
の
権
を
あ
た
え
た
の
は
、
當
時
の
天
子
紺
王
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
.、
そ
し

て
、
こ
の
第

一

段
落
に
於
け
る
も
う

一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
西
伯
文
王
に
つ
い
て
、
論
語
の
中
の
孔
子
の
言
葉
を
わ
ざ
わ

ざ

借

り

て
來

て
、
そ
の

「
徳
」
を
賛
美
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
語
に
言
う
。

三
分
天
下
有
其
二
、
以
服
事
毅
、
周
之
徳
、
其
可
謂
至
徳
也
。

(泰
伯
篇
)

の
文
句
を
明
確
に
意
識
し
て
、
西
伯
文
王
を

「
至
徳
」
と
稻
え
て
い
る
。

つ
づ
く
第
二
段
落
は
、
第
三
解

「齊
桓
之
功
」
か
ら
第
四
解

「
天
威
在
顔
腿
尺
」
ま
で
で
あ
る
.
こ
の
段
落
の
主
人
公
は
齊

の
桓
公

で
あ

る
。
こ
の
齊
の
桓
公
と
そ
の
宰
相
管
仲
は

「奪
王
撰
夷
」
と
い
う
ス
ロ
ー
が

ン
を
掲
げ
、
軍
事
力
を
用
い
ず

に
諸
侯

を

糾

合

し

て
、
當
時
の
周
の
危
機
を
救

つ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
孔
子
は
、
そ
の
論
語
の
中
で

管
仲
相
桓
公
、
リ覇
諸
侯
、

一
匡
天
下
、
民
到
干
今
受
其
賜
。

(憲
問
篇
)

桓
公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
管
仲
之
力
也
、
如
其
仁
、
如
其
仁
。

(憲
問
篇
)

と
貧
美
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
晋
の
文
公
と
比
べ
な
が
ら

晋
文
公
謡
而
不
正
、
齊
桓
公
正
而
不
講
。

(憲
問
篇
)

と
評
債
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
孔
子
の
言
葉
は

「
周
西
伯
昌
」
の
詩
句
に
直
接
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
落

の
最
後
の
四
句

曹
操
に
於
け
る
受
命
問
題
と

「短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)
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「賜
與
廟
昨
」
か
ら

「天
威
不
違
顔
腿
尺
」
ま
で
の
部
扮
は
、
左
傳
僖
公
九
年
の
次
の
よ
う
な
記
事
に
も
と
つ
い
た
も

の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち僖

公
九
年
、
王
使
宰
孔
賜
伯
舅
肺
、
齊
侯
將
下
拝
、
孔
日
、
有
後
命
、
天
子
使
孔
日
、
以
伯
舅
塾
老
加
螢
、
賜

一
級
無
下
拝
。
封

日
:
天
威
不
違
顔
腿
尺
、
小
自
余
敢
貧
天
子
之
命
無
下
拝
、
恐
阻
越
於
下
、
以
遺
天
子
之
差
、
敢
不
下
拝
、
下
拝
登
受
。

で
あ

る
。
こ
の
出
典
を
用
い
た
理
由
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
周
西
伯
昌
に
お
け
る
場
合
と
共
通
性
を
持

っ
て
い
る
。

こ
の
齊
の
桓
公
も

西
伯
文
王
と
同
じ
く
、
當
時
の
天
子
か
ら
椹
力
を
與
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
の
軌
跡
は
、
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま
曹
操
の
實
際
の

行
動
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
最
後
の
段
落
は
、
第
五
解

「晋
文
亦
覇
」
か
ら
第
六
解

「
是
以
其
名
紛
龍
」
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
段
落

の
中
の
主
人
公

は
、
晋
の
文
公
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
晋
の
丈
公
は
、
齊
の
桓
公
の
あ
と
を
縫
い
で
、
中
原
の
覇
主
に
ま
で
な

っ
た
諸
侯

で
あ

る
。
彼
は
、
周
の
裏
王
を
擁
立
し
、
さ
ら
に
楚
と
城
撲
に
戦

っ
て
大
勝
し
、

一
躍
天
下
の
覇
主
と
な
つ
た
。
そ
の
た
め
、
天
子
か

ら
晋

侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
侯
と
な
つ
た
。
ま
た
、
征
伐
の
灌
を
あ
た
え
る
た
め
、
天
子
か
ら
形
矢
、
難
弓
、
旅
矢
、
雁
圏
、
虎
責
な
ど
を

賜
わ

っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
曹
操
は
、
こ
の
詩
に
於
い
て
、
か
の
文
王
や
、
齊

の
桓
公
、
晋
の
文
公
と
い
っ
た

「有
徳
」
の
政
治

家
を
大
い
に
賛
美
し
、
そ
の
椹
威
あ
る
根
擦
と
し
て
、
『
史
記
』
、
『論
語
』
、

『左
傳
』
の
原
文
を
直
接
大
幅
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
は

「短
歌
行
」
と
い
う
樂
府
が
本
來
持
つ
四
言
の
形
式
を
か
な
り
大
謄
に
踏
み
破

っ
て
い
る
。

こ
の
異
様
な
現

㊧

象
は
、
軍
に
當
時
の
樂
府
の
形
式
が
か
な
り
自
由
性
が
あ

っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
實
は
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
経
文
や
典
故
の
引
用
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と
深

い
關
係
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
曹
操
は
、
原
典
を
で
き
る
だ
け
忠
實
に
引
用
し
よ
う
と
し
て
、
や
む
を
得
ず
四
言
の
形
式
を
破

っ

て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「虎
貴
三
百
人
」
と
言
う
句
は

『
左
傳
』
及
び

『
史
記
』
の
原
文
そ
の
も
の
で
あ

る
。
ま
た

「
小

白
不
敢
爾
、
天
威
在
顔
腿
尺
」
と
言
う
句
は
、
『
左
傳
』
の

「
天
威
不
違
顔
腿
尺
、
小
白
余
敢
貧
天
子
之
命
無
下
拝
」
を
そ
の
ま

ま

凝

縮
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
曹
操
は
、
四
言
の
リ
ズ
ム
を
崩
し
て
ま
で
も
原
典
を
引
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
に

つ
い
て
、
彼

の
詩
は
印
興
的
に
作
ら
れ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
四
言
に
揃

っ
て
い
な
い
の
だ
と
か
、
ま
た
、

た
だ
軍
に
経
典
の

㊧

一
部

を
切
り
取

っ
て
直
接
引
用
し
た
断
章
取
義
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
は
、
適
切
で
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
彼
が

ほ
か
の
作
品
で

も
、
経
典
な
ど
を
直
接
に
引
用
し
、
し
か
も
、
そ
れ
が
か
な
り
綿
密
周
到
な
配
慮
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ

れ
で
は
、
曹
操
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
四
言
の
形
式
を
破

っ
て
ま
で
経
書
を
直
接
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
當

時

の
政
治
思
想
と
深
く
關
わ

っ
て
來
る
。

㊧

周
知
の
ご
と
く
、
漢
の
武
帝
以
後
、
文
學
は
政
治
に
厩
す
る
も
の
と
な
り
、
思
想
は
経
學
に
属
す
る
も
の
と
な

っ
た
。
そ
し
て
、
こ

う

い

っ
た
情
況
の
下
で
、
か
の
王
葬
が
周
公
の
ま
ね
を
し
て
、
前
漢
王
朝
か
ら
政
権
を
奪
い
取

っ
た
の
で
あ
る
。
曹

操
に
と

つ
て
、
こ

の
王
葬

の
行
動
は
、
た
だ

一
つ
の
模
範
で
あ

っ
た
。
こ
の

「周
西
伯
昌
」
詩
が
受
命
と
い
う
政
治
的
大
問
題
を
主
題
と
す
る
以
上
、
経

書
を
第

一
に
掲
げ
る
こ
と
は
、
當
時
に
あ

っ
て
は
、
當
然
至
極
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
こ
の

「
周
西
伯
昌
」
詩
を
内
容
方
面
か
ら
見
る
と
、
建
安
十
五
年
か
ら
建
安
十
九
年
ま
で
の
間
の
曹
操
の
現
實
の
行
動
と
奇

妙

に
重
な
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
連
安
十
五
年
曹
操
は
述
志
令

(已
亥
令
)
を
公
布
し
た
。
こ
の
令
の
中
で
、
彼
は
受
命
に
野
す
る
自
己
の
考

え
を
述
べ
て
い

曹
操
に
於
け
る
受
命
問
題
と

「短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)
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る
。

孤
始
畢
孝
廉

・
年
少

・
自
以
本
非
嚴
穴
知
名
之
士
・
恐
爲
海
内
人
之
所
見
凡
愚

。
欲
爲

一
郡
守

、
好
作
政
教
以
建
立
名
轡

・
使
世

士
明
知
之

。
…
…
後
徴
爲
都
尉

・
遷
典
軍
校
尉

・
意
途
更
爲
國
家
討
賊
立
功

・
欲
望
封
侯
作
征
西
將
軍

・
然
後
題
墓
道
言

「漢
故

征
西
將
軍
曹
侯

之

墓
」
・
此
其
志
也

。
…
…
又
衰
術
僧
號
干
九
江
…
…
人
有
渤
術
使
途
師
帝
位
…
…
答
日
…
…
曹
公
尚
在

・
未
可

也

・
…
…
及
至
衰
紹
擦
河
北
…
…
幸
而
破
紹

。
…
…
又
劉
表
自
以
爲
宗
室

・
包
藏
姦

心
…
…
孤

復

定

之

・
途
平
天
下

・
身
爲
宰

相

・
人
臣
之
貴
已
極

・
意
望
己
過
矣

・
…
…
設
使
國
家
無
有
孤

・
不
知
當
幾
人
構
帝

・
幾
人
構
王

・
齊
桓

・
晋
文
所
以
垂
構
至
今

日
者

・
以
其
兵
勢
廣
大

・
猶
能
奉
事
周
室
也

.
論
語
云
:
三
分
天
下
有
其
二
・
以
服
事
股

・
周
之
徳
可
謂
至
徳
矣

・
…
…
孤
租
父

以
至
孤
身

・
皆
當
親
重
之
任

・
可
謂
見
信
者
矣

。
以
及
子
桓
兄
弟

、
過
干
三
世
矣

。
孤
非
徒
封
諸
君
説
此
也

、
常
以
語
妻
妾

・
皆

令
深
知
此
意

・
孤
謂
之
言

・
顧
我
萬
年
之
後

・
汝
曹
皆
當
出
嫁

・
欲
令
傳
道
我
心

・
使
他
人
皆
知
之

。
孤
此
皆
肝
扇
之
要
也

。
所

以
勤
勤
懇
懇
叙
心
腹
者

・
見
周
公
有

「金
縢
之
書
」
以
自
明

・
恐
人
不
信
之
故

。
然
欲
孤
便
爾
委
掲
所
典
兵
衆

以
還
執
事
…
…
實

不
可
也

・
何
者
?
誠
恐
己
離
兵
爲
人
所
禍
也

・
既
爲
子
孫
計
又
己
敗
則
國
家
傾
危

・
是
以
不
得
慕
虚
名
而
塵
實
禍

・
此
所
不
得
爲

也

。
…
…

(節
録
)

こ
の
令
は
、
曹
操
の
暗
欝
な

一
面
を
表
わ
し
て
い
る
た
め
か
、
正
史

『三
國
志
』
に
は
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
陳
壽
が
意
識
的

⑳

に
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
令
の
内
容
は
、
あ
ま
り
に
も
恭
敬
畏
縮
し
す
ぎ
て
い
て
、
そ
の

『三
國
志
』
武
帝
紀
の

最
後

の
評
語
、
す
な
わ
ち

可
謂
非
常
之
人
、
超
世
之
傑
矣
。
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と
い
う
よ
う
な
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
わ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
實
は
曹
操
の
受
命
問
題
に
野
す

る
本
心
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
無
覗
で
き
な
い
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
令
の
中
に
は
、
「
周
西
伯
昌
」
詩

の

主
旨

と
深
く
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
か
な
り
あ
る
。
曹
操
は
、
こ
の
令
の
中
で
、
自
ら
も
と
も
と

「嚴
穴
知
名
之
士
」
で
は
な
い
た
め
に
、
大

攣

お
そ
れ
な
が
ら
も
國
家
の
た
め
に
、
天
下
の
鰍
を
平
定
し
、
自
分
は
實
際
に
灌
力
を
握

っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
漢
王
朝
に
取

っ
て
か

わ
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
常
に
自
分
の
妻
妾
に
も

こ
の
よ
う
な
本
心
を
語
り

つ
づ
け
て
、
ま
さ
に
周
公
の

「金
膝
之

書
」
の
よ
う
に
、
自
分
の
本
心
を
後
世
の
人
々
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
氣
持
で

一
杯
だ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
當
時
曹
操
の
政
令
は
、
他
人
に
よ

っ
て
、
代
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
令
も
そ
う
し
た
可
能
性
が

な
い
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
た
と
え
代
作
だ

っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
受
命
に
樹
す
る
曲
折
し
た
心
情
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
攣
り
は
な
い
・

さ
て
、
こ
の
令
を
出
し
た
あ
と
、
建
安
十
七
年
春
正
月
、
天
子
か
ら

「貸
拝
不
名
、
入
朝
不
趨
、
創
履
上
殿
」
の
旨
を
許
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
薫
何
故
事
の
ま
ね
で
は
あ
る
が
、
實
に
、
自
分
の
政
治
地
位
が

一
段
と
高
く
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
ま
さ
に

「
周
西
伯
昌
」

詩

の
第
二
部
分
で
詠
じ
た
齊
桓
公
の
こ
と
と
重
な
り
あ
う
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
建
安
十
八
年
に
魏
公
と
な

り
、
漢
王
朝
か
ら

「
策
婁

」
が
下
さ
れ
て
い
た
・
こ
の

「策
命
文
」
ザ

見
れ
ば
・
覆

が
そ
の

「
周
西
伯
昌
」
詩
第
三
部
分
最

り

あ
げ
た
晋
の
文
公
に
自
分
を
な
ぞ
ら
、兄
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
建
安
十
八
年
に
は
、
魏

公
と
な
る
と
同
時

に
諸
侯
身
分
と
し
て
、
公
的
に
私
人
樂
團
を
持

つ
許
可
を
得
た
。
建
安
十
九
年
三
月
、
天
子
か
ら
そ
の
魏
公
の
地
位
を
諸
侯
王
の
上
に

置
く
と
認
定
さ
れ
、
こ
れ
で
彼
は

「
一
人
之
下
、
萬
人
之
上
」
の
地
位
に
就
く
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
さ
に
受
命

一
歩
手
前
の
地
位
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

曹
操
に
於
け
る
受
命
問
題
と

「
短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)
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建
安
十
三
年
赤
壁
の
戦

い
に
破
れ
て
か
ら
、
こ
の
十
九
年
に
至
る
ま
で
、
彼
は
政
治
権
力
獲
得
の
た
め
嚴
密
な
布
陣

を

設

け

て
き

た
。
だ
が
、
こ
の
策
略
的
な
行
動

に
封
し
て
、
後
世
か
ら
批
判
さ
れ
る
の
を
彼
は
非
常
に
恐
れ
た
。
建
安
二
十
四
年
、
彼
が
死
奴
前
の

年

に
、
部
下
の
者
か
ら
、
自
分
が
漢
王
朝

に
取

っ
て
か
わ
る
こ
と
は

「鷹
天
順
民
」
で
あ

つ
て
、
何
も
こ
だ
わ
る
こ
と
な
い
で
は
な
い

か
と
言
わ
れ
た
時
、
曹
操
は
、
自
分
は
あ
の
周
の
文
王
の
立
場
に
あ
る
と
答
え
た
。
だ
が
、
こ
の
時
、
彼
は
、
事
實
上
天
子
と
同
じ
く

ら

い
の
構
力
を
持

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
漢
王
朝
か
ら
の
受
命
を
直
前
に
控
え
て
、
彼
は
自
分
の
身
の
潔
白
さ
を
公

に
表
わ
そ
う
と
し

て
、
こ
の

「周
西
伯
昌
」
詩

の
よ
う
な
詩
を
作
り
、
そ
れ
を
自
分
の
も

っ
と
も
好
ん
だ

「短
歌
行
」
の
メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
て
、
こ
の
自

己

の
意
識
を
後
世
に
ま
で
傳
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
曹
操
は
な
ぜ
自
ら
敢
て
受
命
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
彼
の
ど
の
よ
う
な
豊
悟
が
表
わ
れ

て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
焦
黙
と
な
る
の
は
、
そ
の

「周
西
伯
昌
」
詩
の
最
終
段
落
の
最
後

の
二

旬

に
お
け
る
典
故
表
現
で
あ
る
。

こ
の
最
後

の
二
句
は
、
次
に
塞
げ
る

『左
傳
』
僖
公
二
十
八
年
の
記
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち

冬
會
干
温

・
討
不
服
也
…
…
是
會
也

・
晋
侯
召
王
・
以
諸
侯
見

・
且
使
王
狩

・
仲
尼
日
・
以
臣
召
君

・
不
可
以
訓

・
故
書
日

・
天

王
狩
於
河
陽

・
言
非
其
地
也

・
且
明
徳
也

。

こ

の

『
左
傳
』
の
記
事
に
開
し
て
、
『
史
記
』
の
晋
世
家
は
、
次
の
ー。"う
に
説
明
し
て
い
る
。

晋
侯
會
諸
侯
於
温

・
欲
率
之
朝
周

・
力
未
能

・
恐
其
有
眸
者

・
乃
使
人
言
周
嚢
王
狩
於
河
陽

・
壬
申

・
途
率
諸
侯
朝
王
於
践
土

・

孔
子
讃
史
記

、
至
丈
公
日

・
諸
侯
無
召
王

・
王
狩
河
陽
者

・
春
秋
譯
之
也

・
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す
な
わ
ち
、
史
官
の
記
録
を
讃
ん
だ
孔
子
は
、
晋

の
文
公
に
鉗
し
て

「諸
侯
で
王
を
召
し
た
も
の
は
い
な
い
」
と
言

っ
た
。
そ
し
て
、

そ

の
著
作

「春
秋
」
に
お
い
て

「王
が
河
陽
で
狩
さ
れ
た
」
と
記
録
し
、
諸
侯
の
立
場
で
王
を
召
す
と
い
う
、
本
來
な
ら
ば
、
秩
序
を

概
す
行
爲
を
正
當
化
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「周
西
伯
昌
」
詩
の
第

一
段
落
と
第
二
段
落
に
お
い
て
、
周
の
女
王
と
齊
の
桓
公
の
行
爲
が
歴
史
上
よ
い
評
償
を

得
ら
れ
た
の
は
、
結
局
孔
子
か
ら
萱
美
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
、
曹
操
は
論
じ
て
い
た
.)
そ
し
て
、
こ
の
第
三
段
落
の
出

典

の
用
い
方
は
、
こ
う
い
っ
た
意
識
を
更
に
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
晋
侯
の
行
な

っ
た
河
陽
の
狩
と
い
う

「事
件
」
は
、
そ

も
そ
も

『春
秋
』
筆
法
上
の

「違
几
攣
例
」
、

つ
ま
り
、
歴
史
上
極
め
て
例
外
的
な

「事
件
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
曹

操

は
、
こ
の

出
典
を
用
い
、
詩
の
結
論
と
し
て
、
率
直
に

「
詐
構
」
と
い
う
避
け
る
べ
き
言
葉
を
使

っ
た
。
こ
の
一
語
か
ら
、
こ
の
歴
史
上
の
大
事

件

に
野
す
る
彼
の
覗
黙
は
、
自
ず
と
理
解
で
き
よ
う
。
曹
操
は
、
輩
に
こ
の
歴
史
事
件
の
裏
事
實
を
軍
純
に
述
べ
た
だ
け
で
は
な
く
、

一
方
で
は
、
そ
の
時
代
の
時
風
を
皮
肉
り
な
が
ら
、
ま
た

一
方
で
は
、
受
命
問
題
に
關
し
て
、
自
分
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
立
場
に
い

る
こ
と
を
自
寛
し
て
、
深
刻
に
懊
悩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の

「詐
穂
周
王
」
と
い
う
屈
折
し
た
句
を
、
曹
操
は

「其
名
紛
醜
」
と
い
う
全
く
意
外
な
句
で
受
け
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、
曹
操
の
受
命
問
題
に
封
す
る
意
識
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
上
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
、
た
と
・兄

嘘

を
つ
い
て
も
、
も
し
そ
の
嘘
を
つ
く
こ
と
に
、
い
わ
ゆ
る

「
正
當
な
理
由
」
が
あ
れ
ば
、
或
は
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
.・
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
封
す
る
便
値
判
断
は
、
結
局
全
て

「聖
人
」
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
言
う
こ
と
を
彼
は

こ
の
句
の
中
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
曹
操
は
、
つ
ね
に
自
分
の
立
場
に
封
し
て
、
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
た
。
だ
か

曹
操
に
於
け
る
受
命
問
題
と

「短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)
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ら

こ
そ

、

こ

の

「
周

西
伯

昌
」

の

よ
う

な

詩

を

つ
く

る

必
要

が

あ

っ
た

の
で

あ

ろ

う

。

30

五

一
般
に
、
曹
操
は
既
成
概
念
に
捕
わ
れ
な
い
、
猫
自
の
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
、
古
臭
い
風
俗
、
當
時
の
悪
い
時
風
を

果
敢
に
打
ち
破

つ
た
英
雄
と
構
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
彼
の
美
黙
は
、
彼
が
宙
官
の
家
の
出
と
い
う
特
殊
な
出
身
背
景

を
持

っ
こ
と
に
由
來
す
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
出
身
背
景
は
、
か
な
ら
ず
し
も
彼
の
思
想
意
識
の
面
に
プ
ラ
ス
に
な

っ
た
と
は

言

い
切
れ
な
い
。
彼
は
、
い
や
し
い
身
分
で
あ
る
か
ら

一
層
、
上
流
知
識
人
階
級
に
あ
こ
が
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
虚
榮
心
が

一
つ
の
影

の
よ
う
に
、
彼
を
生
涯
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は

「快
人
」
と
自
ら
稻
し
、
「
不
信
天
命
」
と
豪
語
し
た
、
し
か
し
、
寛
に
こ

の

自

分

の
宿
命
か
ら
抜
け
き
れ
ず
、
後
漢
王
朝
か
ら
の
受
命
を
目
の
前
に
し
て
、
結
局
は

一
歩
退
却
し
て
し
ま

っ
た
。
彼
は
、
漢

の
高
租
の

よ
う
な
無
學
ゆ
え
の
大
膿
さ
を
持
た
ず
、
貴
族
的
學
問
を
垣
間
見
た
だ
け
で
、
生
涯
を
あ
た
ら
苦
螢
が
多
か

っ
た
だ
け
に
終
始
し
た
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
曹
操
は
豪
放
な

「
観
世
の
好
雄
」
と
い
う
世
評
と
は
裏
腹

い
、
後
漢
の
思
想
意
識
の
流
れ
の
枠
を
、
寛
に
果
敢

に
跳
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注

釈

①

横
須
賀

司
久
氏
は
、
「
曹

氏
交
學
集
團

の
隆
盛

は
武
帝

の
庇
護

の

も

と

に
於
け

る
も

の
で
、
其

の
爲
文
人

の
地
位
も
向
上

し
た
。
(
二

松

學
舎

大
學
論
集

一
九
七
七
年

、
建
安
詩
壇
考
)
、
ま

た
、
今

果

氏

が

そ

の

「談
曹
操
和
建
安
文
學
」
の
中
、
「曹
操
是
建
安
文
學
的
侶
導
者
和
組

織
者
」
と
指
摘
し
て
い
る

(見
安
徽
史
學
通
訊

一
九
五
九
-⊥
二
)

②
参
考
澤
口
剛
雄
氏

「漢
魏
樂
府
の
傳
承
に
つ
い
て
の
考
察
」

一
文

(學

習
院
大
學
文
學
部
研
究
年
報
第
十
九
)



③

魏
晋

の
宮

廷
と
し
て
、
同
じ
曲
で
、
曹
操

の
作
品
し
か
見
ら
れ
な

い
も

の
は
、
彼

い
ま
淺
さ
れ
た
作

品

の
中

の

「
気

出

」
、
「
講
里

」、
「度

關

山
」
、
「
封
酒
」
、
「
却
東
西
門
行
」
、

で
あ

る
、
も
ち
ろ
ん
、

こ

の
中

に

は
、
古
辭
…が
淺
さ
れ
て

い
る
曲
も

あ
る
が
、
曹

操

の
作
品
は
、
全

っ
て

古
辭

と
無
關
係
な
内
容

で
あ
る
、

い
わ
ゆ
る

「
言
志
」

の
も

の

で

あ

る
。
そ
し
て
、
三
租
共
に
同
じ
曲

の
作

品
を
淺
さ

れ

た

の

は

「
善
哉

行
」

と

「
短
歌
行
」

二
曲

で
あ

る
。
「
善
哉

行
」

の
内
容

か
ら

み
る
と

、

武
帝

、
明

帝
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
趣

旨
を
歌

っ
て
い
る
。
ま

た
、
形
式
上

に
も

二
通

り
に
わ

か
れ
、
そ

の
内
武
帝
曹

操

の
作

品
は

四

言

の

も

の

は
、
政
治
的
な
獲
言

で
あ

り
、
も
う

一
首

は
五
言
で
あ

る
、
内
容

は
言

志

と
拝
情
的
な
も

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
三
租

の
作
品
が
同
じ
曲

を
使

っ
て
も
、
そ

の
内
容

に
表
す
重
要
な
意
義
が
あ
れ
ば
、
共

に
演
奏

さ
れ

、
傳
承
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

④
見
宿
田
清
秀
氏

『
樂
府

の
歴
史
的
研
究
』
頁

=

九
第
十
五
行
。

⑤

見
南
齊
書
三
十
三
王
僧
虚
傳
。

⑥

参
考
増
田
氏

『
樂
府

の
歴
史
的
研
究
』
頁

一
二
二

「
魏
螢
六
朝

に
お
け

る
清
=商
三
調
歌
曲

の
歌
唱
経
路
」
。

⑦

曹
操

の
遺
令

に
つ
い
て
、
現
存

の
資

料

で
は
、
完
全

な

も

の

は
、
す

で
に
み
ら
れ
な

い
、

い
ま
清
人
嚴
可
均

『
全
三
國
文
』

の
内

、
以
下

の

と
こ
ろ
か
ら
集

め
た
も

の
が
見

ら
れ
る
。
す

な

わ

ち
、
『魏

志
』
武
帝

紀

、

『
宋
書

』
禮
志
二
、

『
世
説
新
語
』
言

語

篇

注
、

『
文
選
』
陸

機

「
弔
魏
武
帝
文
序
」
、
『
通
典
』
巻
八
十
禮
四
十
、
『
北
堂
リ書

妙

』

一
百

曹
操

に
於
け

る
受
命
問
題
と

「
短
歌
行
」
周
伯
昌
詩

(
石
)

三
十
二
握

一
陳
法

服
注
、
『
太
平
御
覧
』
六
十
九
服
用
部

一
帳
、
六
九

九
服
章
都
十
四
履

馬
、
八

二
○
布
畠
部
七
布
、
火
洗
布
、
八
五
九
飲

食

部
十
七
魔

粥
、
五
六
〇
禮
義

部
三
九
家
墓

四
、
六
八
七
服
章

部
四
績

。

⑧

参
考
傳

蹟
踪

「
從
曹

操
的
侠
文
談
曹

操
的
文
學

思

想
」

一
文
。
(
北
方

論
叢

一
九
八
〇
ー

四
)

⑨
見
文

選
巻

六
十
陸

士
衡

「
弔
魏

武
帝
文
」
。

⑩

見
魯

迅

「
魏
督

風
度

及
文
章

與
藥
酒
之

關
係
」

一
文

。

⑪

こ

の
弔
文

に

つ
い
て
、
陳
世
駿

氏
が

「
陸
機

の
生
涯

と
文
賦
制
作

の
正

確

な
年

代
」

(見
中

國
文
學
報
第

八
冊
日
本

語

の
譯
文

)
で
、

こ

の

弔

文
自
睦
が

、
魏

の
武
帝

へ
の

「
讃
歌
」

で
あ

る
と

い

っ
て

い

る
。
だ

が
、

こ
の
黙

に

つ
い
て
は
、
高
橋
和

已
氏

は
、
反
論

し
て

い
る

(見
陸

機

の
傳
記
と
そ

の
文

學
)
(
中
國
文
學
報
第
十

〕
珊
)

⑫
見
三
國
志

巻
二
十
郵
哀
王
沖
傳
。
「
年
十
三
、
建
安
十
三
年

疾

病

、
太

租
親
爲
請
命
。
及
亡
、
哀
甚

、
文

帝
寛
喩
太
租
、
太
租

日
、
此
我
之

不

幸

、
而
汝
曹
之

幸
也
。
言
則
流
涕
、
爲
聰
甑
氏
亡
女
與
合
葬
」

こ
の
こ

と
は
、
「
後

世

の
中

國
で

い
わ
ゆ
る
冥
婚

の
最
も

早

い
例

の

一

つ

で
あ

る
。
」
と
吉

川
幸
郎
次
氏
が
そ

の

「
三
國
志
實
録
」
で
指
摘
し
て

い
る
。

⑬

見
文

選
巻
六
十
陸
±
衡

「
弔
魏
武
帝
文

」
序

。
「
又

日
、
吾
捷

好

妓
人

皆
著

銅
爵

毫
、
於
豪
堂
上
施
八
尺
鉢
徳
帳
、
朝
臆
上
哺
精
之
厨
、
月
朝

十
五
軌
向
帳
作
妓

、
汝

等
時
時

登
銅
爵

毫
、
望
吾
西
陵
墓
田
」

⑭
見
増
田
氏

『
樂
府

の
歴
史
的
研
究
』
頁

一
〇
九
第
二
行

⑮
見
古
詩
十
九
首
、
蘇

武

「
黄
鵠

一
遠
別
」

の
中

「
長
歌
正
激
烈

、
中

心
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中
國
「文
學
込醐
集

第
十

六
臨號

愴
以
擢

」
。

⑯

王
運

熈
氏
が

「
相
和
」
に

つ
い
て
解

繹
す
る
時
、
「
但
歌
」

に

つ
い
て
、

次

の
よ
う
に
い

っ
て

い
る
、
す

な
わ
ち
、
「
但
歌
與
相
和

連

在

一
起
叙

蓮

、
二
者

關
係
必
甚
密

切
…
…
其
主
要
匠
別
僅
在
但
歌

唱
時
無
弦
節

、

相

和
則
有
綜

竹
件
奏
。
…
…
但
歌
的

一
人
唱
、
三
人
和

是

用

人

聲
來

和

、
自

以
用
樂

器
來
和
不
同
。
」

で
あ
る
。
(
見
樂
府
詩
論
叢
所
牧

王
氏

清
樂
考

略

一
文
)

⑰
参
考
余
冠

英
氏

「
樂
府

歌
辭
的
耕
湊
和
分

割
」

一
文

(
國
文
月
刊
六
十

一
期
)

⑱

こ

の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
昔

か
ら
檬

々
な
批
評
が
み
ら
れ
る
、
ま
た
、

近
人
陸
侃
如

の

「
中

國
詩
史
」

に

「
他
倣
的
政

治
詩
、
懸

該
有
小
雅
般

的
俳
側
、
楚

騒
般
的
沈

痛
。
然

而
不
然
。
他

的
政
治
的
詩
、
寛
可
算
全

集
中
最
壊
之
作

。
…
…
曹

操
喜
漱
直

用
経
文

、
恐
恰

也
是
拙
劣
的
原
因

之

一
。

…
…
他
最

成
功
的
是

那
些
拝
情
的

詩
。
曹
操

若
無
那
幾
首
、
則

他
能

否
在

詩
史
上
佑
篇
幅
、
両
不
可
知
。
」
と

い

っ
て
い
る
、
(
中
國
詩

史

頁
二
九
〇
1

二
九

一
)

⑲

こ
の
詩

の
中

で
二

ヶ
所

経
文

を
引
用

し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
詩
繧
原

文

の
直
接

引
用
で
あ
り

「青
青

子
衿

、
悠
悠

我
心
」
(
詩
詩
鄭
風
子
衿
)

と
も

う

一
ケ
所

「
拗
喚
鹿

鳴
、
食

野
之
革

、
我

有
嘉

資
、
鼓
麸
吹
笙
」

(
小
雅
鹿
鳴

)
で
あ
る
。

⑳

見

『
三
國
演
義
』
第

四
十

八
同

⑳

清
人
陳
抗

は
、
そ

の

「
詩
比
興
箋

」

の
序
文

の
中

で

「曹

公
蒼
葬
、
樹

酒
當

歌
、
有
風
雲
之
氣
」
と
言

っ
て
い
る
。
そ
し
て
箋

日

・・

「
…
…
其

詩
上
縫
攣
雅
、

無
篇
不
奇

、

但
亮

節
慷
慨
、

無
須
箋
繹
、

故
止
録

一

篇
。
」
(
巻

一
)
と

い

っ
て

い
る
。

働
宋
書

樂
志

作

「
墜
〔

宋
本

樂
府
詩
集
作

「隆

」

⑳
乗

書

、
魏

武
帝
集
作

「
是
以
其
名
紛
聴
」

㊤

こ

の
こ
と
に

つ
い
て
、
薫
漂

非

「
漢
魏

六
朝
樂
府
丈
學
史

」

の
中

、

つ

ぎ

の
よ
う
に

い
っ
て
い
る
、
す

な
わ
ち

「
近
人
有
因
魏
爲
樂
府
之
模

擬

時
期

、
途
多

以
後
世
填

詞
相
擬
議

者
、
私

霜
以
爲
不
然
。
蓋
墳

詞
有

一

定
之
字
句

、
不
可
増
減

、
而
魏
之

爲
樂
府

者
、
則
極

其
自

由
…
…
意

者

當
時
樂
府
之
模
擬
、
只
求
合
予
奮
曲
之
韻
逗
曲

折
、
不
必
如
後

世
之

按

字
填

詞
。
…
…
」
で
あ
る
。

勢
参
考
植
木
久
行
氏

「
曹
操
樂
府
詩
論
考
」
(
中
國
文
學
論
集

一
九

七
四
)

㊧
参
考
白
川
静
氏

『
中
國

の
古
代
文
學
』
ニ
第

二
章

「
辭
賦
文
學
」
第

四

節

「
政
治
と
文
學
」
。

(⑳
参
考
井
波
律
子
氏

「
曹
操
論
」

一
文
、
(
中
國
文
學
報
第

二
十

三

珊
)

⑱
見
史
記
薫
相
國
世
家
。

㊧

見
三
國
志
武
帝
紀

。

6b
見

武
帝
紀
引

『
魏

氏
春
秋

』
:
「
夏
候
惇
謂
王

日
・・
天
下

威

知

漢

酢

己

蓋

・
異
代
方

起
。
…
…
今

殿
下

部
戎

三
十
絵
年

・
功
徳
著
於
黎
庶

・
爲

天
下
所

依
蹄

。
鷹

天
順
民

・
復
何
疑
哉
?

王
日

:
施
干
有
政

・
是

亦
爲

政

。
若
天
命
在
吾

・
吾
爲
周
文
王
　
。
」
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