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曹
氏
兄
弟
と
魏
王
朝 

柳
川 

順
子 

  
 

 
 

 

は
じ
め
に 

  

後
漢
王
朝
の
末
年
と
な
っ
た
二
二
〇
年
の
一
月
、
魏
王
曹
操
（
一
五
五―

二
二
〇
）
が
洛
陽
で
没
す
る
と
、
子
の
曹
丕

（
一
八
七―

二
二
六
）
が
そ
の
跡
を
継
ぎ
、
同
年
冬
十
月
に
は
、
後
漢
王
朝
の
禅
譲
を
受
け
て
、
曹
丕
は
魏
の
文
帝
と
し
て

即
位
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
帝
位
に
就
く
や
い
な
や
、
そ
の
弟
た
ち
に
、
侯
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
既
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
土
地

へ
と
赴
く
よ
う
命
じ
た
①
。
こ
れ
よ
り
以
降
、
曹
植
（
一
九
二―

二
三
二
）
を
は
じ
め
と
す
る
曹
氏
兄
弟
は
相
互
の
交
流
を

断
ち
切
ら
れ
、
孤
絶
す
る
彼
ら
の
身
に
王
朝
か
ら
の
厳
し
い
監
視
体
制
が
敷
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
魏
王
朝
の
体
制
を
批
評
し
て
、
た
と
え
ば
『
魏
志
』
巻
二
十
・
武
文
世
王
公
伝
の
裴
松
之
注
に
引
く
『
袁
子
』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

魏
興
、
承
大
乱
之
後
、
民
人
損
減
、
不
可
則
以
古
始
。
於
是
封
建
侯
王
、
皆
使
寄
地
、
空
名
而
無
其
実
。
王
国
使
有
老

兵
百
餘
人
、
以
衛
其
国
。
雖
有
王
侯
之
号
、
而
乃
儕
為
匹
夫
。
県
隔
千
里
之
外
、
無
朝
聘
之
儀
、
隣
国
無
会
同
之
制
。

諸
侯
游
猟
不
得
過
三
十
里
、
又
為
設
防
輔
監
国
之
官
以
伺
察
之
。
王
侯
皆
思
為
布
衣
而
不
能
得
。
既
違
宗
国
藩
屏
之
義
、
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又
虧
親
戚
骨
肉
之
恩
（
魏
の
興
り
し
と
き
は
、
大
乱
の
後
を
承
け
、
民
人
は
損
減
し
、
則
る
に
古
始
を
以
て
す
可
か
ら

ず
。
是
に
於
い
て
侯
王
を
封
建
す
る
に
、
皆
地
に
寄
せ
し
む
る
に
、
空
名
に
し
て
其
の
実
無
し
。
王
国
に
は
老
兵
百
餘

人
を
有
せ
し
め
、
以
て
其
の
国
を
衛
ら
し
む
。
王
侯
の
号
有
り
と
雖
も
、
而
も
乃
ち
匹
夫
為
る
に
儕
し
。
千
里
の
外
に

県
隔
せ
ら
れ
、
朝
聘
の
儀
無
く
、
隣
国
に
も
会
同
の
制
無
し
。
諸
侯
は
游
猟
す
る
に
三
十
里
を
過
ぐ
る
を
得
ず
、
又
為

に
防
輔
・
監
国
の
官
を
設
け
て
以
て
之
を
伺
察
せ
し
む
。
王
侯
は
皆
布
衣
為
ら
ん
と
思
ふ
も
得
る
能
は
ず
。
既
に
宗
国

藩
屏
の
義
に
違
ひ
、
又
親
戚
骨
肉
の
恩
に
虧
け
た
り
）
。 

魏
王
朝
が
興
っ
た
当
初
は
、
大
乱
の
後
を
受
け
て
、
民
は
減
少
し
、
旧
き
良
き
時
代
を
模
範
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
侯
王
に
領
土
を
封
ず
る
の
に
、
皆
そ
の
土
地
に
身
を
寄
せ
さ
せ
た
が
、
封
建
と
は
名
ば
か
り
で

実
を
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
。
王
国
に
は
老
兵
百
餘
人
を
擁
せ
し
め
て
そ
の
国
の
護
衛
に
当
た
ら
せ
た
。
王
侯
の
称
号

が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
平
民
で
あ
る
の
に
等
し
か
っ
た
。
諸
侯
王
は
千
里
の
外
に
隔
て
ら
れ
、
朝
廷
か
ら
の
招
聘

の
沙
汰
も
な
く
、
隣
国
ど
う
し
会
合
す
る
制
度
も
な
か
っ
た
。
諸
侯
は
出
遊
に
三
十
里
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
加
え

て
わ
ざ
わ
ざ
防
輔
・
監
国
の
官
が
設
け
ら
れ
、
彼
ら
の
動
向
を
監
視
し
た
。
王
侯
た
ち
は
皆
一
介
の
平
民
に
な
り
た

が
っ
た
け
れ
ど
も
叶
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
諸
侯
が
朝
廷
の
守
り
と
な
る
と
い
う
義
に
も
と
る
ば
か
り
か
、
親
戚

骨
肉
の
恩
情
に
も
欠
け
る
仕
打
ち
だ
。 

  

『
袁
子
』
は
、
『
隋
書
』
巻
三
十
四
・
経
籍
志
三
・
子
部
・
儒
家
類
に
『
袁
子
正
論
』
と
著
録
さ
れ
て
い
る
書
物
で
、
そ

の
著
者
で
あ
る
袁
準
は
、
魏
朝
草
創
期
の
重
臣
で
あ
る
袁
渙
の
子
で
あ
り
、
ま
た
、
『
世
説
新
語
』
文
学
篇
・
雅
量
篇
に
よ

る
な
ら
ば
、
魏
晋
交
代
期
の
阮
籍
・
嵆
康
と
も
交
流
が
あ
っ
た
ら
し
い
人
物
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
王
朝
の
あ
る
局
面
の
内
実
を
間
近
で
見
て
い
た
当
人
の
貴
重
な
証
言
、
あ
る
い
は
そ
の
聞
き
書
き
に
根
拠
を
置
い

た
論
評
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
。 

 

で
は
、
曹
丕
は
な
ぜ
、
血
肉
を
分
け
た
弟
た
ち
を
こ
こ
ま
で
冷
遇
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
同
母
弟
の
曹
彰
や
曹
植
に
対

し
て
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
曹
丕
が
彼
ら
の
こ
と
を
、
自
ら
の
地
位
を
脅
か
す
存
在
だ
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
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こ
と
を
示
す
逸
話
と
し
て
、
魏
の
魚
豢
の
『
魏
略
』（
『
魏
志
』
巻
十
九
・
任
城
威
王
彰
伝
の
裴
注
に
引
く
）
に
次
の
よ
う
な

記
事
が
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
曹
彰
は
、
父
曹
操
が
亡
く
な
っ
た
時
、
洛
陽
に
駆
け
付
け
る
や
曹
植
に
向
か
っ
て
、「
先

王
が
私
を
召
し
た
の
は
、
お
前
を
（
魏
王
に
）
立
て
た
い
か
ら
だ
よ
」
と
言
っ
た
が
、
曹
植
は
「
い
け
な
い
。
袁
氏
兄
弟
（
袁

紹
の
子
ら
、
特
に
譚
と
尚
）
の
成
り
行
き
を
見
よ
」
と
答
え
た
、
と
。
ま
た
、
同
伝
の
裴
注
に
続
け
て
引
く
『
魏
略
』
の
別

の
条
に
は
、
曹
丕
が
魏
王
と
し
て
立
ち
、
曹
操
の
埋
葬
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
曹
彰
を
鄢
陵
へ
赴
か
せ
、
中
牟
を
治
め
る
よ
う

命
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
命
は
、
前
掲
の
王
位
継
承
に
ま
つ
わ
る
彼
の
言
動
が
招
き
寄
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。
一

方
、
曹
植
が
受
け
た
同
様
の
処
遇
も
、
こ
れ
と
同
根
に
出
る
も
の
と
誰
も
が
見
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
『
魏
志
』
巻

十
九
・
陳
思
王
植
伝
に
お
け
る
、
こ
の
間
の
出
来
事
の
記
載
順
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
才
能
豊
か
な
曹
植

を
、
丁
儀
・
丁
廙
・
楊
修
ら
が
羽
翼
と
な
っ
て
曹
操
の
後
継
者
に
推
し
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
曹
植
が
た
び
た
び
曹

操
の
期
待
を
裏
切
る
行
為
に
出
る
一
方
、
曹
丕
は
自
重
を
心
掛
け
て
周
囲
の
後
押
し
を
取
り
付
け
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の

一
連
の
経
緯
に
続
け
て
、
「
文
帝
即
王
位
、
誅
丁
儀
・
丁
廙
并
其
男
口
。
植
与
諸
侯
並
就
国
（
文
帝
は
王
位
に
即
き
て
、
丁

儀
・
丁
廙
并
び
に
其
の
男
口
を
誅
す
。
植
は
諸
侯
と
並
び
に
国
に
就
く
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

な
ら
ば
、
曹
植
を
そ
の
封
土
で
あ
る
臨
淄
へ
赴
か
せ
た
の
は
、
曹
丕
が
自
身
の
地
位
を
死
守
す
る
た
め
の
謀
略
の
延
長
線

上
に
あ
る
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
②
。 

 

だ
が
、
曹
丕
と
い
う
人
物
は
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
に
冷
酷
一
方
の
人
間
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
別
の
側
面
と
し

て
、
為
政
者
と
し
て
の
凡
庸
さ
や
人
と
し
て
の
弱
さ
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
③
。
し
か
し
、
史
料
か
ら
看
取
さ
れ
る
彼
の
横

顔
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
表
情
ば
か
り
で
も
な
い
。
ま
た
、
曹
植
の
書
き
残
し
た
詩
文
を
通
し
て
見
て
も
、
曹
丕
と
そ

の
弟
、
特
に
曹
植
と
の
間
柄
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
考
究
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
部
分
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本

稿
は
、
曹
植
作
品
や
『
魏
略
』
等
の
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
、
曹
丕
・
曹
植
を
中
心
と
し
た
曹
氏
兄
弟
の
関
係
性
を
洗
い
直

し
、
そ
の
先
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
じ
さ
せ
た
魏
王
朝
な
ら
で
は
の
事
情
を
見
通
す
と
こ
ろ
ま
で
、
現
在
の
自
分
な
り

の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
。 
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曹
丕
は
曹
植
に
対
し
て
、
内
心
で
は
骨
肉
の
情
を
抱
き
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
史
料
に
遭
遇
し
、
曹
丕
に
対
す
る
一
般
的
な
先
入
観
と
は
相
容
れ
な
い
、
そ
の
逸
話
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
念
頭
を
去
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
た
め
に
、
少
し
長
く

な
る
が
、
そ
の
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
た
い
。
『
魏
志
』
巻
二
十
三
・
裴
潜
伝
の
裴
注
に
引
く
『
魏
略
』
に
い
う
。 

 

韓
宣…

…

嘗
於
鄴
出
入
宮
、
於
東
掖
門
内
与
臨
菑
侯
植
相
遇
。
時
天
新
雨
、
地
有
泥
潦
。
宣
欲
避
之
、
閡
潦
不
得
去
、

乃
以
扇
自
障
、
住
於
道
辺
。
植
嫌
宣
既
不
去
、
又
不
為
礼
、
乃
駐
車
、
使
其
常
従
問
宣
何
官
。
宣
云
、
丞
相
軍
謀
掾
也
。

植
又
問
曰
、
応
得
唐
突
列
侯
否
。
宣
曰
、
春
秋
之
義
、
王
人
雖
微
、
列
于
諸
侯
之
上
。
未
聞
宰
士
而
為
下
士
諸
侯
礼
也
。

植
又
曰
、
既
如
所
言
、
為
人
父
吏
、
見
其
子
応
有
礼
否
。
宣
又
曰
、
於
礼
、
臣
子
一
例
也
、
而
宣
年
又
長
。
植
知
其
枝

柱
難
窮
、
乃
釈
去
、
具
為
太
子
言
、
以
為
辯
。
黄
初
中
、
為
尚
書
郎
、
嘗
以
職
事
当
受
罰
於
殿
前
、
已
縛
、
束
杖
未
行
。

文
帝
輦
過
、
問
、
此
為
誰
。
左
右
対
曰
、
尚
書
郎
渤
海
韓
宣
也
。
帝
追
念
前
臨
菑
侯
所
説
、
乃
寤
曰
、
是
子
建
所
道
韓

宣
邪
。
特
原
之
、
遂
解
其
縛
（
韓
宣…

…
嘗
て
鄴
に
於
い
て
宮
に
出
入
し
、
東
掖
門
の
内
に
於
い
て
臨
菑
侯
植
と
相
遇

ふ
。
時
に
天
新
し
く
雨
ふ
り
、
地
に
は
泥
潦
有
り
。
宣
は
之
を
避
け
ん
と
欲
す
る
も
、
潦
に
閡

さ
ま
た

げ
ら
れ
て
去
る
を
得
ず
、

乃
ち
扇
を
以
て
自
ら
障

さ
へ
ぎ

り
て
、
道
の
辺
に
住と

ど

ま
る
。
植
は
宣
の
既
に
去
ら
ず
、
又
礼
を
為
さ
ざ
る
を
嫌
ひ
て
、
乃
ち
車

を
駐
め
、
其
の
常
従
を
し
て
宣
に
何
れ
の
官
な
る
か
を
問
は
し
む
。
宣
は
「
丞
相
の
軍
謀
掾
な
り
」
と
云
ふ
。
植
又
問

ひ
て
曰
く
「
応
に
列
侯
に
唐
突
す
る
を
得
べ
け
ん
や
否
や
」
と
。
宣
曰
く
「
春
秋
の
義
に
、
王
人
は
微
な
り
と
雖
も
、

諸
侯
の
上
に
列
す
と
。
未
だ
宰
士
に
し
て
下
士
の
諸
侯
の
為
に
礼
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
」
と
。
植
又
曰
く
「
既
に
言

ふ
所
の
如
く
ん
ば
、
人
の
父
の
吏
為
り
て
、
其
の
子
に
見
え
て
応
に
礼
有
る
べ
け
ん
や
否
や
」
と
。
宣
又
曰
く
「
礼
に

於
い
て
、
臣
・
子
は
一
の
例
な
る
も
、
宣
は
年
又
長
ず
」
と
。
植
は
其
の
枝
柱
に
し
て
窮
し
難
き
を
知
り
、
乃
ち
釈
し

去
り
、
具
に
太
子
の
為
に
言
ひ
て
、
以
て
辯
と
為
す
。
黄
初
中
、
尚
書
郎
と
為
り
、
嘗
て
職
事
を
以
て
罰
を
殿
前
に
受
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く
る
に
当
た
り
て
、
已
に
縛
せ
ら
れ
、
束
杖
は
未
だ
行
は
れ
ず
。
文
帝
輦
も
て
過
り
、
「
此
は
誰
為
ら
ん
」
と
問
ふ
。

左
右
対
し
て
曰
く
「
尚
書
郎
の
渤
海
の
韓
宣
な
り
」
と
。
帝
は
前
に
臨
菑
侯
の
説
く
所
を
追
念
し
、
乃
ち
寤さ

と

り
て
曰
く

「
是
れ
子
建
の
道い

ふ
所
の
韓
宣
な
る
か
」
と
。
特
に
之
を
原ゆ

る

し
、
遂
に
其
の
縛
を
解
か
し
む
）
。 

韓
宣…

…

（
建
安
中
）
嘗
て
鄴
で
宮
中
に
出
入
し
、
東
掖
門
の
内
で
臨
菑
侯
曹
植
と
鉢
合
わ
せ
し
た
。
ち
ょ
う
ど
雨

が
ふ
っ
た
ば
か
り
で
、
地
表
に
は
水
た
ま
り
が
で
き
て
い
た
。
韓
宣
は
曹
植
を
避
け
よ
う
と
し
た
が
水
た
ま
り
に
阻

ま
れ
て
退
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
で
扇
で
自
分
の
顔
を
隠
し
て
、
道
端
に
立
ち
止
ま
っ
て
い
た
。
曹
植
は
、
韓
宣

が
立
ち
去
ら
な
い
上
に
、
礼
儀
も
示
さ
な
い
の
を
嫌
っ
て
、
そ
こ
で
車
を
停
め
、
侍
従
に
韓
宣
が
何
の
官
職
な
の
か

を
問
わ
せ
た
。
韓
宣
は
「
丞
相
（
曹
操
）
の
軍
謀
掾
だ
」
と
言
っ
た
。
曹
植
は
重
ね
て
「
列
侯
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
い

も
の
か
」
と
問
う
た
。
韓
宣
は
「
『
春
秋
』
の
義
で
は
、
王
の
臣
下
は
微
賤
で
あ
っ
て
も
、
諸
侯
よ
り
も
地
位
が
高

い
。
丞
相
の
属
官
で
、
つ
ま
ら
ぬ
諸
侯
の
た
め
に
礼
儀
を
示
す
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
う
。
曹
植
が
「
た

と
え
言
う
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
人
の
父
の
吏
員
で
、
そ
の
子
に
対
面
し
て
礼
儀
を
示
さ
な
い
で
い
い
も
の
か
」
と

重
ね
て
問
う
と
、
韓
宣
は
ま
た
「
礼
に
お
い
て
は
臣
下
と
子
と
は
同
一
で
す
が
、
わ
た
く
し
は
年
齢
も
ま
た
上
で
す
」

と
言
う
。
曹
植
は
彼
が
手
強
く
て
論
破
が
難
し
い
こ
と
を
知
っ
て
、
釈
放
し
て
や
り
、
こ
の
こ
と
を
つ
ぶ
さ
に
太
子

に
話
し
、
弁
の
立
つ
者
だ
と
評
し
た
。
黄
初
年
間
中
、
韓
宣
は
尚
書
郎
と
な
り
、
職
務
上
の
こ
と
で
宮
殿
の
前
で
罰

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
、
す
で
に
縄
で
縛
ら
れ
、
杖
打
ち
は
ま
だ
執
行
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
文
帝
曹
丕
が
輦
に

載
っ
て
通
り
か
か
り
、「
こ
れ
は
誰
か
」
と
問
う
た
。
左
右
の
者
が
「
尚
書
郎
の
渤
海
の
韓
宣
で
す
」
と
答
え
た
。
文

帝
は
以
前
に
臨
淄
侯
曹
植
が
話
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
で
気
づ
い
て
「
こ
の
者
が
子
建
の
言
っ
て
い
た

韓
宣
か
」
と
言
っ
て
、
特
別
に
彼
を
赦
し
、
と
う
と
う
そ
の
縄
を
ほ
ど
か
せ
て
や
っ
た
。 

  

こ
の
逸
話
で
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
若
気
の
至
り
で
不
遜
な
言
動
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
、
二
十
代
半
ば
の
曹
植
の
姿

で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
車
に
乗
っ
て
主
君
専
用
道
路
を
行
き
、
宮
城
の
司
馬
門
を
勝
手
に
開
け
さ
せ
た
と
い
う
、
建

安
二
十
二
年
（
二
一
七
）
頃
の
彼
の
逸
話
（
『
魏
志
』
本
伝
）
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
他
方
、
手
強
い
相
手
の
知
力
を
認
め
、
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兄
に
も
そ
の
者
と
の
や
り
取
り
を
話
し
て
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
に
は
、
い
か
に
も
育
ち
の
よ
い
健
や
か
な
精
神
の
横
溢
を
見

る
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
、
後
半
生
の
彼
が
ま
と
う
こ
と
に
な
る
悲
劇
性
は
微
塵
も
感
じ
取
れ
な
い
。 

 

そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
逸
話
の
後
半
に
現
れ
る
曹
丕
の
言
動
で
あ
る
。
彼
が
韓
宣
を
釈
放
し
た
の
は
、

す
で
に
魏
の
文
帝
と
し
て
在
位
し
て
い
た
黄
初
年
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
措
置
は
、
か
つ
て
曹
植
が
話
題
に
し
て
い

た
人
物
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
曹
丕
の
ふ
る
ま
い
は
、
為
政
者
と
し
て
は
公
平
さ

に
欠
け
る
も
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
こ
れ
を
兄
弟
愛
と
い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
視
点
か
ら
見
た
な
ら
ば
、
懐
の
深
い
、
兄
ら
し

い
行
い
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
数
年
前
、
才
気
煥
発
た
る
弟
の
言
う
こ
と
に
興
味
深
く
耳
を
傾
け
、
以
来
、
こ
ん
な

面
白
い
男
が
い
た
の
だ
と
い
う
話
を
ず
っ
と
心
に
留
め
て
い
て
、
そ
の
人
物
評
に
よ
っ
て
そ
の
者
へ
の
処
遇
を
決
め
た
の

だ
か
ら
。
実
の
弟
が
一
貫
し
て
嫉
妬
や
倦
厭
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
言
動
が
生
じ
得

よ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
後
継
者
争
い
の
形
勢
が
す
で
に
決
し
た
後
で
の
、
勝
者
な
ら
で
は
の
余
裕
な
の
だ
と
い
う
解
釈

も
成
り
立
ち
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
こ
か
ら
窺
え
る
の
は
、
実
の
弟
を
虐
げ
続
け
る
冷
酷
非
情
な
兄
、
と

い
っ
た
通
り
一
遍
の
曹
丕
像
か
ら
は
程
遠
い
も
の
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、『
魏
志
』
本
伝
の
裴
注
に
引
く
『
魏
略
』
に
は
次
の
よ
う
な
逸
話
も
記
さ
れ
て
い
る
。
黄
初
四
年
（
二
二
三
）
、
鄄

城
王
で
あ
っ
た
曹
植
が
、
任
城
王
曹
彰
や
呉
王
曹
彪
ら
兄
弟
た
ち
と
と
も
に
、
文
帝
曹
丕
か
ら
都
洛
陽
に
呼
び
寄
せ
ら
れ

た
際
の
出
来
事
で
あ
る
。 

 

初
植
未
到
関
、
自
念
有
過
、
宜
当
謝
帝
。
乃
留
其
従
官
著
関
東
、
単
将
両
三
人
微
行
、
入
見
清
河
長
公
主
、
欲
因
主
謝
。

而
関
吏
以
聞
、
帝
使
人
逆
之
、
不
得
見
。
太
后
以
為
自
殺
也
、
対
帝
泣
。
会
植
科
頭
負
鈇
鑕
、
徒
跣
詣
闕
下
、
帝
及
太

后
乃
喜
。
及
見
之
、
帝
猶
厳
顔
色
、
不
与
語
、
又
不
使
冠
履
。
植
伏
地
泣
涕
、
太
后
為
不
楽
。
詔
乃
聴
復
王
服
（
初
め

植
未
だ
関
に
到
ら
ざ
る
と
き
、
自
ら
過
ち
有
る
を
念
ひ
、
宜
し
く
当
に
帝
に
謝
す
べ
し
と
す
。
乃
ち
其
の
従
官
を
留
め

て
関
東
に
著つ

か
し
め
、
単
に
両
三
人
を
将ひ

き

ゐ
て
微
行
し
、
入
り
て
清
河
長
公
主
に
見
え
、
主
に
因
り
て
謝
せ
ん
と
欲
す
。

而
る
に
関
吏
以
て
聞
す
れ
ば
、
帝
は
人
を
し
て
之
を
逆む

か

へ
し
む
る
も
、
見あ

ふ
を
得
ず
。
太
后
は
以
て
自
殺
せ
る
な
り
と
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為
し
、
帝
に
対
し
て
泣
く
。
会

た
ま
た
ま

植
は
科
頭
に
鈇
鑕
を
負
ひ
、
徒
跣
も
て
闕
下
に
詣い

た

れ
ば
、
帝
及
び
太
后
は
乃
ち
喜
ぶ
。

之
に
見
ふ
に
及
び
て
、
帝
は
猶
ほ
顔
色
を
厳
し
く
し
、
与
に
語
ら
ず
、
又
冠
履
せ
し
め
ず
。
植
は
地
に
伏
し
て
泣
涕
し
、

太
后
は
為
に
楽
し
ま
ず
。
詔
し
て
乃
ち
王
服
に
復
す
る
を
聴
す
）
。 

初
め
曹
植
は
ま
だ
関
所
に
到
着
し
て
い
な
い
と
き
、
自
身
に
罪
過
が
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
思
い
、
皇
帝
（
兄
の
曹

丕
）
に
謝
罪
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
従
者
を
関
所
の
東
に
留
め
お
い
て
、
二
三
人
だ
け
を
連
れ
て
お
し
の

び
で
都
入
り
し
、
清
河
長
公
主
（
腹
違
い
の
姉
）
に
会
っ
て
、
彼
女
を
通
じ
て
皇
帝
に
謝
罪
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ

ろ
が
関
所
の
役
人
が
（
曹
植
の
到
着
を
）
奏
上
し
た
の
で
、
皇
帝
は
出
迎
え
に
人
を
遣
っ
た
が
、
会
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
太
后
（
母
の
卞
氏
）
は
曹
植
が
自
殺
し
た
の
だ
と
思
っ
て
、
皇
帝
に
向
か
っ
て
涙
を
流
し
た
。
そ
こ
に

ち
ょ
う
ど
曹
植
が
む
き
だ
し
の
頭
で
首
切
り
の
道
具
を
背
負
い
、
素
足
で
宮
闕
の
下
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
皇
帝
と

太
后
は
な
に
は
と
も
あ
れ
喜
ん
だ
。
だ
が
、
彼
に
対
面
す
る
段
と
な
っ
て
、
皇
帝
は
な
お
厳
め
し
い
顔
つ
き
を
崩
さ

ず
、
口
も
利
か
ず
、
ま
た
（
王
位
の
）
冠
や
履
物
も
身
に
つ
け
さ
せ
な
か
っ
た
。
曹
植
は
地
に
ひ
れ
伏
し
て
涙
を
流

し
、
太
后
は
そ
の
た
め
に
不
機
嫌
だ
っ
た
。
詔
勅
に
よ
り
な
ん
と
か
王
服
に
戻
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。 

 
 

こ
こ
に
は
、
王
朝
の
一
族
と
い
う
よ
り
も
、
曹
家
の
家
庭
内
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
が

長
男
曹
丕
の
態
度
で
あ
る
。
ま
ず
、
弟
の
到
来
を
知
る
や
彼
を
出
迎
え
よ
う
と
す
る
。
う
ま
く
出
会
え
な
か
っ
た
弟
が
到
着

す
る
と
、
母
と
と
も
に
喜
び
あ
っ
た
が
、
い
ざ
対
面
と
な
る
と
仏
頂
面
を
し
て
い
る
。
内
心
で
は
弟
に
愛
情
を
持
っ
て
い
る

の
に
、
立
場
上
、
重
々
し
い
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
兄
の
苦
渋
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
な
逸
話
で
あ
る
。 

 

こ
れ
も
ま
た
前
掲
資
料
と
同
様
、
曹
丕
が
曹
植
を
敵
対
視
し
続
け
て
い
た
と
捉
え
る
限
り
は
、
適
切
な
着
地
点
の
見
え

て
こ
な
い
逸
話
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
以
上
に
紹
介
し
た
二
件
の
記
事
は
い
ず
れ
も
魚
豢
の
『
魏
略
』
に
出
る
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
史
書
の
依
拠
し
た
原
資
料
、
及
び
本
書
の
成
立
経
緯
や
撰
者
の
立
ち
位
置
か
ら
見
て
、
か
な
り
信
憑
性
の
高
い
同

時
代
史
料
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
④
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
逸
話
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
で
は
、
文

帝
曹
丕
の
実
像
は
、
い
っ
た
い
ど
の
あ
た
り
に
焦
点
を
絞
れ
ば
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
曹
植
と
の
関
係
性
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を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
だ
ろ
う
。 

  
 

 
 

 

二 

  

前
章
に
見
た
と
お
り
、
曹
丕
は
そ
の
本
性
と
し
て
決
し
て
冷
酷
非
情
な
人
間
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
か
つ
て
筆
者
が

捉
え
た
よ
う
に
⑤
、
情
に
脆
く
、
そ
れ
だ
け
に
公
事
に
私
心
を
持
ち
込
み
が
ち
な
、
為
政
者
と
し
て
の
資
質
に
今
ひ
と
つ
欠

け
る
人
物
と
言
い
切
る
の
も
何
か
が
違
う
。
と
い
う
の
は
、
文
帝
曹
丕
の
在
位
期
間
に
お
け
る
、
魏
王
朝
の
曹
植
に
対
す
る

処
遇
を
辿
っ
て
い
く
と
、
あ
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。 

 

ま
ず
示
し
た
い
の
は
、
黄
初
二
年
（
二
二
一
）
、
朝
廷
か
ら
の
使
者
に
対
す
る
曹
植
の
悪
態
が
、
監
国
謁
者
⑥
潅
均
に
よ

っ
て
摘
発
さ
れ
た
一
件
の
顛
末
で
あ
る
。
こ
の
時
に
朝
廷
で
行
わ
れ
た
議
論
に
つ
い
て
、
『
文
選
』
巻
二
十
、
曹
植
「
責
躬

詩
」
の
李
善
注
に
引
く
『
（
曹
）
植
集
』
は
、「
博
士
等
議
、
可
削
爵
土
、
免
為
庶
人
（
博
士
等
の
議
す
ら
く
、
爵
土
を
削
り
、

免
じ
て
庶
人
と
為
す
可
し
）
」
と
記
す
。
爵
位
と
封
土
を
削
り
取
り
、
身
分
を
庶
人
に
落
と
す
と
は
、
非
常
に
厳
し
い
処
遇

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
結
果
を
受
け
た
文
帝
曹
丕
は
、
「
植
、
朕
之
同
母
弟
。
朕
於
天
下
無
所
不
容
、
而
況
植
乎
。
骨
肉

之
親
、
舎
而
不
誅
。
其
改
封
植
（
植
は
、
朕
の
同
母
弟
な
り
。
朕
は
天
下
に
於
い
て
容
れ
ざ
る
所
無
し
、
而
し
て
況
ん
や
植

を
や
。
骨
肉
の
親
と
し
て
、
舎ゆ

る

し
て
誅
せ
ず
。
其
れ
植
を
改
封
せ
よ
）
」
と
詔
し
て
こ
れ
を
退
け
て
い
る
（
『
魏
志
』
本
伝
裴

注
に
引
く
『
魏
書
』
）
。
『
魏
志
』
本
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
寛
大
な
措
置
は
、
彼
ら
の
母
、
卞
太
后
の
計
ら
い
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
詔
に
よ
り
、
曹
植
は
臨
淄
侯
か
ら
安
郷
侯
に
移
さ
れ
た
だ
け
で
済
み
、
し
か
も

そ
れ
は
実
態
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
ま
も
な
く
鄄
城
侯
に
封
を
改
め
ら
れ
て
い
る
⑦
。 

 

次
に
示
す
の
は
、
前
掲
の
一
件
が
落
着
し
て
後
、
重
ね
て
起
こ
っ
た
同
質
の
事
件
で
あ
る
。
鄄
城
侯
に
任
ぜ
ら
れ
た
曹
植

は
、
ま
た
も
や
東
郡
太
守
王
機
に
よ
っ
て
あ
り
も
し
な
い
罪
を
誣
告
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
も
文
帝
に
よ
っ
て
援
護
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
年
、
曹
丕
の
来
訪
を
受
け
て
曹
植
が
雍
丘
の
領
内
に
発
し
た
「
黄
初
六
年
令
」（
『
曹
集

詮
評
』
巻
八
）
に
、
自
ら
が
被
っ
た
誣
陥
を
記
し
た
後
に
、「
頼
蒙
帝
王
天
地
之
仁
、
違
百
寮
⑧
之
典
議
、
舎
三
千
之
首
戻
、
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反
我
旧
居
、
襲
我
初
服
、
雲
雨
之
施
焉
有
量
哉
（

頼
さ
い
は
ひ

に
帝
王
が
天
地
の
仁
を
蒙
り
て
、
百
寮
の
典
議
に
違
ひ
て
、
三
千
の

首
戻
を
舎
し
て
、
我
を
旧
居
に
反
し
、
我
を
初
服
に
襲よ

ら
し
め
、
雲
雨
の
施
し
に
焉
ん
ぞ
量か

ぎ

り
有
ら
ん
や
）
」
と
回
想
し
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
つ
の
出
来
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、
弟
に
対
す
る
曹
丕
の
恩
情
ば
か
り
で
は
な
い
。
曹
植
の
動
向
を
監
視
し
、
逐

一
こ
と
さ
ら
に
報
告
す
る
者
の
存
在
、
そ
し
て
、
文
帝
曹
丕
の
下
で
、
曹
植
の
処
遇
を
議
論
す
る
者
た
ち
の
、
あ
る
傾
き
を

持
っ
た
強
い
意
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
文
選
』
巻
二
十
四
、
曹
植
「
贈
白
馬
王
彪
」
詩
の
李
善
注
に
引
く
『
（
曹
植
）

集
』
に
、
黄
初
四
年
、
白
馬
王
（
当
時
は
ま
だ
呉
王
）
彪
と
同
行
し
て
い
た
洛
陽
か
ら
の
帰
途
上
の
こ
と
と
し
て
、
「
後
有

司
以
二
王
帰
蕃
、
道
路
宜
異
宿
止
（
後
に
有
司
以お

も

へ
ら
く
二
王
の
蕃
に
帰
る
に
、
道
路
は
宜
し
く
宿
止
を
異
に
す
べ
し
と
）
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ
で
も
、
兄
弟
の
間
を
裂
き
、
曹
植
を
窮
地
に
追
い
詰
め
た
の
は
、
文
帝
そ
の

人
で
は
な
く
て
、
魏
王
朝
に
仕
え
る
官
吏
で
あ
っ
た
。 

 

文
帝
曹
丕
と
曹
植
と
の
間
に
介
在
す
る
こ
れ
ら
の
者
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
曹
植
に
対
し
て
厳
酷
な
姿
勢
を
取
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
ひ
と
り
曹
植
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
同
様
の
措
置
は
、
他
の
兄
弟
た
ち
に
も
等
し
く
適
用

さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
曹
植
の
異
母
弟
に
あ
た
る
曹
袞
は
そ
の
筆
頭
で
あ
ろ
う
。
『
魏
志
』
巻
二
十
・
武
文
世

王
公
伝
（
中
山
恭
王
袞
）
に
よ
る
と
、
彼
は
、
そ
の
善
行
を
朝
廷
に
奏
上
し
よ
う
と
し
た
文
学
・
防
輔
ら
の
属
官
を
厳
し
く

譴
責
し
、
死
を
目
前
に
し
て
は
、
跡
を
継
ぐ
我
が
子
に
、
王
族
の
一
員
と
し
て
慎
み
深
く
生
き
よ
と
訓
戒
す
る
文
章
を
残
し

て
い
る
が
、
彼
の
一
分
の
隙
も
な
い
こ
の
慎
重
さ
は
、
常
に
そ
の
身
辺
に
監
視
の
目
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
深

く
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
曹
植
の
身
に
起
こ
っ
た
事
柄
を
風
の
便
り
に
聞
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
く

と
も
、
自
身
の
気
の
緩
み
が
容
易
に
罪
過
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
う
し
た
曹
魏
王
朝
の
体
制
は
、
王
朝
成
立
に
先
立
つ
延
康
年
間
（
二
二
〇
）
の
次
の
出
来
事
を
も
想
起
さ
せ

る
。
す
な
わ
ち
、
曹
操
が
崩
御
し
て
約
半
年
後
の
こ
と
、
亡
父
を
祭
ら
せ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
曹
植
に
対
し
て
、
ま
だ
後

漢
王
朝
か
ら
の
禅
譲
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
時
期
の
魏
王
曹
丕
は
、
博
士
た
ち
の
議
論
に
依
拠
し
て
そ
れ
を
却
下
し
た
の

で
あ
っ
た
。『
太
平
御
覧
』
巻
五
二
六
に
収
載
さ
れ
る
曹
植
「
請
祭
先
王
表
（
先
王
を
祭
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
表
）
」
に
は
、
そ
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の
後
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 
博
士
鹿
優
韓
蓋
等
以
為
、
礼
公
子
不
得
禰
先
君
、
公
子
之
子
不
得
祖
諸
侯
、
謂
不
得
立
其
廟
而
祭
之
也
。
礼
又
曰
、
庶

子
不
得
祭
宗
。
詔
曰
、
得
月
二
十
八
日
表
、
知
侯
推
情
、
欲
祭
先
王
於
河
上
。
覧
省
上
下
、
悲
傷
感
切
、
将
欲
遣
礼
以

紓
侯
敬
恭
之
意
、
会
博
士
鹿
優
等
奏
礼
如
此
。
故
写
以
下
。
開
国
承
家
、
顧
迫
礼
制
。
惟
侯
存
心
、
与
吾
同
之
（
博
士

の
鹿
優
・
韓
蓋
等
以
為
ら
く
「
礼
に
公
子
は
先
君
を
禰
と
す
る
を
得
ず
、
公
子
の
子
は
諸
侯
を
祖
と
す
る
を
得
ず
と
い

ふ
は
、
其
の
廟
を
立
て
て
之
を
祭
る
を
得
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。
礼
に
も
又
た
曰
く
、
庶
子
は
宗
を
祭
る
を
得
ず
、
と
」

と
。
詔
に
曰
く
「
月
二
十
八
日
の
表
を
得
て
、
侯
が
推
情
、
先
王
を
河
上
に
祭
ら
ん
と
欲
す
る
を
知
る
。
上
下
を
覧
省

す
る
に
、
悲
傷
感
切
に
し
て
、
将
に
礼
を
遣
り
て
以
て
侯
が
敬
恭
の
意
を
紓ゆ

る

め
ん
と
欲
せ
し
と
き
、

会
た
ま
た
ま

博
士
の
鹿
優

等 

礼
は
此
く
の
如
し
と
奏
す
。
故
に
以
下
を
写
す
。
国
を
開
き
家
を
承
く
る
は
、
礼
制
を
顧
迫
す
べ
し
。
惟
れ
侯
が

心
に
存
す
る
は
、
吾
と
之
を
同
じ
う
す
」
と
。 

博
士
の
鹿
優
・
韓
蓋
等
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
礼
に
、
公
子
は
先
君
を
禰
（
父
の
み
た
ま
や
）
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
公
子
の
子
は
諸
侯
を
祖
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
あ
る
が
⑨
、
こ
れ
は
、
そ
の
廟
を

立
て
て
祭
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
礼
に
は
ま
た
「
庶
子
（
非
嫡
子
）
は
宗
廟
を
祭
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
も
あ
る
⑩
、
と
。
文
帝
（
当
時
は
魏
王
）
の
詔
に
い
う
。「
月
二
十
八
日
の
上
表
を
落
手
し
て
、
侯
（
臨

淄
侯
で
あ
る
曹
植
）
が
衷
心
な
る
真
情
か
ら
、
先
王
を
河
上
に
祭
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
上
表

を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
仔
細
に
読
む
と
、
悲
痛
な
思
い
が
切
々
と
迫
っ
て
き
て
、
い
ざ
贈
り
物
を
送
っ
て
侯
の
敬
恭

の
思
い
を
慰
撫
し
よ
う
と
し
た
矢
先
、
ち
ょ
う
ど
博
士
の
鹿
優
等
が
、
礼
で
は
こ
う
な
っ
て
い
る
と
上
奏
し
て
き
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
以
下
の
と
お
り
書
す
。
国
を
開
き
家
を
継
い
だ
者
は
、
礼
の
制
度
を
厳
正
に
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
、
侯
が
心
に
念
じ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
も
こ
れ
を
共
有
し
て
い
る
、
と
」
。 

  

こ
こ
に
記
さ
れ
た
出
来
事
は
、
前
掲
の
文
帝
曹
丕
が
行
っ
た
曹
植
に
対
す
る
特
別
待
遇
と
、
そ
の
結
果
こ
そ
正
反
対
で
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は
あ
る
も
の
の
、
次
の
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
曹
植
の
境
遇
や
言
動
に
対
し
て
、
曹
丕
が
心
情
的
に
寄

り
添
お
う
と
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
、
朝
廷
に
仕
え
る
博
士
た
ち
が
こ
れ
を
冷
徹
に
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

筆
者
は
当
初
、
こ
の
魏
王
曹
丕
の
発
し
た
公
文
書
を
読
ん
で
、
彼
は
弟
を
押
さ
え
つ
け
る
た
め
に
博
士
の
言
葉
を
援
用
し

て
い
る
の
か
と
疑
っ
た
。
弟
曹
植
を
冷
遇
し
続
け
る
、
為
政
者
と
し
て
は
二
流
ど
こ
ろ
の
兄
曹
丕
、
と
い
う
自
身
の
固
定
観

念
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
黄
初
年
間
の
曹
植
の
詩
文
を
精
読
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の

間
の
文
帝
曹
丕
の
動
向
に
補
助
線
を
引
い
て
み
た
と
き
、
始
め
て
そ
の
自
ら
の
曹
丕
像
に
歪
み
が
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。

歪
み
は
矯
め
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
い
と
、
彼
ら
の
生
き
た
実
相
が
見
え
て
こ
な
い
で
は
な
い
か
。 

 

こ
う
考
え
て
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
曹
植
作
品
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
限
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
中
か
ら
も
、
か
つ
て
感

じ
た
こ
と
の
な
い
色
味
を
示
す
い
く
つ
か
の
表
現
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
黄
初
年
間
中
の
作
「
鼙
舞
歌
・

聖
皇
篇
」（
『
宋
書
』
巻
二
十
二
・
楽
志
四
）
の
、
聖
な
る
皇
帝
の
即
位
を
慶
賀
し
た
後
に
続
く
次
の
よ
う
な
辞
句
で
あ
る
。 

 

三
公
奏
諸
公
、
不
得
久
淹
留
。
蕃
位
任
至
重
、
旧
章
咸
率
由
⑪
。
侍
臣
省
文
奏
、
陛
下
体
仁
慈
。
沈
吟
有
愛
恋
、
不
忍

聴
可
之
。
迫
有
官
典
憲
、
不
得
顧
恩
私
。
諸
王
当
就
国
、
璽
綬
何
累
縗
（
三
公
奏
す
ら
く
「
諸
公
は
、
久
し
く
淹
留
す

る
を
得
ず
。
蕃
位 

任
は
至
っ
て
重
け
れ
ば
、
旧
章
に
咸み

な

率
し
た
が

ひ
由
る
べ
し
」
と
。
侍
臣 

文
を
省し

ら

べ
て
奏
す
れ
ど
、
陛

下
は
体
仁
慈
な
り
。
沈
吟
し
て
愛
恋
す
る
有
り
、
聴
き
て
之
を
可
と
す
る
に
忍
び
ず
。
官
の
典
憲
有
る
に
迫
ら
れ
て
、

恩
私
を
顧
み
る
を
得
ず
。
諸
王 

国
に
就
く
に
当
た
り
て
、
璽
綬 

何
ぞ
累
縗
た
る
）
。 

三
公
（
太
尉
・
司
徒
・
司
空
）
か
ら
次
の
よ
う
な
奏
上
が
あ
っ
た
。「
諸
公
は
、
い
つ
ま
で
も
都
に
留
ま
っ
て
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
封
建
諸
侯
と
し
て
の
任
務
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
か
ら
、
旧
法
に
全
面
的
に
則
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
封
土
へ
赴
く
べ
き
で
あ
る
」
と
。
近
侍
の
臣
下
た
ち
は
、
そ
の
文
章
を
精
査
し
て
皇
帝
の
閲
読
に
供
し
た
が
、
陛

下
は
生
来
、
気
持
ち
の
優
し
い
質
で
あ
っ
て
、
骨
肉
へ
の
愛
着
の
気
持
ち
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
ん
で
決
断
で
き

ず
、
そ
の
奏
上
を
聴
き
入
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
役
人
た
ち
の
示
す
典
範
に
迫
ら
れ
て
、
私
心

よ
り
出
る
恩
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
か
く
し
て
、
諸
王
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
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そ
の
爵
位
を
示
す
印
綬
の
な
ん
と
盛
大
に
光
り
輝
い
て
い
る
こ
と
か
。 

  

こ
の
楽
府
作
品
は
、
漢
代
の
「
鼙
舞
歌
・
章
和
二
年
中
」
を
踏
襲
し
、
後
漢
章
帝
の
章
和
二
年
（
八
八
）
に
起
こ
っ
た
出

来
事
に
そ
の
ま
ま
依
拠
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
⑫
、
そ
の
内
容
に
魏
王
朝
な
ら
で
は
の
要
素
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
は
、
魏
王
朝
の
成
立
と
同
時
に
、
曹
植
ら
諸
侯
が
そ
れ
ぞ
れ
の
封
土
に
赴
か
さ
れ
た
こ
と
を
歌

う
も
の
と
見
て
、
十
中
八
九
間
違
い
あ
る
ま
い
。
す
る
と
、
こ
こ
に
登
場
す
る
皇
帝
と
は
文
帝
曹
丕
そ
の
人
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
皇
帝
は
、
周
囲
の
重
臣
や
侍
臣
た
ち
に
迫
ら
れ
て
、
弟
た
ち
を
都
か
ら
各
地
へ
送
り
出
す
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
と
、
そ
う
曹
植
は
詠
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
魏
志
』
本
伝
を
見
る
限
り
、
ま
る
で
文
帝
自
身
の

強
い
意
向
に
よ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
こ
の
一
件
で
さ
え
、
少
な
く
と
も
曹
植
の
目
が
捉
え
た
現
実
は
こ
の
と
お
り
だ

っ
た
の
で
あ
る
⑬
。
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
曹
植
の
希
望
的
主
観
と
ば
か
り
は
言
え
ま
い
。
前
述
の
と
お
り
、
そ
の
後
の
文
帝

は
曹
植
の
苦
境
を
幾
度
と
な
く
救
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
曹
丕
の
事
蹟
か
ら
推
し
測
っ
て
、
こ
の
よ
う

に
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
こ
こ
に
見
え
て
い
る
皇
帝
の
姿
は
、
先
に
そ
の
素
描
を
示
し
た
新
た
な
曹
丕
像
と
よ
く
重
な
り
合
う
。
曹
丕
は
た

し
か
に
、
優
柔
不
断
な
、
私
情
に
流
さ
れ
が
ち
な
、
為
政
者
と
し
て
は
そ
の
任
に
堪
え
得
な
い
質
の
人
間
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
彼
が
そ
う
し
た
態
度
を
取
ろ
う
と
す
る
そ
の
背
後
に
は
、
皇
帝
の
意
向
よ
り
も
強
い
発
言
力
を
持
つ
臣
下

た
ち
の
存
在
が
あ
る
。
ま
た
、
皇
帝
の
思
い
を
得
手
勝
手
に
忖
度
し
、
諸
王
た
ち
の
言
動
を
虚
実
取
り
混
ぜ
て
事
細
か
に
報

告
し
、
そ
れ
で
主
君
の
歓
心
を
買
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
連
中
も
い
る
。
彼
ら
は
い
っ
た
い
何
を
企
図
し
て
そ
う
し

た
言
動
に
至
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
中
世
初
頭
、
曹
魏
王
朝
と
い
う
歴
史
的
階
梯
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
そ

う
し
た
こ
と
を
視
野
に
入
れ
な
い
限
り
、
文
帝
曹
丕
の
為
政
者
と
し
て
の
為
人
も
、
ま
た
結
果
と
し
て
彼
の
差
配
に
そ
の

生
涯
を
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
曹
植
ら
弟
た
ち
の
境
遇
も
、
そ
の
実
態
を
過
不
足
な
く
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
の
と
こ
ろ
見
通
せ
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
先
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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三 

  

以
上
を
要
す
る
に
、
曹
植
ら
諸
王
に
対
す
る
魏
王
朝
の
冷
遇
は
、
そ
の
中
枢
に
あ
る
文
帝
曹
丕
の
意
向
に
出
る
も
の
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
周
辺
に
蝟
集
す
る
者
た
ち
の
様
々
な
思
惑
が
複
合
的
に
絡
ま
り
合
っ
て
作
用
し
た
結
果
と

見
る
の
が
実
態
に
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
う
し
た
王
朝
の
実
情
は
、
か
か
る
厄
難
を
被
る
側
に
あ
っ
た
曹
植
に

ど
こ
ま
で
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
は
多
く
曹
植
自
身
の
記
述
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
理
の
当
然
と
し
て
、
彼
は
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
と
言
え
は
す
る
の
だ
が
、
そ
の
心
情
と
し
て
は
本
当
の

と
こ
ろ
ど
う
だ
っ
た
か
。
と
い
う
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
「
黄
初
六
年
令
」
に
、
黄
初
四
年
（
二
二
三
）
に
雍
丘
王
と
な
っ

て
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
三
年
間
、
つ
い
に
監
官
の
摘
発
す
る
所
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
曹
植
は
歓
喜
と
と
も
に

「
信
心
足
以
貫
於
神
明
也
（
信
心
の
以
て
神
明
を
貫
く
に
足
る
な
り
）
」
、「
固
精
誠
⑭
可
以
動
天
地
金
石
、
何
況
於
人
乎
（
固

よ
り
精
誠
の
以
て
天
地
金
石
を
動
か
す
可
し
、
何
ぞ
況
ん
や
人
に
於
い
て
を
や
）
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
身
の

潔
白
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
を
奇
跡
だ
と
ま
で
言
う
こ
の
表
現
は
、
自
身
の
処
遇
に
係
る
最
終
判
断
を
下
す
べ
き
文
帝
の
真

意
が
、
曹
植
か
ら
は
今
ひ
と
つ
明
瞭
に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
以
下
、
曹
植
詩
の
一
端
を
取
り
上
げ
、

そ
の
中
に
彼
の
曹
丕
に
対
す
る
正
直
な
思
い
を
探
っ
て
み
た
い
。 

 

曹
植
の
詩
に
は
、
暗
に
曹
丕
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
表
現
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
例

と
し
て
、
ま
ず
『
文
選
』
巻
二
十
九
所
収
「
雑
詩
六
首
」
の
其
一
を
取
り
上
げ
よ
う
。
訓
み
下
し
は
省
略
す
る
。 

 

高
台
多
悲
風 

 

高
く
そ
び
え
る
楼
台
に
悲
し
げ
な
風
が
ひ
ど
く
吹
き
つ
け
、 

朝
日
照
北
林 

 

朝
日
が
北
の
林
を
照
ら
し
て
い
る
。 

之
子
在
万
里 

 

一
方
、
こ
の
人
は
都
か
ら
万
里
も
隔
て
ら
れ
た
彼
方
に
い
て
、 

江
湖
迥
且
深 

 

江
湖
の
広
が
る
そ
の
地
は
、
遠
く
か
つ
深
く
分
け
入
っ
た
先
に
あ
る
。 

方
舟
安
可
極 

 

舟
を
泛
べ
て
も
、
ど
う
し
て
そ
こ
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。 
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離
思
故
難
任 

 

離
別
し
た
人
へ
の
思
い
は
も
と
よ
り
耐
え
難
い
も
の
だ
け
れ
ど
。 

孤
雁
飛
南
遊 

 

つ
れ
あ
い
を
失
っ
た
雁
が
南
の
空
を
飛
び
回
り
、 

過
庭
長
哀
吟 

 

わ
が
庭
を
よ
ぎ
っ
て
悲
し
げ
な
鳴
き
声
を
長
く
引
く
。 

翹
思
慕
遠
人 

 

遠
く
に
い
る
人
を
慕
っ
て
、
私
は
思
い
を
空
高
く
か
か
げ
、 

願
欲
託
遺
音 

 

鳥
の
残
し
た
鳴
き
声
に
託
し
て
こ
の
思
い
を
送
り
届
け
た
い
と
願
う
。 

形
影
忽
不
見 

 

け
れ
ど
、
鳥
の
姿
も
影
も
あ
っ
と
い
う
間
に
見
え
な
く
な
っ
て
、 

翩
翩
傷
我
心 

 
ひ
ら
ひ
ら
と
翻
る
幻
影
を
追
い
つ
つ
、
私
の
胸
は
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
だ
。 

  

本
詩
が
詠
ず
る
の
は
、
遠
い
南
方
に
い
る
親
し
い
者
へ
の
思
慕
の
情
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
慕
の
対
象
と
は
、
先
人

が
説
く
と
お
り
⑮
、
当
時
、
呉
王
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
曹
彪
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
、
前
章
で
も
触
れ
た
「
贈

白
馬
王
彪
」
詩
の
中
で
、
曹
植
が
「
離
別
永
無
会
、
執
手
将
何
時
（
離
別
せ
ば
永
く
会
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
、
手
を
執
る
は
将は

た
何
れ
の
時
ぞ
）
」
、「
王
其
愛
玉
体
、
倶
享
黄
髪
期
（
王
よ
其
れ
玉
体
を
愛
せ
よ
、
倶
に
黄
髪
の
期
を
享う

け
ん
）
」
と
の
言
葉

と
と
も
に
、
涙
を
振
り
払
っ
て
別
れ
た
異
母
弟
で
あ
る
。
彼
ら
兄
弟
は
、
そ
の
帰
途
を
共
に
す
る
こ
と
さ
え
も
阻
止
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
句
目
の
「
高
台
多
悲
風
」
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
曹
植
「
野
田
黄
雀
行
」（
『
楽
府
詩
集
』

巻
三
十
九
）
の
冒
頭
に
も
、「
高
樹
多
悲
風
（
高
樹
に
悲
風
多
し
）
」
と
の
類
似
句
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
楽
府
詩
は
、
魏
王
曹

丕
に
よ
る
丁
儀
・
丁
廙
兄
弟
の
誅
殺
を
背
景
に
作
ら
れ
た
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
⑯
。
す
る
と
、
そ
の
冒
頭
句
を
ほ
と
ん

ど
共
有
し
て
い
る
本
「
雑
詩
」
も
、
曹
魏
政
権
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ
て
い
る
者
に
心
を
傷
め
る
詩
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
思
え
ば
、
呉
王
曹
彪
は
、
魏
王
朝
の
対
諸
王
政
策
に
よ
り
、
中
原
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
で
孤
絶
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
彼
を
思
い
遣
っ
て
詠
ず
る
本
詩
が
、
そ
の
冒
頭
に
か
の
「
野
田
黄
雀
行
」
を
想
起
さ
せ
る

句
を
置
い
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
意
を
以
て
構
え
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
「
高
台
」
は
、
魏
王
朝
の
総
体
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
更
に
言
え
ば
、
曹
植
の
目
に
は
、
こ
の
高
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楼
に
文
帝
曹
丕
の
影
が
重
な
っ
て
見
え
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
詩
の
第
二
句
に
は
、
曹
丕
作
の
歌

辞
に
共
通
す
る
語
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
朝
日
照
北
林
」
の
「
朝
日
」
は
、
語
義
こ
そ
ず
れ

る
が
、
曹
丕
作
の
「
善
哉
行
」
（
『
宋
書
』
巻
二
十
一
・
楽
志
三
）
に
「
朝
日
楽
相
楽
（
朝
日 

楽
し
み
て
相
楽
し
む
）
」
と

見
え
、
「
北
林
」
⑰
は
、
「
朝
游
高
台
観
（
朝
に
高
台
観
に
游
ぶ
）
」
を
冒
頭
に
置
く
曹
丕
「
善
哉
行
」
（
『
宋
書
』
楽
志
三
）

に
も
、「
飛
鳥
翻
翔
舞
、
悲
鳴
集
北
林
（
飛
鳥
は
翻
翔
し
て
舞
ひ
、
悲
鳴
し
て
北
林
に
集
ま
る
）
」
と
見
え
て
い
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
曹
丕
の
「
善
哉
行
」
二
首
は
、
制
作
年
は
不
明
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
宴
席
で
歌
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
内
容

で
あ
り
、
し
か
も
、
曹
丕
は
黄
初
七
年
（
二
二
六
）
に
亡
く
な
る
の
で
、
曹
植
の
こ
の
「
雑
詩
」
の
成
立
が
、
前
掲
の
曹
丕

の
歌
辞
に
先
ん
じ
る
可
能
性
は
低
い
。
む
し
ろ
、
黄
初
四
年
、
兄
弟
た
ち
と
共
に
都
に
呼
び
出
さ
れ
た
曹
植
が
、
宮
中
で
演

奏
さ
れ
る
曹
丕
の
歌
辞
を
耳
に
し
て
い
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

曹
植
の
「
雑
詩
六
首
」
其
一
は
、
第
一
義
的
な
主
題
と
し
て
は
、
遠
方
に
隔
て
ら
れ
た
人
へ
の
思
い
を
詠
ず
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
、
そ
の
ひ
た
す
ら
な
離
別
の
情
は
、
冒
頭
二
句
に
配
せ
ら
れ
た
表
現
に
よ
り
、
そ
う
し
た
情
況
を
作
り
出
し
た
現

王
朝
と
、
そ
れ
を
差
配
し
て
い
る
は
ず
の
文
帝
へ
の
疑
念
と
い
う
、
そ
こ
は
か
と
な
い
影
を
纏
う
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と

解
釈
し
得
る
。 

 

さ
て
、
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
『
玉
台
新
詠
』
巻
二
所
収
「
雑
詩
五
首
」
其
四
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
一
見
し
た

と
こ
ろ
、
夫
と
の
離
別
を
悲
し
み
、
愛
情
の
復
活
を
希
求
す
る
女
性
の
心
情
を
詠
ず
る
閨
怨
詩
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
曹

植
の
曹
丕
に
対
す
る
思
い
を
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
全
文
を
、
通
釈
と
共
に
提
示
し
よ
う
。
訓
み
下

し
は
省
略
す
る
。 

 

攬
衣
出
中
閨 

 

衣
を
手
に
取
り
、
奥
の
部
屋
を
出
て
、 

逍
遥
歩
両
楹 

 

二
つ
の
柱
の
間
を
さ
ま
よ
い
歩
く
。 

閑
房
何
寂
寞 

 

ひ
っ
そ
り
と
し
た
脇
部
屋
の
な
ん
と
も
の
寂
し
げ
な
こ
と
だ
ろ
う
。 

緑
草
被
階
庭 

 

緑
の
草
が
、
階
や
庭
一
面
を
被
っ
て
繁
茂
し
て
い
る
。 
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空
室
自
生
風 

 

空
っ
ぽ
の
部
屋
に
は
自
ず
か
ら
風
が
立
ち
、 

百
鳥
翔
南
征 

 

た
く
さ
ん
の
鳥
た
ち
が
羽
ば
た
い
て
南
の
方
へ
飛
ん
で
ゆ
く
。 

春
思
安
可
忘 

 

あ
な
た
を
思
う
気
持
ち
は
ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。 

憂
慼
与
我
并 

 

憂
い
悲
し
み
が
私
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。 

佳
人
在
遠
道 

 

良
き
人
は
遠
い
道
の
彼
方
に
い
て
、 

妾
身
独
単
煢 

 

私
だ
け
が
ぽ
つ
ん
と
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
す
。 

懽
会
難
再
遇 

 
楽
し
か
っ
た
逢
瀬
に
は
再
び
め
ぐ
り
合
う
こ
と
は
難
し
く
、 

蘭
芝
不
重
栄 

 
め
で
た
き
蘭
や
霊
芝
も
重
ね
て
花
開
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

人
皆
棄
旧
愛 

 

人
は
皆
、
昔
か
ら
の
情
愛
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
、 

君
豈
若
平
生 

 

あ
な
た
も
ど
う
し
て
昔
の
よ
う
で
あ
ら
れ
ま
し
ょ
う
。 

寄
松
為
女
蘿 

 

私
は
、
松
に
身
を
寄
せ
る
ヒ
メ
カ
ズ
ラ
、 

依
水
如
浮
萍 

 

水
に
身
を
委
ね
る
浮
草
の
よ
う
で
す
。 

束
身
奉
衿
帯 

 

身
を
慎
ん
で
妻
の
道
に
励
み
、 

朝
夕
不
堕
傾 

 

朝
な
夕
な
に
落
ち
度
が
な
い
よ
う
努
め
ま
す
。 

儻
願
終
顧
盼 

 

も
し
も
最
後
ま
で
目
を
か
け
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、 

永
副
我
中
情 

 

永
遠
に
私
の
真
心
を
尽
く
し
て
お
そ
ば
に
お
仕
え
い
た
し
ま
す
。 

  

典
型
的
な
閨
怨
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
取
る
本
詩
が
、
な
ぜ
兄
へ
の
思
い
を
詠
じ
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
か
。
決
め
手
は
、
妻

が
自
ら
の
境
遇
を
た
と
え
た
「
寄
松
為
女
蘿
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
毛
詩
』
小
雅
「
頍
弁
」
に
い
う
「
豈
伊
異
人
、
兄
弟

匪
他
。
蔦
与
女
蘿
、
施
于
松
柏
（
豈
に
伊こ

れ
異
人
な
ら
ん
や
、
兄
弟
に
し
て
他
に
匪あ

ら

ず
。
蔦
と
女
蘿
と
、
松
柏
に
施し

く
）
」

を
踏
ま
え
た
表
現
で
、
そ
こ
で
の
女
蘿
と
松
と
は
、
兄
弟
の
絆
の
深
さ
を
た
と
え
る
暗
喩
で
あ
る
。
「
女
蘿
」
と
言
え
ば
、

『
文
選
』
巻
二
十
九
「
古
詩
十
九
首
」
其
八
に
い
う
「
与
君
為
新
婚
、
兎
絲
附
女
蘿
（
君
と
新
婚
を
為
す
こ
と
、
兔
絲
の
女
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蘿
に
附
く
が
ご
と
し
）
」
も
想
起
さ
れ
る
が
、
曹
植
詩
に
詠
わ
れ
た
女
蘿
は
松
に
身
を
寄
せ
て
い
る
の
で
、
前
掲
の
『
毛
詩
』

を
直
に
踏
ま
え
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。
す
る
と
、
も
し
本
詩
に
い
う
「
妾
」
が
作
者
曹
植
の
自
己
仮
託
だ
と
す
れ

ば
、
「
佳
人
」
「
君
」
は
曹
丕
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

更
に
言
え
ば
、
詩
中
に
見
え
る
「
蘭
芝
」
は
、
治
世
の
安
定
に
感
応
し
て
生
ず
る
霊
草
で
あ
り
⑱
、
ま
た
、
昔
を
振
り
返

っ
て
い
う
「
君
豈
若
平
生
（
君
豈
に
平
生
の
若
く
な
ら
ん
や
）
」
と
い
う
句
も
見
え
て
い
る
の
で
、
本
詩
に
詠
わ
れ
た
「
佳

人
」
と
は
、
す
で
に
魏
の
文
帝
と
し
て
即
位
し
て
後
の
曹
丕
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
句
は
、
前
句
「
人

皆
棄
旧
愛
（
人
は
皆
棄
旧
愛
を
（
人
は
皆 

旧
愛
を
棄
つ
）
」
を
受
け
て
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
曹
植
は
こ
の
時
点

で
、
文
帝
と
し
て
即
位
し
た
兄
曹
丕
の
こ
と
を
、
自
分
が
よ
く
知
る
か
つ
て
の
兄
と
は
異
な
る
、
遠
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
人
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
再
び
彼
の
恩
情
を
求
め
て
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
、
文
帝
曹
丕
に
対
す
る
曹
植
の
心
情
が
窺
わ
れ
る
詩
の
一
端
を
示
し
た
が
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
二
首
の
詩
は
い

ず
れ
も
、
彼
が
王
朝
内
部
の
事
情
を
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ゆ
る
ぎ
な
い
信
頼
感
に

は
程
遠
い
、
相
手
の
真
意
が
見
え
な
い
不
安
感
を
隠
微
に
吐
露
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

  
 

 
 

 

む
す
び
に
か
え
て 

  

魏
の
文
帝
と
し
て
即
位
し
て
か
ら
の
曹
丕
は
、
表
向
き
に
は
頻
繁
な
転
封
な
ど
、
曹
植
に
対
し
て
酷
薄
と
も
言
え
る
処

遇
を
繰
り
返
す
一
方
、
拙
論
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
王
朝
内
部
で
は
、
幾
度
も
そ
の
苦
境
か
ら
彼
を
救
い
出
す
措
置
を
講
じ

た
。
そ
れ
だ
け
に
、
曹
植
に
は
曹
丕
の
真
意
が
読
み
取
り
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
ら

の
少
年
時
代
は
、
親
密
な
愛
情
で
満
た
さ
れ
た
、
至
っ
て
幸
福
な
家
庭
環
境
の
中
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
往
年
の
兄
弟
関
係
と
引
き
比
べ
、
現
在
の
境
遇
の
過
酷
さ
が
一
層
苛
烈
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。 

 

『
魏
志
』
巻
二
十
・
武
文
世
王
公
伝
に
よ
れ
ば
、
曹
操
に
は
二
十
五
人
の
息
子
が
い
た
と
い
う
が
、
こ
れ
に
娘
た
ち
も
合
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わ
せ
れ
ば
、
相
当
な
人
数
の
子
ど
も
た
ち
が
同
一
敷
地
内
で
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
夭
折
し
た
者
も
少
な

く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
気
の
置
け
な
い
子
ど
も
た
ち
同
士
、
賑
や
か
な
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
加
え
て
曹

操
は
、
曹
休
や
曹
真
な
ど
、
一
族
の
子
で
親
を
失
っ
た
者
た
ち
を
積
極
的
に
家
族
の
一
員
に
迎
え
入
れ
、
我
が
子
同
然
に
育

て
て
い
る
（
『
魏
志
』
巻
九
・
諸
夏
侯
曹
伝
）
。
こ
う
し
た
育
児
環
境
は
、
旧
中
国
の
大
家
族
制
度
に
あ
っ
て
は
常
識
的
な
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
も
し
か
し
た
ら
曹
操
は
、
将
来
へ
の
布
石
と
し
て
、
血
縁
関
係
を
基
礎
に
置
く
強
靭
な
協

力
体
制
を
、
幼
少
期
の
頃
か
ら
、
そ
の
日
常
の
中
で
構
築
さ
せ
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

曹
操
の
在
世
当
時
、
曹
丕
・
曹
植
兄
弟
の
間
柄
が
至
っ
て
親
密
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
次
に
示
す
曹
植

「
離
思
賦
」
序
（
『
藝
文
類
聚
』
巻
二
十
一
）
に
、 

 

建
安
十
六
年
、
大
軍
西
討
馬
超
、
太
子
留
監
国
、
植
時
従
焉
。
意
有
懐
恋
、
遂
作
離
思
之
賦
。 

建
安
十
六
年
（
二
一
一
）
、
大
軍
は
西
の
か
た
馬
超
を
討
つ
に
、
太
子
は
監
国
に
留
ま
り
、
植
は
時
に
焉こ

れ
に
従
ふ
。

意
に
懐
恋
有
り
、
遂
に
「
離
思
の
賦
」
を
作
る
。 

 

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
十
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
二
十
歳
で
あ
っ
た
曹
植
は
、
関
中
の
馬
超
を
討
伐
す
る
た

め
、
曹
操
の
率
い
る
大
軍
に
従
っ
て
い
た
が
、
時
に
曹
丕
は
本
拠
地
で
あ
る
冀
州
の
留
守
を
守
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

と
同
じ
機
会
に
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
曹
丕
の
「
感
離
賦
」
序
（
『
藝
文
類
聚
』
巻
三
十
）
に
は
、「
建
安
十
六
年
、
上
西
征
、

余
居
守
、
老
母
諸
弟
皆
従
。
不
勝
思
慕
、
乃
作
賦
（
建
安
十
六
年
、
上
の
西
征
す
る
と
き
、
余
は
居
守
し
、
老
母
諸
弟
は
皆

従
ふ
。
思
慕
に
勝
へ
ず
、
乃
ち
賦
を
作
る
）
」
と
あ
る
。
兄
を
思
慕
し
て
已
ま
な
い
弟
に
対
し
て
、
ひ
と
り
国
に
留
ま
る
兄

の
方
は
、
父
に
付
き
従
う
家
族
た
ち
の
皆
に
恋
慕
の
情
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
曹
氏
一
家
の
本
来
的
な
姿
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
魏
王
朝
の
成
立
と
同
時
に
暗
転
し
、
家
族
を
結
び
合
わ
せ
て
い
た
糸
は
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
見
通
し
と
し
て
述
べ
た
と
お
り
、
曹
丕
の
為
政
者
と
し
て
の
力
量
不
足
と
ば
か
り
は
言
え

な
い
、
魏
王
朝
な
ら
で
は
の
事
情
が
引
き
起
こ
し
た
、
不
幸
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
成
り
行
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
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推
し
測
ら
れ
る
。 

 
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
唆
す
る
作
品
と
し
て
、
次
に
示
す
曹
植
の
楽
府
詩
（
『
太
平
御
覧
』
巻
七
六
六
）
が
あ
る
。 

 
膠
漆
至
堅 

 

膠
に
か
わ

と
漆

う
る
し

と
は
、
こ
の
上
な
く
堅
固
に
結
び
あ
う
も
の
で
す
が
、 

浸
之
則
離 

 

こ
れ
を
水
に
浸
し
た
な
ら
ば
、
離
れ
離
れ
に
な
り
ま
す
。 

皎
皎
素
絲 

 

白
く
輝
く
、
ま
っ
さ
ら
な
絹
糸
も
、 

随
染
色
移 

 
染
め
る
に
し
た
が
っ
て
色
が
移
っ
て
ゆ
き
ま
す
。 

君
不
我
棄 

 

あ
な
た
様
が
私
を
お
見
捨
て
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、 

讒
人
所
為 

 

讒
言
す
る
者
た
ち
の
せ
い
で
私
た
ち
は
引
き
裂
か
れ
た
の
で
す
。 

  

本
作
品
は
、「
膠
漆
」「
素
絲
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
、
寵
愛
を
失
っ
た
女
性
の
怨
み
を
歌
う
楽
府
詩
と
見
ら
れ
る
が
、
更

に
、
こ
の
閨
怨
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
仮
託
し
て
、
君
臣
関
係
の
難
し
さ
を
詠
じ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
読
め
る
。
制
作
時
期
は

未
詳
な
が
ら
、
そ
の
主
題
か
ら
、
曹
丕
が
魏
の
文
帝
と
し
て
即
位
し
て
以
降
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
そ

う
し
た
作
品
の
中
で
、
自
分
と
君
主
と
の
間
を
引
き
裂
い
た
の
は
、
第
三
者
の
讒
言
な
の
だ
と
曹
植
は
詠
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
曹
植
の
示
唆
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
今
し
ば
ら
く
、
曹
魏
王
朝
の
成
り
立
ち
や
人
的
構
成
な
ど
を
押
さ
え
、

そ
の
中
に
曹
氏
兄
弟
の
動
向
を
位
置
付
け
る
考
察
を
継
続
し
て
ゆ
き
た
い
。 

 

注 ① 

臨
淄
侯
曹
植
が
封
土
に
赴
い
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
黄
初
年
間
に
お
け
る
曹
植
の
動
向
」
（
『
県
立
広
島
大
学
地

域
創
生
学
部
紀
要
』
第
二
号
、
二
〇
二
三
年
）
で
詳
し
く
検
討
し
た
。 

②
曹
彰
と
曹
植
と
で
は
、
封
土
に
赴
い
た
時
期
が
異
な
る
と
推
測
さ
れ
る
。
詳
細
は
、
前
掲
論
文
①
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

③
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
曹
植
「
贈
丁
儀
」
詩
小
考
」（
『
林
田
愼
之
助
博
士
傘
寿
記
念
三
国
志
論
集
』
汲
古
書
院
、
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二
〇
一
二
年
）
の
第
三
章
で
論
及
し
た
。 

④
津
田
資
久
「
『
魏
略
』
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
史
朋
』
第
三
一
号
、
一
九
九
八
年
）
、
及
び
拙
論
「
『
魏
略
』
の
撰
者
、
魚
豢

の
思
想
」
（
『
狩
野
直
禎
先
生
米
寿
記
念
三
国
志
論
集
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

⑤
前
掲
注
③
の
拙
論
第
三
章
で
述
べ
た
。 

⑥
監
国
謁
者
を
始
め
、
魏
王
朝
に
お
け
る
諸
王
政
策
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
津
田
資
久
「
曹
魏
至
親
諸
王
攷―

『
魏
志
』
陳

思
王
植
伝
の
再
検
討
を
中
心
と
し
て―

」
（
『
史
朋
』
三
八
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）
第
三
章
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い

る
。 

⑦
こ
の
一
件
、
及
び
続
く
一
段
に
記
し
た
こ
と
の
詳
細
は
、
前
掲
注
①
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

⑧
「
寮
」
字
、
『
曹
集
詮
評
』
は
「
師
」
に
作
る
。
『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十
四
に
拠
っ
て
改
め
る
。 

⑨
『
儀
礼
』
喪
服
に
い
う
「
諸
侯
之
子
、
称
公
子
。
公
子
不
得
禰
先
君
。
公
子
之
子
、
称
公
孫
。
公
孫
不
得
祖
諸
侯
（
諸
侯

の
子
は
、
公
子
と
称
す
。
公
子
は
先
君
を
禰
と
す
る
を
得
ず
。
公
子
の
子
は
、
公
孫
と
称
す
。
公
孫
は
諸
侯
を
祖
と
す
る

を
得
ず
）
」
を
踏
ま
え
る
。 

⑩
『
礼
記
』
喪
服
小
記
に
い
う
「
庶
子
不
祭
祖
者
、
明
其
宗
也
（
庶
子
が
祖
を
祭
ら
ざ
る
は
、
そ
の
宗
を
明
ら
か
に
す
る
な

り
）
」
を
指
す
か
。 

⑪
こ
の
句
が
踏
ま
え
る
『
毛
詩
』
大
雅
「
仮
楽
」
に
い
う
「
不
愆
不
忘
、
率
由
旧
章
（
愆
た
ず
忘
れ
ず
、
旧
章
に
率
ひ
由
る
）
」

は
、
曹
植
「
責
躬
詩
」
（
『
文
選
』
巻
二
十
）
で
も
、
「
万
邦
既
化
、
率
由
旧
則
。
広
命
懿
親
、
以
藩
王
国
（
万
邦
既
に
化

し
、
旧
則
に
率
ひ
由
る
。
広
く
懿
親
に
命
じ
、
以
て
王
国
に
藩
た
ら
し
む
）
」
と
、
同
様
の
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
曹
植
「
鼙
舞
歌
・
聖
皇
篇
」
が
、
事
実
上
、
曹
魏
王
朝
の
こ
と
を
指
し
て
詠
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
裏
付
け
る
傍
証
と
も
な
り
得
る
。
な
お
、
詩
は
こ
の
重
要
な
典
故
表
現
を
配
置
し
た
と
こ
ろ
で
換
韻
し
、
一
段
落
が
収

束
す
る
。 

⑫
詳
細
は
、
拙
論
「
漢
代
鼙
舞
歌
辞
考―

曹
植
「
鼙
舞
歌
」
五
篇
を
媒
介
と
し
て
」（
『
中
国
文
化
』
第
七
三
号
、
二
〇
一
五

年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
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⑬
津
田
資
久
「
『
魏
志
』
の
帝
室
衰
亡
叙
述
に
見
え
る
陳
寿
の
政
治
意
識
」
（
『
東
洋
学
報
』
第
八
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
三

年
）
は
、
『
三
国
志
』
に
認
め
ら
れ
る
史
実
の
改
変
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
当
代
的
問
題
に
対
す
る
編
者
陳
寿
の
政
治
意
識

に
由
来
す
る
と
論
じ
て
い
る
。 

⑭
「
誠
」
字
、
『
曹
集
詮
評
』
は
「
神
」
に
作
る
。
『
文
館
詞
林
』
巻
六
九
五
に
拠
っ
て
改
め
る
。 

⑮
黄
節
『
曹
子
建
詩
註
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
六
年
重
印
）
一
一
頁
に
、
清
の
陳
祚
明
『
采
菽
堂
古
詩
選
』
巻
六
の
説
を

引
い
て
、
本
詩
に
い
う
「
之
子
」
は
、
黄
初
三
年
、
呉
王
に
遷
っ
た
曹
彪
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
る
ほ
か
、
余
冠

英
『
三
曹
詩
選
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
第
一
版
）
も
同
様
の
説
を
取
る
。 

⑯
黄
節
前
掲
書
九
八
頁
を
始
め
、
多
く
の
先
人
が
こ
の
説
を
取
る
。
妥
当
と
判
断
さ
れ
る
。 

⑰
こ
の
語
は
、
『
毛
詩
』
秦
風
「
晨
風
」
に
「
鴥
彼
晨
風
、
鬱
彼
北
林
（
鴥
た
る
彼
の
晨
風
、
鬱
た
る
彼
の
北
林
）
」
、
毛
伝

に
「
先
君
招
賢
人
、
賢
人
往
之
、
駃
疾
如
晨
風
之
飛
入
北
林
（
先
君
は
賢
人
を
招
き
、
賢
人
は
之
に
往
き
、
駃
疾
た
る
こ

と
晨
風
の
飛
び
て
北
林
に
入
る
が
如
し
）
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
、
君
主
に
召
さ
れ
た
人
々
が
集
う
場
所
を
い
う
。 

⑱
『
文
選
』
巻
十
一
、
王
延
寿
「
魯
霊
光
殿
賦
」
の
李
善
注
に
引
く
『
礼
斗
威
儀
』
に
「
君
乗
金
而
王
、
其
政
平
、
則
蘭
芝

常
生
（
君
は
金
に
乗
じ
て
王
た
り
、
其
の
政
平
ら
か
な
れ
ば
、
則
ち
蘭
芝
常
に
生
ず
）
」
と
あ
る
。 

 
こ
の
原
稿
は
、『
大
上
正
美
先
生
傘
寿
記
念
三
国
志
論
集
（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
三
年
）
に

寄
せ
た
も
の
で
す
。
最
終
版
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 


