
 
魏 
　 
武 
　 
嘗  
　  
過 

ぎ
 

ぶ
 

か
つ
 テ
　
 す

 
二 
　
グ
 
曹 
　 
娥 
　 
碑  
　  
下  
 
楊 
　 
脩 
　 
従 

さ
う
 

が
 

ひ
 ノ
　
 も
と
 

や
う
 

し
う
 

し
た
が 
。 　
フ
 
碑 
　 
背 
　 
上 

ひ
 

は
い
 

じ
ょ
う 
　 ニ　 
見 み 
三 
　
ル
 
題  
　  
作 

だ
い
 シ
テ
 つ
く 

二  
　 
ル ヲ

「 
黄 
　

く
わ
う

 
絹 
　 
幼 
　 
婦 
　 
外 
　 
孫 
　 

　 
臼  
」 　 八 
　 
字  
 
魏 
　 
武 
　 
謂 

け
ん
 

え
う
 

ふ
 

ぐ
わ
い
 

そ
ん
 

き
ゅ
う
 ノ
 
は
ち
 

じ
 

ぎ
 

ぶ
 

い
 
レ  
　 
ヒ テ 

脩  
　  
曰 

し
う
 ニ
 い
は 

　 「ク
 
解  
　  
不  
。」 　 答  
　  
曰 

か
い
 ス
ル
ヤ
 い
な
 ヤ
ト
 
こ
た
 ヘ
テ
 い
は 

　  ク

「 
解 かい 
。」 
セ
リ 

　 ト 
魏 
　 
武 
　 
曰 

ぎ
 

ぶ
 

い
は 

　 「ク
 
卿 
　
け
い

 

 
レ 
　
ダ
 
可 べ 
レ  
　 
カ ラ 

言  
、 　 待 

い
 フ
 
ま

 
二  
　 
テ ト 

我  
　  
思  
 
之  
。 」 
行  
　  
三 
　 
十 
　 
里 
、 
魏 
　 
武 
　

わ
れ
 ノ
　
 お
も
 

こ
れ
 ヲ
 

ゆ
 ク
コ
ト
 さ
ん
 

じ
ふ
 

り
 

ぎ
 

ぶ

 
乃 すな
は 
　  
曰 
チ
  い
は 

　 「ク
 
吾 
　 
已  
　  
得 

わ
れ
 

す
で
 ニ
　
 え 
。」 
タ
リ 

　 ト 
令 し 
二 
　
ム
 
脩  
　  
別  
　 

し
う
 ヲ
シ
テ
 べ
つ
 ニ
　 
記  し
る

 
所 
と
こ
ろ 

レ 
　
ヲ
 
知  
。 　 
脩 
　 
曰 

し
 ル
 
し
う
 

い
は 

　 「ク
 
黄
　  
絹  
、 　 
色 
　 
糸 
　 
也 
、 

く
わ
う
　
 け
ん
 ハ
 
し
き
 

し
 

な
り

 
於 お 
レ  
　 
イ テ 

字  
　  
為 

じ
 ニ
　
 な

 
レ 
　
ス
 
絶  
。 　 
幼 
　 
婦  
、 　 
少 
　 
女 
　 
也 
、 
於 

ぜ
つ
 ト
 
え
う
 

ふ
 ハ
 
せ
う
 

ぢ
ょ
 

な
り
 

お
 
レ  
　 
イ テ 

字  
　  
為 

じ
 ニ
　
 な

 
レ 
　
ス
 
妙  
。 　 
外
　  
孫  
、 　 
女 
　 
子 
　 
也 
、 
於 

め
う
 ト
 
ぐ
わ
い
　
 そ
ん
 ハ
 
ぢ
ょ
 

し
 

な
り
 

お
 
レ  
　  
イ テ

 
字  
　  
為 

じ
 ニ
　
 な

 
レ ス

　 
好  
。 　 
 
　
臼  
、  
受 

か
う
 ト
 

　
き
ゅ
う
 ハ
　
 う

 
レ  
　 
ク ル 

辛  
　  
也 
、 
於 

し
ん
 ヲ
　
 な
り
 

お
 
レ  
　 
イ テ 

字  
　  
為 

じ
 ニ
　
 な

 
レ 
　
ス
 
辞  
。 　
じ
 ト
 
所
　
謂 

い
は
ゆ
る

　 
絶 
　 
妙 
　 
好 
　 
辞 
　 
也  
。 」　

ぜ
つ
 

め
う
 

か
う
 

じ
 

な
り
 ト

 
魏 
　 
武  
　  
亦 
　 
記 

ぎ
 

ぶ
 モ
　
 ま
た
 

し
る 

レ ス 
　  
之  
、 　 
与 
レ
　 
脩 
　 
同  
、 　 
乃 

コ
ト
 こ
れ
 ヲ
 
と
 

し
う
 

お
な
 ジ
 
す
な
は 
　 チ 
歎  
　  
曰 

た
ん
 ジ
テ
 い
は 

　 「ク
 
我  
　  
才 
　 
不 

わ
 ガ
　
 さ
い
 

ざ
 
レ ル 
　  
及 
コ
ト
 お
よ 

レ 
　
バ
 
卿  
、 　 
乃  
　  
覚 

け
い
 ニ
 
す
な
は
 チ
　
 お
ぼ 

二  
　 
ユ ト 

三 さん

 
十 
　 
里  
 
」   
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
 （『
世
説
新
語
』
捷
悟
篇
）

じ
ふ
 

り
 

ヲ

 
二 ふた
つ 
　 ノ 
形 
　 
一 

か
た
ち
 
ひ
と
つ 
　 ノ 
体 
　　 
四 

か
ら
だ
 

よ
っ
つ 
　 ノ 
支 
　 
八 

て
あ
し
 
や
っ
つ 
　 ノ　 
頭 
　　 
四 
　 
八 
　 
一 
　 
八 
　
　 
飛 
　 
泉 
　 
仰  

あ
た
ま
 

し
 

は
ち
 

い
ち
 

は
ち
 

ひ
 

せ
ん
 

あ
お 

レ 
　
グ
 
流 
な
が
れ 
　  ヲ

（
鮑
照
「
字
謎
詩
」
三
首
其
一
）

 寜ね
い

　 
王 
　 
憲 
、 
貴 
　 
盛  
、   　  
寵 
　 
妓  
　  
数 
　 
十 
　 
人 

わ
う
 

け
ん
 

き
 

せ
い
 ニ
 シ
テ
 ち
ょ
う
 

ぎ
 
ハ
 
す
う
 

じ
う
 

に
ん 
。 アリ 
有 あ 
二 
　
リ
 
売 う 
レ  ル 
　 モノ 
餅  
　  
之 
　 
妻  
 
纎 
　 
白 
　 
明  

へ
い
 ヲ
　
 
の
 

つ
ま
 

せ
ん
 

は
く
 

め
い

 
媚 び 
。 ナリ 
王 
　 
一 
　 
見  
　  
属 

わ
う
 

い
っ
 

け
ん
 シ
テ
 そ
そ 

レ 
　
ギ
 
意 い 
、 ヲ　 
因  
　  
厚  
　  
遺 

よ
 リ
テ
 あ
つ
 ク
　
 お
く 

二  
　 
リ テ 

其  
　  
夫 

そ
 ノ
　
 ふ

 
一 
　
ニ
 
求 もと 
レ 
　
ム
 
之 これ 
。 ヲ　 
寵 
　 
愛 
　 
逾 

ち
ょ
う
 

あ
い
 

こ
 
レ 
　
ユ
 
等 とう 
。 ヲ　 
歳 
　 
余  
　 

さ
い
 

よ
 ニ
シ
テ

 
因  
　  
問  
　  
曰 

よ
 リ
テ
 と
 ヒ
テ
 い
は 
、 ク　 
汝 
　 
復  
　  
憶 

な
ん
じ
 

ま
 タ
　
 お
も 

二  
　 
フ ヤ 

餅 
　 
師 

へ
い
 

し
 
一 
　
ヲ
 
否  
」。 　 
黙 
　 
然  
　  
不 
レ
　 
対 

い
な
 ヤ
ト
 
も
く
 

ぜ
ん
 ト
シ
テ
 ず
 

こ
た 
。 ヘ　 
使 し 
レ 
　
ム
 
見 
レ
　 
之 

み
 

こ
れ 
。 　
ヲ
 
其  
　  
妻 
　 
注  

そ
 
ノ
 つ
ま
 

ち
ゅ
う

 
視 し 
、 シテ 
双 
　 
涙 
　 
垂 

さ
う
 

る
い
 

た
 
レ 
　
レ
 
頬 ほほ 
、 ニ　 
若 ごと 
レ 
　
シ
 
不 ざ 
レ  
　 
ル ガ 

勝 た 
レ 
　
ヘ
 
情 
じ
ゃ
う 
。 ニ　 
時  
　  
王  
　  
座 
　 
客 
　 
十 
　 
余 
　 
人 
、 
皆  
　  
当 
　 
時  
　 

と
き
 ニ
 わ
う
 ノ
　
 ざ
 

か
く
 

じ
う
 

よ
 

に
ん
 

み
 
ナ
 た
う
 

じ
 
ノ

 
文 
　 
士 

ぶ
ん
 

し 
、 ナルガ 
無 な 
レ 
　

不 
二 
　

シ 

ル
 
悽 
　 
異  
 
王 
　 
命 

せ
い
 

い
 

わ
う
 

め
い 

レ 
　
ジ
 
賦 ふ 
レ ス 
　  
詩 
ル
ヲ
 し 
、 ヲ　 
維 
　 
先  
　  
成  
　  
云 

い
 

ま
 ズ
　
 な
 リ
テ
 い 
、 フ

　
　 
莫 な 
下  
　  
カ レ 

以 もっ 
二 
　
テ
 
今 
　 
時  
　  
寵 

こ
ん
 

じ
 ノ
　
 ち
ょ
う 

一 ヲ

　
　 
能  
　  
忘  
 
昔 
　 
日  
　  
恩 

よ
 ク
　
 わ
す
 

せ
き
 

じ
つ
 ノ
　
 お
ん 

上 ヲ

　
　 
看 み 
レ 
　
テ
 
花  
　  
満 
　 
眼  
　  
涙 

は
な
 ヲ
　
 ま
ん
 

が
ん
 ニ
　
 な
み
だ 
　 
　
シ

　
　 
不 
下
　 
共 

ず
 

と
も 

二 
　
ニ
 
楚 
　 
王 

そ
 

わ
う 

一 
　
ト
 
言 
も
の
い 

上 ハ

 
座 
　 
客 
　 
無 

ざ
 

か
く
 

な
 
二 
　
シ
 
敢  
　  
継  
　  
者  
 
王 
　 
乃  
　  
帰 

あ
へ
 テ
　
 つ
 グ
　
 も
の
 

わ
う
 

す
な
は
 チ
　
 か
え 

二 
　
シ
 
餅 
　 
師  
 
以  
　 
終

へ
い
 

し
 

も
っ
 テ
　

 
二 ヘ 
　  
其  
　  
志 
 

シ
ム
 そ
 
ノ
 こ
こ
ろ
ざ
し

（『
唐
詩
紀
事
』
巻
十
六
）

、 一 ヲ

せ
い

。 一 ヲ

 
未 いまず

一 レ フ
ヲ

一 レ サ

せ
い

。 一　　　 ナル

、 一　　　

。 一　　　 セ

　
ス
ル

ル
ル
ト

中

。 一　　　

、 一　　　 ニ

。 一 ヲ
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佐　藤　大　志
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教
材
発
掘
の
第
五
回
と
し
て
、「
字
謎
」
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。「
字
謎
」

と
は
文
字
の
な
ぞ
な
ぞ
で
あ
り
、
中
国
の
言
語
遊
戯
の
一
つ
で
あ
る
。
六
朝
の

文
学
評
論
『
文
心
雕
龍
』
諧
隠
篇
に
よ
れ
ば
、「
字
謎
」
は
、「
隠
」
す
な
わ
ち

喩
え
や
謎
か
け
な
ど
を
用
い
て
婉
曲
に
意
見
を
伝
え
る
こ
と
に
由
来
し
、
こ
の

「
隠
」
が
魏
以
後
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
「
謎
語
」
と
化
し
た
と
言
う
。
そ
し
て
『
文

心
雕
龍
』
は
、
こ
の
「
謎
語
」
の
類
は
「
隠
」
の
精
神
を
失
っ
た
子
ど
も
の
遊

び
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
価
値
は
な
い
と
批
判
す
る
。
中
国
古
典
の
世
界
は
、

儒
教
思
想
の
影
響
に
よ
っ
て
政
治
性
や
道
徳
性
を
帯
び
た
作
品
が
評
価
さ
れ
、

そ
の
基
準
に
該
当
し
な
い
も
の
は
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
小
説
や
恋
愛
な

ど
の
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
遊
戯
文
学
も
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研

究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
福
井
佳
夫
『
六
朝
の
遊
戯
文
学
』
汲

古
書
院 
二
〇
〇
七
）。
し
か
し
言
語
に
は
、
本
来
的
な
意
志
疎
通
と
い
う
機
能

以
外
に
、
我
々
の
言
語
生
活
を
豊
か
に
し
、
創
造
性
と
想
像
力
に
富
む
側
面
が

あ
る
。
言
語
遊
戯
も
そ
の
価
値
を
積
極
的
に
捉
え
れ
ば
、
こ
の
言
語
の
も
つ
想

像
力
、
も
の
を
創
り
出
し
て
い
く
力
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

思
い
か
ら
、
こ
の
た
び
は
三
国
・
六
朝
期
の
「
字
謎
」
と
そ
の
類
例
や
類
話
を

と
り
あ
げ
、
中
国
の
言
語
遊
戯
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

　
ま
ず
は
『
世
説
新
語
』
捷
悟
篇
か
ら
三
国
魏
の
武
帝
曹
操
と
そ
の
臣
で
あ
っ

た
楊
脩
と
の
逸
話
。
こ
れ
は
「
字
謎
」
の
濫
觴
と
俗
に
伝
え
ら
れ
る
逸
話
で
あ

り
（
宋
・
周
密
『
斉
東
野
語
』）、
問
題
と
な
る
の
は
曹
娥
の
碑
に
記
さ
れ
た

「
黄
絹
幼
婦
外
孫 
臼
」
と
い
う
八
文
字
。『
世
説
新
語
』
の
劉
孝
標
注
に
引
く

『
会
稽
典
録
』
及
び
『
後
漢
書
』
に
拠
れ
ば
、
曹
娥
の
父
は
川
に
落
ち
て
遺
体
が

上
が
ら
ず
、
当
時
十
四
歳
で
あ
っ
た
曹
娥
は
嘆
き
悲
し
ん
で
父
の
遺
体
を
求
め
、

父
の
遺
体
の
上
で
沈
め
と
言
っ
て
、
瓜
を
川
に
投
げ
入
れ
た
。
十
七
日
の
後
、

た
ま
た
ま
瓜
が
沈
む
と
曹
娥
は
つ
い
に
そ
こ
に
身
を
投
じ
て
亡
く
な
り
、
そ
れ

を
哀
れ
ん
だ
県
の
長
官
が
碑
を
作
ら
せ
た
と
言
う
。
ま
た
同
じ
く
劉
孝
標
注
に

引
く
『
異
苑
』
に
拠
れ
ば
、
後
漢
末
の
文
人
蔡
邕
が
、
曹
娥
の
碑
に
刻
ま
れ
た

碑
文
を
読
み
、
そ
の
傍
ら
に
記
し
た
の
が
問
題
の
八
文
字
で
あ
る
と
い
う
。
つ

ま
り
こ
の
八
文
字
は
碑
文
に
対
す
る
蔡
邕
の
評
語
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
で
は
、

一
体
碑
文
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
曹
娥
碑
の
逸
話
は
、
三
国
志
フ
ァ
ン
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
り
、

曹
操
に
は
こ
の
類
の
逸
話
が
『
世
説
新
語
』
に
幾
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
有
名
な
例
で
は
あ
る
が
、
一
つ
は
曹
操
が
造
り
か
け
の
門
に
「
活
」
の
字

を
記
さ
せ
、
そ
れ
を
見
た
楊
脩
が
、
曹
操
は
門
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
を
嫌
っ
て

い
る
の
だ
、
と
即
座
に
曹
操
の
意
図
を
理
解
し
た
と
い
う
話
。
も
う
一
つ
は
、

あ
る
人
か
ら
酪
（
ヨ
ー
グ
ル
ト
）
を
も
ら
っ
た
曹
操
が
、
そ
の
蓋
に
「
合
」
の

字
を
書
い
て
臣
下
に
示
し
、
誰
も
そ
の
意
図
が
理
解
で
き
な
い
で
い
る
と
、
楊

脩
は
迷
わ
ず
に
そ
れ
を
飲
み
、
こ
れ
は
一
人
一
口
ず
つ
飲
め
と
い
う
こ
と
だ
、

た
め
ら
う
こ
と
は
な
い
と
言
っ
た
と
い
う
話
。
い
ず
れ
も
捷
悟
篇
に
見
え
る
。

こ
の
二
つ
の
逸
話
は
、
い
ず
れ
も
曹
操
が
群
臣
に
謎
を
か
け
、
楊
脩
が
そ
の
謎

を
解
い
て
、
曹
操
の
意
図
を
言
い
当
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
曹
操
と
楊
脩

と
の
関
係
が
示
さ
れ
た
逸
話
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の
字
謎
は
、
い
ず
れ
も
文
字

の
離
合
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
字
の
離
合
と
は
、
漢
字
の

形
を
分
解
し
た
り
、
合
成
し
た
り
す
る
こ
と
。
先
の
話
で
は
、
門
＋
活
＝
闊
、

合
＝
人
＋
一
＋
口
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
文
字
の
離
合
が
後
漢
末
頃
か
ら
現
れ

る
の
は
、
許
慎
『
説
文
解
字
』
の
よ
う
に
漢
字
を
部
首
分
類
し
て
大
系
づ
け
よ

う
と
す
る
当
時
の
文
字
認
識
の
あ
り
よ
う
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
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に
も
孔
融
「
離
合
詩
」
が
有
名
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は
鈴
木
棠
三
『
新
版
こ
と

ば
遊
び
辞
典
』（
東
京
堂
出
版 
一
九
八
一
）
や
佐
藤
進
「
中
国
の
古
典
遊
戯
詩
」

（
江
口
一
久
編
『
こ
と
ば
遊
び
の
民
族
誌
』
大
修
館
書
店 
一
九
九
〇
所
収
）
等

を
参
照
。

　
さ
て
、
本
文
の
字
謎
も
文
字
の
離
合
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
二
文
字
で
一

文
字
を
表
す
。「
黄
絹
」
は
色
の
糸
で
「
絶
」、「
幼
婦
」
は 
少 
い
女
で
「
妙
」、

わ
か

「
外
孫
」
は 
女 
の
子
で
「
好
」、「 
臼
」
は
辛
を
受
く
で
「
辞
」、「 
」
は
ニ

む
す
め

ラ
、
シ
ョ
ウ
ガ
な
ど
の
野
菜
を
刻
ん
で
混
ぜ
あ
せ
た
も
の
、「
臼
」
は
そ
れ
ら
を

ま
ぜ
あ
わ
せ
る
器
。
ニ
ラ
、
シ
ョ
ウ
ガ
な
ど
は
味
の
刺
激
が
強
い
野
菜
な
の
で

「
辛
」
と
い
う
。
こ
れ
で
「
絶
妙
好
辞
」
と
い
う
四
文
字
と
な
る
。

　
曹
操
は
、
は
じ
め
そ
の
意
味
を
解
せ
ず
、
随
従
し
て
い
た
楊
脩
に
尋
ね
る
と
、

彼
は
解
け
る
と
言
う
。
そ
こ
で
曹
操
は
、
し
ば
ら
く
楊
脩
に
解
答
を
保
留
さ
せ

て
考
え
始
め
る
。
そ
し
て
、
三
十
里
ほ
ど
進
ん
だ
の
ち
に
曹
操
も
そ
の
意
味
を

会
得
し
、
互
い
に
解
答
を
記
し
て
み
る
と
、
両
者
の
解
答
は
一
致
し
た
。
そ
こ

で
曹
操
は
感
嘆
し
て
「
私
の
才
能
は
君
に
及
ば
な
い
こ
と
、
三
十
里
で
あ
る
こ

と
が
い
ま
分
か
っ
た
」
と
言
っ
た
。
三
十
里
は
現
在
の
約
十
五
キ
ロ
、
車
馬
か

馬
で
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
だ
と
し
て
、
二
時
間
か
三
時
間
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
曹
操
が
才
能
の
差
と
い
う
目
に
は
見
え
な
い
も
の
を
言
い
表
そ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
こ
の
逸
話
の
面
白
い
と
こ
ろ
。

　
二
番
目
は
、
鮑
照
「
字
謎
詩
」
三
首
の
第
一
首
。
鮑
照
は
六
朝
宋
の
詩
人
。

詩
才
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
家
柄
が
低
か
っ
た
た
め
に
官
界
で
出
世
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
詩
文
に
は
多
く
不
遇
の
思
い
が
託
さ
れ
る
と
さ
れ
る
が
、

一
方
で
彼
は
こ
の
字
謎
詩
の
よ
う
な
遊
戯
の
詩
も
多
く
制
作
し
て
い
る
。

　
本
文
は
、
あ
る
漢
字
一
字
を
、
四
言
四
句
の
詩
で
解
説
し
た
も
の
。
毎
句
そ

れ
ぞ
れ
が
そ
の
漢
字
一
字
の
説
明
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
句
と
第
二
句
は
そ
の

漢
字
の
字
形
を
示
す
。
第
一
句
は
二
つ
の
形
が
合
体
し
て
一
つ
と
な
る
と
い
う

こ
と
、
第
二
句
は
「
四
支
」
が
四
肢
に
同
じ
で
、
四
本
の
手
足
で
八
つ
の
頭
を

も
つ
と
い
う
こ
と
。
第
三
句
も
字
形
だ
が
、
こ
こ
は
算
数
を
用
い
る
必
要
が
あ

る
。
三
五
の
夜
と
い
え
ば
十
五
夜
、
二
八
の
歳
と
言
え
ば
十
六
歳
。
四
八
一
八

で
あ
れ
ば
、
果
た
し
て
…
。
第
四
句
は
そ
の
漢
字
の
意
味
を
説
明
す
る
。「
飛

泉
」
は
噴
き
出
る
泉
。「
仰
流
」
は
四
方
の
民
が
徳
化
（
流
）
を
慕
う
（
仰
）
と

い
う
意
。
噴
き
出
る
泉
又
は
そ
の
水
流
が
思
い
慕
う
と
こ
ろ
と
は
…
。

　
な
お
鮑
照
「
字
謎
詩
」
三
首
の
其
二
と
其
三
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

頭 
　 
如
ハ
　

 
レ 
　
ク

刀 
　 
　
尾 
　 
如

ノ
　
 

ハ
　

 
レ 
　
シ

鈎 
　 ノ　

中
　
央 
　 
横 
　 
広 
　 
　
四
　
角
　
六
　
抽
　

ハ
　
 

ニ
　
 

ク
　

右
　
面 
　 
負
ニ
ハ

 
二 
　

両
　
刃 
一 
　

　

ヒ 

ヲ

左
　
辺 
　  
双 
ニ
ハ
 な
ら 

二 
　

属
　
牛 
一  
　
　
　
　 
（
其
二
）

ブ 

ヲ

乾
　
之
　
一
　
九
　
　
隻
　
立 
　 
無
シ
テ

 
レ 
　

偶
シ

坤
　
之
　
二
　
六
　
　
宛
　
然 
　 
双 
　 
宿 
　  
　
　
　
　
　
　 
（
其
三
）

ト
シ
テ
 

つ
な
が
ら
 

ル
　

　
其
二
は
三
言
、
四
言
、
五
言
と
二
句
ご
と
に
一
字
増
え
て
全
六
句
。
其
三
は

四
言
四
句
。
こ
の
二
首
は
其
一
と
は
異
な
り
、
或
る
漢
字
一
字
の
形
を
詩
全
体

で
解
説
し
た
も
の
。
其
二
は
亀
の
旧
字
体
「
龜
」。
ご
覧
の
よ
う
に
旧
字
体
の

「
龜
」
は
、
上
の
部
分
が
刀
の
形
に
似
て
、
下
は 
鉤 
の
よ
う
に
曲
が
る
。
中
央
は

か
ぎ

横
に
広
く
、
右
側
は
四
角
で
、
左
側
は
六
つ
の
線
が
飛
び
出
て
い
る
。「
抽
」
は

抜
き
出
す
。
ま
た
右
の
四
角
の
中
は
二
本
の
刀
が
交
差
す
る
よ
う
で
あ
り
、
左

側
に
は
牛
の
象
形
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ク
型
の
部
分
が
二
つ
並
ん
で
い
る
。

　
其
三
は
「
土
」。
乾
と
坤
は
易
の
卦
の
こ
と
。
易
の
卦
は
陽
爻 

と
陰
爻 

の

二
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
乾
卦
（ 

）
は
全
て
が
陽
爻
か
ら
な
り
、
坤
卦
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（ 

）
は
全
て
が
陰
爻
。
陽
爻
は
「
九
」、
陰
爻
は
「
六
」
と
呼
ば
れ
、「
一

九
」
は
陽
爻
一
つ
で
、
こ
れ
が
一
人
で
立
ち
（
隻
立
） 
偶 
が
無
い
の
で
「
―
」。

と
も

「
二
六
」
は
陰
爻
二
つ
、
ま
る
で
（
宛
然
）
一
緒
に
宿
る
（
双
宿
）
よ
う
な
の
で

「 

」。
二
つ
を
合
わ
せ
る
と
「
土
」
と
な
る
。

　
其
二
は
旧
字
体
の
知
識
が
、
其
三
は
易
の
卦
爻
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
、
や

や
難
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
其
一
は
答
え
と
な
る
漢
字
が
学
習
者
も
見

慣
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
慣
れ
た
漢
字
を
複
数
の
視
点
か
ら
見
つ
め
直
す

こ
と
が
で
き
て
面
白
い
。
さ
て
、
そ
の
其
一
の
答
え
は
「
井
」。「
十
」
を
二
つ

合
わ
せ
た
形
、
四
つ
の
線
で
構
成
さ
れ
て
頭
が
八
つ
。
四
八
は
三
十
二
、
一
八

は
八
で
、
二
つ
を
足
す
と
四
十
。「
井
」
は
十
が
四
つ
。「
井
」
は
水
を
く
み
出

す
場
所
で
あ
り
、
ま
た
『
釈
名
』
釈
宮
室
に
「
井
は
清
な
り
。
泉
の
清
潔
な
る

者
な
り
」
と
あ
り
、「
飛
泉
」
が
徳
化
を
慕
う
と
い
う
意
と
も
適
合
す
る
。

　
そ
の
他
に
は
古
楽
府
「
藁
砧
」
な
ど
も
有
名
だ
が
、
こ
こ
で
は
宋
の
周
密

『
斉
東
野
語
』
巻
二
十
「
隠
語
」
か
ら
、
幾
つ
か
の
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

一
　月 
復 
　 一
　月
、
両
　月
　共

タ

 
　 半
　

ニ

辺
。 
上    
有

　
ニ
 ハ

 
二 

可 
レ 
　

耕

リ 

キ

 
　 之
　田
、 一　　　　

ス

 
下 　ニ 
　  ハ

有 
二 
　

長
　流
　之
　川
。 一　六
　口 
共 
二 

リ
 

ニ 
　 一 
室 

両
　口
　不

二
　

団
　円 

シ

東
　海 
　 有
ニ

 
二 
　一
　魚
、 一　無 
レ 
　

頭
　

リ 

ク

 
亦 
　無

ま
た

 
レ 
　

尾
。 

脊
　梁

シ

 
　 骨 

便

ノ

 
　  チ

是 
　 這 
　 箇 
　 謎

レ
 

こ
 

ノ

 
。 ナリ

 
寒 　ニ 
　 則 
　 重
　重
　畳
　

ハ
 

チ

畳
、 
熱 　ニ 
　 則 
　 四
　散 
分 
流

ハ
 

チ

 
。 
四
　箇
　在

ス
　

 
レ  リ
縣 
、 三
　箇 
在

ニ
　

 
レ  リ

州 
。 
村
　

ニ
　

 
裏 　ニ 
　 不
ハ

 
レ  
　 
見
シ テ

 
　 在
エ

 
二 
　

村
リ

 
　 裏 

市
　

ノ

 
頭 　ニ 
　 不
ハ

 
レ  
　 
見
シ テ

 
　 在
エ

 
二 
　

市
リ

 
　 頭 
ノ

　
一
つ
目
は
「
用
」
の
字
、
二
つ
目
は
「
日
」
の
字
、
三
つ
目
は
漢
字
一
字
で

は
な
く
、
字
点
（
丶
）。『
斉
東
野
語
』
の
例
は
、
鮑
照
「
字
謎
詩
」
に
比
べ
る

、 一 ヲ

。 一 ナ
ラ

除 
二 ─キ 
去 　レ 
　 バ

、 一 ヲ

、 一 ニ

。 一 ニ

と
平
易
で
あ
り
、
ま
た
「
昼 
時 
　 
円
、
写

ニ
ハ

 
　 時
ス

 
　 方
、
寒

ハ

 
　 時 
　 短

イ
 

ハ

 
、 ク　
熱 
　 時 
　 
イ
 

ハ

長 
。 」

シ

（「
日
」）
の
よ
う
に
現
在
の
な
ぞ
な
ぞ
（
物
謎
）
に
近
い
も
の
も
多
い
。
中
国
で

は
現
在
も
こ
の
よ
う
な
「
字
謎
」
が
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
お
り
、
日
本
に
も
漢

字
を
用
い
た
言
語
遊
戯
の
例
が
残
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
・
江
口
前
掲
書
及
び
高

橋
康
也
編
『
遊
び
の
百
科
全
書
①
言
語
遊
戯
』
日
本
ブ
リ
タ
ニ
カ 
一
九
七
九
、

柴
田
武
他
編
『
世
界
な
ぞ
な
ぞ
大
事
典
』
大
修
館
書
店 
一
九
八
四
、『
日
本
語

学
』　
―
　
「
特
集
こ
と
ば
遊
び
」
一
九
九
二
、『
月
刊
言
語
』　
―
２
「
特
集

１１

１１

２９

言
葉
遊
び
を
作
る
」
二
〇
〇
二
、
武
井
満
幹
「
中
国
語
の
「
字
謎
」
の
活
用
」

『
中
国
學
研
究
論
集
』　
 
二
〇
〇
二
な
ど
を
参
照
）。
例
え
ば
、「
米
寿
」「
卒
寿
」

１０

「
白
寿
」
な
ど
も
「
字
謎
」
の
一
種
で
あ
り
、
我
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
「
字

謎
」
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
掲
げ
た
の
は
、『
芸
藩
通
志
』
巻
三
十
・

厳
島
芸
文
五
に
採
録
さ
れ
る
空
海
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
遊
戯
詩
。
こ
れ
は
稿
者

が
学
生
の
頃
、『
宮
島
町
史
』
編
纂
に
関
わ
っ
た
先
輩
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た

も
の
。
先
の
鮑
照
「
字
謎
詩
」
と
と
も
に
、
稿
者
の
遊
戯
文
学
へ
の
興
味
を
開

い
て
く
れ
た
詩
で
あ
る
。
所
謂
「
回
文
詩
」
の
一
種
だ
が
、
さ
て
、
こ
れ
は
ど

う
読
め
ば
良
い
の
か
。

島
唱
真
言

島
開
仏
寺
示
観

島
聴
花
鯨
催
晩
人
密

島
安
般
若
婆
羅
密
景
法
意

島
妙
弁
才
功
徳
天
辺
縁
仙

島
看
野
鹿
在
江
俗
閑

島
立
経
蔵
払
楽

島
行
秘
術

─　　─１３２



　
三
番
目
は
、「
字
謎
」
の
よ
う
な
言
語
遊
戯
が
生
ま
れ
た
文
芸
の
場
を
描
く
逸

話
と
し
て
唐
の
王
維
の
逸
話
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
の
逸
話
は
唐
末
の
孟
棨
『
本

事
詩
』
情
感
を
出
典
と
す
る
。『
本
事
詩
』
は
詩
の
制
作
背
景
と
な
る
物
語
を
集

め
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
集
で
あ
り
、
詩
と
物
語
の
展
開
や
人
物
の
心
情
と
を
関
連
さ

せ
な
が
ら
、
謎
解
き
の
よ
う
に
詩
と
文
章
を
読
み
解
く
こ
と
も
で
き
て
面
白
い
。

教
科
書
教
材
に
は
「
人
面
桃
花
」
が
採
用
さ
れ
る
が
、
他
に
も
面
白
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
多
い
。
な
お
『
本
事
詩
』
は
結
び
の
部
分
を
欠
い
て
お
り
、『
唐
詩
紀

事
』
の
ほ
う
が
話
の
展
開
が
明
確
な
の
で
、
本
文
は
『
唐
詩
紀
事
』
に
拠
り
、

一
部
字
句
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
寧
王
憲
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
兄
で
、
睿
宗
の
長
子
。
は
じ
め
皇
太
子
で

あ
っ
た
が
、
の
ち
に
玄
宗
に
位
を
譲
り
、
岐
王
範
ら
と
共
に
権
勢
を
誇
っ
た
。

あ
る
時
、
寧
王
は
餅
を
売
る
者
の
妻
が
、
色
白
で
は
っ
と
す
る
ほ
ど
美
し
い
の

を
一
目
見
て
思
い
を
寄
せ
、
そ
の
夫
に
厚
く
贈
り
物
を
し
て
彼
女
を
手
に
入
れ
、

そ
の
寵
愛
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
一
年
を
経
過
し
た
頃
、
寧
王
は
彼

女
に
「
お
ま
え
は
ま
だ
餅
屋
の
主
人
（
も
と

機

機

夫
）
の
こ
と
を
思
い
出
す
か
」
と

尋
ね
る
と
、
彼
女
は
黙
っ
て
応
答
し
な
か
っ
た
。『
唐
詩
紀
事
』
は
こ
の
「
黙
然

不
対
」
の
一
文
を
欠
く
が
、『
本
事
詩
』
に
拠
っ
て
補
っ
た
。
寧
王
は
そ
こ
で
彼

女
を
も
と
機

機

夫
に
引
き
合
わ
せ
た
。
彼
女
は
も
と
機

機

夫
の
ほ
う
を
見
つ
め
、
両
目
の

涙
が
頬
を
伝
い
、
思
い
を
抑
え
き
れ
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
時
に
ち
ょ
う
ど
そ

の
場
に
居
合
わ
せ
た
寧
王
の
賓
客
は
十
人
あ
ま
り
、
い
ず
れ
も
詩
文
に
長
じ
る

人
た
ち
で
、
そ
れ
を
見
て
悲
し
み
傷
み
顔
色
を
変
え
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
こ

こ
で
寧
王
は
詩
を 
賦 
る
よ
う
に
命
じ
、
王
維
の
詩
が
先
に
仕
上
が
る
。

つ
く

　
こ
の
王
維
の
詩
は
、
王
維
の
詩
集
で
は
「
息
夫
人
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
春

秋
時
代
の
陳
の
公
主
で
、
南
方
の
小
国
息
国
の
君
主
の
妻
と
な
っ
た
女
性
に
取

材
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
彼
女
が
嫁
い
だ
後
、
息
国
は
強
国
の
楚

に
滅
ぼ
さ
れ
、
息
夫
人
は
楚
王
に
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
の
ち
彼
女
は

楚
王
の
子
を
二
人
生
ま
さ
れ
る
が
、
楚
王
と
は
一
言
も
話
さ
ず
、
沈
黙
を
以
て

楚
王
に
抗
し
た
と
い
う
（
入
谷
仙
介
氏
『
王
維
研
究
』
創
文
社
一
九
七
六
参
照
）。

事
は
『
春
秋
』
荘
公
十
四
年
の
左
氏
伝
に
見
え
る
。
王
維
は
こ
の
「
息
夫
人
」

と
餅
売
り
の
妻
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
歌
っ
た
。

現
在
の
寵
愛
に
よ
っ
て
、
昔
の
恩
を
忘
れ
ら
れ
る
と
は
思
い
な
さ
る
な
。

花
を
見
て
も
目
に
は
涙
が
溢
れ
、
楚
王
と
こ
と
ば
を
交
わ
す
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
賓
客
た
ち
の
誰
も
こ
の
詩
に
継
い
で
作
る
者
が
な
く
、
寧
王
は
妻
を
も
と
機

機

夫

に
帰
し
て
、
そ
の
思
い
を
遂
げ
さ
せ
た
と
い
う
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
本
事
詩
』
に
は
結
び
の
部
分
、
す
な
わ
ち
王
維
の

詩
が
も
た
ら
し
た
後
日
談
が
な
く
、
王
維
の
詩
を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
。『
唐
詩

紀
事
』
で
は
寧
王
は
王
維
の
詩
に
よ
っ
て
妻
を
帰
し
た
如
く
読
め
る
が
、『
本
事

詩
』
で
は
む
し
ろ
王
維
が
餅
屋
の
妻
の
思
い
を
即
座
に
且
つ
巧
み
に
表
現
し
た

こ
と
に
焦
点
が
あ
る
。
前
者
で
は
そ
の
諷
喩
性
が
、
後
者
で
は
そ
の
表
現
力
が

強
調
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
逸
話
で
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
の
は
、
沈
黙
す
る
女
性
の
思
い
を
王
維
が
故
事
を
用
い
て
当
意
即
妙
に

表
現
し
、
座
の
人
の
心
を
捉
え
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
王
維
「
息
夫
人
」
は
、

鮑
照
「
字
謎
詩
」
の
よ
う
な
遊
戯
詩
と
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
集
団
の
共
同

の
場
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
遊
戯
詩
も
含
め
た
詩
歌
は
、
集
団
の
営
為
に

よ
っ
て
解
体
と
結
合
が
く
り
返
さ
れ
る
中
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
り
、
学

習
者
を
そ
の
よ
う
な
営
為
の
場
へ
と
導
く
足
掛
か
り
と
し
て
、「
字
謎
」
を
は
じ

め
と
す
る
言
語
遊
戯
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

─　　─１３３




