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曹
植
「
贈
丁
儀
」
詩
小
考 

柳
川 

順
子 

  

魏
文
帝
曹
丕
と
そ
の
弟
曹
植
と
の
間
に
は
、
か
つ
て
父
曹
操
の
後
継
者
の
座
を
め
ぐ
っ
て
熾
烈
な
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
た
だ
、

そ
の
争
い
は
、
本
人
た
ち
ど
う
し
の
対
峙
と
い
う
よ
り
も
、
二
人
を
取
り
巻
く
人
々
の
権
力
闘
争
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
、
と
の
見

方
が
今
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る(1

)

。
こ
の
説
の
中
核
に
位
置
し
て
い
る
の
は
伊
藤
正
文
氏
の
所
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
よ
り
明
確
に
言
う
な
ら
ば
、
長
子
で
あ
る
曹
丕
の
継
承
が
順
当
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
曹
操
に
寵
愛
さ
れ
て
い
る
曹
植
を
担
ぎ

上
げ
て
王
位
奪
取
を
目
論
む
者
た
ち
が
現
れ
、
こ
れ
に
曹
丕
側
が
応
戦
し
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る(2

)

。
だ
が
、

本
当
に
そ
の
よ
う
に
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
く
る
作
品
の
一
つ
に
、
曹
植
の
「
贈
丁
儀
」
詩
（
『
文

選
』
巻
二
十
四
）
が
あ
る
。 

 

こ
の
曹
植
の
詩
は
、
丁
儀
と
い
う
特
定
の
相
手
に
贈
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
丁
儀
と
い
え
ば
、
曹
氏
兄
弟
の
後
継
者
争
い
を

引
き
起
こ
し
た
張
本
人
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
詠
じ
ら
れ
た
内
容
に
は
、
現
実
と
地
続
き
の
部
分
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
感
受
さ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
作
品
は
、
前
述
の
後
継
者
問
題
を
論
ず
る
上
で
、
第
一
級
の
資
料
た
り
得
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、
第
三
者
の
記
し
た
歴
史
書
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
、
曹
植
と
い
う
一
個
人
の
内
的
真
実
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ

を
こ
そ
本
稿
で
は
探
り
出
し
た
い
。
そ
こ
で
、
複
数
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
本
作
品
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
推
定
を
試
み

る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
よ
う
。
こ
の
基
礎
的
作
業
な
く
し
て
は
、
本
詩
に
詠
じ
ら
れ
た
曹
植
の
心
情
も
、
現
実
か
ら
遊
離
し
た
と
こ
ろ

で
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
だ
。 
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一 

  

曹
植
「
贈
丁
儀
」
詩
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る
上
で
、
一
つ
の
有
力
な
糸
口
と
な
る
の
が
そ
の
独
特
の
季
節
描
写
で
あ
る
。
ま
ず
、
本

詩
の
全
文
を
示
し
て
お
こ
う
。 

初
秋
涼
気
発 

 

初
秋
の
季
節
、
涼
や
か
な
気
が
生
じ
て
、 

庭
樹
微
銷
落 

 
 

 
庭
の
樹
木
は
、
そ
の
葉
を
わ
ず
か
に
落
と
し
始
め
た
。 

凝
霜
依
玉
除 

 
 

 

や
が
て
、
凝
結
し
た
霜
が
玉
作
り
の
階
を
覆
い
、 

清
風
飄
飛
閣 

 
 

清
冽
な
風
が
翻
っ
て
、
聳
え
立
つ
高
楼
に
吹
き
付
け
る
。
」 

朝
雲
不
帰
山 

 
 

 

例
年
に
な
く
、
朝
に
出
た
雲
が
山
に
帰
ら
ず
、 

霖
雨
成
川
沢 

 
 

 

そ
の
た
め
に
長
く
降
り
続
い
た
雨
が
、
川
や
水
た
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。 

黍
稷
委
疇
隴 

 
 

 

実
ら
な
か
っ
た
黍
や
稷
は
畑
の
中
に
打
ち
捨
て
ら
れ
て
、 

農
夫
安
所
獲 

 
 

農
夫
は
い
っ
た
い
何
を
収
穫
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
」 

在
貴
多
忘
賤 

 
 

 

高
位
に
あ
る
者
は
、
と
か
く
卑
賤
な
る
者
の
存
在
を
打
ち
忘
れ
、 

為
恩
誰
能
博 
 

 
 

広
く
分
け
隔
て
な
く
恩
沢
を
施
す
こ
と
は
、
誰
に
も
で
き
は
し
な
い
の
だ
。 

狐
白
足
禦
冬 

 
 

 

狐
白
裘
は
十
分
に
冬
の
寒
気
を
防
げ
る
だ
ろ
う
が
、 

焉
念
無
衣
客 

 
 

そ
ん
な
人
間
が
、
衣
も
な
い
旅
人
の
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
思
い
や
る
だ
ろ
う
か
。
」 

思
慕
延
陵
子 

 
 

 

か
の
延
陵
の
季
子
を
思
い
慕
う
私
は
、 

宝
剣
非
所
惜 

 
 

 

か
つ
て
身
に
帯
び
て
い
た
宝
剣
を
、
望
む
者
に
惜
し
み
な
く
与
え
る
の
だ
。 
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子
其
寧
爾
心 

 
 

 

だ
か
ら
君
よ
、
ど
う
か
そ
の
心
持
を
安
ら
か
に
保
っ
て
く
れ
。 

親
交
義
不
薄 

 
 

 

私
た
ち
の
親
し
い
交
わ
り
は
、
薄
か
ら
ぬ
情
義
で
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
」 

 

見
て
の
と
お
り
、
こ
の
詩
の
背
景
を
為
す
の
は
秋
の
季
節
で
あ
る
。
冒
頭
四
句
に
描
か
れ
る
、
初
秋
の
冷
気
に
落
葉
し
始
め
る
庭
の
木
々

や
、
や
が
て
霜
に
覆
わ
れ
、
寒
風
に
さ
ら
さ
れ
て
凍
て
つ
い
て
ゆ
く
宮
殿
。
こ
の
光
景
は
ま
だ
、
眼
前
に
展
開
す
る
深
ま
る
秋
の
景
観
を

も
と
に
、
こ
の
季
節
に
ま
つ
わ
る
凋
落
の
伝
統
的
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
て
詠
じ
た
も
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
続
く
四
句

に
入
る
と
、
長
雨
が
続
い
て
、
穀
物
の
収
穫
が
見
込
め
な
い
農
村
の
様
子
が
詠
じ
ら
れ
、
そ
れ
は
純
然
た
る
風
景
描
写
と
は
言
い
切
れ
な

い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
始
め
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
、
天
候
の
不
順
は
為
政
者
の
失
策
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。 

 

ま
ず
、「
霖
雨 

川
沢
を
成
す
」
と
い
う
異
常
な
長
雨
は
、
そ
れ
自
体
が
不
安
定
な
世
の
中
を
象
徴
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
平
野
園
子
氏
の
所
論
が
、
『
漢
書
』
巻
二
十
七
上
・
五
行
志
上
、
『
三
国
志
』
巻
二
十
五
・
高
堂
隆
伝
を
引
い
て
指
摘
し
て

い
る
が(3

)

、
筆
者
も
一
つ
こ
れ
に
付
け
加
え
よ
う
。
京
房
の
『
易
候
』
（
『
初
学
記
』
巻
二
）
に
次
の
よ
う
に
い
う
。 

太
平
之
時
、
十
日
一
雨
、
凡
歳
三
十
六
雨
。
此
休
徴
時
若
之
応
（
太
平
の
時
に
は
、
十
日
に
一
た
び
雨
ふ
り
、
凡
そ
歳
に
三
十
六
た

び
雨
ふ
る
。
此
れ
休
徴
時
若
の
応
な
り
）
。 

つ
ま
り
、
太
平
の
世
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
晴
雨
の
天
候
が
規
則
正
し
い
周
期
で
循
環
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
不
順
な
気
象
は
、
人
の
世
の
乱
れ
に
応
じ
て
起
こ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
京
房
の
易
学
は
、
こ
の
時
代
広
く
行

わ
れ
て
お
り
、
『
漢
書
』
『
続
漢
書
』
の
五
行
志
な
ど
に
は
頻
出
す
る
し
、
後
漢
の
郎
宗
、
度
尚
、
崔
瑗
、
劉
寛
、
杜
喬
、
鄭
玄
ら
の
よ
う

に
、
そ
の
学
を
学
ん
だ
知
識
人
も
少
な
く
な
い
。
す
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
認
識
は
、
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

更
に
、
こ
の
秋
の
長
雨
の
直
接
的
な
原
因
は
「
朝
雲 

山
に
帰
ら
ず
」
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
人
々
は
、
朝
に
生
じ
た
雲
は
、
暮
れ
に
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は
山
へ
帰
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
一
例
と
し
て
、
曹
氏
兄
弟
を
取
り
巻
く
文
人
の
一
人
で
あ
っ
た
応
瑒
の
「
別
詩
」

（
『
藝
文
類
聚
』
巻
二
十
九
）
に
次
の
よ
う
に
い
う(4

)

。 
朝
雲
浮
四
海 

 

朝
の
雲
は
、
広
く
四
海
の
上
空
に
浮
か
ん
で
広
が
る
が
、 

日
暮
帰
故
山 

 
 

 

日
が
暮
れ
る
頃
に
は
馴
染
み
の
山
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
そ
す
ｒ
れ
な
の
に
、 

行
役
懐
旧
土 

 
 

 

行
役
に
従
事
す
る
私
は
遠
い
故
郷
を
懐
か
し
み
、 

悲
思
不
能
言 

 
 

 
悲
し
い
思
い
に
胸
が
詰
ま
っ
て
も
の
を
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。 

悠
悠
渉
千
里 

 
 

 

は
る
ば
る
と
千
里
の
道
の
り
を
越
え
て
ゆ
き
、 

未
知
何
時
旋 

 
 

 

い
つ
に
な
っ
た
ら
帰
れ
る
の
か
も
知
れ
は
し
な
い
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
雲
が
山
に
帰
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
起
因
し
て
降
る
雨
は
、
地
表
を
這
い
ま
わ
っ
て
流
れ
る
大
水
と
化
す
の
で
あ

る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
異
常
気
象
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
『
広
雅
』
釈
天
「
月
行
九
道
」
の
条
は(5

)

、
面
白

い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。 

正
月
不
温
、
七
月
不
涼
。
二
月
不
風
、
八
月
雷
不
蔵
。
…
…
八
月
浮
雲
不
帰
、
二
月
雷
不
行
。
…
…
（
正
月
に
温
か
か
ら
ず
ん
ば
、

七
月
に
涼
し
か
ら
ず
。
二
月
に
風
あ
ら
ず
ん
ば
、
八
月
に
雷
蔵
れ
ず
。
…
…
八
月
に
浮
雲
帰
ら
ず
ん
ば
、
二
月
に
雷
行
か
ず
。
…
…
）
。 

そ
し
て
、
こ
れ
に
類
似
す
る
記
述
が
、
『
淮
南
子
』
時
則
訓
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る(6

)

。 

正
月
失
政
、
七
月
涼
風
不
至
。
二
月
失
政
、
八
月
雷
不
蔵
。
…
…
八
月
失
政
、
二
月
雷
不
発
。
…
…
（
正
月
に
失
政
あ
ら
ば
、
七
月

に
涼
風
至
ら
ず
。
二
月
に
失
政
あ
ら
ば
、
八
月
に
雷
蔵
れ
ず
。
…
…
八
月
に
失
政
あ
ら
ば
、
二
月
に
雷
発
せ
ず
。
…
…
） 

つ
ま
り
、
天
候
の
異
変
は
、
そ
の
半
年
前
の
出
来
事
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
淮
南
子
』
で
は
そ
れ
が
為
政
者
の
過
ち
と
強
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く
結
び
付
け
ら
れ
、『
広
雅
』
で
は
そ
れ
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
半
年
を
隔
て
て
相
応
ず
る
時
期
の
事
象
の
間
に
、
何
ら

か
の
因
果
関
係
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
発
想
も
ま
た
、
当
時
に
お
い
て
は
常
識
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
な
ら
ば
、
曹
植
の
詩
に
い
う
山
に
帰
ら
ぬ
朝
雲
と
秋
の
長
雨
は
、
そ
の
背
後
に
半
年
前
の
出
来
事
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、「
農
夫
は
安
ん
ぞ
穫
る
所
ぞ
」
と
い
う
曹
植
の
怒
り
は
、
た
だ
天
を
仰
い
で
そ
の
不
条
理
を
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
う
し
た
自
然
界
の
異
変
を
引
き
起
こ
し
た
人
間
界
の
出
来
事
に
こ
そ
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
純
然
た
る
実
景
で
は
な
い
。
そ
の
叙
景
の
向
こ
う
側
に
、
人
の
世
の
過
ち
を
指
し
示
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
詩
が
成
っ
た
の
は
い
つ
だ
ろ
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
延
康
元
年
（
二
二
〇
）
の
秋
で
は
あ
る
ま

い
か
。
『
魏
略
』
五
行
志
（
『
初
学
記
』
巻
二
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
。 

延
康
元
年
、
大
霖
雨
五
十
余
日
。
魏
有
天
下
乃
霽
。
将
受
大
禅
之
応
也
（
延
康
元
年
、
大
い
に
霖
雨
あ
る
こ
と
五
十
余
日
。
魏
の
天

下
を
有
す
る
や
乃
ち
霽
る
。
将
に
大
禅
を
受
け
ん
と
す
る
の
応
な
り
）
。 

魏
が
後
漢
か
ら
受
禅
す
る
の
は
こ
の
年
の
冬
十
月
で
あ
り
、
そ
の
予
兆
と
し
て
長
雨
が
上
が
っ
て
晴
天
が
現
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

雨
が
五
十
日
余
り
降
り
続
い
た
の
は
そ
の
直
前
の
秋
で
あ
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
曹
植
詩
に
詠
じ
ら
れ
て
い
た
季
節
と
重
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
時
期
か
ら
約
半
年
を
遡
っ
た
春
二
月
、
前
の
月
に
亡
く
な
っ
た
曹
操
の
跡
を
継
い
で
、
曹
丕
が
魏
王
に
即
位
し
て
い
る
。

前
掲
の
『
淮
南
子
』
や
『
広
雅
』
に
示
さ
れ
た
発
想
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
同
年
秋
の
長
雨
は
、
こ
の
曹
丕
の
即
位
と
い
う
人
事
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
異
常
気
象
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

と
は
い
え
、
雨
は
何
も
こ
の
年
の
秋
に
ば
か
り
降
り
続
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
言
及
し
た
応
瑒
に
は
「
愁
霖
賦
」



6 

 

（
『
藝
文
類
聚
』
巻
二
）
と
題
す
る
作
品
が
あ
り
、
同
題
の
賦
が
曹
丕
や
曹
植
に
も
あ
っ
て
、
同
時
期
に
競
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

も
疑
わ
れ
る
の
だ
が
、
応
瑒
は
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
に
没
し
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
賦
に
詠
じ
ら
れ
た
長
雨
は
、
紛
れ

も
な
く
曹
操
在
世
当
時
の
出
来
事
で
あ
る
。
と
す
る
と
、「
霖
雨
」
の
一
事
の
み
を
根
拠
と
し
て
、
こ
の
詩
の
成
立
年
代
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
詩
に
言
及
さ
れ
た
長
雨
は
、
曹
操
の
没
後
、
延
康
元
年
の
秋
と
見
る

こ
と
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る(7

)

。
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
章
で
述
べ
て
ゆ
き
た
い
。 

  
 

 
 

 

二 

  

曹
植
の
「
贈
丁
儀
」
詩
に
詠
じ
ら
れ
た
秋
の
長
雨
は
、
そ
の
背
後
に
為
政
者
へ
の
批
判
を
蔵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
前
章
で

は
論
じ
た
が
、
こ
の
推
測
は
、
続
く
四
句
に
入
る
と
益
々
そ
の
蓋
然
性
を
高
め
て
ゆ
く
。
い
わ
く
、
高
貴
な
位
に
あ
る
者
が
、
微
賤
な
る

者
に
恩
沢
を
広
く
施
す
こ
と
も
せ
ず
、
狐
の
わ
き
の
下
の
白
い
柔
毛
で
作
っ
た
上
質
な
衣
に
身
を
包
み
、
そ
う
し
た
地
位
に
ぬ
く
ぬ
く
と

安
住
し
な
が
ら
、
寒
さ
に
打
ち
震
え
る
寄
る
辺
な
き
境
遇
の
者
に
思
い
を
致
す
こ
と
も
し
な
い
、
と
。
こ
の
む
き
出
し
の
非
難
は
、
一
般

論
を
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
片
付
け
て
し
ま
う
に
は
あ
ま
り
に
も
リ
ア
ル
だ
。
し
か
も
、
こ
の
段
に
至
る
ま
で
に
は
、
前
章
で
指
摘
し
た

よ
う
な
複
数
の
伏
線
が
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
や
は
り
、
あ
る
特
定
の
人
物
を
指
し
て
発
せ
ら
れ
た
批
判
と

見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
矛
先
は
誰
に
向
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
。 

 

ま
ず
、
後
漢
の
献
帝
で
は
あ
り
得
な
い
。
皇
位
が
魏
王
曹
丕
に
禅
譲
さ
れ
る
二
二
〇
年
十
月
ま
で
は
、
漢
王
室
は
曲
が
り
な
り
に
も
存

続
し
て
い
た
が
、
曹
操
が
彼
を
許
都
に
迎
え
入
れ
て
奉
戴
し
た
建
安
元
年
（
一
九
六
）
以
降
、
夙
に
そ
の
影
響
力
は
ほ
と
ん
ど
無
化
さ
れ

て
い
た
か
ら
だ
。
そ
れ
で
は
、
批
判
の
対
象
は
曹
操
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
筆
者
は
、
こ
の
詩
の
成
立
時
期
を
曹
操
没
後
の
延
康
元
年
秋
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と
推
定
し
た
が
、
実
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
見
方
を
す
る
論
も
あ
っ
て
、
そ
の
説
が
是
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
解
釈
を
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
だ
。 

 

そ
の
是
非
を
検
証
す
る
た
め
に
、
本
詩
の
成
立
を
曹
操
の
存
命
中
と
見
る
説
を
こ
こ
で
概
略
紹
介
し
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
下
文
に
見

え
る
「
延
陵
子
を
思
慕
す
」
の
一
句
に
依
拠
し
て
、
本
詩
を
兄
曹
丕
と
の
王
位
継
承
問
題
と
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
説
で
あ
る
。「
延
陵
子
」

と
は
、
延
陵
（
今
の
江
蘇
省
常
州
市
）
に
封
ぜ
ら
れ
た
、
春
秋
呉
の
王
子
季
札
。
同
母
兄
弟
四
人
の
最
年
少
で
あ
り
な
が
ら
、
父
の
跡
継

ぎ
に
立
て
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
を
固
辞
し
、
長
兄
に
王
位
を
譲
っ
た
と
い
う
逸
話
の
持
ち
主
で
あ
る
（
『
史
記
』
呉
太
白
世
家
、
劉
向
『
新

序
』
節
士
篇
）
。
こ
の
逸
話
と
曹
氏
兄
弟
の
跡
継
ぎ
問
題
と
の
類
似
点
に
着
目
し
、
曹
植
と
季
札
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
こ
の
説
は
、
本

詩
の
成
立
を
、
曹
丕
が
太
子
に
立
て
ら
れ
た
建
安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
か
そ
れ
以
前
の
こ
と
と
見
る(8

)

。 

 

こ
れ
に
近
い
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
説
は
、『
三
国
志
』
巻
十
九
・
陳
思
王
曹
植
伝
の
記
述
に
依
拠
す
る
も
の
だ
。
ま
ず
、

本
伝
に
は
、
丁
氏
兄
弟
の
誅
殺
、
曹
植
ら
の
各
封
国
へ
の
赴
任
と
い
う
順
番
で
記
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
曹
植
が
封
国
鄄
城
か
ら
奉
っ
た

と
思
わ
れ
る
「
求
祭
先
王
表
」
（
『
太
平
御
覧
』
巻
五
二
六
）
に
、
「
夏
節
方
到
（
夏
節
は
方
に
到
ら
ん
と
す
）
」
「
計
先
王
崩
来
、
未
能
半
歳

（
計
す
る
に
先
王
の
崩
じ
て
よ
り
来
、
未
だ
半
歳
に
能
ば
ず
）
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
鄄
城
へ
の
赴
任
は
夏
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ

と
す
る
と
、
丁
氏
兄
弟
の
誅
殺
は
そ
れ
よ
り
も
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
丁
儀
に
贈
ら
れ
た
本
詩
の
成
立
も
ま
た
そ
れ
以
前
、

す
な
わ
ち
、
建
安
二
十
三
年
か
そ
の
翌
年
の
初
秋
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
、
と(9

)

。 

 

も
し
こ
れ
ら
の
説
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
曹
植
の
批
判
の
矛
先
は
曹
操
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
、
曹
丕
は
既
に

太
子
に
立
て
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
人
々
に
広
く
恩
恵
を
施
し
得
る
力
は
未
だ
そ
の
手
中
に
収
め
て
は
い
な
い
は
ず
で
あ
っ
て(1

0
)

、

い
き
お
い
そ
の
詩
に
い
う
高
貴
な
地
位
に
あ
る
者
と
は
、
当
時
の
魏
王
、
曹
操
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る(1

1
)

。
し
か
し
、
曹
植
が

曹
操
に
批
判
的
で
あ
っ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
曹
植
は
父
を
失
望
さ
せ
る
数
々
の
愚
行
を
繰
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り
返
し
な
が
ら
も
、
そ
の
曹
操
に
対
す
る
思
慕
に
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
が
あ
る
と
感
受
さ
れ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
未
だ
志
を
得
な
い

憂
悶
の
内
に
あ
る
王
粲
を
慰
め
た
「
贈
王
粲
」
詩
（
『
文
選
』
巻
二
十
四
）
に
は
、「
重
陰
潤
万
物
、
何
懼
沢
不
周
（
重
陰
は
万
物
を
潤
す
、

何
ぞ
沢
の
周
か
ら
ざ
る
を
懼
れ
ん
や
）
」
と
い
う
句
が
見
え
、
こ
こ
に
い
う
万
物
に
遍
く
恵
み
の
雨
を
も
た
ら
す
分
厚
い
雲
と
は
、
明
ら
か

に
時
の
実
力
者
曹
操
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
曹
操
に
、
曹
植
は
衷
心
か
ら
の
敬
愛
を
以
て
帰
依
し
、
や
が
て
曹
操
か
ら
王
粲
に

与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
恵
み
を
信
じ
て
彼
を
慰
撫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
曹
操
に
対
す
る
曹
植
の
こ
の
絶
対
的
な
尊
崇
は
、
跡
継
ぎ
問
題

の
結
論
と
も
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
な
く
、
も
ち
ろ
ん
曹
操
の
死
後
も
変
移
し
て
ゆ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
が
、
曹
丕
の
受
禅
の
知
ら
せ
を

聞
い
て
号
泣
し
た
の
も
、
そ
の
父
の
恩
愛
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
ら
の
不
甲
斐
な
さ
を
痛
恨
す
る
が
故
に
で
あ
っ
た
と
、
同

時
代
の
歴
史
家
、
魚
豢
は
記
し
て
い
る
し
（
『
三
国
志
』
巻
十
六
・
蘇
則
伝
裴
注
引
『
魏
略
』
）
、
先
に
も
言
及
し
た
曹
植
の
「
求
祭
先
王
表
」

を
見
て
も
、
亡
き
父
を
祭
ら
ん
こ
と
を
願
い
出
る
そ
の
言
葉
は
切
実
で
、
こ
れ
を
虚
飾
か
と
疑
わ
せ
る
余
地
も
な
い
。 

 

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
本
詩
の
成
立
を
曹
操
存
命
当
時
と
推
定
し
、
そ
の
為
政
者
批
判
が
、
曹
操
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見

る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
太
子
時
代
の
曹
丕
と
見
る
こ
と
も
同
様
だ
。
や
は
り
本
詩
は
、
曹
丕
が
魏
王
に
在
位

し
て
い
た
延
康
元
年
の
秋
、
こ
の
新
し
い
為
政
者
へ
の
憤
懣
を
蔵
し
つ
つ
、
か
つ
て
の
腹
心
、
丁
儀
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
最
も

妥
当
で
あ
る
。 

 

と
は
い
え
、
こ
の
説
に
も
腑
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
、
曹
植
と
丁
儀
と
は
接
点
を
持
ち
得
る
境
遇
に
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
建
安
二
十
五
年
（
二
二
〇
）
一
月
二
十
三
日
、
曹
操
が
洛
陽
で
崩
御
す
る
と
、
鄴
に
い
た
曹
丕
は
直

ち
に
王
位
を
継
い
で
、
年
号
を
延
康
元
年
と
改
め
た
。
そ
し
て
、
二
月
二
十
一
日
、
曹
操
を
高
陵
（
鄴
の
西
郊
）
に
葬
る
と
、
兄
弟
た
ち

を
各
封
国
へ
赴
か
せ
た
。
そ
の
命
令
に
は
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
た
と
え
ば
、
先
王
の
時
代
に
武
勲
を
挙
げ
た
曹
彰

（
曹
丕
の
弟
、
曹
植
の
兄
）
は
特
別
扱
い
を
期
待
し
た
が
、
願
い
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
『
三
国
志
』
巻
十
九
・
任
城
威
王
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曹
彰
伝
裴
注
引
『
魏
略
』
）
。
だ
と
す
る
と
、
曹
植
も
ま
た
早
い
時
期
に
鄴
の
都
を
去
っ
て
領
国
に
赴
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
前
掲

の
「
求
祭
先
王
表
」
に
い
う
「
臣
欲
祭
先
王
於
北
河
之
上
（
臣
は
先
王
を
北
河
の
上
に
祭
ら
ん
こ
と
を
欲
す
）
」
に
よ
り
、
こ
の
年
の
夏
、

曹
植
が
鄄
城
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
と
見
る
説
も
あ
る(1

2
)

。
た
だ
、『
三
国
志
』
曹
植
伝
に
は
、
前
述
の
と
お
り
丁
氏
兄
弟
の
殺
害
が
曹
植

ら
の
封
国
へ
の
赴
任
に
先
ん
じ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
全
て
の
事
実
が
本
伝
に
記
さ
れ
、
な
お
か
つ
記
述
の
配
列
も
正
確
で
あ
る
と
見
る
な

ら
ば
、
こ
の
年
の
秋
、
丁
儀
は
す
で
に
こ
の
世
に
い
な
い
計
算
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
だ
っ
て
後
述
す
る
と
お
り
、
あ
る
歴
史
書
に
記
さ

れ
た
事
実
と
は
か
み
合
わ
な
い
の
だ
。
凡
そ
錯
乱
や
遺
漏
の
な
い
記
述
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
最
後
に
拠
る
べ
き
は
、
本
人
の
書

き
記
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
さ
え
事
実
を
記
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
ひ
と
つ
確
か
な
の
は
、
そ
こ
に
は
本
人
に
と
っ
て

紛
れ
も
な
い
真
実
が
刻
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。 

 

筆
者
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
論
拠
に
よ
り
、
曹
植
の
こ
の
詩
を
、
延
康
元
年
の
秋
、
丁
儀
に
書
き
贈
っ
た
も
の
だ
と
推
定

す
る
。
そ
し
て
、
曹
植
ら
に
対
す
る
曹
丕
の
処
遇
が
当
時
す
で
に
か
く
も
冷
厳
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
曹
植
と
丁
儀
と
が
従
前
に

変
わ
り
な
い
親
密
な
間
柄
を
保
持
し
得
て
い
た
と
は
到
底
思
え
な
い
。
も
し
本
稿
の
推
定
が
正
し
い
な
ら
ば
、
こ
の
詩
に
記
さ
れ
た
曹
植

の
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
切
迫
し
た
状
況
下
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
。 

  
 

 
 

 

三 

  

曹
植
の
「
贈
丁
儀
」
詩
に
開
陳
さ
れ
る
苛
烈
な
為
政
者
批
判
は
、
魏
王
と
な
っ
た
曹
丕
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ

こ
で
、
曹
植
の
目
に
映
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
の
時
期
の
曹
丕
の
所
業
を
、
主
に
『
三
国
志
』
と
そ
の
裴
松
之
注
に
引
く
諸
文
献
に
よ
っ

て
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
更
に
、
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
に
出
た
曹
丕
の
為
人
に
つ
い
て
も
、
筆
者
な
り
の
考
察
を
試
み
た
い
。 
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ま
ず
、
幾
ら
か
遡
っ
た
時
期
に
な
る
が
、
曹
丕
が
父
の
後
継
者
に
な
り
た
い
と
強
く
望
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
未

だ
そ
の
地
位
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
、
彼
は
そ
の
願
望
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
実
に
様
々
な
人
々
に
援
助
を
求
め
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
か
つ
て
そ
の
首
領
張
繍
と
共
に
曹
操
に
帰
順
し
、
今
や
曹
魏
政
権
の
知
恵
袋
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
賈
詡
に
、
わ
ざ
わ
ざ
人
を

遣
っ
て
太
子
に
立
て
ら
れ
る
た
め
の
方
策
を
問
わ
せ
（
巻
十
・
賈
詡
伝
）
、
秀
で
た
文
才
を
持
つ
曹
植
へ
の
劣
等
感
に
打
ち
萎
れ
た
折
に
は
、

腹
心
呉
質
か
ら
、
た
だ
涙
を
流
し
て
誠
心
を
示
せ
ば
よ
い
の
だ
と
の
助
言
を
受
け
て
い
る
（
王
粲
伝
附
呉
質
伝
裴
注
引
『
世
語
』
）
。
こ
の

他
に
も
、
曹
丕
が
そ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
た
人
物
と
し
て
、
彼
が
礼
を
曲
げ
て
仕
え
た
と
い
う
荀
彧
（
巻
十
・
荀
彧
伝
）
、
曹
操
の
不
在
時

に
は
常
に
そ
の
教
育
係
を
務
め
た
張
範
と
邴
原
（
巻
十
一
・
張
範
伝
）
、
曹
操
の
馬
超
討
伐
時
、
鄴
を
留
守
し
て
い
た
曹
丕
の
参
謀
で
あ
っ

た
程
昱
（
巻
十
四
・
程
昱
伝
裴
注
引
『
魏
書
』
）
、
曹
操
の
并
州
討
伐
時
、
鄴
に
留
ま
っ
て
そ
の
教
育
係
を
務
め
た
崔
琰
（
巻
十
二
・
崔
琰

伝
）
、
五
官
中
郎
将
時
代
の
補
佐
役
を
務
め
た
常
林
（
巻
二
十
三
・
常
林
伝
）
、
更
に
は
人
相
見
の
高
元
呂
（
巻
二
・
文
帝
紀
裴
注
引
『
魏

略
』
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
曹
丕
が
比
較
的
素
直
に
彼
ら
の
意
見
に
従
っ
た
の
は
、
父
魏
王
の
後
継
者
と
い
う
地
位
を
獲
得
し

た
い
と
切
望
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
一
方
、
そ
の
母
と
共
に
曹
操
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
何
晏
を
、
無
遠
慮
に
太
子
同
然
の
身

な
り
を
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
ひ
ど
く
悪
み
、
い
つ
も
名
前
で
は
な
く
養
子
と
呼
ん
で
い
た
（
巻
九
・
曹
真
伝
附
何
晏
伝
裴
注
引
『
魏

略
』
）
と
い
う
の
も
、
彼
の
そ
の
地
位
へ
の
執
着
の
強
さ
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。 

 

為
政
者
た
ら
ん
こ
と
を
切
望
し
た
曹
丕
は
、
亡
父
の
跡
を
継
い
で
魏
王
に
即
位
す
る
と
、
そ
の
当
初
は
比
較
的
真
っ
当
な
政
事
を
行
お

う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
延
康
元
年
二
月
四
日
の
令
に
は
、
関
所
な
ど
の
税
金
の
減
免
、
池
な
ど
に
か
か
る
禁
令
の
軽
減
を

命
じ
、
翌
日
に
は
、
諸
侯
以
下
大
将
ま
で
、
食
料
や
絹
、
金
銀
な
ど
を
下
賜
し
、
ま
た
、
使
者
を
巡
行
さ
せ
て
各
地
の
暴
徒
を
検
挙
さ
せ

て
い
る
（
文
帝
紀
裴
注
引
『
魏
書
』
）
。
同
年
秋
七
月
六
日
に
発
せ
ら
れ
た
、
広
く
人
々
の
意
見
を
聴
取
す
る
と
宣
言
す
る
令
や
、
同
年
冬

十
月
一
日
の
、
戦
死
者
た
ち
の
遺
体
を
小
棺
に
納
め
て
家
に
送
り
届
け
、
公
に
葬
礼
を
行
う
と
の
発
令
（
い
ず
れ
も
文
帝
紀
）
に
は
、
父
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曹
操
や
漢
の
高
祖
劉
邦
の
面
影
が
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
よ
う
だ
。 

 
だ
が
、
彼
ら
と
曹
丕
と
は
器
が
違
う
。
魏
王
曹
丕
の
政
事
に
は
、
私
心
に
発
す
る
も
の
が
非
常
に
目
立
つ
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
延

康
元
年
夏
四
月
十
二
日
、
饒
安
県
か
ら
白
い
雉
が
出
現
し
た
と
の
報
告
が
あ
る
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
饒
安
県
に
は
田
租
を
、
そ
の
管
轄

下
の
渤
海
郡
に
は
牛
や
酒
を
下
賜
し
、
三
日
間
大
い
に
酒
盛
り
を
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
ま
た
、
同
年
七
月
二
十
日
、
生
ま
れ
故
郷
の
譙

に
駐
屯
し
た
折
に
は
、
盛
大
に
宴
を
設
け
て
伎
楽
百
戯
を
披
露
さ
せ
、
六
軍
及
び
譙
の
父
老
百
姓
ら
を
も
て
な
し
た
上
に
、
こ
の
地
の
租

税
を
二
年
間
免
除
す
る
と
の
令
を
発
し
た
と
い
う
（
以
上
、
文
帝
紀
及
び
そ
の
裴
注
引
『
魏
書
』
）
。
恵
み
が
局
所
に
し
か
及
ば
な
い
こ
う

し
た
恩
沢
な
ど
、
長
期
的
に
は
国
家
を
疲
弊
さ
せ
る
一
因
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
曹
丕
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
統
治
を

祝
福
し
て
く
れ
る
も
の
に
報
い
る
こ
と
の
方
が
重
大
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

人
事
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
曹
丕
は
、
か
つ
て
世
話
に
な
っ
た
人
物
、
あ
る
い
は
自
分
に
恭
順
の
姿
勢
を
示
す
者
に
は
手
厚
い
待
遇
を

与
え
た
。
先
に
も
言
及
し
た
賈
詡
が
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
を
三
公
に
登
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
敵
国
呉
の
孫
権
に
嘲
笑

さ
れ
た
と
、
後
に
西
晋
の
荀
勗
が
述
べ
て
い
る
（
賈
詡
伝
裴
注
引
『
荀
勗
別
伝
』
）
。
こ
の
他
、
曹
操
の
崩
御
後
、
い
ち
早
く
太
子
曹
丕
を

魏
王
に
即
位
さ
せ
よ
う
と
動
い
た
陳
矯
（
巻
二
十
二
・
陳
矯
伝
）
、
曹
丕
が
魏
王
に
即
位
す
る
と
、
す
ぐ
に
部
曲
四
千
余
家
を
率
い
て
帰
順

し
た
孟
達
（
巻
三
・
明
帝
紀
裴
注
引
『
魏
略
』
、
巻
十
四
・
劉
曄
伝
）
、
曹
丕
の
船
が
転
覆
し
そ
う
に
な
っ
た
時
、
真
っ
先
に
駆
け
つ
け
た

徐
宣
（
巻
二
十
二
・
徐
宣
伝
）
、
一
捻
り
し
た
言
葉
で
曹
丕
の
受
禅
を
寿
い
だ
陳
羣
（
巻
十
三
・
華
欽
伝
裴
注
引
『
華
嶠
譜
敍
』
）
な
ど
は
、

曹
丕
の
覚
え
が
め
で
た
か
っ
た
人
々
で
あ
る
。 

 

そ
の
一
方
で
、
か
つ
て
自
分
を
軽
視
し
た
、
あ
る
い
は
今
自
分
の
意
向
に
従
お
う
と
し
な
い
人
物
は
、
情
け
容
赦
な
く
こ
れ
を
切
り
捨

て
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
曹
丕
が
魏
王
に
即
位
し
て
半
年
も
経
っ
て
い
な
い
延
康
元
年
六
月
、
南
方
へ
の
出
征
に
際
し
て
、
度
支
中
郎

将
の
霍
性
が
上
疏
し
て
諌
め
た
と
こ
ろ
、
王
の
怒
り
を
買
い
、
刺
奸
の
取
り
調
べ
を
受
け
た
末
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
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る
（
文
帝
紀
、
及
び
そ
の
裴
注
引
『
魏
略
』
）
。
そ
の
直
後
に
当
た
る
七
月
六
日
に
、
先
に
も
言
及
し
た
と
お
り
、
広
範
な
人
々
か
ら
の
意

見
聴
取
を
宣
言
す
る
令
が
発
布
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
ほ
と
ん
ど
上
辺
だ
け
の
取
り
繕
い
に
し
か
思
え
な
い
。
こ
の
他
に
も
、
曹
丕

に
嫌
わ
れ
、
冷
遇
さ
れ
た
り
抹
殺
さ
れ
た
り
し
た
人
物
と
し
て
、
魏
王
時
代
、
た
び
た
び
の
狩
猟
を
諌
め
た
長
水
校
尉
の
戴
陵
（
文
帝
紀
）
、

か
つ
て
曹
植
と
親
し
く
交
際
し
、
自
分
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
孔
桂
（
明
帝
紀
裴
注
引
『
魏
略
』
）
、
裕
福
で
あ
り
な
が
ら
吝
嗇
で
、
要
求

に
応
じ
て
く
れ
な
か
っ
た
同
族
の
曹
洪
（
巻
九
・
曹
洪
伝
）
、
自
分
と
親
し
い
夏
侯
尚
と
不
仲
で
あ
る
荀
惲
（
荀
彧
伝
）
、
郭
夫
人
の
弟
の

罪
を
見
逃
し
て
く
れ
ず
、
ま
た
、
庭
園
の
造
営
や
狩
猟
を
厳
し
く
諌
め
た
鮑
勛
（
巻
十
二
・
鮑
勛
伝
）
、
正
論
を
吐
く
正
統
派
音
楽
家
の
杜

夔
（
巻
二
十
九
・
方
技
伝
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
排
斥
さ
れ
た
理
由
は
実
に
私
的
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
曹
丕
は
別
の
あ
る
一
面
で
、
非
常
に
心
の
優
し
い
人
間
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
愛
息
曹
沖
を
亡
く
し
て
ひ
ど
く
嘆
き
哀
し

ん
で
い
た
曹
操
を
慰
め
た
の
は
彼
で
あ
っ
た
し
（
巻
二
十
・
鄧
哀
王
曹
沖
伝
）
、
突
出
し
た
才
能
を
持
つ
少
年
、
周
不
疑
を
殺
そ
う
と
し
た

曹
操
を
諌
め
た
の
も
彼
で
あ
る
（
巻
六
・
劉
表
伝
裴
注
引
『
零
陵
先
賢
伝
』
）
。
ま
た
、
五
歳
に
し
て
父
を
亡
く
し
、
兄
で
あ
る
自
分
を
「
阿

翁
（
お
と
う
ち
ゃ
ん
）
」
と
呼
ぶ
弟
の
幹
に
対
し
て
、
曹
丕
は
い
つ
も
特
別
な
慈
愛
を
注
い
だ
と
い
う
（
巻
二
十
・
趙
王
曹
幹
伝
裴
注
引
『
魏

略
』
）
。
た
だ
し
、
幹
の
母
は
曹
操
の
寵
愛
を
受
け
て
お
り
、
曹
丕
が
太
子
に
立
て
ら
れ
た
の
に
は
、
彼
女
の
力
が
大
き
く
与
っ
て
い
た
と

も
い
う
（
趙
王
曹
幹
伝
）
。
曹
丕
が
幼
い
幹
を
慈
し
ん
だ
の
は
、
そ
の
母
の
恩
義
に
報
い
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
う
し
た
曹
丕
の
情
愛
深
さ
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
前
述
の
ご
と
き
暴
君
ぶ
り
と
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
思
う
に
、
曹
丕
は
情
に
脆
い
、
つ
ま
り
別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
理
知
的
に
弱
い
人
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
弱
い
か
ら
こ
そ
、
た
や
す
く
情
に
ほ
だ
さ
れ
、
私
的
な
好
悪
の
感
情
を
、
公
の
大
事
に
ま
で
持
ち
込
ん
で
く
る
。
ま
た
、
自
分
の

弱
さ
を
漠
然
と
感
じ
て
い
る
が
故
に
、
脅
威
を
与
え
て
く
る
者
に
対
し
て
は
、
徹
底
的
に
こ
れ
を
抹
消
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
漢
王

朝
か
ら
の
受
禅
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
曹
植
が
号
泣
し
た
こ
と
を
恨
み
に
思
い
、
左
右
の
者
た
ち
に
、「
人
の
心
は
同
じ
で
な
い
も
の
だ
。
私



13 

 

が
皇
位
に
登
っ
た
時
、
天
下
に
哭
す
る
者
が
い
た
」
な
ど
と
嫌
味
を
言
っ
た
の
も
（
巻
十
六
・
蘇
則
伝
裴
注
引
『
魏
略
』
）
、
彼
が
い
か
に

小
心
者
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
自
信
の
な
さ
を
露
呈
さ
せ
る
逸
話
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
曹
丕
自
身
に
は
そ
う
し
た
自
覚
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
が
。 

 

さ
て
、
曹
植
が
詩
を
贈
っ
た
丁
儀
も
ま
た
、
才
能
豊
か
な
曹
植
を
曹
操
の
後
継
者
と
し
て
強
く
推
し
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
父
丁
沖

は
、
曹
操
に
天
子
奉
戴
を
示
唆
し
た
人
物
。
ま
た
、
曹
操
は
か
つ
て
そ
の
愛
娘
を
丁
儀
に
娶
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
曹
丕

が
難
癖
を
付
け
た
た
め
に
沙
汰
止
み
と
な
り
、
丁
儀
は
こ
れ
を
恨
み
に
思
っ
た
と
い
う
経
緯
も
あ
る
。
彼
が
曹
植
を
推
し
た
の
に
は
、
こ

の
よ
う
な
伏
線
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
、
王
位
に
就
い
た
曹
丕
は
、
丁
儀
を
処
罰
し
よ
う
と
し
て
、
右
刺
姦
掾
に
転
任
さ
せ
、
自
殺

す
る
よ
う
に
仕
向
け
た
が
、
丁
儀
に
は
そ
れ
が
で
き
ず
、
中
領
軍
の
夏
侯
尚
に
叩
頭
し
て
哀
願
し
た
が
、
曹
丕
と
親
し
い
夏
侯
尚
に
も
彼

を
救
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
彼
は
、
職
務
上
の
こ
と
に
因
っ
て
投
獄
さ
れ
、
殺
さ
れ
た
と
、
同
時
代
資
料
で
あ
る
『
魏
略
』

（
曹
植
伝
裴
注
引
）
は
記
す
。 

 

こ
こ
に
言
及
さ
れ
た
夏
侯
尚
は
、
曹
丕
が
魏
王
に
即
位
す
る
と
、
ま
ず
散
騎
常
侍
に
拝
せ
ら
れ
、
次
に
中
領
軍
に
移
り
、
曹
丕
が
受
禅

し
て
後
に
は
征
南
将
軍
に
転
任
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た
丁
儀
が
夏
侯
尚
に
泣
き
つ
い
た
の
は
、
曹
丕
が
魏
王
に

在
位
し
た
延
康
元
年
の
後
半
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
秋
は
、
古
来
処
刑
が
執
行
さ
れ
る
季
節
で
あ
る
。
丁
儀
ら
と
共
に
曹
植
の
羽
翼
を
為

し
て
い
た
楊
修
の
刑
死
も
、
こ
の
一
年
前
の
秋
で
あ
っ
た
。
曹
植
の
「
贈
丁
儀
」
詩
に
は
秋
の
景
色
が
詠
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
も
し
前

述
の
と
お
り
、
本
詩
の
制
作
時
期
が
こ
の
年
で
あ
る
な
ら
ば
、
丁
儀
の
死
は
、
も
う
目
前
に
迫
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  
 

 
 

 

四 
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目
前
に
迫
る
死
を
察
知
し
て
お
の
の
く
丁
儀
に
対
し
て
、
曹
植
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
贈
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
か
。
彼
に
直
接
語
り

か
け
る
、
結
び
の
四
句
は
読
み
づ
ら
い
。
そ
れ
で
も
、
後
ろ
の
二
句
「
子
は
其
れ
爾
の
心
を
寧
ん
ぜ
よ
。
親
交 

義
は
薄
か
ら
ず
」
は
、

文
字
ど
お
り
取
っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
意
味
だ
け
は
通
じ
る
。
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
そ
の
直
前
に
示
さ
れ
た
「
延
陵
子
を
思
慕
す
れ

ば
、
宝
剣
は
惜
し
む
所
に
非
ず
」
だ
。「
延
陵
子
」
が
王
位
継
承
を
辞
退
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
延

陵
の
季
子
が
「
宝
剣
」
を
惜
し
み
な
く
人
に
与
え
た
話
は
ま
た
別
で
あ
る
。
今
、
劉
向
の
『
新
序
』
節
士
篇
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
筋
を
紹

介
し
よ
う
。 

 

延
陵
の
季
子
は
、
使
者
と
し
て
晋
へ
赴
く
途
上
、
宝
剣
を
帯
び
て
徐
の
君
主
を
訪
ね
た
折
、
徐
君
が
内
心
そ
の
宝
剣
を
欲
し
が
っ
て
い

る
の
を
察
し
た
が
、
公
務
を
果
た
し
た
後
に
こ
れ
を
献
上
し
よ
う
と
心
に
決
め
た
。
晋
か
ら
の
帰
途
、
再
び
徐
君
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
彼

は
す
で
に
楚
で
亡
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
剣
を
嗣
君
に
渡
そ
う
と
し
た
が
、
従
者
に
止
め
ら
れ
、
や
む
を
得
ず
、
そ
の
墓
に
植
わ
っ

て
い
た
樹
に
掛
け
て
立
ち
去
っ
た
。 

 

以
上
が
そ
の
骨
子
で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
筋
と
本
詩
と
の
間
に
接
点
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
改
め
て
本
文
中
に
見
え
る

季
子
自
身
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
、「
此
呉
国
之
宝
、
非
所
以
贈
也
（
此
れ
は
呉
国
の
宝
に
し
て
、
以
て
贈
る
所
に
非
ざ
る
な
り
）
」

と
諌
め
る
従
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。 

吾
非
贈
之
也
。
先
日
吾
来
、
徐
君
観
吾
剣
、
不
言
而
其
色
欲
之
。
吾
為
有
上
国
之
使
、
未
献
也
。
雖
然
吾
心
許
之
矣
。
今
死
而
不
進
、

是
欺
心
也
。
愛
剣
偽
心
、
廉
者
不
為
也
（
吾
は
之
を
贈
る
に
非
ざ
る
な
り
。
先
日
吾
来
り
し
と
き
、
徐
君
は
吾
が
剣
を
観
て
、
言
は

ざ
る
も
其
の
色
は
之
を
欲
す
。
吾
は
国
に
上
る
の
使
ひ
有
る
が
為
に
、
未
だ
献
ぜ
ざ
る
な
り
。
然
り
と
雖
ど
も
吾
は
心
に
之
を
許
す
。

今
死
せ
り
と
し
て
進
ぜ
ず
ん
ば
、
是
れ
心
を
欺
く
な
り
。
剣
を
愛
し
て
心
を
偽
る
は
、
廉
者
は
為
さ
ざ
る
な
り
）
。 

曹
植
詩
に
見
え
て
い
た
「
宝
剣
非
所
惜
」
の
「
惜
」
は
、
こ
こ
に
い
う
「
愛
剣
偽
心
」
の
「
愛
」
と
同
義
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
宝
剣
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を
惜
し
む
と
は
、
「
剣
を
愛
す
」
、
す
な
わ
ち
「
心
を
偽
る
」
と
い
う
こ
と
に
等
し
く
、
宝
剣
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
、
心
を
偽
る
こ
と
は
な
い
、
つ
ま
り
自
ら
の
心
に
忠
実
に
、
ひ
と
た
び
心
に
決
め
た
こ
と
は
信
義
を
通
し
て
守
り
抜
く
の
だ
と
言
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
曹
植
は
、
こ
の
誠
心
を
以
て
、
戦
慄
す
る
丁
儀
を
、
心
安
ら
か
に
あ
れ
と
慰
撫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
曹
植
が
心
に
決
め
た
こ
と
と
は
何
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
結
び
に
示
さ
れ
た
「
親
交
義
不
薄
」
で
あ
る
に
は

違
い
な
い
。
か
つ
て
深
い
親
交
を
結
ん
だ
丁
儀
へ
の
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
信
義
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
具
体
的
に
示
さ
れ
た
「
宝

剣
」
と
い
う
語
の
存
在
感
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
そ
れ
は
、
権
力
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
帯
び
て
い
る
よ
う
に
感
受
さ
れ
る

の
だ
。
た
と
え
ば
、
彼
の
「
野
田
黄
雀
行
」
（
『
楽
府
詩
集
』
巻
三
十
九
）
に
は
、
網
羅
に
捕
ら
え
ら
れ
た
雀
を
見
て
悲
し
ん
だ
少
年
が
、

「
利
剣
」
を
抜
き
、
網
羅
を
切
り
払
っ
て
雀
を
逃
す
と
い
う
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
剣
は
、
自
ら
が
大
切
に
思
う
者
の
窮
地
を

救
う
力
、
要
す
る
に
権
力
の
象
徴
に
他
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
詩
の
前
半
に
は
、
同
じ
「
利
剣
」
が
次
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。 

利
剣
不
在
掌 

 

鋭
い
剣
が
こ
の
手
に
な
い
以
上
、 

結
友
何
須
多 

 

交
友
関
係
を
結
ん
で
も
、
私
に
多
く
の
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
の
だ
。 

一
篇
の
詩
に
走
る
こ
の
亀
裂
を
ど
う
見
る
か
。
大
上
正
美
氏
は
、
後
半
に
詠
じ
ら
れ
た
利
剣
を
、
現
実
に
は
部
下
た
ち
を
救
え
な
い
曹
植

の
仮
構
と
論
じ
、
そ
こ
に
こ
の
詩
人
の
悲
劇
性
を
見
て
い
る(1

3
)

。
筆
者
も
こ
の
解
釈
に
賛
同
し
た
い
。
こ
の
詩
の
中
の
曹
植
は
、
自
ら

の
手
に
権
力
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
な
お
か
つ
、
何
も
の
に
も
打
ち
負
か
さ
れ
な
い
権
力
を
振
る
っ
て
、
大
切
に
思
う
者

を
救
い
出
し
た
自
分
の
姿
を
強
く
思
い
描
い
て
い
る
の
だ
。「
贈
丁
儀
」
詩
に
詠
じ
ら
れ
た
「
宝
剣
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
こ
こ
に
い
う
「
利

剣
」
と
全
く
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
か
の
詩
で
は
、
こ
の
「
宝
剣
」
が
「
惜
し
む
所
に
非
ず
」
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
先
に
示
し
た
と
お
り
、
『
新
序
』
を
踏
ま
え
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
句
は
「
心
を
偽
ら
ず
」
の
意
味
が
前
面
に
出
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
丁
儀
に
対
す
る
変
わ
ら
ぬ
信
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
野
田
黄
雀
行
」
に
も
鮮
明
な
と
お
り
、
剣
と
い
う
も
の
が
喚
起
す
る
圧
倒
的
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イ
メ
ー
ジ
は
権
力
で
あ
る
。
こ
れ
を
放
棄
す
る
と
な
れ
ば
、
丁
儀
へ
の
厚
い
信
義
も
、
現
実
に
お
い
て
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。 

 
思
う
に
、
こ
の
当
時
の
曹
植
に
は
、
剣
が
象
徴
す
る
権
力
者
と
い
う
も
の
へ
の
、
拭
い
去
り
難
い
嫌
悪
感
が
ま
ず
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
出
来
事
と
し
て
、
曹
丕
は
魏
王
に
即
位
す
る
前
年
（
二
一
九
）
の
二
月
、
「
百
辟
の
宝
剣
、
長
さ
四
尺
二
寸
」
を
作

っ
て
い
る
（
『
文
選
』
巻
三
十
五
、
張
協
「
七
命
」
の
李
善
注
、
及
び
『
藝
文
類
聚
』
巻
六
十
に
引
く
『
典
論
』
）
。
ま
た
、
い
く
ら
か
時
期

的
に
は
下
る
し
、
史
実
で
あ
る
か
も
不
確
か
な
逸
話
で
は
あ
る
が
、
楊
修
の
才
能
を
愛
し
て
い
た
曹
丕
は
、
楊
修
が
誅
殺
さ
れ
て
後
、
彼

を
追
想
し
て
、
そ
の
遺
品
で
あ
る
「
宝
剣
」
を
身
に
帯
び
、
左
右
の
者
た
ち
に
「
此
れ
楊
修
の
剣
な
り
」
と
告
げ
た
と
い
う
（
『
藝
文
類
聚
』

巻
六
十
、
及
び
『
北
堂
書
鈔
』
巻
一
二
二
に
引
く
『
文
士
伝
』
）
。
こ
の
よ
う
に
、
「
宝
剣
」
に
は
権
力
を
手
に
し
た
者
独
特
の
臭
み
が
纏
わ

り
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
曹
植
は
、
こ
れ
を
振
り
払
う
べ
く
「
宝
剣
は
惜
し
む
所
に
非
ず
」
と
詠
じ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
、
「
権
力
な
ど
、
こ
れ
を
欲
し
が
る
者
に
く
れ
て
や
る
」
と
い
う
科
白
と
同
義
で
あ
っ
た
の
だ
。 

 

曹
植
に
は
、
兄
曹
丕
の
底
意
が
見
極
め
き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
結
び
に
い
う
「
親
交
義
不
薄
」
は
、
丁
儀
に
対
す
る
信
義
の
表
明
で
あ

る
と
同
時
に
、
自
分
と
曹
丕
と
の
関
係
に
対
す
る
根
拠
の
な
い
自
信
を
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
曹
丕
と
の
信
頼
関
係
な
し
に
は
、
丁
儀

の
命
も
請
け
負
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。「
親
交
」
と
い
う
語
自
体
も
、
親
し
い
交
友
関
係
を
言
う
ほ
か
に
、
肉
親
ど
う
し
の
親
密
な
交
わ

り
と
い
う
意
味
も
持
つ(1

4
)

。
も
し
か
し
た
ら
曹
植
は
、
為
政
者
と
な
っ
た
兄
曹
丕
に
あ
れ
だ
け
手
厳
し
い
批
判
の
言
葉
を
浴
び
せ
て
お

き
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
そ
れ
を
許
容
範
囲
内
と
見
積
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
曹
植
は
丁
儀
を
救
え
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
に
と
っ
て
幾
重
に
も
重
な
る
失
意
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
肝
胆
相
照
ら
す
仲
で
あ
っ
た
親
友
を
失
い
、
揺
る
ぎ
な
い
兄

弟
愛
で
結
ば
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
兄
曹
丕
か
ら
は
冷
厳
な
仕
打
ち
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
追
い
込
ま
れ
た
の
は
、

も
と
は
と
い
え
ば
、
父
曹
操
を
失
望
さ
せ
た
数
々
の
粗
相
と
根
は
同
じ
、
自
ら
の
置
か
れ
た
情
況
に
対
す
る
自
覚
の
な
さ
、
読
み
の
甘
さ

故
に
で
あ
っ
た
の
だ
。 
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以
上
、
曹
植
の
「
贈
丁
儀
」
詩
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
そ
の
成
立
時
期
を
延
康
元
年
の
秋
と
推
定
し
た
上
で
、
本
詩
の
背
景
を
為
す
現

実
と
、
そ
の
状
況
下
に
お
け
る
曹
植
の
内
的
真
実
と
を
探
っ
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
曹
氏
兄
弟
の
間
柄
に
は
、
必
ず
し
も
従
来
言
わ

れ
て
き
た
よ
う
な
穏
や
か
さ
は
感
受
さ
れ
な
い
。
や
は
り
、
二
人
は
後
継
者
争
い
の
渦
中
の
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ

し
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
両
者
の
ス
タ
ン
ス
は
か
な
り
異
質
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
曹
丕
は
間
違
い
な
く
父
の
後
継
者
た
ら
ん
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
。
曹
植
は
、
自
分
を
見
込
ん
で
立
て
て
く
れ
る
側
近
者
た
ち
に
友
情
を
感
じ
、
そ
の
気
持
ち
に
報
い
た
い
と
い
う
願
い

を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
曹
植
自
身
は
、
彼
ら
と
の
交
友
を
権
力
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
存
続
し
得
る
と
信
じ
て
い
た
ら
し
い
。
だ
が
、

現
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
曹
植
が
思
い
知
る
の
は
、
こ
の
詩
を
丁
儀
に
贈
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

注 

(1
)

近
年
の
論
考
と
し
て
は
、
渡
辺
由
美
子
「
曹
操
没
後
の
曹
丕
と
曹
植
―
不
仲
説
の
検
証
―
」（
『
二
松
』
第
十
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
が
、

こ
の
問
題
に
係
る
先
行
研
究
を
網
羅
的
に
紹
介
し
た
上
で
、
二
人
は
個
人
的
な
関
係
に
お
い
て
は
不
仲
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
と
論

じ
て
い
る
。 

(2
)

伊
藤
正
文
『
曹
植
（
中
国
詩
人
選
集
３
）
』
（
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
の
解
説
を
参
照
。 

(3
)

平
野
園
子
「
曹
植
贈
答
詩
考
―
「
贈
丁
儀
王
粲
」
「
贈
丁
儀
」
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
大
東
文
化
大
学
中
国
学
論
集
』
第
二
号
、
一
九

八
〇
年
）
。
な
お
、
氏
の
論
考
は
、
本
詩
に
関
す
る
諸
家
の
解
釈
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
成
立
時
期
を
、
曹
丕
が
魏
王
と
な
っ
た

建
安
二
十
五
年
（
延
康
元
年
）
と
推
測
し
て
い
る
。 

(4
)

伊
藤
正
文
「
曹
植
詩
補
注
稿
（
詩
之
三
）
」
（
『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
十
二
号
、
一
九
八
五
年
）
に
指
摘
す
る
。 
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(5
)

『
文
選
』
巻
二
十
四
、
曹
植
「
贈
丁
儀
」
詩
の
李
善
注
に
指
摘
す
る
。
以
下
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
典
故
の
指
摘
は
ま
ず
李
善
に
よ

っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

(6
)

王
念
孫
『
広
雅
疏
証
』
巻
九
に
指
摘
す
る
。 

(7
)

余
冠
英
『
三
曹
詩
選
』
（
一
九
八
五
年
、
人
民
文
学
出
版
社
。
初
版
は
一
九
五
六
年
）
に
、
「
こ
の
詩
は
お
お
よ
そ
曹
丕
が
王
位
に
就
い

た
ば
か
り
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
曹
植
に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
か
の
一
連
の
迫
害
が
未
だ
発
生
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
丁
儀
が

ま
だ
し
か
る
べ
き
待
遇
を
得
て
い
な
い
こ
と
を
見
て
、
彼
が
心
中
不
安
で
あ
ろ
う
と
心
配
し
、
そ
こ
で
詩
に
よ
っ
て
彼
を
慰
撫
し
た
の

で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
説
に
新
た
な
論
拠
を
書
き
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

(8
)

伊
藤
前
掲
書
四
三
―
四
四
頁
に
、
古
直
『
曹
子
建
詩
箋
』
の
解
釈
な
ど
に
拠
り
な
が
ら
、
前
掲
の
余
冠
英
説
と
は
異
な
る
見
解
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

(9
)

熊
清
元
「
曹
植
《
贈
丁
儀
》
詩
作
年
辨
析
」
（
『
学
術
研
究
』
一
九
九
一
年
四
期
）
は
、
前
掲
の
余
冠
英
説
を
非
と
し
て
、
張
可
礼
『
三

曹
年
譜
』
（
一
九
八
三
年
、
斉
魯
書
社
）
を
是
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
こ
う
考
証
す
る
。 

(1
0

)

た
だ
し
、
成
瀬
哲
生
「
曹
丕
年
譜
ノ
ー
ト
」
（
『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
十
一
（
一
）
、
一
九
八
二
年
）
の
指
摘
に
よ
る
と
、
曹

操
の
漢
中
へ
の
出
征
中
、
鄴
を
留
守
し
て
い
た
曹
丕
は
、
魏
諷
事
件
に
連
座
し
た
王
粲
の
遺
児
二
人
を
処
刑
す
る
と
い
う
、
負
の
恩
恵

と
も
言
え
る
よ
う
な
権
限
を
行
使
し
て
曹
操
を
後
悔
さ
せ
て
い
る
（
『
三
国
志
』
巻
一
・
武
帝
紀
裴
注
引
『
世
語
』
、
及
び
同
巻
二
十
一
・

王
粲
伝
裴
注
引
『
文
章
志
』
）
。 

(1
1

)

張
可
礼
の
前
掲
書
は
、
曹
植
詩
に
い
う
「
在
貴
多
忘
賤
、
為
恩
誰
能
博
」
を
、
曹
丕
の
丁
儀
に
対
す
る
冷
遇
と
解
釈
し
て
い
る
。
だ

が
、
こ
の
時
期
の
曹
丕
は
あ
く
ま
で
も
魏
王
の
太
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
限
は
広
く
世
に
恩
沢
を
施
せ
る
ほ
ど
に
は
大
き
く
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 
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(1
2

)

趙
幼
文
『
曹
植
集
校
注
』
（
一
九
八
四
年
、
人
民
文
学
出
版
社
）
二
〇
八
頁
を
参
照
。 

(1
3

)
大
上
正
美
『
思
索
と
詠
懐
（
中
国
古
典
詩
聚
花
）
』
二
七
―
二
九
頁
。 

(1
4

)

『
荘
子
』
山
木
篇
に
い
う
「
吾
犯
此
数
患
、
親
交
益
疏
、
徒
友
益
散
（
吾
は
此
の
数
患
に
犯
ひ
て
、
親
交
は
益
疏
く
、
徒
友
は
益
散

ず
）
」
の
「
親
交
」
に
つ
い
て
、
成
玄
英
の
疏
は
「
親
戚
交
情
」
と
説
明
し
て
い
る
。
成
玄
英
は
唐
人
で
は
あ
る
が
、
こ
の
語
の
解
釈
に

時
代
性
を
読
み
取
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
『
文
選
』
巻
二
十
四
、
曹
植
「
贈
徐
幹
」
詩
に
見
え
る
「
親
交
」
に
対
し
て
、

李
善
は
『
荘
子
』
の
こ
の
部
分
を
用
例
に
挙
げ
て
い
る
。 

この原稿は、『林田慎之助博士傘寿記念三国志論

集』（汲古書院、2012 年 10 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№ 34 に

挙げたものです。  

 


