
一
、｢

沈
思
翰
藻｣
の
典
拠

若
其

讚
論
之
綜
緝
辞
采
、

事
出
於
沈�

思�

、
故
与
夫
篇
什
、
雑
而
集
之
。

序
述
之
錯
比
文
華
、

義
帰
乎
翰�

藻�

。

史
書
の
な
か
の
讚
と
論
は
辞
藻
を
あ
つ
め
、
序
と
述
は
文
飾
を
ま
じ
え
た
も
の
だ
。
そ
れ
ら
の
文
章
た
る
や
、
内
容
は
ふ
か

い
思
索
か
ら
出
発
し
、
表
現
は
華
麗
な
美
文
に
帰
着
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
、[

詩
賦
な
ど
の]

文
学
作
品
と
な
ら
べ
て
、
こ

れ
ら
の
文
章
も
採
録
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
は
、
梁
の
蕭

し
ょ
う

統と
う

こ
と
昭
明
太
子
の
手
に
な
る
、｢

文
選
序｣

の
一
節
で
あ
る
。『

文
選』

は
旧
時
の
詩
文
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と

し
て
、
た
か
い
権
威
を
有
す
る
が
、
じ
つ
は
最
古
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
も
摯し

虞ぐ

『

文
章
流
別
集』

な
ど
が
編
纂
さ
れ
て
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い
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
先
行
す
る
詩
文
集
が
亡
佚
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
現
存
最
古
の
詩
文
選
集
と
し
て
、
敬
意
を
は
ら

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

『

文
選』

の
序
文
の
な
か
で
、
蕭
統
は
い
か
な
る
作
を
採
録
し
、
い
か
な
る
作
を
採
録
せ
ぬ
か
を
説

明
し
て
い
る
。
右
の
一
節
は
、
讚
論
や
序
述
の
ジ
ャ
ン
ル
を
採
録
し
た
事
情
を
か
た
っ
た
部
分
だ
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
ふ
つ
う
、

[

詩
文
の
仲
間
で
な
く]

歴
史
書
の
一
部
だ
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
文
章
を
例
外
的
に
採
録
し
た
の
で
、
か
く
そ
の
理
由

を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
序
で
蕭
統
は
い
う
。『

文
選』

は
儒
教
の
経
典
や
諸
子
百
家
の
書
は
採
録
し
な
い
。
さ
ら
に
、
遊
説
家
や
策
士
の
弁
論
、
歴

史
関
連
の
書
も
、
詩
文
の
仲
間
で
な
い
か
ら
採
録
し
な
い
、
と
。
そ
れ
ら
思
想
や
史
書
の
類
は

｢

立
意｣

(

主
張
を
の
べ
る)

や

｢

褒
�
是
非｣

(

よ
し
あ
し
を
褒
�
す
る)

が
主
で
あ
り
、｢

能
文｣

(

文
章
を
か
ざ
る)

を
重
視
し
て
い
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
蕭
統
に
よ
れ
ば
、｢

立
意｣

な
ど
が
主
の
著
作
は
文
学
で
は
な
い
の
だ
。
た
だ
し
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
が

史
書
中
の
讚
・
論
と
序
・
述
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
し
て
、
以
下
で
右
の

｢

若
其
讚
論｣

云
々
の
六
句
を
つ
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
蕭
統
は

い
う
。
讚
・
論
と
序
・
述
の
文
章
は

｢
内
容
は
ふ
か
い
思
索
か
ら
出
発
し
、
表
現
は
華
麗
な
美
文
に
帰
着
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
、

[

詩
賦
な
ど
の]

文
学
作
品
と
な
ら
べ
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
も
本
書
に
採
録
し
て
よ
か
ろ
う｣

と
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
讚
論
の
類
は

｢

沈
思｣

で
あ
り

｢

翰
藻｣

で
あ
る
か
ら
、『

文
選』
に
採
録
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
と
い
う
こ
と
は
、｢

沈
思｣

と

｢

翰
藻｣

を
有
す
る
も
の
が
文
学
に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

(

２)

。

こ
の
二
句
は
も
と
は
、
讚
論
と
序
述
を
な
ぜ

『

文
選』

に
採
録
し
た
の
か
を
、
説
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
右

の
よ
う
な
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、｢

沈
思｣

と

｢

翰
藻｣

こ
そ

『

文
選』
の
選
録
基
準
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は

｢

文
学｣

な
る

も
の
の
条
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
蕭
統
の
発
言
は
、
後
世
の
文
学
批
評
に
お
お
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と

い
う
の
は
、
中
国
で
は
こ
れ
以
前
、｢

詩
は
志
を
い
う｣

と
か

｢

文
章
は
経
国
の
大
業
な
り｣

と
か
の
主
張
は
な
さ
れ
て
い
た
。
し
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か
し
、｢

こ
れ
は
文
学
に
属
す
る｣

｢

あ
れ
は
文
学
に
属
さ
な
い｣

な
ど
の
発
言
は
な
く
、
文
学
と
は
な
に
を
さ
す
の
か
が
、
あ
い
ま

い
な
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、『

文
選』

以
前
の

『

文
章
流
別
集』

[

の
残
存
資
料]

な
ど
を
み
る
と
、
儒
教
の
経
典
や
諸
子
百
家
の
書
を
文
学
か
ら

除
外
す
る
の
は
、
当
時
で
も
共
通
認
識
だ
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、｢

で
は
、
史
記
の
項
羽
本
紀
や
賈
誼
の
過
秦
論
は
文
学
な
の
か｣

と
た
ず
ね
れ
ば
、
当
時
の
人
び
と

[

だ
け
で
な
く
、
現
在
の
我
わ
れ]

で
も
、
う
ー
ん
と
か
ん
が
え
こ
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し

た
と
こ
ろ
へ
、
蕭
統
は
は
じ
め
て
文
学
と
非
文
学
と
の
弁
別
法
を
提
示
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
っ
き
り
境
界
線
を
ひ
い
た
の
だ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、｢

沈
思
と
翰
藻
を
兼
備
し
て
い
れ
ば
文
学
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
非
文
学
で
あ
る｣

と
。

近
代
に
な
っ
て
、
本
格
的
な
文
学
批
評
の
研
究
が
開
始
さ
れ
る
や
、
こ
の

｢

文
選
序｣

中
の

｢

事
出
於｣

二
句
が
、
批
評
史
上
で

と
く
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
二
句
ヘ
の
注
意
を
喚
起
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
清
代
の
阮
元

｢

書
梁
昭
明
太
子
文

選
序
後｣

(

�
経
室
三
集)

が
最
初
だ
っ
た
ろ
う
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
有
名
な
も
の
だ
が
、
近
代
に
お
け
る

『

文
選』

お
よ
び

｢

文
選
序｣

研
究
の
狼
煙
を
あ
げ
た
文
献
な
の
で
、
関
鍵
部
分
を
掲
示
し
て
お
こ
う
。

昭
明
所
選
名
之
曰
文
。
蓋
必
文
而
後
選
也
、
非
文
則
不
選
也
。
経
也
子
也
史
也
、
皆
不
可
専
名
之
為
文
也
。
故
昭
明
文
選
序
後

三
段
特
明
其
不
選
之
故
。
必
沈�

思�

翰�

藻�

始
名
之
為
文
、
始
以
入
選
也
。

昭
明
太
子
が
編
纂
し
た

『

文
選』

に
は
、[

書
名]
に

｢

文｣

と
あ
る
。
お
も
う
に
、｢

文｣

を
必
須
条
件
と
し
て
作
品
を
選

録
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
選
録
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。｢

経｣
｢

子｣
｢

史｣

な
ど
の
類
は
、
す
べ
て

｢

文｣

と
称
す
る

こ
と
は
で
き
ぬ
。
だ
か
ら
太
子
は

｢

文
選
序｣

の
第
三
段
で
、
そ
れ
ら
を
選
録
せ
ぬ
理
由
を
明
言
し
て
い
る
の
だ
。｢

沈
思｣

に
し
て

｢

翰
藻｣

で
あ
っ
て
は
じ
め
て

｢

文｣

と
い
え
、
そ
れ
で
こ
そ

『

文
選』

に
採
録
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
阮
元
以
後
、
近
代
で
こ
の
二
句
に
着
目
し
て
議
論
を
お
こ
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
朱
自
清

｢

文
選
序
事
出
於
沈
思
義
帰
乎
翰
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藻
説｣

(『

朱
自
清
古
典
文
学
論
文
集』

所
収)

が
あ
り
、
日
本
で
も
小
尾
郊
一

｢

昭
明
太
子
の
文
選
序｣

(『

真
実
と
虚
構
―
六
朝
文

学』

所
収)

や
清
水
凱
夫

｢

文
選
編
纂
の
目
的
と
選
録
規
準｣

(
『

新
文
選
学』

所
収)

な
ど
が
、
各
様
の
関
心
や
立
場
か
ら
、
さ

ま
ざ
ま
な
見
解
を
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
清
水
論
文
は

｢

沈
思
翰
藻｣

の
研
究
史
に
も
、
詳
細
な
記
述
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る

の
で
、
本
稿
で
は
二
番
煎
じ
の
研
究
史
紹
介
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
清
水
論
文
以
後
、
こ
の
方
面
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
研
究
が
進
展
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
近
時
、
と
く
に
中
国

で

『

文
選』

研
究
が
隆
盛
の
一
途
を
た
ど
り
、
お
お
く
の
研
究
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

｢

沈
思
翰
藻｣

に
関
し
た
も
の
は
と

ぼ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
論
文
の
な
か
で
、
こ
の
語
に
言
及
す
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
関
連
で
ち
ょ
っ

と
ふ
れ
て
み
た
と
い
う
程
度
で
あ
り
、｢

沈
思
翰
藻｣

そ
れ
自
体
に
テ
ー
マ
を
限
定
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
か
か
れ
て
い
な
い
と

い
っ
て
よ
い

(

３)

。

と
い
う
の
も
、｢

沈
思
翰
藻｣

の
意
味
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
お
お
む
ね
決
着
が
つ
い
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
論
者
に
よ
っ
て

多
少
の
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、｢

沈
思｣
は
ふ
か
い
思
索
、｢

翰
藻｣

は
華
麗
な
美
文(

あ
る
い
は
華
麗
な
文
飾)

と
い
う
こ
と
で
、

ほ
ぼ
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
。
た
だ
そ
う
は
い
っ
て
も
、
さ
ら
に
細
部
に
わ
け
い
っ
て
、｢

ふ
か
い
思
索｣

と
は
ど
ん
な
思
索
な

の
か
、｢

華
麗
な
美
文｣

の
内
実
は
ど
う
な
の
か
な
ど
と
追
究
し
て
い
け
ば
、
い
ろ
ん
な
見
解
の
相
違
が
で
て
く
る
に
は
ち
が
い
な

い
。
じ
っ
さ
い
、
清
水
氏
は
右
の
御
論
で
、｢

沈
思
翰
藻｣
の
具
体
的
な
内
容
を
、
な
お
究
明
す
べ
き
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
る

(

同

書
二
五
〇
頁)

。

し
か
し
そ
う
し
た
究
明
は
、
な
か
な
か
困
難
だ
ろ
う
。
か
り
に
我
わ
れ
が

｢

文
選
序｣

を
執
筆
し
た
蕭
統
に
対
し
て
、｢

ふ
か
い

思
索｣

と
は
ど
ん
な
思
索
を
い
う
の
か
、｢

華
麗
な
美
文｣

と
は
ど
ん
な
文
辞
を
さ
す
の
か
と
た
ず
ね
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
明

確
な
返
答
は
か
え
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
は
、
蕭
統
の
頭
の
な
か
で
も
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
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え
、
文
人
た
ち
が
文
学
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
深
甚
か
つ
多
様
な
思
念
を
こ
ら
す
こ
と
を

｢

沈
思｣

と
い
い
、
そ
の

｢

沈
思｣

を
修
辞
ゆ
た
か
に
表
現
し
た
も
の
を

｢

翰
藻｣

と
表
現
し
た

ぐ
ら
い
の
理
解
で
よ
く
、
ま
た
そ
れ
が
も
っ
と
も
実
際
に
ち
か

い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
お
も
う
。

い
っ
ぽ
う
、
こ
の

｢

沈
思｣

｢

翰
藻｣

両
語
の
典
拠
、
つ
ま
り
蕭
統
が
い
か
な
る
前
例
を
脳
裏
に
う
か
べ
、
こ
の
語
を

｢

文
選
序｣

中
に
布
置
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た

(

後
述)

。
こ
の

｢

沈
思｣

｢

翰
藻｣

の
両
語
、
い
ず

れ
も｢

文
選
序｣
が
初
出
で
は
な
く
、
以
前
で
も
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
蕭
統
は
み
ず
か
ら
造
語
し
た
わ
け
で
な
く
、

以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
語
を
、
こ
こ
で
つ
か
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
お
も
っ
て
使
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。
く
わ
え
て

｢

沈
思｣

に
つ
い
て
は
、｢

妙
想｣

｢
深
念｣

｢

熟
慮｣

な
ど
の
類
語
が
あ
り
、｢

翰
藻｣

に
つ
い
て
も
、｢

麗
筆｣

｢

清
詞｣

｢

綺
語｣

な
ど
の
類

似
の
語
が
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
蕭
統
は
ど
う
し
て
こ
の
両
語
を
選
択
し
、
対
置
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
は
、
い
わ
ゆ

る
出
典
し
ら
べ
や
創
作
心
理
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
わ
れ
で
も
わ
か
ら
ぬ
な
り
に
、
な
ん
と
か
推
測
し
て
ゆ
け
そ
う
だ
。

本
稿
は
、
蕭
統
の
創
作
心
理
に
ふ
み
こ
み
、
あ
ま
た
の
使
用
可
能
な
こ
と
ば
が
あ
る
な
か
で
、
な
ぜ

｢

沈
思｣

｢

翰
藻｣

の
語
を

え
ら
ん
だ
の
か
。
そ
し
て
両
語
を
え
ら
ん
だ
さ
い
、
い
か
な
る
用
例
を
脳
裏
に
う
か
べ
て
い
た
の
か

な
ど
に
つ
い
て
か
ん
が

え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
卞
蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

結
論
を
さ
き
に
い
う
と
、
私
は
、
蕭
統
が

｢

文
選
序｣

を
つ
づ
っ
た
と
き
、
魏
の
卞べ
ん

蘭ら
ん

の

｢

賛
述
太
子
賦｣

(

太
子
を
賛
述
せ
し

賦)

の
行
文
を
脳
裏
に
う
か
べ
て
い
た
。
だ
か
ら
そ
の
関
係
で
、｢

沈
思｣

｢
翰
藻｣

の
両
語
を
え
ら
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

217



と
か
ん
が
え
る
。
ま
ず
は
蕭
統
が
脳
裏
に
う
か
べ
て
い
た
と
お
ぼ
し
き
、
卞
蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

の
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

伏
惟
太
子
、

研
精
典
籍
、
覧
照
幽
微
、
才
不
世
出
。

稟
聡
叡
之
絶
性
、

慈
孝
発
于
自
然
、
是
以

武
夫
懐
恩
、

留
意
篇
章
。

体
明
達
之
殊
風
。

仁
恕
洽
于
無
外
。

文
士
帰
徳
。

窃
見
所
作
典
論
及
諸
賦
頌
、
逸
句
爛
然
。

沈�

思�

泉�

涌�

、
聴
之
忘�

味
、
奉
読
無
倦�

。

華�

藻�

雲
浮
。

正
使
聖
人
復
存
、
猶
称
善
不
暇
、
所
不
能
間
也
。

私
が
太
子
さ
ま

(
曹
丕)

の
こ
と
を
お
も
い
ま
す
に
、
ふ
か
く
古
典
を
き
わ
め
、
文
学
に
も
関
心
を
お
持
ち
で
す
。
字
句
の

内
奥
ま
で
よ
み
と
る
炯
眼
は
、
不
世
出
の
も
の
で
す
。
聡
明
な
令
質
に
め
ぐ
ま
れ
、
明
達
な
風
格
を
お
も
ち
で
す
し
、
そ
の

う
え
慈
孝
ぶ
り
は
自
然
に
に
じ
み
で
、
恵
み
ぶ
か
さ
は
天
下
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
武
人
は
太
子
さ
ま
の
恩
情
に

感
謝
し
、
文
人
も
ご
人
徳
に
帰
依
し
て
い
る
の
で
す
。
太
子
さ
ま
の
お
手
に
な
る

『

典
論』

や
賦
頌
の
作
を
拝
読
い
た
し
ま

す
に
、
秀
逸
な
語
句
が
か
が
や
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
ふ
か
い
思
索
は
泉
の
よ
う
に
わ
き
、
華
麗
な
文
藻
が
雲
の
よ
う
に
あ
つ

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
を
耳
で
き
い
て
は
恍
然
と
な
り
、
拝
誦
し
て
は
あ
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
聖
人
が

出
現
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
手
ば
な
し
で
称
賛
す
る
だ
け
で
、
批
判
で
き
ぬ
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
さ
さ
か
多
め
に
引
用
し
て
み
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん｢

沈
思
泉
涌
、
華
藻
雲
浮
、
聴
之
忘
味
、
奉
読
無
倦｣

四
句
で
あ
る
。
こ
こ
の

｢

沈�

思�

泉
涌
、
華�

藻�

雲
浮｣

は
、｢

文
選
序｣
の

｢

事
出
於
沈�

思�

、
義
帰
乎
翰�

藻�｣

と
よ
く
似
て
い
る
。
対

偶
中
で

｢

沈
思｣

と

｢

華
藻｣

と
を
対
に
す
る
の
も
、｢

文
選
序｣

と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
た
だ

｢

翰
藻｣

を

｢

華�

藻｣

に
か
え
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
文
人
た
ち
に
普
遍
的
だ
っ
た｢

文
章
を
い
い
か
げ
ん
な
気
持
ち
で
つ
く
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
気
込
み｣
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(

孫
徳
謙

『

六
朝
麗
指』

第
三
一
節)

を
、
蕭
統
も
共
有
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
え
て
一
字
を
か
え
る
こ
と
で
、
自

分
な
り
の
創
意
を
し
め
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
字
句
の
相
似
に
こ
だ
わ
っ
た
な
ら
ば
、
卞
蘭
賦
中
の

｢

沈
思
泉�

涌�｣

の

｢

泉
涌｣

は
、｢

文
選
序｣

で
も

｢

氷
釈
泉�

涌�｣

と
つ
か
わ
れ
て
い
た
し
、
お
な
じ
く
卞
蘭
賦
中
の

｢

聴
之
忘�

味
、
奉
読
無
倦�｣

は
、｢

文
選
序｣

の

｢

移
�
忘�

倦�｣

と
よ
く
類
似
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
周
辺
の
字
句
の
類
似
も
か
ん
が
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
蕭
統
が
魏
の
卞
蘭
の
賦
を
意
識
し
て
、｢

事
出
於
沈
思
、
義

帰
乎
翰
藻｣

二
句
を
つ
づ
っ
た
と
い
う
推
測
も
、
納
得
さ
れ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の

｢

賛
述
太
子
賦｣
が
つ
く
ら
れ
た
周
辺
事
情
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
作
者
の
卞
蘭

(

生
卒
年
は
不
明)

は
、
曹
丕

(

一

八
七
〜
二
二
六)

と
姻
戚
関
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
曹
丕
の
母
で
あ
っ
た
卞
后

(

つ
ま
り
曹
操
の
妻)

の
弟
を
卞

秉
と
い
い
、
そ
の
卞
秉
の
息
子
が
こ
の
卞
蘭
な
の
だ
。
そ
う
し
た
関
係
か
ら
だ
ろ
う
、
卞
蘭
は
従
兄
弟
で
あ
る
曹
丕
を
た
た
え
た
賦

作
品
を
つ
づ
っ
た
の
で
あ
る
。
標
題
に

｢
太
子｣

と
あ
る
の
で
、
こ
の
賦
は
曹
丕
が
太
子

(

こ
の
と
き
は
ま
だ
漢
王
朝
。
し
た
が
っ

て
曹
丕
は
魏
王
の
太
子
で
あ
っ
て
、
魏
王
朝
の
太
子
で
は
な
い)

だ
っ
た
と
き
の
作
、
す
な
わ
ち
二
一
七
〜
二
二
二

(

建
安
二
十
二

年
〜
延
康
元
年
。
曹
丕
三
十
一
歳
〜
三
十
六
歳)
の
あ
い
だ
に
つ
く
ら
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る

(

４)

。

さ
て
、
こ
の

｢

賛
述
太
子
賦｣

の
内
容
は
、
一
言
で
い
え
ば
、｢

力
を
極
め
て
曹
丕
の
才
華
と
功
徳
と
を
称
頌
し
た
も
の
で
、
頗

る
諛
詞
が
多
い｣

と
い
う
評
言
に
つ
き
よ
う

(『

中
国
文
学
家
辞
典

(

古
代
第
一
分
冊)』

〈

四
川
人
民
出
版
社

一
九
八
〇〉

一
三

六
頁)

。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
賦
、
い
く
ら

[

後
漢
王
朝
の]

丞
相
曹
操
の
息
子
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
称
賛
ぶ
り
は
大
仰
に
す
ぎ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
卞
蘭
賦
は
右
の
引
用
の
あ
と
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
ば
な
し
の
賛
仰
の
字
句

(

諛
辞
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う)

が
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

昔
舜
以
蒸
蒸
顕
其
徳
、
周
旦
不
驕
成
其
名
。
豈
因
南
面
之
尊
以
発
称
、
仮
鼎
足
之
盛
以
取
誉
哉
。
夫
至
尊
至
貴
、
能
令
人
畏
、
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不
能
令
人
誉
。
故
桀
不
能
変
龍
逢
之
心
、
紂
不
能
易
三
仁
之
意
。
懐
近
服
遠
、
非
徳
無
施
。

む
か
し
舜
は
孝
行
ぶ
り
で
そ
の
徳
望
ぶ
り
を
発
揮
し
、
周
公
旦
は
尊
大
に
な
ら
ず
名
声
を
樹
立
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
玉
座

に
す
わ
る
が
ゆ
え
に
称
賛
さ
れ
た
の
で
な
く
、
た
か
き
三
公
の
地
位
ゆ
え
に
名
声
を
た
も
っ
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
至
尊

の
地
位
だ
け
で
は
、
ひ
と
に
畏
怖
の
気
も
ち
を
も
た
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
称
賛
の
気
も
ち
を
お
こ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
あ
の
桀
王
で
も
忠
義
な
龍
逢
を
変
節
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
紂
王
で
も
賢
人
の
三
仁

(

微
子
啓
、

箕
子
、
比
干)
の
心
を
か
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ち
か
く
の
者
を
な
つ
か
せ
、
と
お
く
の
者
を
服
さ
せ
る
に
は
、

徳
が
な
く
て
は
不
可
能
な
の
で
す
。

い
う
こ
こ
ろ
は
、
曹
丕
は
聖
人
の
舜
や
周
公
旦
と
同
等
の
仁
徳
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
最
高
の
褒
め
こ
と
ば
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
卞
蘭
賦
は
曹
丕
の
徳
望
を
た
た
え
、
才
腕
を
称
賛
し
た
も
の
で
、
ま
さ
に

｢

太
子
を
賛
述
せ
し
賦｣

と
い
う
標

題
に
ふ
さ
わ
し
い
作
だ
。
こ
の
賊
が
つ
く
ら
れ
た
直
後
に

(

た
ぶ
ん)

即
位
し
て
、
魏
の
文
帝
と
な
っ
た
曹
丕
は
怜
悧
な
人
物
で
あ

り
、
け
っ
し
て
お
ろ
か
で
は
な
い
。
こ
の
賦
の
内
容
が
実
態
を
は
な
れ
た
過
褒
で
あ
る
こ
と
は
、
曹
丕
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
だ
ろ

う
。
こ
の
賦
を
さ
さ
げ
ら
れ
た
と
き
の
曹
丕
の
反
応
が
の
こ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
曹
丕
は
、｢

荅
卞
蘭
教｣

と
い
う

｢

教｣
(

詔
勅

の
一
種)

を
く
だ
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
と
い
う
。

賦
者
、
言
事
類
之
所
附
也
、
頌
者
、
美
盛
徳
之
形
容
也
、
故
作
者
不
虚
其
辞
、
受
者
必
当
其
実
。
蘭
此
賦
、
豈
吾
実
哉
。
昔
吾

丘
壽
王
一
陳
宝
鼎
、
何
武
等
徒
以
歌
頌
、
猶
受
金
帛
之
賜
。
蘭
事
雖
不
諒
、
義
足
嘉
也
。
今
賜
牛
一
頭
。

賦
と
は
、
主
題
に
関
連
し
た
事
が
ら
を
叙
す
る
も
の
だ
し
、
頌
と
は
、
盛
徳
ぶ
り
を
称
賛
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
作
者
は

浮
辞
を
つ
ら
ね
て
は
な
ら
ず
、
受
納
す
る
者
は
賦
頌
に
ふ
さ
わ
し
い
実
体
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
卞
蘭
の
賦
は
、
余
の
実
体

を
叙
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
た
だ
、
む
か
し
吾
丘
壽
王
は
鼎
に
つ
い
て
過
褒
の
言
を
の
べ
、
何
武
ら
も
大
仰
な
頌
歌
を
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う
た
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
黄
金
や
絹
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
卞
蘭
の
賦
の
内
容
は[

称
賛
し
す
ぎ
で]

納
得
で
き
ぬ
が
、

そ
れ
を
つ
づ
る
意
義
は
よ
み
し
て
よ
い
。
い
ま
牛
一
頭
を
あ
た
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
曹
丕
は
、
漢
武
帝
の
と
き
の
吾
丘
壽
王
の
話
柄
と
、
漢
宣
帝
の
と
き
の
何
武
の
話
柄
と
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
二
条
の

話
柄
、
と
も
に
�
美
の
言
を
主
君
に
さ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臣
下
が
恩
賞
を
え
た
故
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
故
事
を
引
用
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
曹
丕
そ
の
ひ
と
は
、
卞
蘭
賦
が
そ
れ
と
同
種
の
過
褒
の
文
だ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
よ
う
。
た
だ

同
時
に
、
儒
教
の
文
学
的
伝
統
に
お
い
て
は
、
天
子
や
そ
の
治
道
に
対
し
美
刺
の
文

(

こ
こ
で
は
、
も
ち
ろ
ん

｢

美｣
〈

ほ
め
る〉

の
ほ
う
で
あ
る)

を
献
納
す
る
の
は
、
文
人
の
正
当
な
責
務
で
あ
っ
て
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
曹
丕
は
、

い
さ
さ
か
む
ず
が
ゆ
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
、｢

卞
蘭
の
賦
の
内
容
は

[

称
賛
し
す
ぎ
で]

納
得
で
き
ぬ
が
、
そ
れ
を
つ
づ
る
意
義

は
よ
み
し
て
よ
い｣

と
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

右
の
ご
と
き
内
容
の
卞
蘭｢

賛
述
太
子
賦｣

が
、｢

文
選
序｣

の｢

沈
思｣

｢

翰
藻｣

の
典
拠
だ
ろ
う
と
、
私
は
か
ん
が
え
て
い
る
。

字
句
が
よ
く
似
て
い
る
の
が
、
ま
ず
は
そ
の
理
由
だ

(

５)

。
も
っ
と
も
、
こ
の
両
語
の
典
拠
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の

提
案
が
あ
り
、
ま
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
を
二
つ
ほ
ど
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
小
尾
郊
一
氏
は
右
の
御
論
の
な
か
で
、｢

沈
思｣
に
つ
い
て
は
陸
機

｢

文
賦｣

の

其
始
也
、
皆
收
視
反
聴
、
耽�

思�

傍
訊
。

構
想
を
ね
る
当
初
は
、
外
界
か
ら
目
を
そ
ら
し
耳
も
と
ざ
し
て
、
ひ
た
す
ら
考
え
を
ふ
か
め
想
念
を
め
ぐ
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

に
ヒ
ン
ト
を
え
た
の
だ
ろ
う
と
し
、｢

翰
藻｣

に
つ
い
て
は
張
衡

｢
帰
田
賦｣

の

揮
翰�

墨
以
奮
藻�

、
陳
三
皇
之
軌
模
。

筆
墨
を
ふ
る
っ
て
美
文
を
つ
づ
り
、
三
皇
が
さ
だ
め
た
大
法
を
叙
す
る
。
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に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
た
。
ま
た
清
水
凱
夫
氏
は
、｢

翰
藻｣

に
つ
い
て
は
、
小
尾
氏
と
お
な
じ
く
張
衡

｢

帰
田
賦｣

の
用
例
に
も
と
づ
い
た
造
語
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
が

(｢

翰
藻｣

の
語
は
、
王
粲

｢

硯
銘｣

や
陸
雲

｢

寒
�
賦｣

〈
注
５
参
照
〉
に
用
例

が
あ
り
、
蕭
統
の
造
語
で
は
な
い)

、
い
っ
ぽ
う

｢

沈
思｣

に
つ
い
て
は
、
劉
�｢

与
揚
雄
求
方
言
書｣

の

非
子
雲
澹
雅
之
才
、
沈�

鬱
之
思�

、
不
能
経
年
鋭
積
、
以
成
此
書
。

子
雲

(
揚
雄)

の
淡
雅
な
才
能
や
沈
鬱
な
思
慮
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
何
年
努
力
を
つ
み
か
さ
ね
て
も
、
こ
の

『

方
言』

を

完
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

や
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
任
�｢

王
文
憲
集
序｣

の
、

若
乃
…
…
沈�

鬱
澹
雅
之
思�

、
離
堅
合
異
之
談
、
莫
不
総
制
清
衷
、
逓
為
心
極
。

…
…
や
沈
鬱
に
し
て
淡
雅
な
思
慮
で
か
か
れ
た
書
物
、
堅
白
異
同
の
談
論
な
ど
の
類
は
、
す
べ
て
頭
脳
を
し
ぼ
っ
て
か
か
れ
、

知
力
を
つ
く
し
て
案
出
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
だ
。

か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
さ
れ
て
い
た

(｢

沈
思｣

の
用
例
は
漢
代
か
ら
散
見
す
る)

。

こ
う
し
た
ご
指
摘
は
、
た
し
か
に

｢

文
選
序｣
の
用
法
に
ち
か
い
意
味
を
有
し
た
用
例
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
、｢

こ
れ
が
ま
ち
が

い
な
く
典
拠
だ｣
｢

こ
れ
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ｣

と
断
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
つ
よ
い
証
拠
能
力
に
は
と
ぼ
し
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

｢

こ
れ
が
典
拠
だ｣

と
い
う
よ
り
、｢

こ
う
し
た
有
力
な
用
例
が
あ
る｣

と
い
う
程
度
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
う
し
た
点
で
は
、
私
が
あ
げ
た
卞
蘭
賦
の
用
例
も
、
お
な
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
す
こ
し
有
力
だ
と
お
も
う
の

は
、｢

沈
思｣

｢

華
藻｣

が
単
独
で
な
く
対
偶
中
で
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
詩
文
を
評
価
す
る
文
脈
の
な
か
で
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と

こ
の
二
点
で
、｢

文
選
序｣

で
の
使
い
か
た
に

[

両
氏
ご
指
摘
の
用
例
よ
り]

似
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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三
、
蕭
統
の
曹
丕
比
擬

し
か
し
、
私
が
卞
蘭
賦
を
典
拠
だ
と
か
ん
が
え
る
の
は
、
た
だ
字
句
が
類
似
し
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
に
も
重
要
な

決
め
手
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
蕭
統
と
曹
丕
と
の
ふ
か
い
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
二
人
を
関
係
づ
け
る
の
が
、
こ
の
卞
蘭

｢

賛
述

太
子
賦｣

な
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
こ
と
を
順
を
お
っ
て
の
べ
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
、
事
実
と
し
て
蕭
統
は
、[

｢

賛
述
太
子
賦｣

で
た
た
え
ら
れ
る]

魏
の
曹
丕
と
お
な
じ
好
文
の
太
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
当
時
、
両
者
の
相
似
が
つ
よ
く
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
同
母
弟
の
蕭
綱

(

梁
の
簡
文
帝
。
蕭
統
が
急
死
し
た

あ
と
、
兄
の
あ
と
を
つ
い
で
太
子
と
な
っ
た)

に
関
連
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
の
こ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

太
宗
幼
而
敏
睿
、
識
悟
過
人
。
六
歳
便
属
文
、
高
祖
驚
其
早
就
、
弗
之
信
也
。
乃
於
御
前
面
試
、
辞
采
甚
美
。
高
祖
歎
曰
、

｢

此
子
吾�

家�

之�

東�

阿�｣

。(『

梁
書』

簡
文
帝
本
紀)

太
宗

(

蕭
綱)

は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
俊
敏
で
、
そ
の
賢
明
さ
は
ぬ
き
ん
で
て
い
た
。
六
歳
で
も
う
詩
文
を
つ
く
っ
た
の
で
、

高
祖

(

武
帝)

は
そ
の
早
熟
ぶ
り
に
お
ど
ろ
き
、
自
作
だ
と
は
信
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
た
め
し
に
面
前
で
つ
く
ら
せ
た

と
こ
ろ
、
す
ば
ら
し
い
出
来
ば
え
だ
っ
た
。
高
祖
は
感
嘆
し
て
、｢

こ
の
子
は
、
わ
が
蕭
家
の
東
阿

(

曹
植)

で
あ
る
な
あ｣

と
い
っ
た
。

こ
れ
は
蕭
統
の
弟
の
蕭
綱
が
、
幼
時
か
ら
す
ば
ら
し
い
詩
文
の
才
を
発
揮
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
曹
植
は
六

朝
に
あ
っ
て
は
、
最
高
の
詩
人
と
し
て
尊
崇
を
う
け
て
い
た
。
梁
武
帝
が
蕭
綱
を
そ
の
曹
植
に
比
擬
し
た
の
は
、
蕭
綱
が
幼
に
し
て

卓
抜
な
文
才
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
よ
う
。
だ
が
こ
の
逸
話
は
同
時
に
、
武
帝
が
日
ご
ろ
か
ら
兄
の
蕭
統
を
、
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曹
丕
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
事
実
も
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
武
帝
は
お
さ
な
い
蕭
綱
を
、
曹
植
に
比
擬
し
た
の
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
、
文
才
す
ぐ
れ
し
蕭
統
蕭
綱
の
兄
弟
を
魏
の
曹
丕
曹
植
兄
弟
に
擬
し
が
ち
で
あ
っ
た
話
柄
と
し
て
も
、
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

梁
代
の
中
期
ご
ろ
に
な
る
と
、
三
曹
な
ど
の
建
安
文
学
は
理
想
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
の
詩
文
や
言
動
は
お
お
く
の
文
人

た
ち
に
よ
っ
て
、
さ
か
ん
に
典
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
う
し
た
文
学
風
潮
の
な
か
、
蕭
統
蕭
綱
と
曹
丕
曹
植
と
は
、

偉
大
な
る
英
主

(
曹
操
と
蕭
衍)

の
も
と
で
成
長
し
た
好
文
の
兄
弟
と
い
う
類
似
点
が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
比
擬
さ
れ
や
す
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
事
情
が
、
右
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
う
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

こ
の
推
測
を
お
ぎ
な
う
資
料
と
し
て
、
当
時
の
文
人
た
ち
が
つ
づ
っ
た
詩
文

(

蕭
兄
弟
を
叙
す
る
の
に
、
曹
兄
弟
の
典
故
を
使
用

し
た
詩
文)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
詩
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
何
度
か
指
摘
し
て
き
た
の
で

(

６)

、
こ
こ
で
は
ま

さ
に
卞
蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

を
利
用
し
て
、
蕭
統
と
曹
丕
を
関
連
づ
け
た
資
料
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
蕭
統
の
側
近
だ
っ
た

劉
孝
綽
の

｢

昭
明
太
子
集
序｣

で
あ
る
。

『

梁
書』

劉
孝
綽
伝
に
よ
る
と
、
梁
の
普
通
三
年

(

五
二
二)

、
蕭
統
二
十
二
歳
の
と
き
、
こ
の
時
期
ま
で
に
蕭
統
が
か
き
あ
げ
た

詩
文
の
類
が
、
け
っ
こ
う
な
分
量
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
臣
下
の
文
人
た
ち
は
み
な
、
そ
れ
を
一
書
に
編
纂
し
た
が
っ
た
。
そ
の
と
き

蕭
統
は
、
劉
孝
綽
ひ
と
り
に
自
分
の
詩
文
の
編
纂
を
ゆ
だ
ね
、
さ
ら
に
そ
の
序
文
も
か
か
せ
た
の
だ
っ
た
。
蕭
統
は
こ
の
と
き
、
前

途
洋
々
た
る
皇
太
子
で
あ
る
。
孝
綽
は
さ
ぞ
か
し
、
鼻
た
か
だ
か
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
劉
孝
綽
は
太
子
の
集
を
編
し
、

序
文

｢

昭
明
太
子
集
序｣

を
執
筆
し
た
の
だ
が
、
そ
の
序
文
中
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

仮
使
王
朗
報
箋
、
卞�

蘭�

献�

頌�

、
猶
不
足
以
揄
揚
著
述
、
称
賛
才
章
。
況
在
庸
臣
、
曾
何
彷
彿
。

か
り
に
王
朗
に

｢

与
許
文
休
書｣

を
か
か
せ
、
卞
蘭
に

｢

賛
述
太
子
賦｣
を
献
じ
さ
せ
た
と
し
て
も
、
太
子
さ
ま

(

蕭
統)
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の
詩
文
を
ほ
め
た
た
え
、
才
腕
を
称
賛
し
き
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
し
て
お
ろ
か
な
臣

(

孝
綽)

ご
と
き
が
、
詩
文
の
真
価

を
髣
髴
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
傍
点
を
付
し
た
箇
所
に
注
目
し
よ
う
。
劉
孝
綽
は
蕭
統
の
詩
文
の
才
を
た
た
え
る
の
に
、
魏
の
王
朗

｢

与
許
文
休
書｣

(

こ
の
書
簡
で
も
、
曹
丕
を
め
ぐ
み
ぶ
か
い
人
物
と
し
て
称
賛
し
て
い
る)

と
と
も
に
、
卞
蘭
の
賦
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

｢

与
許
文
休
書｣
や

｢

賛
述
太
子
賦｣

は
、
い
わ
ば
曹
丕
と
蕭
統
と
を
つ
な
げ
る
役
わ
り
を
は
た
し
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
こ

の
こ
と
は
当
時
、
曹
丕
の
文
才
を
た
た
え
た
卞
蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

は
、
蕭
統
の
文
才
を
た
た
え
る
典
故
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
も

の
が
た
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
孝
綽
は
、
卞
蘭
賦
を
こ
こ
に
つ
か
っ
た
の
だ
。
す
る
と
、
こ
の
種
の
典
拠
利
用
が
な
さ
れ
る
前
提
と
し

て
、
蕭
統
を
曹
丕

(

＝
文
才
す
ぐ
れ
し
太
子)

に
比
擬
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
こ
よ
う
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
蕭
統
本
人
も
、
曹
丕
と
の
相
似
を
自
覚
し
て
い
た
よ
う
だ
。
蕭
統
も
自
分
の
詩
文
の
な
か
で
、
し
ば
し

ば
お
の
れ
を
曹
丕
に
比
擬
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
蕭
統
の

｢

答
湘
東
王
求
文
集
及
詩
苑
英
華
書｣

と
い
う
書
簡
を
み

て
み
よ
う
。
ど
う
や
ら
、
右
の
蕭
統
の
集
が
完
成
し
た
直
後
、
弟
の
蕭
繹

(

こ
の
と
き
は
湘
東
王)

が
書
簡
を
お
く
っ
て
、
完
成
し

た
兄
の
集
と
兄
編
の

『

詩
苑
英
華』

と
を
ほ
し
が
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
蕭
統
は
そ
う
し
た
弟
に
む
け
て
、
こ
の
返
書

｢

答
湘
東
王
求

文
集
及
詩
苑
英
華
書｣

を
つ
づ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

或

夏
條
可
結
、
倦
於
邑
而
属
詞
。
…
…

不
如
子
晋
、
而
事
似
洛
濱
之
遊
、

漾
舟
玄
圃
、
必
集
応�

阮�

之�

儔�

、

冬
雲
千
里
、
覩
紛
霏
而
興
詠
。

多
愧
子�

桓�

、
而
興
同
��

川�

之�

賞�

。

徐
輪
博
望
、
亦
招
龍
淵
之
侶
。

校
覈
仁
義
、

旨
酒
盈
罍
、

曜
霊
既
隠
、
継
之
以
朗
月
、
並
命
連
篇
、
在
茲
弥
博
。

源
本
山
川
、

嘉
肴
溢
俎
。

高
舂
既
夕
、
申
之
以
清
夜
。

夏
の
樹
枝
が
む
す
べ
る
ほ
ど
の
び
る
や
、
憂
い
ご
と
に
も
あ
き
て
詩
を
つ
づ
り
、
冬
の
雲
が
千
里
に
ひ
ろ
が
る
や
、
そ
の
と
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ぶ
さ
ま
を
み
て
吟
詠
す
る
。
…
…
子
晋

(

王
子
喬)

に
は
お
よ
ば
ぬ
が
、
楽
し
み
は
子
晋
が
洛
浜
で
あ
そ
ん
だ
話
に
似
て
い

る
し
、
子
桓

(

曹
丕)

に
は
気
が
ひ
け
る
が
、
興
趣
は
子
桓
ら
が
�
水
で
あ
そ
ん
だ
故
事
と
お
な
じ
な
の
だ
。
舟
を
玄
圃
園

に
う
か
べ
て
、
応
�
や
阮
�
の
ご
と
き
人
物
を
あ
つ
め
、
車
を
博
望
苑
に
す
す
ま
せ
て
、
龍
淵

(

宝
剣)

の
ご
と
き
士
を
ま

ね
き
よ
せ
る
。
そ
し
て
、
仁
義
を
論
じ
、
山
川
を

[

詩
文
を
つ
く
る]

源
と
し
、
美
酒
は
樽
に
み
ち
、
馳
走
は
台
に
あ
ふ
れ

て
い
る
。
日
が
し
ず
ん
で
明
月
が
あ
が
り
、
夕
方
に
な
っ
て
夜
と
も
な
る
と
、
詩
文
を
つ
く
る
よ
う
命
じ
て
、
か
く
し
て
こ

の
文
集
も
作
品
数
が
ふ
え
て
き
た
わ
け
だ
。

こ
こ
で
蕭
統
は
、
四
季
の
う
つ
ろ
い
に
感
興
を
も
よ
お
し
て
、
詩
文
を
つ
づ
る
の
だ
と
叙
し
た
あ
と
、｢

子
桓

(

曹
丕)

に
は
気

が
ひ
け
る
が
、
興
趣
は
子
桓
ら
が
�
水
で
あ
そ
ん
だ
故
事
と
お
な
じ｣

(

不
如
子
晋
、
而
事
似
洛
濱
之
遊)

と
の
べ
て
い
る
の
に
注

目
し
た
い
。
こ
こ
で
い
う

｢

�
川｣
と
は
、
南
皮
の
近
郊
を
な
が
れ
る
河
川
の
名
で
あ
り
、
婉
曲
に
南
皮
の
地
を
さ
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
蕭
統
は
四
季
の
変
化
に
興
趣
を
感
じ
て
詩
文
を
つ
づ
り
な
が
ら
、｢

子
桓｣

つ
ま
り
曹
丕
の

｢

南
皮
之
遊｣

(｢

与
朝
歌
令
呉

質
書｣

中
の
字
句)

を
想
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
蕭
統
の
心
理
を
推
測
す
れ
ば
、
自
分
も
曹
丕
と
同
格[

の
皇
太
子]

だ
か
ら
と
い
う
の
で
な
く
、
い
わ
ば
あ
こ
が
れ
の
文
人

(

曹
丕)

へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
表
現
し
て
み
た
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

そ
う
し
た
曹
丕
と
の
相
関
を
意
識
し
て
、
こ
の
蕭
統
書
簡
を
み
て
み
る
と
、
た
と
え
ば｢

応
�
や
阮
�
の
ご
と
き
人
物
を
あ
つ
め｣

(

必
集
応
阮
之
儔)

と
あ
る
応
�
と
阮
�
も
、
曹
丕
と
ゆ
か
り
あ
る
建
安
の
文
人
だ
し
、
ま
た

｢

日
が
し
ず
ん
で
明
月
が
あ
が
り
、

夕
方
に
な
っ
て
夜
と
も
な
る｣

(

曜
霊
既
隠
、
継
之
以
朗
月
、
高
舂
既
夕
、
申
之
以
清
夜)

も
、
曹
丕

｢

与
朝
歌
令
呉
質
書｣

の

｢

白
日
既
匿
、
継
以
朗
月｣

(

白
日
が
か
く
れ
、
明
月
が
で
て
く
る
、
の
意)
あ
た
り
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
か

ん
が
え
ら
れ
よ
う
。
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こ
の
ほ
か
、
蕭
統
は

｢

宴
闌
思
旧
詩｣

｢

鍾
山
解
講
詩｣

｢

餞
�
中
容
詩｣

な
ど
の
篇
で
も
、
曹
丕
に
関
連
し
た
字
句
や
典
拠
を
利

用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
も
う
一
篇
、
や
は
り
弟
の
蕭
綱
に
あ
て
た｢

与
晋
安
王
綱
令｣

を
あ
げ
て
み
よ
う
。
大
通
元
年(

五
二
八)

蕭
統
二
十
七
歳
の
と
き
、
太
子
側
近
の
明
北
賓
と
到
洽
が
あ
い
つ
い
で
死
去
し
た
。
そ
こ
で
蕭
統
は
弟
の
蕭
綱
に
む
け
て
、｢

明
北

�
と
到
長
史
、
遂
に
相
係つ

い
で
凋
落
せ
り
。
傷
怛
し
悲
�
し
て
、
已や

む
能
わ
ざ
る
の
み｣

云
々
と
開
始
さ
れ
る

｢

与
晋
安
王
綱
令｣

を
か
き
お
く
っ
た
の
で
あ
る

(

蕭
統
の
急
逝
も
四
年
後
に
せ
ま
っ
て
い
た)

。
そ
の
令
の
な
か
に
、
右
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

談
対
如
昨
、
音
言
在
耳
。
零
落
相
仍
、
皆
成
異�

物�

。
毎�

一�

念�

至�

、
何�

時�

可�

言�

。

彼
ら
と
か
た
り
あ
っ
た
の
は
つ
い
昨
日
の
よ
う
で
、
ま
だ
そ
の
話
し
声
も
耳
に
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
あ
い
つ
い
で

逝
去
し
、
あ
の
世
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
想
起
す
る
た
び
、
い
つ
お
ま
え
に
こ
の
悲
し
み
を
う
っ
た
え

ら
れ
る
か
と
お
も
う
の
だ
。

こ
の
一
節
は
、
曹
丕

｢

与
朝
歌
令
呉
質
書｣

の

｢

元
瑜
長
逝
、
化
為
異�

物�

。
毎�

一�

念�

至�

、
何�

時�

可�

言�｣
(

阮
�
は
逝
去
し
、
鬼
籍

の
ひ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
想
起
す
る
た
び
、
い
つ
貴
殿
に
こ
の
悲
し
み
を
う
っ
た
え
ら
れ
る
か
と
お
も
う
の
だ
、

の
意)

を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
。
こ
の
部
分
は
、
曹
丕
が
や
は
り
側
近
の
阮
�
を
う
し
な
っ
た
と
き
に
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
終
わ

り
三
句
な
ど
、
蕭
統
が
そ
っ
く
り
曹
丕
書
簡
を
模
し
て
い
る
の
が
わ
か
ろ
う
。

四
、
蕭
綱
の
曹
丕
比
擬

つ
い
で
な
が
ら
、
蕭
綱
の
曹
丕
比
擬
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
兄
の
蕭
統
が
中
大
通
三
年

(

五
三
一)

の
四
月
に
三
十
一
歳
で
急
逝

す
る
や
、
蕭
綱
は
同
年
七
月
に
皇
太
子
の
地
位
を
つ
い
だ
。
こ
の
と
き
綱
、
二
十
九
歳
。
彼
は
兄
の
曹
丕
比
擬
を
し
っ
て
い
た
の
で
、
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こ
ん
ど
は
自
分
が
曹
丕
に
な
る
番
だ
と
お
も
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
曹
植
は
も
ち
ろ
ん
弟
の
蕭
繹

(

こ
の
と
き
湘
東
王
だ
っ

た
。
歳
は
二
十
四)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
都
合
の
い
い
こ
と
に
、
蕭
繹
も
文
才
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
、｢

蕭
統
＝
曹
丕
、
蕭
綱
＝

曹
植｣
か
ら

｢

蕭
綱
＝
曹
丕
、
蕭
繹
＝
曹
植｣

へ
の
移
行
は
、
わ
り
と
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
比
擬
の
移
行
は
、
ど
う
や
ら
蕭
綱
自
身
が
率
先
し
て
お
こ
な
っ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
蕭
統
の
急
逝
、
自
分
の
立
太
子

と
い
う
あ
わ
た
だ
し
い
状
況
の
な
か
、
太
子
と
な
っ
て
三
、
四
か
月
後
の
十
月
末
か
十
一
月
ご
ろ
に
、
蕭
綱
は
さ
っ
そ
く
弟
の
蕭
繹

に
書
簡
文

｢

与
湘
東
王
書｣

を
お
く
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
か
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

文
章
未
墜
、
必
有
英
絶
。
領
袖
之
者
、
非
弟
而
誰
。
毎
欲
論
之
、
無
可
与
語
。
思
吾�

子�

建�

、
一
共
商
�
。

こ
の
よ
う
に
文
学
の
道
は
ま
だ
ほ
ろ
び
ず
、
世
に
は
き
っ
と
俊
英
が
ひ
そ
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
連
中
を
指
導
す
る

者
は
、
弟
の
お
ま
え
を
お
い
て
だ
れ
が
い
よ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
議
論
し
た
い
の
だ
が
、
い
い
機
会
が
な
い
。
私
は
わ

が
子
建

(

曹
植)

を
お
も
っ
て
は
、
と
も
に
文
学
を
批
評
し
て
み
た
く
て
な
ら
ん
の
だ
。

こ
の
引
用
は
、
書
簡
文
の
末
尾
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
ま
え
の
箇
所
で
、
蕭
綱
は
都
の
建
康
の
詩
風
が
堕
落
し
て
い
る
と
、

つ
よ
く
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
蕭
繹
に
む
か
っ
て
、
堕
落
し
た
文
風
を
再
興
さ
せ
る
の
は
、
弟
の
お
ま

え
以
外
に
は
な
い
と
よ
び
か
け
て
い
る
の
が
、
こ
の｢
文
章
未
墜｣

云
々
の
八
句
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
蕭
綱
は
弟
に
む
か
っ
て
、

｢

吾
が
子
建

(

曹
植
の
あ
ざ
な)｣

と
よ
び
か
け
て
い
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
は
と
う
ぜ
ん

[

曹
植
の
兄
の]

曹
丕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
蕭
綱
は
、
み
ず
か
ら
曹
丕
な
り
と
自
任
、
い
や
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の

｢

与
湘
東
王
書｣

か
ら
三
年
後
の
中
大
通
六
年

(
五
三
四)

、
蕭
綱
は
類
書

『

法
宝
聯
璧』

三
百
巻
を
完
成
さ
せ

た
が
、
こ
の
と
き
当
時
の
人
び
と
は
、
同
書
を

｢

以
て

[

魏
の]

王
象
・
劉
邵
ら
の

『

皇
覧』

に
比｣

し
た
と
い
う

(『

南
史』

陸

杲
伝)

。
こ
の
魏
の

『

皇
覧』

な
る
書
物
は
、
曹
丕
が
王
象
や
劉
邵
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
類
書
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
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ド
、
た
ん
に

『

法
宝
聯
璧』

が

『

皇
覧』

に
似
て
い
た
か
ら
比
せ
ら
れ
た
の
か
、
蕭
綱
の
曹
丕
比
擬
が
定
着
し
て
い
た
か
ら
、『

法

宝
聯
璧』

が

『

皇
覧』

に
比
せ
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
詳
細
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
中
大
通
六
年
こ

ろ
に
は
、
蕭
綱
の
も
く
ろ
み
ど
お
り
、｢

蕭
綱
＝
曹
丕｣

イ
メ
ー
ジ
は
世
間
に
定
着
し
て
い
た
と
か
ん
が
え
て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
当
時
の
詩
文
が
、
太
子
に
な
っ
た
蕭
綱
に
む
け
、
や
は
り
卞
蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

を
典
拠
に
つ
か
っ

て
い
る
こ
と
だ
。
ま
ず
は
、
蕭
綱
が
自
分
で
卞
蘭
賦
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
自
分
の
立
太
子
に
さ
い
し
、
武
帝
に
御
礼
の

｢

謝
立

為
皇
太
子
表｣
を
さ
さ
げ
た
。
そ
の
な
か
で
、
蕭
綱
は
さ
っ
そ
く

将
何
以
著
三
善
之
徳
、
延
四
皓
之
遊
、
屈
叔
誉
之
辞
、
繹
卞�

蘭�

之�

頌�

。

私
は
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て

[

皇
太
子
と
し
て]

一
事
で
三
善
を
な
す
徳
を
有
し
、[

漢
高
祖
の
太
子
の
よ
う
に]

四
皓
を

ま
ね
き
よ
せ
、
ま
た

[
周
の
太
子
晋
の
よ
う
に]

叔
誉
の
発
言
を
お
さ
え
、[

魏
の
曹
丕
の
よ
う
に]

卞
蘭
の
頌
辞
を
つ
づ

け
さ
せ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

と
の
べ
、
み
ず
か
ら
卞
蘭
の
賦
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る

(『

芸
文
類
聚』

巻
十
六)

。
さ
ら
に
右
の

『

法
宝
聯
璧』

が
完
成
し
た
と

き
、
蕭
綱
か
ら
序
文
を
か
く
よ
う
命
じ
ら
れ
た
蕭
繹
は
、
そ
の

｢

法
宝
聯
璧
序｣

に
や
は
り
卞
蘭
賦
を
引
用
し
て
、

我
副
君
業
邁
宣
尼
、
道
高
啓
筮
之
作
、
声
超
姫
発
、
寧
假
卞�

蘭�

之�

頌�

。

わ
が
副
君

(

蕭
綱)

た
る
や
、
功
業
は
宣
尼
よ
り
す
ぐ
れ
、
そ
の
道
は
易
の
啓け
い

筮ぜ
い

よ
り
た
か
い
し
、
ま
た
声
誉
は
周
武
王
を

こ
え
、
そ
れ
は
卞
蘭
の
頌
辞
を
か
り
る
ま
で
も
な
い
ほ
ど
で
す
。

と
叙
し
て
い
る

(『

広
弘
明
集』

巻
二
〇)

。

こ
う
し
た
卞
蘭
賦
へ
の
言
及
は
当
時
、｢

太
子

(

か
つ
て
は
蕭
統
、
い
ま
は
蕭
綱)

に
つ
い
て
叙
す
る
と
き
に
は
、
曹
丕
に
比
擬

し
た
ほ
う
が
よ
く
、
そ
の
た
め
に
は
卞
蘭
賦
に
言
及
す
る
の
が
好
都
合
だ｣
と
い
う
共
通
認
識
が
存
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
聖
天
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子
と
く
れ
ば
、
き
ま
っ
て
堯
舜
の
話
題
が
も
ち
だ
さ
れ
、
美
人
と
く
れ
ば
、
つ
ね
に
西
施
や
洛
神
の
名
が
あ
が
る
と
い
う
ふ
う
に
、

当
時
で
は
好
文
の
太
子
と
く
れ
ば
、
魏
の
曹
丕

(

ほ
か
に
、
後
漢
の
劉
荘

〈

の
ち
の
明
帝〉

や
東
晋
の
司
馬
紹

〈

の
ち
の
明
帝〉

な

ど)
が
言
あ
げ
さ
れ
や
す
か
っ
た
。
そ
う
し
た
さ
い
、
卞
蘭
賦
は
い
わ
ば
、
好
文
の
太
子

(

曹
丕)

を
み
ち
び
き
だ
す
た
め
の
、
枕

詞
と
し
て
有
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
お
な
じ
兄
弟
で
太
子
だ
と
は
い
っ
て
も
、
蕭
統
と
蕭
綱
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
の
曹
丕
イ
メ
ー
ジ
が
す
こ
し
ち
が
っ
て
い
た

よ
う
だ
。
ま
ず
蕭
兄
弟
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
文
学
の
侍
従

(

建
安
七
子)

と
風
雅
な
詩
会
を
た
の
し
む
曹
丕
像
と
、
そ
の
侍
従

の
逝
去
を
い
た
む
曹
丕
像
で
あ
る
。
蕭
統
の
例
は
す
で
に
あ
げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
蕭
綱
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
す
る
と
、
つ
ぎ
に
し

め
す
蕭
綱

｢

与
劉
孝
儀
令
悼
劉
遵｣

の
文
章
は
、
そ
の
両
方
の
像
を
兼
備
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

良
辰
美
景
、
清
風
月
夜
、
鷁
舟
乍
動
、
朱
鷺
徐
鳴
、
未
嘗
一
日
而
不
追
隨
、
一
時
而
不
会
遇
。
酒
闌
耳
熱
、
言
志
賦
詩
、
校
覆

忠
賢
、
�
揚
文
史
。
益
者
三
友
、
此
実
其
人
。
…
…
吾
昨
欲
為
誌
銘
、
並
為
撰
集
。
吾
之
劣
薄
、
其
生
也
不
能
揄
揚
吹
歔
、
使

得
騁
其
才
用
。
今
者
為
銘
為
集
、
何
益
既
往
。
故
為
痛
惜
之
情
、
不
能
已
已
耳
。(『

梁
書』

巻
四
十
一
劉
孺
伝)

良
辰
と
美
景
、
そ
し
て
清
風
と
月
光
の
も
と
、
鷁げ
き

舟
し
ゅ
う
が
す
す
む
や
、
朱
鷺
が
鳴
き
声
を
た
て
る
。
こ
う
し
た
と
き
、
劉
遵

は
一
日
も
私
の
そ
ば
に
お
ら
ぬ
こ
と
は
な
く
、
一
時
も
顔
を
み
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
酒
た
け
な
わ
と
な
り
耳
が

ほ
て
っ
て
く
る
や
、
私
た
ち
は
志
を
の
べ
て
詩
を
つ
づ
り
、
ま
た
古
今
の
忠
賢
を
論
じ
、
文
史
を
検
討
し
た
も
の
だ
。
古
言

に
益
者
三
友
と
い
う
が
、
ま
さ
に
劉
遵
が
そ
の
ひ
と
だ
っ
た
。
…
…
私
は
昨
日
、
劉
遵
の
墓
誌
銘
を
つ
づ
り
、
そ
の
文
集
を

つ
く
ろ
う
と
お
も
い
た
っ
た
。
私
は
お
ろ
か
な
こ
と
に
、
劉
遵
の
生
前
に
名
声
を
あ
げ
さ
せ
て
や
れ
ず
、
そ
の
才
能
を
発
揮

す
る
機
会
も
つ
く
っ
て
や
れ
な
か
っ
た
。
死
ん
だ
い
ま
ご
ろ
に
な
っ
て
、
墓
誌
銘
や
文
集
を
つ
く
っ
た
と
て
、
死
者
に
な
ん

の
益
に
な
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
う
し
て
痛
惜
の
情
を
い
だ
き
、
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
じ
ゃ
。
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こ
こ
の

｢

良
辰
美
景｣

云
々
は
、
文
学
の
侍
従

(

こ
こ
で
は
劉
遵)

と
風
雅
な
詩
会
を
た
の
し
む
場
面
で
あ
り
、
ま
た

｢

吾
昨
欲

為
誌
銘｣

は
、
そ
の
侍
従
が
逝
去
し
て
か
な
し
む
場
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
面
は
、｢

与
呉
質
書｣

｢

与
朝
歌
令
呉
質
書｣

中
に
お

け
る
曹
丕
像
と
よ
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
蕭
統
に
お
け
る
曹
丕
イ
メ
ー
ジ
は
、
ほ
ぼ
こ
の
二
つ
の
場
面

(

風
雅
な
詩
会
を
た
の
し
む
場
面
、
侍
従
の
逝
去
を
い
た
む

場
面)

に
終
始
し
て
い
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
温
雅
な
太
子
と
し
て
の
曹
丕
像
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
蕭
綱
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
く

わ
え
て
文
壇
指
導
者
の
イ
メ
ー
ジ
も
存
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
右
の

｢

与
湘
東
王
書｣

で
曹
丕
を
自
任
し
た
蕭
綱
が
、
弟
の

蕭
繹
に
む
か
っ
て

｢
こ
の
よ
う
に
文
学
の
道
は
ま
だ
ほ
ろ
び
ず
、
世
に
は
き
っ
と
俊
英
が
ひ
そ
ん
で
い
る
は
ず
だ
。
そ
う
し
た
連
中

を
指
導
す
る
者
は
、
弟
の
お
ま
え
を
お
い
て
だ
れ
が
い
よ
う
か｣

と
、
文
壇
改
革
へ
の
協
力
を
よ
び
か
け
て
い
る
場
面
が
、
そ
れ
に

該
当
す
る
。
し
か
も
こ
の
書
簡
、
そ
れ
だ
け
で
お
わ
ら
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
語
句
が
つ
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

弁
茲
清
濁
、
使
如
�
渭
、

朱
丹
既
定
、
使
夫

懐
鼠
知
慚
、

譬
斯
袁
紹
、
畏
見
子
将
、

論
茲
月
旦
、
類
彼
汝
南
。

雌
黄
有
別
、

濫
�
自
恥
。

同
彼
盗
牛
、
遥
羞
王
烈
。

そ
し
て
才
能
の
清
濁
を
�
渭
の
よ
う
に
は
っ
き
り
弁
別
し
、
人
物
の
評
論
を
あ
の
汝
南
の
月
旦
の
よ
う
に
や
っ
て
み
た
い
。

朱
色
が
さ
だ
ま
れ
ば

[

紫
色
も
は
っ
き
り
す
る
の
で]

才
の
優
劣
も
き
ま
る
。[

そ
の
よ
う
に
優
劣
を
明
確
に
し
て]

エ
セ

詩
人
た
ち
に
お
そ
れ
い
ら
せ
、
ヘ
ボ
詩
人
た
ち
を
恥
じ
い
ら
せ
て
や
り
た
い
の
だ
。
そ
う
す
れ
ば
袁
紹
が
許
劭
に
み
ら
れ
る

の
を
お
そ
れ
、
牛
泥
棒
が
王
烈
に
罪
を
し
ら
れ
る
の
を
恥
じ
る
が
ご
と
く
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
蕭
綱
は
、
建
康
の
文
壇
で
我
が
世
の
春
を
謳
歌
し
て
い
る
連
中
に
、
は
げ
し
い
非
難
の
こ
と
ば
を
な
げ
つ
け
て
い
る
。

｢

エ
セ
詩
人
た
ち
に
お
そ
れ
い
ら
せ
、
ヘ
ボ
詩
人
た
ち
を
恥
じ
い
ら
せ
て
や
り
た
い｣

。
こ
こ
に
み
え
る
の
は
、
温
雅
な
太
子
ど
こ
ろ

か
、
き
わ
め
て
ア
グ
レ
ッ
シ
ヴ
な
文
壇
指
導
者
で
あ
る
。
曹
丕
を
模
し
た
蕭
綱
は
、
か
く
自
己
を
戦
闘
的
な
文
壇
指
導
者
に
比
擬
し
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て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
兄
の
蕭
統
に
は
希
薄
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
、
右
で
紹
介
し
た

『

法
宝
聯
璧』

の
編
纂
も
、
蕭
綱
が
臣
下
に
命
じ
た
大
規
模
な
文
化
事
業
で
あ
り
、
や
は
り

[『
皇
覧』

の
編
纂
を
リ
ー
ド
し
た
曹
丕
に
類
し
て
い
て]

文
壇
の
指
導
者
イ
メ
ー
ジ
を
増
強
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
あ

の
著
名
な

『
玉
台
新
詠』

の
編
纂
に
お
い
て
も
、

梁
簡
文
帝
為
太
子
、
好
作
艶
詩
。
境
内
化
之
、
浸
以
成
俗
、
謂
之
宮
体
。
晩
年
改
作
、
追
之
不
及
。
乃
令
徐
陵
撰
玉
台
集
、
以

大
其
体
。(
劉
肅

『

大
唐
新
語』

公
直
篇)

梁
簡
文
帝

(
蕭
綱)

が
太
子
だ
っ
た
と
き
、
よ
く
艶
詩
を
つ
く
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
周
辺
が
影
響
さ
れ
て
、
し
だ
い
に
艶
詩

が
世
間
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
き
、｢

宮
体｣

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
簡
文
帝
は
晩
年
に
こ
れ
を
改
作
し
よ
う
と
し
た
が
、

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
徐
陵
に
命
じ
て

『

玉
台
新
詠』

を
編
纂
さ
せ
、
艶
詩
の
体
を
権
威
づ
け
よ
う
と
し
た
。

と
い
う
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宮
体
詩
の
盛
行
も
蕭
綱
が
主
導
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
文
壇
指
導
者
と
し
て

の
姿
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

か
く
み
て
く
る
と
、
蕭
綱
に
は

[

兄
蕭
統
よ
り
も]

文
壇
を
指
導
し
よ
う
と
い
う
意
欲
が
つ
よ
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
蕭
綱

が[

兄
の
急
逝
に
よ
っ
て]

棚
ぼ
た
式
に
太
子
に
な
っ
た
の
で
、
亡
兄
の
近
臣
や
息
子
た
ち
か
ら
反
発
や
や
っ
か
み
を
う
け
や
す
か
っ

た
こ
と
と
、
お
そ
ら
く
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
周
辺
の
反
発
や
や
っ
か
み
を
自
覚
す
れ
ば
こ
そ
、
蕭
綱
は
よ
け
い
に
文
壇

指
導
イ
メ
ー
ジ
を
前
面
に
う
ち
だ
し
て
、[

兄
に
ま
け
ぬ]

明
敏
ぶ
り
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

(

７)

。
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五
、
創
作
心
理

話
題
が
す
こ
し
そ
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
と
の

[

蕭
統

｢

文
選
序｣

中
の]

｢

事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻｣

二
句
に
つ
い
て
の
議

論
に
も
ど
ろ
う
。
本
稿
の
テ
ー
マ
は
、
こ
こ
の

｢

沈
思｣
｢

翰
藻｣

の
両
語
の
典
拠
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
結
論
と
し

て
、
典
拠
は
魏
の
卞
蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

中
の

｢

沈
思
泉
涌
、
華
藻
雲
浮｣

だ
っ
た
ろ
う
と
か
ん
が
え
る
。
最
後
に
、
以
上
の
議
論

を
ふ
ま
え
、
な
ぜ
そ
う
か
ん
が
え
る
の
か
を

[

想
像
も
ま
じ
え
つ
つ]

あ
ら
た
め
て
説
明
し
て
ゆ
こ
う
。

蕭
統
は
幼
時
か
ら
、
相
似
し
た
立
場
に
い
た
魏
の
曹
丕
を
尊
敬
し
て
い
た
。
つ
ね
に
臣
下
と
疑
似
的
友
人
関
係
を
も
ち
、
清
雅
な

文
事
に
ふ
け
っ
て
い
た
曹
丕
こ
そ
が
、
自
分
の
理
想
的
な
太
子
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
蕭
統
は
、
曹
丕
の
よ
う
な
太
子
と

な
っ
て
、
臣
下
た
ち
と
風
雅
な
詩
会
を
た
の
し
み
た
い
と
お
も
っ
て
い
た
し
、
じ
っ
さ
い
そ
う
し
た
日
々
を
す
ご
し
て
い
た
。
あ
の

曹
丕
が
、
あ
の

｢

南
皮
の
遊｣

で
そ
う
し
た
よ
う
に
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
臣
下
が
死
去
す
る
と
、
自
分
の
か
ら
だ
を
も
が
れ
た
か

の
よ
う
に
、
哀
悼
の
こ
と
ば
を
か
た
り
つ
づ
け
た
。
あ
の
曹
丕
が
、
あ
の

｢

与
呉
質
書｣

で
そ
う
し
た
よ
う
に
。

そ
う
し
た
蕭
統
に
と
っ
て
、
曹
兄
弟
や
七
子
ら
の
建
安
期
の
詩
文
は
、
鍾
愛
の
作
品
群
だ
っ
た
。
な
か
で
も
、
曹
丕
を
た
た
え
た

卞
蘭｢

賛
述
太
子
賦｣

は
、
日
ご
ろ
か
ら
愛
読
し
て
い
た
作
品
で
あ
り
、｢

う
ん
、
曹
丕
を
た
た
え
た
こ
の
賦
は
す
ば
ら
し
い
。
ま
っ

た
く
同
感
だ｣

と
感
心
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
あ
る
日
、
配
下
の
劉
孝
綽
ら
に
命
じ
て
い
た

『

文
選』

の
編
纂
が
、
い
よ
い
よ
完
了

し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
孝
綽
ら
か
ら
序
文
の
執
筆
を
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
蕭
統
の
脳
裏
に
ふ
と
、
あ
る
ア
イ
デ
ア

が
ひ
ら
め
い
た
。
そ
う
だ
、
こ
の｢

文
選
序｣

の
ど
こ
か
で
、
以
前
か
ら
な
じ
ん
で
い
た
あ
の
卞
蘭
賦
の
字
句
を
つ
か
っ
て
み
よ
う
。

そ
の
場
合
は
、
曹
丕
の
文
学
を
称
賛
し
た

｢

沈
思
泉
涌
、
華
藻
雲
浮
。
聴
之
忘
味
、
奉
読
無
倦｣

あ
た
り
の
字
句
を
つ
か
う
の
が
、
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い
ち
ば
ん
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
な
。
…
…

さ
ら
に
想
像
の
翼
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
、
卞
蘭
賦
の
字
句
を
ア
レ
ン
ジ
し
て｢

事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻｣

二
句
を
つ
づ
っ
た
と
き
、

蕭
統
が
脳
裏
に
う
か
べ
て
い
た
の
は
、
曹
丕
の
詩
文
の
な
か
で
も
、
と
く
に

『

典
論』

の
諸
篇
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
ぜ
な
ら
、
卞

蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

で
も
、
こ
の
作
を
と
く
に
と
り
あ
げ
て
、

窃
見
所
作
典
論
及
諸
賦
頌
、
逸
句
爛
然
。

太
子
さ
ま
が
お
書
き
に
な
っ
た『

典
論』

や
賦
頌
の
作
を
拝
読
い
た
し
ま
す
に
、
秀
逸
な
語
句
が
か
が
や
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

と
た
た
え
て
い
た
か
ら
だ
。

右
の

｢

所
作
典
論｣

は
曹
丕
の
議
論
ふ
う
文
章

(

典
論)

を
さ
し
、｢

諸
賦
頌｣

は
文
学
作
品
を
さ
す
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
、｢

文
選
序｣

の

｢
事
出
於｣

直
前
の
二
句

｢

讚
論
之
綜
緝
辞
采
、
序
述
之
錯
比
文
華｣

(

史
書
の
な
か
の
讚
と
論
は
辞

藻
を
あ
つ
め
、
序
と
述
は
文
飾
を
ま
じ
え
た
も
の
だ
、
の
意)

は
、[

詩
や
賦
で
な
く]

讚
・
論
や
序
・
述
と
い
う
議
論
の
文
を
話

題
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
す
る
と
、
ま
さ
に
議
論
文
の
集
積
た
る

『

典
論』

こ
そ
が
、
こ
の
あ
た
り
で
想
起
さ
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、｢

文
選
序｣

中
の

｢

事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻｣

二
句
の
典
拠
、
お
よ
び
こ
の
二
句
を
つ
づ
っ
た
と
き
の
蕭
統
の
心
理

に
つ
い
て
、
私
な
り
に
推
理
や
検
討
を
く
わ
え
て
み
た
。
で
は
お
わ
り
に
、
冒
頭
に
提
示
し
た

｢

若
其
讚
論
之
綜
緝
辞
采
、
序
述
之

錯
比
文
華
、
事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻
。
故
与
夫
篇
什
、
雑
而
集
之｣

六
句
に
つ
い
て
、
典
拠
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
訳
文
を
提
示

し
て
、
本
稿
を
と
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

…
…
史
書
の
な
か
の
讚
と
論
は
辞
藻
を
あ
つ
め
、
序
と
述
は
文
飾
を
ま
じ
え
た
も
の
だ
。
そ
れ
ら
の
文
章
た
る
や
、[

魏
の
卞

蘭

｢

賛
述
太
子
賦｣

が
た
た
え
る
曹
丕

『

典
論』

中
の
議
論
文
と
お
な
じ
よ
う
に]

内
容
は
ふ
か
い
思
索
か
ら
出
発
し
、
表
現
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は
華
麗
な
美
文
に
帰
着
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
、[

詩
賦
な
ど
の]

文
学
作
品
と
な
ら
べ
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
も
採
録
し
て
よ
か

ろ
う
。

注(

１)

本
稿
の
内
容
は
、
以
下
の
拙
稿
で
も
断
片
的
に
指
摘
し
て
き
た
。
た
だ
そ
れ
ら
で
は
、
別
個
の
テ
ー
マ
に
関
連
さ
せ
て
か
る
く
ふ
れ
た
程
度

で
、
き
ち
ん
と
整
序
さ
せ
た
議
論
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
過
去
の
断
片
的
な
指
摘
を
整
理
し
統
合
し
て
、
一
篇
の
論
文
に
し

た
て
て
み
た
。
本
稿
の
内
容
に
関
心
あ
る
か
た
は
、
以
前
の
拙
稿
も
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。
そ
れ
は
、
○
曹
丕
の｢

与
呉
質
書｣

に
つ
い
て
―
六
朝
文
学
と
の
関
連
―

(｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

第
二
〇
号

一
九
九
九)

、
○
蕭
統

｢

文
選
序｣

札
記

(｢

中
京
大
学
文
学
部

紀
要｣

第
四
二
―
二
号

二
〇
〇
八)

、
○
蕭
統

｢

文
選
序｣

の
文
章
に
つ
い
て

(｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

第
五
三
号

二
〇
〇
八)

、
○
曹

丕

｢

典
論
論
文｣

の
文
章
に
つ
い
て
(｢

中
京
大
学
文
学
部
紀
要｣

第
四
五
―
二
号

二
〇
一
一)

、
○
蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

の
文
章
に
つ
い

て

(｢

中
京
大
学
文
学
部
紀
要｣

第
五
〇
―
一
号

二
〇
一
五)

の
諸
論
で
あ
る
。

(

２)

蕭
統

｢

文
選
序｣

中
で
い
う
讚
・
論
と
序
・
述
と
は
、
具
体
的
に
は

『

文
選』

巻
四
十
九
と
五
十
に
収
録
さ
れ
て
い
る
十
三
篇
の
史
論
関
係

の
文
章
を
さ
す
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
現
在
か
ら
み
て
も
力
作
が
お
お
く
、
た
し
か
に

｢

沈
思｣

と

｢

翰
藻｣

を
兼
備
し
た
文
学
作
品
だ
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
史
論
関
係
の
文
の
文
学
的
価
値
を
み
ぬ
い
た
の
は
、
范
曄
や
沈
約
あ
た
り
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

沈
約
宋
書
謝
霊
運
伝
論
の
文
章
に
つ
い
て｣

(｢

中
京
大
学
文
学
部
紀
要｣

第
四
六
―
一
号

二
〇
一
一)

を
参
照
。

(

３)

中
国
で
、｢

文
選
序｣

中
の

｢

事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻｣
二
句
へ
の
研
究
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
中
国
に
お
け
る
二
句
へ
の

研
究
は
、
朱
自
清
の
論
文

｢

文
選
序
事
出
於
沈
思
義
帰
乎
翰
藻
説｣
以
来
の
伝
統
な
の
だ
ろ
う
か
、
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
二
句
中
の

｢

事｣
｢

義｣

の
字
義
解
明
に
む
か
っ
て
い
て
、｢

沈
思｣

｢

翰
藻｣

の
両
語
に
言
及
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
す
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
楊
明

｢

事
出
於
沈
思
、

義
帰
乎
翰
藻
解｣

(『

文
選
学
新
論』

所
収

中
州
古
籍
出
版
社

一
九
九
七)
や
呉
暁
峰

｢

文
選
序
事
出
於
沈
思
、
義
帰
乎
翰
藻
新
解｣

(『

第

八
届
文
選
学
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集』

所
収

広
陵
書
社

二
〇
一
〇)

が
そ
の
典
型
な
の
だ
が
、
二
句
を
論
文
の
標
題
に
か
か
げ
て
い
て
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も
、
実
質
は

｢

事｣
｢

義｣

の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

(
４)

こ
の
賦
は
、
厳
可
均

『

全
三
国
文』

巻
三
十
が

｢

賛
述
太
子
賦
并
上
賦
表｣

と
名
づ
け
る
よ
う
に
、
厳
密
に
い
え
ば
、
序
文

(

散
文)

と
賦

本
体

(

韻
文)

の
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
る

(

序
文
と
賦
本
体
を
あ
わ
せ
る
と
百
三
十
七
句)

。
序
文
は
た
ん
な
る
ま
え
が
き
で
な
く
、

現
存
す
る
か
ぎ
り
で
は
賦
の
本
体
よ
り
も
な
が
い
八
十
二
句
の
力
作
で
あ
る
。
右
に
あ
げ
た｢

伏
惟
太
子｣

以
下
も
、
じ
つ
は
賦
本
体
で
な
く
、

こ
の
序
文
の
冒
頭
な
の
で
あ
る
。
こ
の
序
文
は
、『

芸
文
類
聚』

巻
十
六
儲
宮
部

[

と
ご
く
一
部
が

『

初
学
記』

巻
十]

に

｢

魏
卞
蘭
贊
述
太

子
表�｣

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
十
六
に
は
、
ま
た
韻
文
の
賦
本
体
が

[

序
文
と
き
り
は
な
し
た
形
で]

、｢

超
古
人
之
遐
迹｣

云
々

と
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
体
は
い
か
に
も
賦
ら
し
く
、｢

○
○
○
助
○
○｣

の
六
字
句
が
三
十
二
句
に
わ
た
っ
て
つ
づ
い
て
い
る
。
と
こ

ろ
が

｢

非
臣
下
之
敢
虚｣
句
ま
で
く
る
と
、
な
ぜ
か

｢

乃
作
頌
曰｣

と
い
う
句
が
き
て
、｢

明
明
太
子｣

云
々
と
四
言
韻
文
が
二
十
二
句
つ
づ

き
、
一
篇
を
お
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の

｢

頌｣

な
る
四
字
句
は
、
賦
の
末
尾
に
く
る

｢

乱
に
曰
く｣

に
相
当
す
る
も
の
と
解
す
べ

き
だ
ろ
う
。
以
上
の

｢

賦
本
体

(
六
字
句)

＋
頌

(

四
字
句)｣

は
、
巻
十
六
で
は

｢

贊
述
太
子
賦�｣

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

(

５)

卞
蘭
賦
中
の
二
語
の
用
例
は
、
Ｐ
Ｃ
上
で
の
電
子
文
献
の
検
索
に
よ
っ
て
し
り
え
た
も
の
で
あ
る

(

ま
た
兪
紹
初

『

昭
明
太
子
集
校
注』

百

八
十
三
頁
も
指
摘
し
て
い
る)

。
そ
の
電
子
検
索
で
は
、｢

沈
思｣

｢

翰
藻｣

の
二
語
を
そ
な
え
た
文
章
と
し
て
、
も
う
一
例
、

[

陸
雲
寒
�
賦]

聊
振
思�

于
翰�

藻�

。
闡
令
問
以
長
存
。

思
索
を
華
麗
な
美
文
で
表
現
し
、
名
声
を
あ
げ
て
永
久
に
た
も
つ
。

と
い
う
用
例
が
で
て
き
た
。
こ
の
陸
雲
賦
と
卞
蘭
賦
の
二
例
、
い
ず
れ
も
字
に
若
干
の
出
入
り
は
あ
る
も
の
の
、
二
語
が

｢

文
選
序｣

と
お
な

じ
く
、
近
接
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
当
時
の
人
び
と
は

｢

思｣

と

｢

藻｣

と
を
、
対
語
ふ
う
に
理
解

し
て
い
た
よ
う
だ
。

(

６)

拙
稿｢

曹
丕
の
与
呉
質
書
に
つ
い
て
―
六
朝
文
学
と
の
関
連
―｣

(
前
出)
、
佐
伯
雅
宣｢

梁
代
の
侍
宴
詩
に
つ
い
て｣

(｢

日
本
中
国
学
会
報｣

第
五
四
集

二
〇
〇
二)

な
ど
。

(

７)

蕭
統
も

『

文
選』

を
編
纂
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の

｢

文
選
序｣

で
は
、
文
壇
指
導
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
刻
印
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
む
し
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ろ
当
時
の
多
数
の
人
び
と
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
、
自
分
の
考
え
を
お
さ
え
、
八
方
美
人
ふ
う
な
編
集
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
謙

虚
な
姿
勢
は
、
弟
の
蕭
綱
に
は
と
ぼ
し
い
も
の
だ
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
お
な
じ
曹
丕
比
擬
で
あ
っ
て
も
、
あ
こ
が
れ
が
自
然
に
吐
露
し
て
い

る
蕭
統
と
、
文
壇
指
導
者
イ
メ
ー
ジ
を
意
図
的
に
う
え
つ
け
よ
う
と
す
る
蕭
綱

と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
拙
稿

｢

蕭

統
文
選
序
の
文
章
に
つ
い
て｣

(

前
出)

も
参
照
。
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