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書
は
中
国
に
お
い
て
、
文
学
や
絵
画
と
並
ぶ
最
高
の
芸
術
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
文
学
や
絵
画
は
世
界
中

の
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
み
ら
れ
る
が
、
書
と
い
う
芸
術
は
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
に
固

有
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
発
達
し
た
。
そ
れ
は
言
語
芸
術
と
も
造
形
芸
術
と
も
い
い
が
た
い
独
特
の
あ
り
か

た
を
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
近
代
以
降
の
学
術
領
域
に
お
い
て
、
文
学
か
ら
も
美
術
か
ら
も
疎
外

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
書
が
か
つ
て
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
忘
れ

去
ら
れ
、
い
ま
や
無
理
解
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
な
ぜ
い
か
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
独
特
の
芸
術
形
式

が
発
展
し
た
の
か
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
漢
字
と
い
う
固
有
の
文
字
体
系
の
存
在
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
花
開
い

た
文
字
文
化
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
え
な
い
。

中
国
文
化
は
、
強
迫
的
な
ま
で
に
書
く
こ
と
に
取
り
憑
か
れ
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
。
書
が
芸
術
と
し
て

自
覚
さ
れ
る
遥
か
以
前
の
文
字
史
料
か
ら
も
、
そ
れ
は
強
烈
に
窺
わ
れ
る
。
古
代
の
祭
政
一
致
を
示
す
甲
骨

文
、
封
建
制
を
支
え
る
青
銅
器
に
鋳
込
ま
れ
た
金
文
、
文
書
行
政
の
発
達
を
示
す
簡
牘
と
印
章
、
皇
帝
権
力

を
誇
示
す
る
た
め
の
石
刻
な
ど
、
世
界
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
に
豊
富
な
古
代
の
文
字
史
料
は
、
い
ず
れ
も
独

特
の
美
を
具
え
、
そ
の
ま
ま
書
の
歴
史
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
何
か
し
ら
一
貫
し
た
思
想
の
歩
み

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
研
究
が
目
指
す
の
は
、
書
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
、
文
字
や
書
く
こ
と
に
ま
つ
わ
る
思
想
の
系
譜
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
古
代
か
ら
唐
末
ま
で
の
「
文
」
と
「
書
」
を
め
ぐ
る
言
説

の
な
か
に
、
書
が
芸
術
と
し
て
成
立
す
る
過
程
を
辿
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
単
な
る
造
形
芸
術
の
一
形

式
と
し
て
は
捉
え
き
れ
な
い
書
の
存
在
根
拠
を
示
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

書
に
つ
い
て
の
思
想
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
な
ら
、
第
一
に
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
書
論
で
あ
ろ

う
。
書
論
と
は
、
書
に
ま
つ
わ
る
言
説
を
総
じ
て
称
す
る
が
、
そ
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
関
連
領
域
と
関
わ
っ
て
い
る
。
狭
義
の
書
論
は
、
中
国
に
お
い
て
、
後
漢
の
頃
か
ら
途
切
れ
る
こ

と
な
く
著
さ
れ
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
書
と
い
う
芸
術
を
支
え
る

思
想
的
根
拠
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
狭
義
の
書
論
の
み
を
研
究
対
象
と
す
る
の
で
は
不
充
分
で
あ
る
。

書
に
つ
い
て
の
批
評
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
書
を
理
解
す
る
に
は
、

専
門
領
域
を
異
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
総
合
す
る
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

実
際
、
書
に
か
か
わ
る
思
想
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て
著
さ
れ
た
書
物
の
な
か
に
散
在
し
、
伏
流

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
説
文
解
字
』
叙
は
も
と
よ
り
書
論
で
は
な
い
が
、
歴
代
の
書
論
が
多
く
引
用
し
か

つ
そ
れ
に
依
拠
し
て
書
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
ほ
か
、
北
宋
の
朱
長
文
に
よ
っ
て

『
墨
池
編
』
巻
一
の
は
じ

、

め
に
「
字
学
」
と
い
う
分
類
の
下
に
書
論
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
書
と
い
う
芸
術
の
基
礎
に
は
漢

序 論



白
謙
慎
「
也
論
中
国
書
法
芸
術
的
性
質

『
白
謙
慎
書
法
論
文
選
』
当
代
書
法
理
論
文
集
系
列
、
栄
宝
斎
出
版
社
、
二
〇

」

1
一
〇
年
、
二
五
〇
頁
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
拙
訳
。
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字
と
い
う
文
字
体
系
が
あ
り
、
文
字
の
思
想
が
書
の
そ
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い

（

法
書

る
。
ま
た
、
唐
代
の
書
学
者
で
あ
る
張
懐
瓘
に
、
書
の
形
而
上
学
的
な
考
察
を
展
開
し
た
「
文
字
論
」
『

と
題
さ
れ
た
一
篇
の
書
論
が
あ
る
の
も
、
同
様
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
や
書

要
録
』
巻
四
）

く
こ
と
を
め
ぐ
る
独
特
の
思
想
の
系
譜
が
そ
こ
に
あ
る
。
書
論
に
は
そ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
や
芸
術

論
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
、
書
論
以
外
の
文
献
を
含
め
て
、
領
域
横
断
的
に
書
に
か
か
わ
る
思
想
を

尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
本
論
で
は
、
書
論
の
み
な
ら
ず
、
文
字
学
、
言
語
哲
学
、
文
学
論
、
画
論
と
い
っ
た
分
野
に
敢

。

、

、

え
て
踏
み
込
む
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た

そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
互
い
に
接
続
し

交
差
さ
せ
て
読
む
こ
と

そ
れ
が
本
研
究
が
採
る
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
異
な
る
領
域
に
つ
な
が
り
を
見
出
し
、

書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
思
想
の
系
譜
を
炙
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
研
究
が
志
向
す
る

の
は
、
単
な
る
分
析
で
は
な
く
、
分
析
を
通
し
て
の
総
合
で
あ
る
。

か
つ
て
人
文
学
は
、
歴
史
・
社
会
・
政
治
・
経
済
・
芸
術
と
い
っ
た
諸
領
域
に
ま
た
が
る
人
間
の
営
み
を

総
合
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

人
文
学

と
は
、

人
間

と
い
う
存
在
に
つ
い
て
総
合
的
に

ヒ
ユ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ

ヒ
ユ
ー
マ
ン

理
解
す
る
こ
と
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
特
定
の
事
象
は
、
そ
う
し
た
包
括
的
な
視
野
の
な
か
で

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
の
学
問
は
、
専
門
分
野
を
際
限
な
く
細
分
化
し
、
ご

く
狭
い
領
域
を
深
く
研
究
す
る
傾
向
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
多
く
は
、
限
ら
れ
た
専

門
家
し
か
関
知
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
分
野
を
横
断
す
る
現
象
、
異
な
る
分
野
の
相
互
の
関
係
、
大
き
な
歴

史
的
な
流
れ
と
い
う
も
の
が
捉
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
人
文
学
の
諸
領
域
は
、
相
互
に
切
断
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
も
と
よ
り
書
は
領
域
横
断
的
な
文
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
書
が
文
字
文
化
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
る
。
書
を
他
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
独
立
し
た
事
象
と
し
て
扱
う
の
で

は
な
く
、
文
化
の
総
体
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思

う
。
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そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
書
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
す
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は

「
書
は
文
字
を
素
材

、

と
す
る
造
形
芸
術
で
あ
る
」
と
い
っ
た
今
日
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
通
念
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
書
の
理
解
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
中
国
の
学
者
の
一
部
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
傅
山
の
研

究
で
知
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
も
活
躍
す
る
書
学
研
究
者
、
白
謙
慎

は
、
そ
の
処
女
論
文
「
也

（
一
九
五
五
―
）

論
中
国
書
法
芸
術
的
性
質

に
お
い
て

「
書
は
視
覚
芸
術
に
属
す
る
」
と
い
い
、
書
は
音
楽
や

」

、

（
一
九
八
二
）

1

序 論



同
前
、
二
五
一
頁
。

2

同
前
、
二
五
九
頁
。

3

同
前
、
二
五
九
頁
。

4
「
唐
朝
叙
書
録

『
法
書
要
録
』
巻
四
、
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
四
頁
。
原
文
は
「
今
吾
臨
古
人
之
書
。

」

5
殊
不
学
其
形
勢
。
唯
在
求
其
骨
力
。
及
得
其
骨
力
。
而
形
勢
自
生
耳

。
」
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舞
踏
に
近
い
と
す
る
見
方
を
批
判
し
て

「
建
築
芸
術
は

、

そ
の
性
質
に
お
い
て
最
も
書
に
近
い
芸
術
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
絵
画
や
彫
刻
と
は
異
な
る
造
形
芸
術
で
あ
る
」
と
主

2

張
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
西
洋
美
術
に
由
来
す
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
書
と
い
う
も
の
を
も
た

な
い
西
洋
美
術
の
枠
組
み
に
従
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

し
か
も
書
は
、
近
代
以
降
、
美
術
と
い
う
制
度
か
ら
排
除

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
白
謙
慎
は

「
文
字
内
容
を
書
芸
術
の
内
容
と
み
な
す
見
方
は
、
書
芸
術
中
の
数
あ
る
問
題
と
現
象

、

を
解
釈
し
よ
う
が
な
く
、
成
り
立
た
な
い
」
と
述
べ
、
漢
字
の
構
成
原
理
に
基
づ
き
な
が
ら
も
実
際
に
は
存

3

在
し
な
い
「
仮
漢
字
」
な
る
も
の
を
用
い
た
「
書
」
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る

。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
と

（
図
）

し
て
は
意
味
を
成
さ
な
い
が
ゆ
え
に
純
粋
な
「
書
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
白
謙
慎
自
身
が
告
白
し
て
い
る

と
お
り
、
そ
れ
は
比
田
井
南
谷
な
ど
の
戦
後
の
日
本
の
前
衛
書
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
書
か
れ
る

内
容
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
出
発
す
る
と
、
書
を
文
学
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
と
な
り

「
文
字
内
容
を
書

、

芸
術
の
内
容
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
白
謙
慎
は
い
う
。
だ
が
、
書
は
言
語
に
根
ざ
し
て
い
る
と

4

い
う
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
書
の
内
容
が
テ
ク
ス
ト
の
意
味
内
容
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
む
し
ろ
、
両
者
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
在
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
本
論
全
体
を
通
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
言
語
が
表
す
意
味
内
容
と
書
の
形
象
が
表
現
す
る
も
の
と
が
一
致
す
る
―
―

白
謙
慎
は
、
無
反
省
に
そ
う
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
易
経
』
繋
辞
上
伝
に
「
形
而
上
な
る
者
は
之
を
道
と
謂
い
、
形
而
下
な
る
者
は
之
を
器
と
謂
う
」
と
あ
る

、「

」

「

」

、「

」

。「

」

よ
う
に

形

を
超
え
る
も
の
に

道

を
見
出
す
中
国
人
は

形

そ
れ
自
体
を
重
視
し
な
い

造
形

芸
術
を
代
表
す
る
は
ず
の
絵
画
に
も
そ
う
し
た
考
え
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
蘇
軾
が
「
画
を
論
ず
る
に

（

鄢
陵
王
主
簿
の
画
く
所
の
折

形
似
を
以
て
す
る
は
／
見
は
児
童
と
隣
す
」
と
詩
に
詠
ん
で
い
る
と
お
り
で
あ
る

「

。

枝
に
書
す
」
）

同
様
に
、
書
に
お
い
て
も
「
形
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
一
貫
し
て
戒
め
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
唐
太
宗

は
「
今
吾
れ
古
人
の
書
を
臨
す
る
に
、
殊
に
其
の
形
勢
を
学
ば
ず
、
唯
だ
其
の
骨
力
を
求
む
る
に
在
り
。
其

の
骨
力
を
得
る
に
及
び
て
、
形
勢
自
ず
か
ら
生
ず
る
の
み

と
い
っ
て
い

」（

唐
朝
叙
書
録

『
法
書
要
録
』
巻
四
）

「

」

5

る
。
張
懐
瓘
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
書
を
表
面
的
な
形
と
し
て
見
る
こ
と
を
斥
け
た

「
深
く
書
を
識
る
者
は
、

。

惟
だ
神
采
を
観
て
、
字
形
を
見
ず

「
心
に
従
う
者
を
上
と
為
し
、
眼
に
従
う
者
を
下
と
為
す

「
状
貌
は

」
。

」
。

顕
わ
れ
て
明
ら
か
に
し
易
く
、
風
神
は
隠
れ
て
辨
じ
難
し

「
独
聞
の
聴
、
独
見
の
明
有

」

。

（
以
上
『
文
字
論
』
）

(1981)白謙慎「仮漢字」

序 論



邱
振
中
「
章
法
的
構
成

『
書
法
的
形
態
与
闡
釈
』
修
訂
版
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
三
頁
。
邦

」

6
訳
は
、
河
内
利
治
監
訳
・
浅
野
天
童
訳
『
筆
法
と
章
法

（
芸
術
新
聞
社
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

』

邱
振
中
「
関
于
筆
法
演
変
的
若
干
問
題

『
書
法
的
形
態
与
闡
釈
』
修
訂
版
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、

」

7
八
六
頁
。
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る
に
非
ざ
れ
ば
、
無
声
の
音
、
無
形
の
相
を
議
す
べ
か
ら
ず

。
そ
れ
は
、
書
を
表
面
的
な
形
と
し

」（

書
議

『

』
）

て
し
か
観
な
い
人
へ
の
批
判
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
当
時
す
で
に
そ
う
し
た
通
俗
的
な
見
方
が
蔓
延
し
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
唐
代
に
お
い
て
通
俗
的
な
技
法
書
の
た
ぐ
い
が
数
多
く
著
さ
れ
た
事
実
が
そ

法
書
要
録

巻
一

佩

の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

衛
夫
人

筆
陣
図

を
は
じ
め

欧
陽
詢

三
十
六
法

。

「

」

、

「

」

（
『

』

）

（
『

、
張
懐
瓘
「
論
用
筆
十
法

な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
著
名
人
に
仮
託
し
て

文
斎
書
画
譜

（

書
苑
菁
華
』
巻
二
）

』
）

『
」

作
ら
れ
た
偽
書
で
あ
る
。
張
懐
瓘
の
言
葉
は
、
造
形
性
に
の
み
関
心
を
向
け
て
書
を
見
る
私
た
ち
に
向
け
ら

れ
た
批
判
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
現
代
で
は
、
構
成
の
問
題
、
い
わ
ゆ
る
章
法
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
古
典
的
書

論
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
現
代
中
国
に
お
い
て
、
書
に
つ

い
て
最
も
先
鋭
的
な
発
言
を
続
け
て
い
る
邱
振
中

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る

「
古
典
的

（
一
九
四
七
―
）

。

書
論
は
、
ほ
と
ん
ど
の
論
述
が

文
字
結
構

に
集
中
し
て
い
る
。
歴
代
の
筆
法
に
対
す
る
お
び
た
だ
し
い

「

」

論
述
と
比
べ
て
み
て
も
、
構
成
に
関
す
る
理
論
は
あ
ま
り
に
も
貧
し
い
。
章
法
に
つ
い
て
の
断
片
的
な
印
象

論
が
あ
る
以
外
に
は

結
体

に
関
す
る
説
明
が
比
較
的
詳
し
い
だ
け
で
あ
る

。
巻
子
と
い
う
形
式
が
主

、

」

「

」

6

で
あ
っ
た
時
代
の
み
な
ら
ず
、
条
幅
と
い
う
形
式
が
一
般
化
し
た
明
清
に
お
い
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。

右
の
よ
う
に
述
べ
る
邱
振
中
は
、
古
典
的
書
論
が
章
法
に
関
す
る
問
題
を
等
閑
視
し
て
い
る
こ
と
を
む
し

ろ
批
判
し
て
、
独
自
の
章
法
の
理
論
を
構
築
し
て
い
る
の
だ
が
、
な
ぜ
古
典
的
書
論
に
お
い
て
章
法
が
問
題

に
さ
れ
て
い
な
い
の
か
を
問
わ
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
当
時
の
人
々
に
は
稀
薄
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
章
法
を
重
視
し
な
い
の
は

「
形
」
を
重
視
し
な
い
の
と
同
じ
考
え
方
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
邱
振
中

、

も
白
謙
慎
と
同
じ
よ
う
に
、
近
代
美
術
的
な
視
点
で
書
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
邱
振
中
は
そ
の

こ
と
に
無
自
覚
な
わ
け
で
は
な
い
。
書
が
古
来
一
貫
し
て
筆
法
を
主
た
る
表
現
形
式
と
し
て
き
た
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

「
現
代
芸
術
は
ス
タ
イ
ル
の
激
し
さ
を
求
め
る
た
め
、
作
者
は
、
作
品
が
鑑
賞
者

。

に
与
え
る
第
一
印
象
を
よ
り
考
慮
す
る
。
こ
の
た
め
章
法
が
さ
ら
に
際
立
っ
た
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る

。
だ
が
、
こ
う
し
た
点
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
書
を
論
じ
る
今
日
の
観
点
が
、
近
代
以
前
の

」
7

見
方
か
ら
い
か
に
乖
離
し
て
い
る
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。

ࡾ

ݴ
ޠ
ʹ
ࠜ
͟
͢
ॻ

書
は
造
形
芸
術
で
あ
る
と
い
え
ば
、
絵
画
や
彫
刻
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
書
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

場
合
、
書
は
、
絵
画
の
特
殊
な
一
形
態
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
逆
に
、
中
国
に
お
い
て
は

む
し
ろ
画
こ
そ
書
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。



方
聞
「
東
洋
画
の
発
生
源
と
し
て
の
書
」
阿
部
修
英
・
板
倉
聖
哲
訳

『
美
術
史
論
叢
』
第
二
十
号
、
東
京
大
学
大
学
院

、

8
人
文
社
会
研
究
科
・
文
学
部
美
術
史
研
究
室
、
二
〇
〇
四
年
。
同
誌
に
英
文
原
文
も
併
載
さ
れ
て
い
る
。

「
中
国
と
西
欧
で
は
、
絵
画
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
劇
詩
を
ミ
メ

9
ー
シ
ス
、
自
然
の
模
倣
と
特
徴
付
け
て
以
来
、
西
欧
の
美
学
理
論
は
、
制
作
者
の
視
点
よ
り
も
観
客
・
観
者
の
視
点
か
ら
芸

術
を
捉
え
て
き
ま
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
劇
を
行
為
の
直
接
的
な
提
示
と
い
う
よ
り
模
倣
と
し
て
認
識
し
て
い
ま
し
た

が
、
そ
う
し
た
認
識
は
表
現
す
る
芸
術
家
と
表
現
さ
れ
た
も
の
、
芸
術
家
の
肉
体
の
在
・
不
在
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
分
を
分
け

隔
て
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
二
分
法
は
如
何
な
る
模
倣
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
で

は
、
表
意
的
な
文
字
と
絵
画
的
な
再
現
の
両
方
が
意
味
内
容
を
表
す
図
象
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。
イ
メ
ー
ジ
を
記
号

と
し
て
意
味
づ
け
る
行
為
は
書
・
画
の
両
者
を
再
現
と
提
示
の
機
能
を
一
度
に
併
せ
持
つ
も
の
と
し
て
見
な
し
て
き
ま
し

た

（
同
前
、
一
一
四
頁

。

」

）

余
紹
宋
『
書
画
書
録
解
題
』
巻
之
一
、
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
上
、
一
一
三
頁
。

10
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
国
絵
画
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
方
聞(

)

は
、
二
〇
〇
三
年
に

W
en

C.
Fong

大
阪
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
海
を
渡
っ
た
中
国
の
書
―
―
エ
リ
オ
ッ
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
宋
元
の

（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
東
方
部
主
任
マ
ク
ス
ウ
ェ

名
蹟
」
展
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
た
め
に
基
調
講
演
を
行
っ
た

。
そ
の
講
演
原
稿
は
「
東
洋
画
の
発
生
源
と
し
て
の
書
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
原

ル
・
Ｋ
・
ハ
ー
ン
に
よ
る
代
読
）

8

題
は

で

「
発
生
源
」
と
訳
さ
れ
る
の
は
、

す
な

"Calligraphy
as

the
M

atrix
of

E
ast

A
sian

Painting"
"m

atrix"

、

わ
ち
「
母
体
」
と
い
う
意
味
の
語
で
あ
る
。
方
聞
は
、
東
洋
の
画
は
書
を
母
体
に
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
。

9

書
を
画
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
芸
術
観
か
ら
い
え
ば
転
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
国
画
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
書
に
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
余
紹
宋
が
「
画
史
の
祖

、
」

「

」

、

『

』

、

画
史
中
の
最
良
の
書

と
称
え
る

画
論
と
し
て
最
も
大
部
の
著
で
あ
る
張
彦
遠
の

歴
代
名
画
記

が

10

ま
さ
に
書
を
基
礎
に
し
て
画
を
論
じ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
張
彦
遠
の
画
論
を
理
解
す
る
に

、

『

』
、

。

は

か
れ
が
編
纂
し
た
書
論
集
成

法
書
要
録

と
り
わ
け
張
懐
瓘
の
著
作
を
読
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

張
彦
遠
は

「
画
の
六
法
」
で
知
ら
れ
る
謝
赫
の
画
論
の
み
な
ら
ず
、
張
懐
瓘
の
書
論
に
依
拠
し
て
み
ず
か
ら

、

、

。

、

の
画
論
を
練
り
上
げ
た
の
で
あ
り

ま
さ
に
画
を
書
の
よ
う
に
見
る
視
点
を
確
立
し
た
の
で
あ
る

そ
れ
は

以
後
盛
ん
に
な
る
文
人
画
の
基
本
的
な
考
え
方
と
な
っ
た
。

あ
ら
た
め
て
い
う
と
、
書
を
造
形
芸
術
と
し
て
見
る
視
点
は
、
書
が
文
字
言
語
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
、

エ
ク
リ
チ
ユ
ー
ル

す
な
わ
ち
、
書
は
あ
く
ま
で
言
語
行
為
と
し
て
生
ま
れ
、
発
展
し
、
ま
た
現
に
そ
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
見
失
わ
せ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
言
葉
は
、
書
を
支
え
る
存
在
根
拠
で
あ
る
。
書
を
理
解
す
る

に
は
、
中
国
に
固
有
の
言
語
思
想
や
文
学
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
要
点
を
示
せ
ば
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
る
。

第
一
に
、
書
は
言
語
活
動
の
一
形
態
で
あ
る
書
記
言
語
を
操
る
行
為
に
と
も
な
っ
て
生
ま
れ
発
達
し
た
。

書
は
、
発
生
学
的
に
、
言
語
行
為
に
根
ざ
し
て
い
る
。

第
二
に
、
書
の
担
い
手
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
、
文
人
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
書
が
芸
術
と
し
て
認
め
ら
れ

る
以
前
の
書
は
、
ほ
と
ん
ど
無
名
の
下
級
官
吏
や
工
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
書
は
、
当

初
は
芸
術
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
批
評
の
対
象
に
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
書
が
い
っ
た
ん
芸
術
と
し

て
認
知
さ
れ
る
と
、
以
前
は
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
芸
術
と
し
て
あ
ら
た
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
。
金
石
書
が
は
じ
め
て
注
目
さ
れ
た
の
は
北
宋
の
頃
で
あ
り
、
本
格
的
に
評
価
さ
れ
る
に
は
清
朝
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
三
に
、
書
が
芸
術
と
し
て
認
知
さ
れ
る
契
機
に
は
、
文
学
の
誕
生
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
公
的
な
場

に
お
け
る
政
治
的
な
目
的
に
従
属
し
て
い
た
文
学
や
書
が
、
個
人
の
内
面
を
表
現
す
る
私
的
な
言
語
行
為
と

な
る
と
き
、
そ
れ
自
体
に
固
有
の
価
値
が
見
出
さ
れ
た
。
文
学
が
芸
術
と
な
っ
た
こ
と
を
承
け
て
、
書
も
ま

た
芸
術
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
書
論
は
先
行
す
る
文
学
論
を
応
用
す
る
形
で
形
成
さ
れ
た
。
書
は
文
学
を
語
る
言
葉
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
批
評
的
基
盤

を
共
有
し
て
い
る
。

（
理
論
・
美
学
）

以
上
の
点
か
ら
、
書
を
造
形
芸
術
と
し
て
で
は
な
く
、
言
語
や
文
学
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。

で
は
、
書
が
書
記
言
語
に
根
ざ
す
と
い
う
原
理
を
理
論
的
に
説
い
た
者
は
い
た
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
歴
代

の
書
論
を
見
渡
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
だ
が
、
盛
唐
に
活
躍
し

た
張
懐
瓘
は
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。
た
と
え
ば
か
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

、

。

、

。

文
章
の
用
を
為
す
や

必
ず
書
に
仮
る

…
…
故
に
能
く
文
を
発
揮
す
る
者
は

書
よ
り
近
き
は
莫
し

（

書
断
』
序
）

『
（
「

」
）

文
は
則
ち
数
言
に
し
て
乃
ち
其
の
意
を
成
し

書
は
則
ち
一
字
に
し
て
已
に
其
の
心
を

見

す

、

。

文
字
論

あ
ら
わ

ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
張
懐
瓘
は

「
書
」
は
「
文
」
に
根
ざ
す
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論

、

は
あ
る
意
味
で
、
右
に
引
用
し
た
張
懐
瓘
の
言
葉
の
長
大
な
注
釈
と
し
て
読
ま
れ
う
る
。
実
際
、
私
の
研
究

は
こ
こ
か
ら
出
発
し
た
。
つ
ま
り
、
張
懐
瓘
の
書
論
に
結
実
す
る
よ
う
な
「
文
」
と
「
書
」
の
思
想
の
源
泉

と
そ
の
継
承
発
展
の
過
程
を
、
古
代
に
遡
っ
て
辿
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
書
は
マ
イ
ナ
ー
な
芸
術
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
音
楽
や
絵
画
と
い
っ
た
芸
術
に
親
し
む

人
は
多
い
が
、
書
に
親
し
む
人
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
書
が
い
か
な

る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
か
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

、

、

。

し
か
し

書
は
知
識
人
と
し
て
当
然
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
教
養
で
あ
り

官
吏
の
力
の
根
拠
で
あ
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
書
は
芸
術
と
し
て
、
ま
た
学
問
と
し
て
、
公
的
に
庇
護
さ
れ
て
い
た
。
国
家
の
中
枢
に
は
、

書
を
専
門
に
研
究
す
る
学
者
が
南
朝
梁
の
頃
か
ら
存
在
し
た
。
初
唐
の
欧
陽
詢
、
虞
世
南
、
褚
遂
良
と
い
っ

た
書
家
た
ち
は
、
文
字
通
り
側
近
と
し
て
皇
帝
に
仕
え
た
重
臣
で
あ
る
。
翰
林
院
に
仕
え
た
張
懐
瓘
も
そ
う



『
宋
史
』
列
伝
第
二
百
三
・
文
苑
六
・
米
芾
伝
に
「
召
さ
れ
て
書
画
学
博
士
と
為
り
、
便
殿
〔
別
殿
〕
に
賜
対
〔
天
子
に

11
謁
見
し
て
質
問
に
答
え
る
〕
さ
る

（
召
為
書
画
学
博
士
、
賜
対
便
殿
）
と
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
が
『
海
岳
名
言
』
に

」

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

「
海
岳
〔
米
芾

、
書
学
博
士
を
以
て
召
対
さ
る
。
上
、
本
朝
、
書
を
以
て
世
に
名
せ
ら
る

。

〕

者
、
凡
そ
数
人
を
問
う
。
海
岳
、
各
お
の
其
の
人
を
以
て
対
え
て
曰
く
、
蔡
京
は
筆
を
得
ず
、
蔡
卞
は
筆
を
得
る
も
逸
韻
に

乏
し
。
蔡
襄
は
字
を
勒
し
、
沈
遼
は
字
を
排
し
、
黄
庭
堅
は
字
を
描
し
、
蘇
軾
は
字
を
画
す
、
と
。
上
、
復
た
問
う
、
卿
の

」

。

書
は
如
何
、
と
。
対
え
て
曰
く
、
臣
の
書
は
字
を
刷
す
、
と

（
海
岳
以
書
学
博
士
召
対
。
上
問
本
朝
以
書
名
世
者
凡
数
人

海
岳
各
以
其
人
対
曰
、
蔡
京
不
得
筆
、
蔡
卞
得
筆
而
乏
逸
韻
。
蔡
襄
勒
字
、
沈
遼
排
字
、
黄
庭
堅
描
字
、
蘇
軾
画
字
。
上
復

問
、
卿
書
如
何
。
対
曰
、
臣
書
刷
字

。
）
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し
た
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
米
芾
は
晩
年

「
書
学
博
士
」
に
任
ぜ
ら
れ
た

。
そ
し
て
、
か
れ
ら
の
頂
点

、

（
図
）

11

に
立
つ
皇
帝
こ
そ
、
深
く
書
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
北
宋

の
太
宗
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
淳
化
閣
帖

全
十
巻
の
う
ち
、
第
一
巻
が
「
歴
代
帝
王
」
の

』（
九
九
二
）

書
、
第
二
巻
か
ら
第
四
巻
ま
で
が
「
歴
代
名
臣
」
の
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

そ
し
て
、
中
国
を
範
と
し
て
律
令
国
家
と
し
て
の
体
制
を
築
こ
う
と
し
た
古
代
日
本
の
天
皇
周
辺
も
、
中
国

の
皇
帝
に
倣
っ
て
熱
心
に
書
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
本
論
の
最
後
に
正
倉
院
宝
物
を
例
に
述
べ
る
と
お
り
、

中
国
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
書
は
決
し
て
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
存
在
で
は
な
く
、
美

術
以
上
の
も
の
と
し
て
貴
ば
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
中
国
、
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
書
の
存
在
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
書
論
に
は
、
実
に
独
特
な
中
国
文
化
の
あ
り
よ
う
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
芸
術
と
し
て
の
書
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
独
特
の
言
語
思
想
、
文

字
思
想
と
繋
が
っ
て
お
り
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
中
国
芸
術
に
通
底
す
る
美
学
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、

書
論
を
た
ん
に
書
と
い
う
芸
術
の
枠
組
み
の
内
部
に
お
い
て
読
む
の
で
は
な
く
、
よ
り
普
遍
的
な
文
脈
に
お

い
て
読
も
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
本
論
で
書
論
を
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
と
接
続
さ
せ
る
の
は
、
書
と
い
う

も
の
を
よ
り
普
遍
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
書
論
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な

文
献
に
書
の
思
想
的
基
盤
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
と
同
時
に
企
図
す
る
の
は
、
書
論
を
も
っ
と
広
い
視
野
に

お
い
て
読
む
こ
と
、
つ
ま
り
書
論
に
普
遍
的
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
書
か
れ
る
本
論
の
具
体
的
な
論
点
は
、
以
下
の
二
つ
に
ま

「書学博士米芾」の落款
（蔡襄「楷書謝賜御書詩表巻」

台東区立書道博物館蔵）

序 論
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と
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
言
語
や
文
字
に
か
ん
す
る
思
想
の
な
か
に
、
書
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
思
想
を
見
出
す
こ
と
。

、

、

、

、

、

「

」

経
書

諸
子
百
家

文
字
学

文
学
論

書
論
な
ど
と
い
っ
た
文
献
を
対
象
と
し
て

そ
れ
ら
を
貫
く

文

と
「
書
」
の
思
想
を
抽
出
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
文
献
に
先
立
つ
甲
骨
・
金
文
の
文
字
資
料
に
も
そ
の
よ
う

な
思
想
の
起
源
を
求
め
る
。

第
二
に
、
書
が
、
文
学
や
絵
画
と
い
か
に
理
論
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
示
す
こ
と
。

中
国
芸
術
の
特
質
は
、
個
々
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
文
学
と
書
と
画
が
結
び
あ
っ

て
い
る
そ
の
在
り
方
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る

「
詩
書
画
一
致
」
と
い
っ
た
芸
術
観
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

。

な
中
国
に
固
有
の
芸
術
観
は
、
北
宋
以
降
の
文
人
た
ち
の
言
説
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が

そ
れ
は
い
か
に
し
て
成
立
し
た
の
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
文
学
・
書
・
画
は
い
か
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
文
学
論
・
書
論
・
画
論
を
交
差
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

࢛

ॻ
๏
ࢥ

࢙
ݚ
ڀ
ͷ
ࢼ
Έ

本
研
究
に
お
い
て
、
参
照
す
べ
き
文
献
は
多
様
な
専
門
領
域
に
拡
が
り
、
多
岐
に
わ
た
る
。
各
章
で
は
個

別
の
主
題
に
沿
っ
た
先
行
研
究
を
参
照
し
、
そ
れ
を
本
文
の
み
な
ら
ず
注
や
参
考
文
献
一
覧
に
示
し
た
。
こ

こ
で
は
、
個
々
の
専
門
領
域
に
関
す
る
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
本
論
全
体
を
貫
く
方
法
論

的
視
座
を
与
え
て
く
れ
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

文
学
論
、
書
論
、
画
論
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
て
論
じ
る
視
点
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
美
学
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
国
美
学
研
究
は
、
本
研
究
の
大
き
な
導
き
の
糸
で

あ
る
。
八
〇
年
代
に
中
国
に
お
け
る
美
学
研
究
を
牽
引
し
た
宗
白
華
は
、
中
国
美
学
と
い
う
視
点
の
特
色
に

つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

中
国
美
学
史
を
学
ぶ
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
特
殊
な
性
格
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
中
国
の
歴
史
上
、
哲
学
者
の
著
作
の
み
に
美
学
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
著

名
な
詩
人
、
画
家
、
演
劇
家
な
ど
が
残
し
た
詩
文
理
論
、
絵
画
理
論
、
演
劇
理
論
、
音
楽
理
論
、
書
法

理
論
の
な
か
に
も
ゆ
か
た
な
美
学
思
想
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
も
の
が
思
い
の
ほ

か
美
学
思
想
史
の
精
華
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
美
学
史
を
学
ぶ

に
は
、
材
料
は
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
り
、
関
連
す
る
分
野
も
多
岐
に
わ
た
る
。

第
二
に
、
中
国
の
伝
統
芸
術

に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
体
系

（
詩
文
、
絵
画
、
演
劇
、
音
楽
、
書
法
、
建
築
）

（
中

が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
、
互
い
に
包
含
し
合
う
こ
と
さ
え
あ
る

。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
美
的
感
覚
の
特
殊
性
や
審
美
観
に
お
い
て
、
し
ば

略
）

し
ば
同
じ
と
こ
ろ
や
通
じ
合
う
と
こ
ろ
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
特
徴
を
充
分
認
識
す
れ
ば
、
中
国
美
学
史
を
学
ぶ
こ
と
に
は
固
有
の
困
難
と
利
点
が
あ
り
、



」

。

宗
白
華
「
中
国
美
学
史
中
重
要
問
題
的
初
歩
探
索

『
美
学
散
歩
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
二
六
頁
、
拙
訳

12
原
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。
以
下
、
中
国
語
の
原
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
漢
字
は
日
本
の
常
用
漢
字
に
改
め
る
。

「
我
們
学
習
中
国
美
学
史
、
要
注
意
它
的
特
点
。

第
一
、
中
国
歴
史
上
、
不
但
在
哲
学
家
的
著
作
中
有
美
学
思
想
、
而
且
在
歴
代
的
著
名
詩
人
・
画
家
・
戯
劇
家
…
…
所
留

下
的
詩
文
理
論
・
絵
画
理
論
・
戯
劇
理
論
・
音
楽
理
論
・
書
法
理
論
中
、
也
包
含
有
豊
富
的
美
学
思
想
、
而
且
往
往
還
是
美

学
思
想
史
中
的
精
華
部
分
。
這
様
、
学
習
中
国
美
学
史
、
材
料
就
特
別
豊
富
、
牽
渉
的
方
面
也
特
別
多
。

第
二
、
中
国
各
門
伝
統
芸
術
（
詩
文
・
絵
画
・
戯
劇
・
音
楽
・
書
法
・
建
築
）
不
但
都
有
自
己
独
特
的
体
系
、
而
且
各
門

伝
統
芸
術
之
間
、
往
往
互
相
影
響
、
甚
至
互
相
包
含
（
中
略

。
因
此
、
各
門
芸
術
在
美
感
特
殊
性
方
面
、
在
審
美
美
観
方

）

面
、
往
往
可
以
找
到
許
多
相
同
之
処
或
相
通
之
処
。

充
分
認
識
以
上
特
点
、
便
可
以
明
白
、
学
習
中
国
美
学
史
、
有
它
的
特
殊
的
困
難
条
件
、
有
它
的
特
殊
的
優
越
条
件
、
因

而
也
就
有
特
殊
的
趣
味

」。

「
書
法
思
想
史
」
を
掲
げ
る
著
作
と
し
て
、
ほ
か
に
、
何
炳
武
主
編
『
中
国
書
法
思
想
史

（
陝
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇

』

13
八
年
）
が
あ
る
。
だ
が
、
同
書
は
、
実
際
は
書
論
史
概
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
言
語
思
想
、
文
学
論
、
画
論
と
い

っ
た
領
域
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
書
論
の
著
作
の
概
要
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
書
論
史
概
説
と
し
て
は
よ

く
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
、
姜
澄
清
が
提
示
し
た
新
し
い
視
点
は
失
わ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
独
特
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

12

拙
論
も
、
こ
う
し
た
視
点
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
宗
白
華
を
は
じ
め
と
す

る
美
学
者
た
ち
は
書
を
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
い
。
中
国
美
学
の
著
作
に
お
い
て
、
書
な
い
し
書
論
が
ま
と

（
『

』

も
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

た
と
え
ば
宗
白
華
に
は

中
国
書
法
里
的
美
学
思
想

。

「

」

美
学
散
歩

と
い
う
論
文
が
あ
る
が
、
用
筆
・
結
構
・
章
法
と
い
う
形
式
的
な
側
面
に
つ
い
て
紹
介
す
る
に
留
ま
っ

所
収
）

て
い
る
。
書
論
に
通
じ
る
者
に
と
っ
て
は
周
知
の
と
お
り
、
そ
う
し
た
技
法
論
を
扱
う
古
典
的
書
論
は
通
俗

的
な
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
唐
代
以
降
に
著
名
人
の
名
を
冠
し
て
偽
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宗
白
華
を
継
ぐ

李
沢
厚
や
葉
朗
と
い
っ
た
美
学
者
の
著
作
に
お
い
て
も
、
書
が
軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
は
書
が
か
つ
て
の
地
位
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
美
学
の
視
点
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
よ
り
広
く
「
思
想
」
の
観
点
か
ら
捉
え

よ
う
と
す
る
試
み
が
す
で
に
あ
る
。
狭
義
の
書
論
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
書
を
支
え
る
思
想
を

見
出
そ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
本
研
究
が
掲
げ
る
「
書
法
思
想
史
」
と
は
、
姜
澄
清
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

13

も
の
で
あ
る
。

あ
る
民
族
、
あ
る
時
代
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
芸
術
形
式
を
生
み
出
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
生
活
を

送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
な
ら
、
む
ろ
ん
そ
の
要
因
は
非
常
に
複

雑
で
あ
り
、
科
学
技
術
や
生
活
環
境
と
い
っ
た
も
の
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、
複
雑
に
入
り

組
ん
だ
大
自
然
と
社
会
生
活
に
よ
っ
て
、
必
ず
あ
る
種
の
「
考
え
方
」
と
い
う
も
の
が
蓄
積
さ
れ
、
こ

う
し
た
「
考
え
方
」
が
、
暗
黙
の
裡
に
人
類
の
生
活
様
式
や
芸
術
を
創
造
す
る
形
式
に
影
響
を
与
え
て

う
ち

い
る
。
そ
の
支
配
の
下
、
人
類
は
最
も
理
想
的
な
生
活
方
式
と
思
想
感
情
を
表
現
し
伝
達
す
る
形
式
を



姜
澄
清
『
中
国
書
法
思
想
史
』
甘
粛
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
頁
。
拙
訳
。
原
文
は
以
下
。

14
「
容
追
究
一
個
民
族
、
一
個
時
代
、
何
以
会
産
生
這
様
的
芸
術
形
式
、
何
以
又
要
這
地
生
活
、
原
因
当
然
很
複
雑
、
比
如
、

与
科
学
技
術
的
状
況
、
与
生
活
環
境
的
情
況
、
都
有
很
密
切
関
係
、
但
錯
綜
複
雑
的
大
自
然
与
社
会
人
生
、
必
定
会
積
淀
為

一
種
〝
想
法
〟
。
這
種
想
法
、
便
在
暗
中
干
預
着
人
類
的
生
活
方
式
及
芸
術
創
造
的
形
式
、
支
配
着
人
類
作
出
選
択
、
尋
求

最
理
想
的
生
活
方
式
及
表
達
思
想
感
情
的
形
式
。
可
以
這
様
説
、
這
一
種
可
感
的
形
態
、
便
是
思
想
的
物
質
外
殻
。
這
是
一

個
很
簡
単
的
道
理
：
怎
麽
想
決
定
怎
麽
做

」
。

同
前
、
二
頁
。
原
文
は
「
将
書
法
視
為
雕
虫
小
技
観
念
、
由
来
已
久
、
加
之
、
実
用
功
利
的
観
点
、
又
把
書
法
看
成
是
謀

15
取
禄
位
的
〝
敲
門
磚
〟
。
這
便
使
一
種
蘊
含
着
極
為
豊
富
的
思
想
的
芸
術
、
未
得
以
足
够
的
認
識

。」

同
前
、
二
―
三
頁
。
原
文
は
「
学
術
界
忽
略
書
法
芸
術
、
造
成
了
文
化
思
想
史
研
究
中
不
応
有
的
一
個
空
白

。」

16

同
前
、
三
頁
。
原
文
は
「
書
法
断
非
只
是
写
写
字
的
〝
小
道
〟
・
〝
末
流
〟
、
相
反
、
従
此
径
発
軔
起
歩
、
足
以
探
奥
理
、

17
知
民
性
、
察
古
今
之
変
、
而
使
人
親
切
了
解
我
中
華
民
族
之
特
性
。
所
以
、
研
究
民
族
文
化
思
想
、
而
不
及
書
法
、
則
如
画

人
而
忘
〝
阿
睹
〟

。」

同
前
、
四
頁
。
原
文
は
「
再
没
有
任
何
一
種
芸
術
現
象
、
能
够
如
書
法
這
様
凝
聚
着
中
華
民
族
的
精
神
了

。
」

18
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作
り
出
し
、
選
び
、
探
し
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
を
も
っ
た
形
態
は
、
ま
さ
し
く
思
想

を
内
に
包
む
物
質
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
考
え
方
が
行
動
を
決
定
す
る
」
と
い
う

ご
く
単
純
な
法
則
な
の
で
あ
る
。

14

姜
澄
清
は
、
今
日
、
書
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
強
く
反
発
し
て
い
る
。
私
は
こ
う
し
た
問
題
提
起

に
共
感
を
覚
え
る
。
日
本
も
ま
た
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
だ
。
か
れ
の
「
中
国
書
法
思
想
史
」
の

構
想
が
、
そ
う
し
た
批
判
精
神
に
駆
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
文
章
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

書
を
つ
ま
ら
な
い
技
術
と
み
な
す
見
方
は
古
く
か
ら
あ
り
、
さ
ら
に
、
実
用
功
利
の
観
点
か
ら
、
書
は

官
職
に
就
く
た
め
の
道
具
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
見
方
の
せ
い
で
、
き
わ
め
て
ゆ
た
か
な

思
想
を
内
包
す
る
芸
術
が
充
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

15

学
術
界
は
書
芸
術
を
な
お
ざ
り
に
し
て
お
り
、
文
化
思
想
研
究
に
お
い
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
空
白
を

作
っ
て
い
る
。

16

書
は
断
じ
て
文
字
を
書
く
だ
け
の
「
小
道
」
や
「
末
流
」
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
逆
に
、
そ
こ
か
ら
出

発
し
て
深
奥
な
る
摂
理
を
尋
ね
、
民
族
性
を
知
り
、
古
今
の
変
化
を
察
し
、
そ
う
し
て
中
華
民
族
の
特

性
を
親
し
み
深
く
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
華
民
族
の
文
化
思
想
を
研
究
し
よ
う

と
し
て
書
に
論
及
し
な
い
の
は
、
人
を
描
い
て
「
瞳
」
を
入
れ
忘
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

17

ほ
か
の
い
か
な
る
芸
術
も
、
書
ほ
ど
中
華
民
族
の
精
神
を
凝
縮
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

18

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
姜
澄
清
は
、
書
が
芸
術
と
な
る
以
前
の
文
化
・
思
想
に
そ
の
根
拠
や
背
景
を
尋
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ね

「
書
法
思
想
」
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
歩
み
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
漢
字
誕
生
以

、
前
の
陶
器
の
文
様
や
『
易
』
の
卦
象
に
書
法
芸
術
の
淵
源
を
求
め
、
文
字
創
造
神
話
に
中
国
独
特
の
文
字
観

を
見
、
儒
家
・
道
家
の
著
作
の
な
か
に
書
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
見
出
す
、
と
い
っ
た
具
合
に
。

だ
が
、
姜
澄
清
の
著
作
は
あ
く
ま
で
概
論
に
過
ぎ
ず
、
ご
く
大
雑
把
に
時
代
ご
と
の
書
に
対
す
る
考
え
方

を
ま
と
め
る
の
に
終
始
し
て
い
る
。
具
体
的
な
文
献
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
割
愛
さ
れ
、
か
え
っ
て
「
書
法
思

想
」
の
結
晶
で
あ
る
は
ず
の
書
論
を
軽
視
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
思
想
や
芸
術
論

が
書
論
に
結
実
し
て
い
る
こ
と
を
充
分
に
描
き
切
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん

「
書
法
思
想
史
」
と
い

、

う
新
し
い
視
点
を
示
し
、
そ
の
大
き
な
流
れ
を
描
こ
う
と
い
う
試
み
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
欠
点
は
や
む
を

え
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
姜
澄
清
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
書
を
東
ア
ジ
ア
の
文
化
と
し
て
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。
書

は
た
ん
に
中
国
文
化
を
代
表
す
る
芸
術
で
は
な
い
。
よ
り
広
く
、
漢
字
と
い
う
文
字
を
共
有
す
る
東
ア
ジ
ア

世
界
を
代
表
す
る
芸
術
で
あ
る
。
拙
論
は
、
最
後
に
そ
の
こ
と
を
論
じ
た
い
。



成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
。
邦
訳
に
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究

1
所
中
国
美
学
研
究
班
『

中
国
美
学
範
疇
辞
典
」
訳
注
』
第
一
―
七
冊
（
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
報
告
書
、
二
〇

「

〇
二
―
二
〇
一
〇
年
度
）
が
あ
る
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
上
記
の
原
文
と
翻
訳
に
よ
り
、
両
書
の
頁
数
を
示
す
。

成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
三
五
頁
。
邦
訳
は
第
一
冊
、
一
三
六
頁
。

2

白
川
静
『
中
国
古
代
の
文
化
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
九
年
。

3
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無
数
に
あ
る
漢
字
の
な
か
で
も

〈
文
〉
ほ
ど
多
様
な
意
味
の
広
が
り
を
み
せ
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
い

、

。

ま
な
お
文
化
・
文
明
・
文
様
・
天
文
・
人
文
・
文
章
・
文
学
と
い
っ
た
身
近
な
語
彙
の
な
か
に
生
き
て
い
る

こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
も
そ
の
一
端
が
知
ら
れ
る
と
お
り

〈
文
〉
は
社
会
・
自
然
・
学
問
・
芸
術
の
あ
ら
ゆ

、

る
領
域
に
わ
た
る
語
彙
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

〈
文
〉
が
諸
分
野
を
横
断
す
る
ひ
と
つ
の
大
き

、

な
概
念
体
系
を
形
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る

〈
文
〉
と
い
う
語
に
は
、
歴
史
的
に
多
様
な
観
念
と
価

。

値
が
付
与
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
英
・
仏
）

（
独
）

た
と
え
ば
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
使
う
「
文
化
」
と
い
う
語
は
、
西
洋
語
のculture

/K
ultur

の
翻
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
が
、
も
と
も
と
漢
語
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語

。「

、

。

、

が
文
献
上
登
場
す
る
の
は
漢
代
に
遡
る

凡
そ
武
の
興
る
は

服
せ
ざ
る
が
為
な
り

文
化
改
ま
ら
ざ
れ
ば

然
る
後
に
誅
を
加
う

。
こ
こ
で
い
う
「
文
化
」
と
は
、
社
会
の
風
俗
と
秩
序
を
意
味
し

」（
劉
向
『
説
苑
』
指
武
）

て
い
る
。
む
ろ
ん
厳
密
に
は
現
代
の
語
義
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

に
共
通
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
西
洋
語
の
「
文
化
」
に
相
当
す
る
語
は
、
英

語
の

が

や

と
同
根
で
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
農
耕
を
意
味

culture
cultivate

agriculture

（
耕
す
）

（
農
業
）

す
る
ラ
テ
ン
語
の

を
語
源
と
す
る
。
お
よ
そ
九
〇
〇
〇
年
前
に
は
じ
ま
っ
た
農
耕
が
今
日
に
つ
な
が

cultura

る
文
明
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
語
の
「
文
化
」
は
そ
の
よ
う
な
古
代
の
記
憶
を
留
め
て
い
る
。

漢
字
の
〈
文
〉
に
も
、
中
国
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
歴
史
が
折
り
畳
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
は
、
中
国
美
学
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
範
疇
を
取
り
上

「

」

「

」

、「

」「

」「

」「

」「

」

げ
る

美
論

に
お
い
て

文

と
い
う
項
目
を
立
て
る
ほ
か

文
彩

文
華

文
藻

文
飾

文
章

「
言
の
文
無
き
は
、
行
は
る
る
も
遠
か
ら
ず

「
文
と
質

「
文
質
彬
彬
」
と
い
っ
た
関
連
す
る
範
疇
や
命
題

」

」

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
項
を
立
て
て
論
じ
て
い
る
。
同
辞
典
は

「
近
代
以
前
の
中
国
に
お
い
て

〈
文
〉
と

、

、

1

い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
存
在
の

「
形
式
」
や
「
形
式
美
」
に
つ
い
て
の
重
要
な
範
疇
で
あ
る
」
と
述

、

2

べ

〈
文
〉
が
中
国
美
学
に
深
く
根
ざ
し
た
範
疇
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

、ま
た
白
川
静
は
『
中
国
古
代
の
文
化
』
の
巻
頭
に
「
文
の
理
念
」
と
題
し
た
一
章
を
設
け

「
文
と
は
、
ひ

、

と
の
創
造
し
た
秩
序
や
価
値
を
い
う
語
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
白
川
は
、
甲
骨
文
・
金
文
資
料
と
文
献
と
を

3
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あ
わ
せ
て
、
古
代
中
国
に
お
け
る
「
文
の
理
念
」
を
論
じ
て
い
る
。

い
ま
こ
の
二
書
を
導
き
の
糸
と
し
て

〈
文
〉
と
い
う
語
の
起
源
を
尋
ね
て
み
た
い
。
ま
ず
、
い
か
に
し
て

、

〈
文
〉
が
多
様
な
概
念
体
系
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
、
先
秦
の
文
献
を
中
心
に
〈
文
〉
の
多
様
な
語
義
に

つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
を
整
理
す
る
。
そ
の
後
、
殷
周
の
文
字
資
料
、
す
な
わ
ち
甲
骨
文
お
よ
び

金
文
、
さ
ら
に
『
尚
書

『
詩
経
』
に
〈
文
〉
の
用
例
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

〈
文
〉
と
い
う
語
が
そ
の

』
、

、

起
源
に
お
い
て
内
包
し
て
い
た
観
念
に
迫
り
た
い
。

Ұ

ợ
จ
Ụ
ͷ
֓
೦
ମ
ܥ

〈
文
〉
と
い
う
語
は
、
先
秦
に
お
い
て
す
で
に
多
様
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
確
認
で

き
る
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
語
義
は
截
然
と
分
か
た
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
連
す

る
が
ゆ
え
に
〈
文
〉
と
い
う
ひ
と
つ
の
語
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

〈
文
〉
と
い
う
語

、

の
多
義
性
に
着
目
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
概
念
系

を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
節
で
は
、
先
秦
の
文
献
を
中
心
と
し
て
〈
文
〉
の
多
様
な
概
念
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
意

味
の
〝
関
係
〟
に
焦
点
を
当
て
る
。
つ
ま
り
、
た
ん
に
辞
書
的
な
用
義
を
羅
列
し
た
り
、
あ
る
い
は
意
味
の

変
遷
を
歴
史
的
に
辿
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
意
味
に
い
か
な
る
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
た
い
。

そ
こ
で
、
の
ち
に
詳
述
す
る
『
尚
書

『
詩
経
』
を
の
ぞ
く
漢
代
ま
で
の
文
献
か
ら
〈
文
〉
の
主
な
用
例

』
、

を
拾
い
上
げ
、
そ
の
意
味
の
展
開
と
相
互
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

１

文
字

〈
文
〉
と
い
っ
て
今
日
わ
た
し
た
ち
が
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
書
か
れ
た
こ
と
ば
と
し
て
の
文

章
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
そ
れ
は
文
字
を
意
味
し
た
。
春
秋
時
代
の
晋
の
記
録
で
あ
る
『
国
語
』
晋
語
に
、
文

献
上
確
実
に
文
字
を
意
味
す
る
「
文
」
の
も
っ
と
も
早
い
用
例
が
見
出
さ
れ
る

「
夫
れ
文
は
蟲
皿
を
蠱

―

こ

べ
い

と
為
す

（
蟲
と
皿
と
を
あ
わ
せ
て
蠱
と
い
う
文
字
に
な
る

。
ま
た
、
同
書
「
楚
語
」
に

「
之
を
書
く
に
文

」

）

、

を
以
て
し
、
之
を
道
う
に
言
を
以
て
す
」
と
も
み
え
る
か
ら
、
春
秋
時
代
に
は
〈
文
〉
が
文
字
を
意
味
す
る

い

語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

時
代
は
か
な
り
下
る
が
、
後
漢
の
許
慎
の
手
に
な
る
『
説
文
解
字
』
叙
は
、
文
字
を
「
文
」
と
よ
ぶ
理
由

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

黄
帝
の

史

倉
頡
、
鳥
獣

の
迹
〔

を
見
て
、
分
理
の
相
い
別
異
す
可
き
を
知
る
や
、
初
め

蹏
迒

あ
し
あ
と
〕

ふ
び
と

て
い
こ
う

て
書
契

を
造
る
。
…
…
倉
頡
の
初
め
て
書
を
作
る
、
蓋
し
類

に
依
っ
て
形
を
象
る
。

〔
文
字
〕

〔
す
が
た
〕

故
に
之
を
文
と
謂
う
。
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２

文
様

物
の
す
が
た
を
象
っ
て
文
字
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
「
文
」
と
よ
ぶ
と
い

鳥
獣
の
足
跡
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、

う
の
は
む
ろ
ん

「
錯
わ
れ
る
画
な

伝
説
に
す
ぎ
な
い

〈
文
〉
の
字
形
が
示
す
原
義
に
つ
い
て
『
説
文
』
は

。

、
ま
じ

り
。
交
わ
る
文
に
象
る
」

す
な
わ
ち
線
の
交
錯
が
生
み
出
す
文
様
の
象
形
で
あ
る
と
い
う
。

―

文
様
を
意
味
す
る
〈
文
〉
の
用
例
は
、
戦
国
時
代
中
葉
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
隠

公
に
み
え
る
。

4

仲
子
生
ま
れ
て
文
の
其
の
手
に
在
る
有
り
。
曰
く
、
魯
の
夫
人
と
為
ら
ん
、
と
。

生
ま
れ
な
が
ら
手
の
ひ
ら
に
あ
っ
た
「
文
」
は

「
魯
の
夫
人
と
為
ら
ん
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

、

い
う
か
ら
、
六
朝
晋
の
杜
預
に
よ
る
注

に
「
手
理
を
以
て
自
然
と
し
て
字
を
成
し
、
天
命

（

春
秋
経
伝
集
解

）

『

』

の
若
き
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
字
と
解
さ
れ
も
す
る
。

３

文
章
・
書
物
・
学
問

文
字
を
意
味
す
る
〈
文
〉
が
、
書
か
れ
た
こ
と
ば
、
文
章
、
書
物
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ

読
み
書
き
の
能
力
は
学
問
の
基
礎
で
あ
る

『
論
語
』
で
は

〈
文
〉
と
い
う
語
が
多
く
学

と
は
み
や
す
い
。

。

、

問
・
知
識
・
古
典
と
い
っ
た
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
孔
子
は
数
多
く
の
門
弟
を
抱
え
る
教
団
を
結
成

し

『
詩
経
』
や
『
尚
書
』
を
教
え
た

「
子
は
四
を
以
て
教
う
、
文
・
行
・
忠
・
信

。
し
か
し
、
学

、

。

」（
述
而
）

問
を
修
め
る
こ
と
は
、
道
徳
的
な
人
格
の
形
成
に
先
ん
ず
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
孔
子
は

「
孝
」
や
「
仁
」
と
い
っ
た
儒
教
の
根
本
的
な
倫
理
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
「
文
を
学
ぶ
」
こ
と
に
優
先
さ

せ
る
よ
う
説
い
て
い
る
。

子
曰
く
、
弟
子

入
り
て
は
則
ち
孝
、
出
で
て
は
則
ち
悌
た
れ
。
謹
に
て
信
、
汎
く
衆
を
愛
し
て
仁
に
親

（
学
而
）

づ
け
。
行
い
て
余
力
あ
ら
ば
、
則
ち
以
て
文
を
学
べ
。

４

色
彩

文

は
ま
た

色
彩
を
意
味
す
る

五
色

文
を
成
し
て
乱
れ
ず

た
と
え
ば

周

〈

〉

、

「

、

」

。

『

―

（
『

』

）

礼
記

楽
記

易
』
繋
辞
下
伝
で
も
、
鳥
獣
の
色
彩
美
し
い
姿
が
「
文
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

古
者
、
庖
犠
氏
の
天
下
に
王
た
る
や
、
仰
げ
ば
則
ち
象
を
天
に
観
、
俯
し
て
は
則
ち
法
を
地
に
観
、
鳥

い
に
し
え

獣
の
文
と
地
の
宜
と
を
視
、
近
く
は
諸
を
身
に
取
り
、
遠
く
は
諸
を
物
に
取
り
、
是
に
於
て
始
め
て
易

八
卦
を
作
り
、
以
て
神
明
の
徳
を
通
じ
、
以
て
万
物
の
情
を
類
す
。
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５

音
声
・
音
楽

『
楽
記
』
で
は
さ
ら
に
、
聴
覚
的
な
音
声
・
音
楽
を
も
〈
文
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

凡
そ
音
は
、
人
心
に
生
ず
る
も
の
な
り
。
情
、
中
に
動
く
、
故
に
声
に
形
わ
る
。
声
、
文
を
成
す
、
之

を
音
と
謂
う
。

音
や
色
彩
と
い
っ
た
美
学
的
゠
感
性
的
要
素
が
と
も
に
〈
文
〉
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
〈
文
〉
の
意
味
を
貫
く
基
礎
的
な
概
念
は

『
国
語
』
鄭
語
の
「
声

、

は
一
な
ら
ば
聴
く
無
く
、
物

一
な
ら
ば
文
無
く
、
味

一
な
ら
ば
果
る
無
く
、
物

一
な
ら
ば
講
ぜ
ず

（
音

」

な

、

、

、

声
が
一
つ
で
は
美
し
い
音
楽
は
聞
け
ず

一
色
の
物
で
は
文
彩
が
な
く

一
つ
の
味
で
は
醍
醐
味
は
で
き
ず

一
種
類
の
物
で
は
和
合
は
あ
り
え
な
い
）
と
い
う
一
節
に
示
さ
れ
て
い
る

「
鄭
語
」
は
西
周
末
期
の
記
録
と

。

、〈

〉

。

み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

文

の
概
念
の
展
開
を
跡
づ
け
る
の
に
き
わ
め
て
重
要
な
文
献
資
料
で
あ
る

６

ま
じ
わ
る
こ
と

以
上
の
数
例
か
ら
帰
納
的
に
推
論
す
れ
ば

〈
文
〉
と
は
ふ
た
つ
以
上
の
異
な
る
も
の
が
ま
じ
わ
る
こ
と
に

、

よ
っ
て
、
よ
り
高
次
の
複
雑
な
現
象
を
創
り
出
す
と
い
う
概
念
を
名
指
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
あ
や
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
文
〉
の
抽
象
的
概
念
が
明
瞭
に
定
義
さ
れ
る
の
を

『
周
易
』

、

、
、

繋
辞
下
伝
に
み
る
こ
と
が
で
き
る

「
物

相
い
雑
じ
る
、
故
に
文
と
曰
う

。

―

」

西
周
以
来
の
礼
楽
制
度
は
、
繁
縟
な
る
祭
祀
儀
礼
を
と
お
し
て
氏
族
的
な
紐
帯
を
強
固
に
し
、
君
臣
の
封

建
的
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
位
階
秩
序
を
維
持
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て

い
た
。
身
に
ま
と
う
服
装
は
そ
の
人
の
身
分
や
職
能
に
よ
っ
て
厳
格
に
規
定
さ
れ
、
儀
礼
に
際
し
て
は
光
り

輝
く
青
銅
器
や
玉
で
つ
く
ら
れ
た
祭
器
が
も
ち
い
ら
れ
、
荘
厳
な
音
楽
が
奏
で
ら
れ
る
演
劇
的
空
間
が
演
出

さ
れ
た
。
青
銅
器
で
つ
く
ら
れ
た
編
鐘
な
ど
の
楽
器
は
、
そ
の
よ
う
な
当
時
の
音
楽
の
社
会
的
役
割
を
今
に

伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
礼
楽
制
度
の
な
か
で
工
芸
美
術
や
音
楽
が
洗
練
を
増
し
、
同
時
に
審
美
的
な
観

念
が
発
展
し
て
い
っ
た
。
周
の
礼
制
を
し
る
し
た
『
礼
記
』
中
の
音
楽
論
で
あ
る
「
楽
記
」
に
、
審
美
的
な

〈
文
〉
の
観
念
が
明
瞭
に
窺
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

７

本
質
の
外
面
的
な
あ
ら
わ
れ

さ
ら
に
色
彩
や
も
よ
う
と
し
て
の
〈
文
〉
は
、
そ
の
存
在
の
本
質
の
外
面
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
思
惟

さ
れ
る
。

今
大
夫
に
し
て
諸
侯
の
服
を
設
く
る
は
、
其
の
心
有
り
。
若
し
其
の
心
無
く
し
て
、
敢
え
て
服
を
設
け

て
以
て
諸
侯
の
大
夫
を
見
ん
や
、
将
に
入
ら
ざ
ら
ん
と
す
。
其
れ
服
は
、
心
の
文
な
り
、
亀
の
如
く
、

（

国
語
』
魯
語
）

其
の
中
を
灼
け
ば
、
必
ず
外
に
文
あ
り
。
『
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身
に
つ
け
る
「
服
」
と
、
そ
れ
に
か
な
う
べ
き
「
心
」
と
の
相
同
性
を
い
う
。
殷
墟
で
発
掘
さ
れ
た
甲
骨

文
が
そ
の
実
際
を
伝
え
る
亀
の
腹
甲
を
用
い
た
占
い
の
よ
う
に
、
内
に
隠
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
か
た
ち
を
と

っ
て
外
に
現
れ
る
、
そ
れ
が
「
文
」
だ
と
い
う
。
外
面
に
あ
ら
わ
れ
た
「
文
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

内
実
が
知
ら
れ
る
と
い
う
、
古
代
中
国
に
特
有
の
思
想
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
天
空
に
煌
め
く
日
月
星
辰
を
「
天
文
」
と
い
い
、
人
間
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の
制
度
文
物
を

「
人
文
」
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通
し
て
の
み
、
内
在
的
な
宇
宙
の
摂
理
や
人
間
社
会
の
動
向
に
つ
い

て
知
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。

剛
柔

交
錯
す
る
は
、
天
文
な
り
。
文

明
に
し
て
以
て
止
ま
る
は
、
人
文
な
り
。
天
文
を
観
て
、
以
て

（

周
易
』
賁
卦
・
彖
伝
）

時
変
を
察
す
。
人
文
を
観
て
、
以
て
天
下
を
化
成
す
。
『

８

文
化
・
礼
楽
制
度
・
儀
礼

「
人
文
」
と
は
『
易
』
伝
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
語
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
。

、

〈

〉

。『

』

、

〈

〉

そ
れ
は

文
化
を
意
味
す
る

文

の
観
念
か
ら
来
て
い
る

論
語

に
は

文
化
や
礼
楽
制
度
を
い
う

文

の
用
義
が
み
ら
れ
る
。

子
曰
く
、
大
な
る
か
な
、
堯
の
君
た
る
、
巍
巍
乎
た
り
。
唯
だ
天
も
て
大
な
り
と
為
し
、
唯
だ
堯

之
に

。

、

。

、

。

、

則
る

蕩
蕩
乎
と
し
て

民

能
く
名
づ
く
る
無
し

巍
巍
乎
と
し
て

其
れ
成
功
有
り

煥
乎
と
し
て

（
泰
伯
）

其
れ
文
章
あ
り
。

子

匡

に
畏
る
。
曰
く
、
文
王
既
に
没
し
た
れ
ど
も
、
文

茲
に
在
ら
ず
や
。
天
の
将
に
斯
の
文
を
喪
ぼ

き
よ
う

ほ
ろ

さ
ん
と
す
る
や
、
後
死
者
は
斯
文
に
与
る
を
得
ず
。
天
の
未
だ
斯
文
を
喪
ば
さ
ざ
る
や
、
匡
人

其
れ
を

こ
う

し

し
や

（
子
罕
）

如
何
せ
ん
、
と
。

（
文
治
の
徳
）

９

文
徳

孔
子
が
文
王
の
治
績
に
見
出
す
〈
文
〉
と
は
、
た
ん
に
そ
の
文
化
的
達
成
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
道
徳

観
念
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
西
周
の
武
王
か
ら
数
え
て
五
世
の
孫
に
あ
た
る
穆
王
の
記
事
か
ら
は
じ
ま

る
『
国
語
』
周
語
に
、
そ
の
よ
う
な
〈
文
〉
の
思
想
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
巻
頭
、
穆
王
が
犬

戎
を
征
伐
し
よ
う
と
し
た
際
、
大
臣
の
祭
公
謀
父
が
先
王
の
治
績
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
そ
れ
を
諫
め
る
。

先
王
の
民
に
於
け
る
や
、
懋
め
て
其
の
徳
を
正
し
て
、
其
の
性
を
厚
く
し
、
其
の
財
求

を

阜

（
財
貨
）

つ
と

お
お
い

に
し
て
、
其
の
器
用

を
利
す
。
利
害
の
郷
を
明
ら
か
に
し
て
、
文
を
以
て
之
を
修
め
、

（
兵
器
・
農
具
）

、

。

。

利
を
務
め
て
害
を
避
け

徳
に
懐
き
て
威
を
畏
れ
し
む

故
に
能
く
世
を
保
ち
て
以
て

滋

大
い
な
り

な
つ

ま
す
ま
す

「
周
語
」
に
お
い
て
〈
文
〉
は
ほ
と
ん
ど
最
上
級
の
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。



大
野
峻
訳
注
『
国
語
』
上
、
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年
、
一
六
五
―
一
六
七
頁
。
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其
の
行
い
は
文
な
り
、
能
く
文
な
れ
ば
則
ち
天
地
を
得
、
天
地
の

祚

す
る
所
は
、
小
に
し
て
而
る
後

さ
い
わ
い

。

、

、

、

、

、

に
国
た
り

夫
れ
敬
は

文
の
恭
な
り

忠
は
文
の
実
な
り

信
は
文
の
孚
な
り

仁
は
文
の
愛
な
り

ふ

、

、

、

、

、

義
は
文
の
制
な
り

智
は
文
の
輿
な
り

勇
は
文
の
帥
な
り

教

は
文
の
施
な
り

孝
は
文
の
本
な
り

よ

お
し
え

し

恵
は
文
の
慈
な
り
、
譲
は
文
の
材
な
り

（
そ
の
行
為
は
文
徳
が
あ
る
。
よ
く
文
徳
が
あ
れ
ば
天
地
の
祝

。

福
を
受
け
、
天
地
の
祝
福
を
受
け
る
人
は
、
最
小
限
で
も
国
を
得
よ
う
。
敬
は
文
徳
の
恭
で
あ
り
、
忠

は
文
徳
の

実

で
あ
り
、
信
は
文
徳
の
抱
擁
の

孚

で
あ
り
、
仁
は
文
徳
の
愛
で
あ
り
、
義
は
文
徳
の
節

ま
こ
と

ま
こ
と

制
で
あ
り
、
智
は
文
徳
の
輿
で
あ
り
、
勇
は
文
徳
の
将
帥
で
あ
り
、
教
え
は
文
徳
の
施
行
で
あ
り
、
孝

こ
し

は
文
徳
の
本
で
あ
り
、
恵
は
文
徳
の
慈
愛
で
あ
り
、
譲
は
文
徳
の
素
材
で
あ
る
）

5

こ
の
よ
う
な
〈
文
〉
の
観
念
が
き
わ
め
て
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
西
周
の
金
文

資
料

『
尚
書

『
詩
経
』
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
『
国
語
』
の
全
編
に
わ
た
っ
て
、
為
政

、

』
、

者
に
対
す
る
普
遍
的
な
評
価
基
準
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
お
も
に
為
政
者
に
対
す
る
政
治
的
訓
戒
や
諫

言
を
記
録
し
た
こ
の
書
物
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
統
治
の
原
理
と
し
て
、
武
力
に
よ

る
強
制
よ
り
も
、
道
徳
に
も
と
づ
く
文
化
に
よ
る
秩
序
の
安
定
と
維
持
を
志
向
す
る
思
想

「
武
事
を
隠

―

や

、

」

。

〈

〉

、

め

文
道
を
行
う

す
な
わ
ち
徳
治
主
義
で
あ
る

そ
の
よ
う
な

文

の
内
実
と
は

（
『

』

）

国
語

斉
語

―

礼
楽
や
儀
礼
と
い
う
形
を
と
っ
た
法
に
準
ず
る
秩
序
で
あ
り
、
王
と
君
臣
・
諸
侯
の
封
建
関
係
と
氏
族
制
に

も
と
づ
く
位
階
秩
序
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
〈
文
〉
と
は
政
治
的
な
観
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
は
そ
の

よ
う
な
統
治
原
理
と
し
て
の
〈
文
〉
の
思
想
の
正
統
な
る
継
承
者
で
あ
っ
た

「
遠
人
服
せ
ざ
れ
ば
、
則

―

ち
文
徳
を
脩
め
て
、
以
て
之
を
来
た
す

。

」（

論
語
』
季
氏

『

）

か
ざ
り
・
形
式

10他
方
、
外
面
に
現
れ
た
美
し
さ
、
外
在
的
な
形
式
や
装
飾
を
〈
文
〉
と
名
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
に
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
内
在
的
な
も
の
が
対
置
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
文

と
質

と
が
対
概
念

（
形
式
）

（
内
容
）

と
し
て
観
念
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
の
ち
の
い
わ
ゆ
る
文
質
論
の
原
型
が
み
え
る

『
論
語
』
に
い
う
。

。

子
曰
く
、
質

文
に
勝
て
ば
、
則
ち
野
。
文

質
に
勝
て
ば
、
則
ち
史
。
文
質
彬
彬
と
し
て
、
然
る
後
に

（
雍
也
）

君
子
た
り
。

棘
子
成
曰
く
、
君
子
は
質
な
る
の
み
。
何
ぞ
文
を
以
て
為
さ
ん
、
と
。
子
貢
曰
く
、
惜
し
い
か
な
、
夫

き
よ
く
し
せ
い

（

）

子
の
君
子
を
説
く
や

駟
も
舌
に
及
ば
ず

文
は
猶
お
質
の
ご
と
く

質
は
猶
お
文
の
ご
と
し

、

。

、

。

顔
淵

し

以
上
の
と
お
り
、
す
で
に
先
秦
に
お
い
て
〈
文
〉
の
概
念
が
多
様
化
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
節

で
は
そ
れ
ら
相
互
の
内
在
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
で
は
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
見
出
さ



徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
四
川
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
九
九
六
―
九
九
七
頁
。
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れ
る

文

の
概
念
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か

次
節
以
降
で
は

殷
周
の
文
字
資
料
と

尚
書

詩

〈

〉

。

、

『

』
、『

経
』
を
検
討
し
、
そ
の
起
源
に
迫
っ
て
み
た
い
。

ೋ

ᓵ

ߕ
ࠎ
จ
ɾ
ۚ
จ
ʹ
Έ
͑
Δ
ợ
จ
Ụ

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
漢
字
は
殷
代
の
も
の
で
、
亀
の
腹
甲
や
牛
の
肩
胛
骨
に
刻
ま
れ
て
い
る
た

め
甲
骨
文
と
よ
ば
れ
る
。
甲
骨
文
は
、
殷
王
が
政
治
を
と
り
お
こ
な
う
た
め
に
神
託
を
問
う
た
占
い
の
記
録

で
あ
る
。
祭
祀
、
天
候
、
厄
災
、
農
作
、
狩
猟
、
戦
争
な
ど
と
い
っ
た
も
の
ご
と
に
つ
い
て
、
吉
凶
や
成
否

が
占
わ
れ
た
。
そ
の
方
法
は
、
あ
ら
か
じ
め
加
工
し
た
甲
骨
の
裏
面
に
複
数
の
穴
を
開
け
、
そ
こ
に
熱
し
た

鏝
を
差
し
込
む
。
す
る
と
甲
骨
の
表
面
に
卜
状
の
ひ
び
割
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
。
王
が
そ
の
模
様
を
見
て
吉
凶

を
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
い
つ
、
誰
が
、
何
を
占
い
、
ま
た
そ
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い

っ
た
こ
と
が
甲
骨
に
刻
ま
れ
、
大
切
に
保
管
さ
れ
た
。
大
量
に
出
土
し
た
甲
骨
片
に
記
さ
れ
た
内
容
か
ら
、

殷
王
朝
の
実
態
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

殷
王
朝
は

『
史
記
』
殷
本
紀
で
は
第
一
九
代
の
殷
王
と
さ
れ
る
盤
庚
の
と
き
現
在
の
河
南
省
安
陽
市
に
遷

、

都
し
た
。
甲
骨
文
の
ほ
と
ん
ど
は
安
陽
小
屯
の
殷
墟
と
よ
ば
れ
る
場
所
か
ら
発
掘
さ
れ
た
第
二
二
代
武
丁
期

、

、

以
降
の
も
の
で
あ
り

殷
代
前
期
の
遺
跡
に
比
定
さ
れ
る
河
南
省
鄭
州
市
の
二
里
岡
遺
跡
か
ら
は
も
と
よ
り

殷
墟
か
ら
も
武
丁
期
以
前
の
甲
骨
文
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
前
者
か
ら
は
多
数
の
甲
骨
片
が
発
掘
さ
れ
、

甲
骨
文
に
つ
な
が
る
記
号
が
刻
ま
れ
た
も
の
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
ン
タ
ク
ス
を
そ
な
え
た
完
全
な
文

を
表
記
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
純
粋
な
文
字
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

か
ら
判
断
す
る
な
ら
、
漢
字
は
殷
代
前
期
に
は
少
な
く
と
も
未
だ
完
成
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
期
、
す
な
わ

ち
紀
元
前
一
三
世
紀
頃
に
体
系
的
に
完
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

甲
骨
文
・
金
文
は
考
古
学
的
な
裏
付
け
を
も
つ
史
料
で
あ
り
、
つ
ね
に
後
世
の
改
竄
や
錯
誤
な
ど
の
問
題

を
孕
む
文
献
資
料
に
も
ま
し
て
信
頼
の
お
け
る
一
次
資
料
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
発
掘
と
解
読
が
進
め
ら
れ

た
甲
骨
文
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
後
世
に
書
か
れ
た
文
献
に
頼
る
ほ
か
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
書
き

換
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
〈
文
〉
の
思
想
を
そ
の
起
源
に
遡
っ
て
探
究
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
文
字
資
料
の

特
殊
性
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
文
献
で
は
遡
り
え
な
い
語
の
原
義
を
そ
れ
ら
に
尋

ね
る
こ
と
に
は
十
分
な
価
値
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
殷
周
の
甲
骨
文
・
金
文
に
〈
文
〉
の

原
初
の
用
例
を
尋
ね
て
み
た
い
。

〈
文
〉
と
い
う
文
字
は
、
す
で
に
殷
代
の
甲
骨
文
に
み
え
る
。
董
作
賓
に
は
じ
ま
る
断
代

研
究
に

（
分
期
）

よ
っ
て
、
甲
骨
文
は
そ
の
書
写
年
代
が
五
期
に
分
け
ら
れ
る
が
、
第
一
期
武
丁
時
の
甲
骨
片
に
み
え
る
最
も

古
い
〈
文
〉
の
用
例
は
地
名
あ
る
い
は
人
名
で
あ
る
。
い
ま
徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
に
載
せ
る
例
を

み
て
み
よ
う
。

6



于
省
吾
主
編
『
甲
骨
文
字
詁
林
』
第
四
冊
、
中
華
書
局
、
三
二
六
五
―
三
二
六
六
頁
に
引
く
厳
一
萍
『
中
国
文
字
』
第
三

7
巻
、
第
九
冊
、
一
〇
〇
九
―
一
〇
一
〇
頁
。

白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』
東
洋
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
一
三
六
頁
。

8

郭
沫
若
主
編
『
甲
骨
文
合
集
』
第

片

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
小
辞
典
』
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
一
年
、
七

36154

。
釈
読
は

9
八
頁
を
参
考
に
し
た
。

島
邦
夫
『
祭
祀
卜
辞
の
研
究
』
弘
前
大
学
文
理
学
中
国
研
究
会
、
一
九
五
三
年
。

10

落
合
淳
思
『
殷
王
世
系
研
究

（
立
命
館
大
学
東
洋
史
学
会
、
二
〇
〇
二
年
）
が
最
新
の
研
究
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

』
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第
一
期
の
甲
骨
片
に
み
え
る
「
文
入
十

（
文

十
を

」

）

、

入
る

は

（

『

』

）

董
作
賓

小
屯
・
殷
虚
文
字
乙
編

第

片

6820

厳
一
萍
に
よ
れ
ば

「
文
」
と
い
う
国
が
亀
甲
を
献
上

、

し
た
こ
と
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
文
」
は
あ
る

7

い
は
人
名
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ほ
か
に
人
名
と
み
ら
れ

る
も
の
と
し
て

「
…
文
協
王
事
…

（
…
文

王
事
に

、

」

協
す
…

と
い
う
例
が
あ
る
。
白

）（
同
前
、
第

片
）

8165

川
静
に
よ
れ
ば

「
王
事
は
も
と
王
使
、
す
な
わ
ち
王

、

室
か
ら
派
遣
さ
れ
る
祭
祀
官
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
祭
祀
を
意
味
し
た
。
使
と
は
祭
祀
の
使
者

で
あ
る
。
そ
の
祭
祀
を
奉
行
す
る
こ
と
は
、
王
室
へ
の
恭
順
を
示
し
、
そ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
な
い
の
は
、
王

室
へ
の
恭
敬
を
失
う
こ
と
で
あ
る

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
甲
骨
片
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は

「
文
」
が
祭
祀

」

、

8

に
協
力
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

2684

第
三
期
の
「
丁
丑
卜
彭
貞
于
文
室

（
丁
丑
卜
し
て
彭
貞
う
。
文
室
に
…

」

）（

小
屯
・
殷
虚
文
字
甲
編
』
第

『

の
「
彭
」
は
占
い
を
行
う
貞
人
名

「
文
」
は
地
名

「
室
」
は
祭
祀
を
行
う
祭
殿
と
考
え
ら
れ
る

「
癸

片
）

、

、

。

酉
卜
…
文
邑

（
癸
酉
卜
す
…
文
邑

の
「
文
邑
」
も
ま
た
地
名
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

」

）（
同
前
、
第

片
）

3614

こ
う
し
た
固
有
名
に
用
い
ら
れ
る
甲
骨
文
中
の
〈
文
〉
の
用
例
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
ま
た
当
然
の
こ
と
な

が
ら
固
有
名
か
ら
〈
文
〉
の
意
味
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

甲
骨
文
に
み
ら
れ
る
〈
文
〉
の
用
例
と
し
て
最
も
多
い
の
は
、
第
五
期
帝
辛

の
と
き
の
卜
辞
に
み

（
紂
王
）

え
る
先
王
の
称
号
「
文
武
丁
」
で
あ
る
。

、

。

丙
戌
卜
し
て
貞
う

文
武
丁
の
宗

に
丁

す
る
に
其
れ
牢

も
ち
い
ん
か

〔

〕

〔

〕

〔

〕

祭
祀
施
設

祭
祀
名

獣
牲

9

（

）

図
１

、

。

こ
の
例
の
よ
う
に

甲
骨
文
に
は
先
王
に
対
す
る
祭
祀
を
お
こ
な
う
際
の
卜
辞
の
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る

「

」

、

甲
骨
文
に
み
ら
れ
る
王
名
に
王
の
生
称
は
な
く

占
い
を
司
る
現
王
は
た
ん
に

王

と
よ
ば
れ
る

―

―

す
べ
て
亡
き
先
王
に
対
す
る
称
号
で
あ
る
。
文
武
丁
は
、
同
じ
く
甲
骨
文
に
お
い
て
「
文
武
帝
」
と
書
か
れ

る
こ
と
も
あ
る
が

『
史
記
』
殷
本
紀
に
お
い
て
「
太
丁
」
と
さ
れ
て
い
る
王
で
あ
る
。
甲
骨
文
に
基
づ
い
て

、

10

殷
王
の
系
譜
を
復
元
す
る
研
究
に
よ
っ
て

「
殷
本
紀
」
の
誤
り
が
正
さ
れ
て
い
る
。

、

11

甲
骨
文
「
文
武
帝
」
の
例
（
右
行
、
す
な
わ
ち
左
か

図
１

ら
右
へ
読
む
「
武
丁
」
は
合
文
『
甲
骨
文
合
集
』36154

）

。

。



徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
九
九
六
頁
。

12

白
川
静
『
金
文
の
世
界
』
東
洋
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
一
五
頁
。

13

赤
塚
忠
『
稿
本
金
文
考
釈
』
私
家
版
、
一
九
五
九
年
、
五
〇
頁
。

14
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殷
王
の
称
号
は
大
乙
、
祖
辛
、
武
丁
な
ど
、
十
干
に
何
ら
か
の
美
称
的
な
意
味
を
も
つ
文
字
が
冠
せ
ら
れ

る
形
を
と
る

「
文
武
丁
」
の
「
文
武
」
も
ま
た
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら

〈
文
〉
に
す
で
に
な
ん
ら
か

。

、

の
肯
定
的
な
観
念
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
は
「
文
と
は
美
で

あ
る
。
王
名
の
上
に
冠
し
て
美
称
と
す
る
」
と
い
う
。

12

〈
文
〉
を
冠
す
る
王
の
称
号
の
例
は
文
武
丁
に
は
じ
ま
る
が
、
殷
代
に
つ
く
ら
れ
た
青
銅
器
の
銘
文
に
も
同

じ
よ
う
な
例
が
あ
る
。

殷
の
青
銅
器
に
は
、
特
定
の
氏
族
・
身
分
・
職
掌
を
表
す
と
さ
れ
る
図
象
標
識
や
父
祖
の
名
号
の
み
が
鋳

込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
殷
末
の
帝
辛
の
頃
に
至
っ
て
よ
う
や
く
二
、
三
〇
字
程
度
の
長
さ
の
銘
文
を

有
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
作
器
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で

「
概
ね
王
室
に
対
す
る
勲
功
に
よ
っ

、

て
賜
与
を
受
け
、
そ
の
寵
栄
を
記
念
し
、
こ
れ
を
祖
霊
に
告
げ
て
祀
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
」
で
あ
る
。
注

13

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
甲
骨
文
が
も
っ
ぱ
ら
王
が
主
宰
す
る
占
卜
の
記
録
で
あ
る
の
に
対
し
、
上

述
の
よ
う
な
銘
文
を
有
す
る
殷
の
青
銅
器
の
多
く
が
王
室
外
の
氏
族
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
後
者
に
は
王
室
外
の
氏
族
が
自
分
た
ち
の
祖
先
を
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
か
が
記
さ
れ

て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
殷
代
金
文
の
中
で

《
文
父
丁
簋
》
お
よ
び
《
中
子
□

に
は
そ
れ
ぞ
れ

、

》

（
己
＋
其
）

（

）

觥

図
２

き

こ
う

「
文
父
丁

《
子
啓
尊
》
に
は
「
文
父
辛

《
婦
□

》
に
は
「
文
姑
日
癸
」
と
い
う
例
が
み

」
、

」
、

（
門
＋
３
豕
）
卣え

る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
青
銅
器
が
捧
げ
ら
れ
る
対
象
で
あ
り
、
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
祖
先
の
名
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
王
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず

〈
文
〉
を
死
せ
る
祖
先
の
名
に
冠
し
て
呼
ぶ
こ
と
が
殷
末
に

、

一
般
化
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
赤
塚
忠
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

「
殷
の
先
王
の
号
に
武
乙
が
あ
り
、

。

文
武
帝
が
あ
る
よ
う
に
、
文
・
武
の
文
字
は
殷
代
既
に
何
等
か
の
美
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

は
先
王
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
小
子
の
祖
先
に
つ
い
て
も
称
さ
れ
て
い
た

。
そ
れ
は
西
周
金
文
に
お
い

」
14

（
書
道
全
集
』
第
一
巻
、
平
凡
社
）

図
２
《
中
子
□
（
己
＋
其
）
觥
》
『

き

こ
う



な
お
補
足
す
れ
ば
、
従
来
殷
の
青
銅
器
と
さ
れ
て
き
た
《
□
（
弋
＋
卩
）
其

二
》
お
よ
び
《
□
方
鼎
》
の
銘
文
に
は
と

卣

よ
く

ゆ
う

は
ん

15
も
に
「
文
武
帝
乙
」
と
み
え
る
が
、
今
日
の
研
究
で
は
そ
の
器
制
か
ら
前
者
は
周
初
に
作
ら
れ
た
も
の
、
後
者
は
偽
作
で
あ

。

、

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

「
文
武
帝
乙
」
は
「
殷
本
紀
」
の
示
す
系
譜
に
あ
る
「
帝
乙
」
を
指
す
が
、
落
合
淳
思
に
よ
れ
ば

殷
代
の
甲
骨
文
に
は
そ
の
名
が
見
え
な
い
た
め
帝
乙
は
実
在
の
王
で
は
な
く
、
殷
が
滅
び
た
の
ち
系
譜
に
加
え
ら
れ
た
も
の

だ
と
い
う
（
落
合
淳
思
『
甲
骨
文
に
歴
史
を
よ
む
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
五
―
一
八
〇
頁

。
西
周
初
期
の

）

甲
骨
文
《
周
原
甲
骨
》
に
「
文
武
丁
乙
」
と
み
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
の
改
竄
を
周
王
朝
が
是
認
し
た
か
ら
だ
と
落

、

、

合
は
推
理
し
て
い
る
。
な
お
白
川
静
は

「
帝
乙
に
文
武
を
冠
し
て
い
う
例
は
極
め
て
少
な
く
、
…
…
帝
の
正
号
で
は
な
く

美
称
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
白
川
静
『
殷
文
札
記
』
白
川
静
著
作
集
別
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、

二
四
九
頁

。
）

白
川
静
『
金
文
の
世
界
』
東
洋
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
七
七
頁

『
書
道
全
集
』
第
一
巻
（
平
凡
社
、
一
八
〇
頁
）
の
伊

。

16
藤
道
治
に
よ
る
解
説
と
釈
読
を
参
考
に
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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て
さ
ら
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

15

ࡾ


प
ۚ
จ
ʹ
Έ
͑
Δ
ợ
จ
Ụ

西
周
金
文
に
は

『
尚
書
』
以
下
の
文
献
で
称
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
周
王
朝
の
基
礎
を
築
い
た
文
王
、

、

（
考
は
父

そ
し
て
殷
を
滅
ぼ
し
周
王
朝
を
開
い
た
武
王
父
子
の
名
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
文
王
は
と
き
に
文
考

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
で
に
殷
王
の
武
丁
や
文
武
丁
に
お
い
て
〈
文
〉
と
〈
武
〉
が
王
名
に
冠

の
意
）

さ
れ
て
お
り
、
殷
代
に
す
で
に
あ
っ
た
〈
文
〉
と
〈
武
〉
の
観
念
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

《
大
盂
鼎
》
は
、
西
周
初
期
の
康
王
期
に
作
ら
れ
た
西
周
青
銅
器
中
最
大
の
鼎
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
銘
文

も
ま
た
西
周
金
文
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
銘
文
の
内
容
は
、
王
か
ら
作
器
者
で
あ
る
盂
へ
下
さ
れ
た
策

命
書

で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
、
文
王
・
武
王
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
殷
周
革
命
を
天
命
に
よ
る
も
の
と

（
辞
令
）

し
て
称
え
る
。

丕
い
に
顕
ら
か
な
る
文
王
、
天
に
受
け
ら
れ
て
大
命
を
有
し
た
ま
い
、
武
王
に
在
り
て
、
文
に
嗣
ぎ
て

お
お

さ
ず

（

）

邦
を
作
し
た
ま
え
り
。

図
３

な

16

こ
こ
で
は
文
王
・
武
王
の
「
文

「
武
」
の
各
字
に
「
王
」
が
付
さ
れ
、
文
王
・
武
王
を
い
う
専
用
の
文
字

」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
武
王
期
の
《
利
簋
》
に
す
で
に
「
武
王
」
の
合
文
が
み
え
る
。

初
期
の
漢
字
の
な
か
に
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
別
の
意
味
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
が
少
な

《
大
盂
鼎

（

）

図
３

》（
部
分

書
道
全
集
』
第
一
巻
、
平
凡
社

）
『



同
前
。

17

白
川
静
『
字
統
』
新
訂
版
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
八
四
頁
。

18

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
小
字
典
』
二
七
四
頁
。

19
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く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
も
と
の
意
味
に
使
う
文
字
を
区
別
す
る
た
め
、
も
と
の
文
字
に
意
味
を
表
す

偏

を
加
え
て
新
し
い
文
字
が
作
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
甲
骨
文
で
は
「
呼
」
と
い
う
文
字

（
意
符
）

は
「
乎
」
と
書
か
れ
る
が
、
の
ち
に
「
乎
」
が
別
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

「
よ
ぶ
」
と

、

い
う
意
味
を
表
す
た
め
に
「
口
」
を
付
し
た
「
呼
」
と
い
う
文
字
が
あ
ら
た
に
つ
く
ら
れ
た
。
前
者
を
「
初

文

、
後
者
を
「
繁
文
」
と
呼
ぶ
。

」
《
大
盂
鼎
》
の
銘
文
に
み
ら
れ
る
文
王
・
武
王
の
専
用
字
は
、
こ
の
よ
う
な
造
字
法
に
も
と
づ
く
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
文
字
を
文
王
・
武
王
の
た
め
の
特
別
な
文
字
と
し
て
用

い
よ
う
と
す
る
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
文
字
そ
れ
自
体
を
固
有
名
化
す
る
と
同
時
に
、
い
わ
ば
聖
別
し
て
い
る

の
だ
。

つ
づ
く
段
で
は
酒
に
溺
れ
て
滅
ん
だ
殷
を
非
難
し

「
文
王
の
正
徳
」
に
則
る
政
治
を
執
り
行
う
こ
と
の
重

、

要
性
を
説
く
。

〔
典
範
〕

〔
施
政
の
原
則
〕

今
、
我
は
こ
れ
刑
稟

に
文
王
の
正
徳
に
即
き
、
文
王
の
命
じ
た
ま
え
る
二
三
正

に
若
が
わ
ん
と
す
。
今
、
余
は
こ
れ
汝
盂
に
命
じ
て
紹
栄

せ
し
む
。
徳
経
を
敬
雝
し
て
、
敏
し

〔
輔
相
〕

し
た

け
い
よ
う

い
そ

み
て
朝
夕
に
入
り
て
諫
め
、
享
く
奔
走
し
て
、
天
畏
を
畏
れ
よ
。

よ

17

殷
を
倒
し
周
王
朝
を
開
い
た
武
王
で
は
な
く
、
そ
の
父
文
王
の
「
正
徳
」
に
規
範
と
す
べ
き
統
治
理
念
を

（
諡
号
）

求
め
よ
う
と
す
る
文
章
で
あ
る
。
文
王
の
姓
は
姫
、
名
は
昌
で
あ
り
、
文
王
と
は
武
王
に
よ
る
追
号

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
治
績
に
対
し
て
〈
文
〉
と
い
う
価
値
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
文
王
は
生
前
、
殷
に
従
属
す
る
諸
侯
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
周
の
内
政
的
治
績
に
勲
功
が
あ
っ
た
。
最
終

的
に
殷
を
討
ち
周
王
朝
を
建
て
た
の
は
武
王
で
あ
る
が
、
文
王
の
政
治
こ
そ
が
そ
の
後
も
最
高
の
手
本
と
み

な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
武
力
で
は
な
く
道
徳
に
基
づ
い
て
国
家
を
統
治
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
政
治

思
想
で
あ
っ
た
。

加
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
西
周
に
お
い
て
〈
徳
〉
と
い
う
語
に
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
特
別

な
意
味
が
付
与
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
学
の
知
見
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
う

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
《
大
盂
鼎
》
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
〈
心
〉
を
そ
の
字
形
の
う
ち
に
も
つ
〈
徳
〉

。

『

』

、

〈

〉

字
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

落
合
淳
思

甲
骨
文
字
小
字
典

に
よ
れ
ば

甲
骨
文
の

徳

（
図
４
）

18

は
「
直
に
意
符
と
し
て
彳
を
加
え
た
も
の
。
初
文
は
「

」
の
形
で
あ
り
、
直
が
亦
声
の
部
分
。
甲

（

）

図
５

徝

骨
文
字
で
は
、
直
は
真
っ
直
ぐ
見
る
こ
と
か
ら
視
察
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
進
行
を
象
徴

す
る
彳
を
加
え
て
巡
察
を
意
味
す
る
。
周
代
に
は
立
派
な
行
い
を
指
す
文
字
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、
西
周
金
文
で
心
が
加
え
ら
れ
た

。」
19



張
亜
初
編
著
『
殷
周
金
文
集
成
引
得

（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
三
二
四
―
三
二
九
頁
に
殷
周
金
文
中
の
「
文
」
字

』

20
を
含
む
用
例
が
集
め
ら
れ
て
い
る
が

「
文
徳
」
と
は
み
え
な
い
。
な
お

『
偽
古
文
尚
書
』
大
禹
謨
に
「
帝

乃
ち
誕
い
に

、

、

お
お

文
徳
を
敷
き
、
干
羽
を
両
階
に
舞
わ
し
む
。
七
旬
に
し
て
有

苗

（
苗
族
）
格
る
」
と
い
う
例
が
あ
る
。

ゆ
う
び
ょ
う

い
た

白
川
静
『
詩
経

中
国
の
古
代
歌
謡
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
〇
―
二
五
一
頁
。

―

21
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し
た
が
っ
て
、
西
周
初
期
に
お
い
て
新
た
に
〈
徳
〉
と
い
う
観
念
が
創
造
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
文

〈

〉

。

〈

〉

〈

〉

。

王
の

文

と
関
連
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る

こ
う
し
て

文

と

徳

と
は
特
別
な
関
係
で
結
ば
れ
た

そ
れ
は
の
ち
に
儒
家
思
想
の
根
幹
と
な
る
徳
治
主
義
の
祖
型
を
示
し
て
い
る
。
す
で
に
み
た
『
国
語
』
に
あ

ま
ね
く
み
ら
れ
、
さ
ら
に
は
孔
子
に
受
け
継
が
れ
た
〈
文
〉
の
思
想
は
こ
こ
に
淵
源
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
文
徳
」
の
語
は

「
武
徳
」
に
対
し
て
い
う
徳
の
一
面
を
い
う
語
彙
と
し
て
の
ち
に
一
般
的
に

、

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
殷
周
金
文
中
に
は
み
え
な
い
。
し
か
る
に
、
同
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る

20

『
詩
経
』
大
雅
の
「
江
漢
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

文
人
に
告
げ
て

山

土
田
を
錫
う

た
ま

周
に
于
て
命
を
受
け

召
祖
の
命
を
も
ち
い
し
む
と

お
い

虎

拝
し
て
稽
首
す

天
子
万
年
な
ら
ん
こ
と
を

虎

拝
し
て
稽
首
し

王
の

休

に
対
揚
し

た
ま
も
の

召
公
の
考
を
作
る

天
子
万
寿
な
ら
ん
こ
と
を

明
明
た
る
天
子

令
聞
已
ま
ず

や

そ
の
文
徳
を
矢
ね
て

こ
の
四
国
に

洽

か
ら
ん
こ
と
を

つ
ら

あ
ま
ね

21

白
川
静
に
よ
れ
ば

こ
の
詩
は
西
周
後
期
の
金
文
の
形
式
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り

こ
こ
で
い
う

文

、

、

「

人
」
も
ま
た
金
文
中
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
の
ち
の
時
代
に
意
味
す
る
よ
う
な
、
学
問
的
教
養
を
そ

な
え
た
人
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
左
の
二
例
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
そ
れ
は
死
せ
る
祖
先
の
意
味
で

あ
る
。

《
□
（

＋
興
）
鐘
甲
組
》

敢
え
て
文
人
の
大
宝
協
龢
鐘
を
作
り
、
用
て
追
考
す
。

疒

（

甲
骨

図
４
《
大
盂
鼎
》
の
〈
徳
〉
『

文
・
金
文
』
中
国
法
書
選
、
二
玄
社
）

（

大
書
源

、
二
玄
社
）

図
５
甲
骨
文
の
〈
徳
〉
『

』



注

を
参
照
。

22

20
白
川
静
『
金
文
の
世
界
』
五
八
頁
。

23
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朕
が
皇
文
烈
祖
考
よ
り
、
其
れ
前
文
人
に
格
る
ま
で
、
其
れ
頻
と
し
て
帝
廷
に
在
り
て
陟
降
す
る
を
康

い
た

《

》

恵
せ
ん
。

㝬
簋

「
前
文
人
」
と
い
う
語
は

『
尚
書
』
文
侯
之
命
に
も
「
前
文
人
に
追
孝
す
」
と
あ
る

「
追
考
」
と
は
、
清

、

。

代
の
経
学
者
・
兪

が
『
礼
記
』
祭
統
の
「
祭
は
養
を
追
い
孝
を
継
ぐ
所
以
な
り

（
祭
り
は
、
亡
く
な
っ
た

樾

」

ゆ

え
つ

父
母
を
追
っ
て
養
い
、
孝
を
続
け
よ
う
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
）
を
根
拠
に
し
て
い
う
よ
う
に
、
宗
廟
に

お
け
る
祭
祀
を
意
味
す
る

。

（

群
経
平
議
』
巻
六

『

）

し
か
し
、
西
周
金
文
中
に
も
っ
と
も
多
く
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
〈
文
〉
の
用
例
は
、
青
銅
器
が
捧
げ
ら
れ

る
対
象
で
あ
る
父
母
に
冠
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
文
父

「
文
考

「
文
孝

「
文
母

「
文
姑
」

」

」

」

」

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
普
遍
的
な
用
例
で
あ
っ
た
か
は

『
殷
周
西
周
金
文
集
成
』
に
集
め

、

ら
れ
た
銘
文
中
の
語
の
索
引
『
殷
周
金
文
集
成
引
得
』
を
参
照
す
れ
ば
わ
か
る
。
金
文
に
出
て
く
る
〈
文
〉

22

の
用
例
の
ほ
ど
ん
ど
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

武
王
の
子
で
あ
り
康
王
の
父
で
あ
る
成
王
の
時
代
に
作
ら
れ
た
《
令
簋
》
の
銘
文
に
は
、
こ
れ
と
は
や
や

異
な
る
〈
文
〉
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。

姜
、
令
に
貝
十
朋
、
臣
十
家
、
鬲

百
人
、
公
尹
白
丁
父
の
戍
に

れ
る
冀
嗣
三
を
賞
す
。
令
、

〔
徒
隷
〕

貺

じ
ゆ

お
く

き
し

、

。

、

。

敢
え
て
皇
王
の

休

丁
公
の
文
報
に
揚
う

用
て
後
人
に
稽
る
ま
で
享
し
て

こ
れ
丁
公
に
報
ぜ
よ

た
ま
も
の

こ
た

い
た

23

（
公
文
書
の

こ
こ
で
い
う
「
文
報
」
と
は

『
漢
語
大
詞
典
』
に
載
せ
る
清
末
以
降
の
用
例
の
「
公
文
函
件

、

」

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
白
川
静
『
字
通
』
に
よ
れ
ば

「
報
」
は
「
金
文
に
応
報
・
報
賞
の
意
に
用

書
信
）

、

い
、
先
祖
の
文
徳
を
「
文
報
」
と
い
う

。
丁
公
は
作
器
者
で
あ
る
令
の
父
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
丁
公
の

」

文
報
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
姜
か
ら
賜
っ
た
恩
寵
を
、
父
丁
公
の
文
徳
に
よ
る
も
の
と

し
て
謝
し
、
そ
れ
に
報
い
る
た
め
に
器
を
作
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
だ
。

以
上
の
如
く
西
周
金
文
に
お
け
る
〈
文
〉
の
用
例
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
例
外
な
く
す
べ
て
死
せ
る
祖
先

を
た
た
え
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

〈
文
〉
と
は
、
い
ま
子
孫
が
そ
の
恩
恵
を
こ
う
む

。

っ
て
い
る
祖
先
の
徳
を
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
な
お
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
西
周
金
文
中
に
は
こ
れ

以
外
の
用
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
字
や
文
章
、
文
様
と
い
っ
た
義
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
よ
う
に
み
え
る
。
む
ろ
ん
、
青
銅
器
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
遺
物
の
銘
文
の

み
で
そ
う
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
同
時
代
の
文
献
的
記
録
を
含
む
『
尚

書

や
『
詩
経
』
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

』（

書
経

）

『

』
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四
『
尚
書
』
に
み
え
る
〈
文
〉

『
尚
書
』
の
内
容
は
伝
説
の
聖
王
、
堯
・
舜
の
治
世
か
ら
周
に
至
る
ま
で
の
政
治
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
主

な
部
分
は
周
王
朝
の
史
官
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
い
ま
伝
わ
る
『
尚

書
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
東
晋
時
代
に
偽
作
さ
れ
た
も
の
が
約
半
分
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
漢
以

前
か
ら
伝
わ
る
諸
篇
と
区
別
し
て
、
こ
れ
を
『
偽
古
文
尚
書
』
と
呼
ぶ
。
本
節
で
検
討
の
対
象
と
す
る
『
尚

書
』
は

『
偽
古
文
尚
書
』
を
除
く
い
わ
ゆ
る
『
真
古
文
尚
書
』
の
諸
篇
に
限
定
す
る
。

、

そ
の
な
か
で
も
周
王
朝
の
記
録
で
あ
る
「
周
書
」
は
、
当
時
の
歴
史
的
事
実
を
伝
え
る
文
献
と
し
て
も
っ

と
も
信
頼
が
お
け
る
。
一
方
、
殷
王
朝
の
「
商
書

、
夏
王
朝
の
「
夏
書

、
堯
舜
の
時
代
の
「
虞
書
」
へ
と

」

」

遡
る
に
つ
れ
そ
の
信
憑
性
は
低
く
な
る
。
と
り
わ
け
堯
・
舜
の
時
代
の
記
録
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
周
代
以

降
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
周
王
朝
の
史
官
た
ち
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
な
ら
、
む
し
ろ
そ
こ
に
周
代
の
思
想
や
観
念
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
実
際

『
尚
書
』

、

全
篇
か
ら
は
一
貫
し
た
政
治
思
想
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
『
尚
書
』
は
殷
の
湯
王
が
暴
虐

な
夏
王
・
桀
を
討
っ
た
こ
と
を
肯
定
す
る
が
、
そ
れ
は
周
王
朝
の
殷
周
革
命
を
正
当
化
す
る
た
め
に
ほ
か
な

ら
な
い

「
虞
書
」
皐
陶
謨
に
み
え
る
「
天
は
有
徳
に
命
じ
…
…
有
罪
を
討
ず
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
示
す

。

こ
う
よ
う

ぼ

と
う

の
は
、
天
命
に
よ
る
革
命
の
肯
定
、
の
ち
に
「
天
命
説
」
と
よ
ば
れ
る
政
治
思
想
で
あ
り
、
周
王
朝
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
《
大
盂
鼎
》
の
銘
文
と
も
整
合
す
る
も

の
だ
。
よ
っ
て
本
節
で
は

「
周
書
」
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
他
の
諸
篇
を
補
足
的
な
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と

、

と
す
る
。

『
尚
書
』
全
篇
を
見
渡
し
て
み
て
も

〈
文
〉
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
文
王
の
名
を
除
け
ば
決

、

し
て
多
く
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
用
義
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
『
尚
書
』
の
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
は

〈
文
〉
と
い
う
文
字
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
事
実
が
知
ら
れ
て

、

誥
」
篇
に
お
い
て
、
本
来
「
文
」
で
あ
る
べ
き
文
字
が
「
寧
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
い

い
る
。
そ
れ
は

「
大

、

〈
文
〉

う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
文
王
」
が
「
寧
王
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

の
字
体
の
変
遷
を
辿
れ
ば
わ
か
る

〈
文
〉
の
字
形
を
人
が
正
面
を
向
い
た
形
と
み
る
な
ら
ば
、
甲
骨

（
図
６
）
。

文
・
金
文
に
は
そ
の
胸
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
模
様
を
も
つ
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
金
文
の
例
は
、
こ
の
胸
部

の
模
様
を
心
臓
の
象
形
を
示
す
〈
心
〉
の
字
形
に
作
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
心
形
の
模
様
は
春
秋
戦
国
時
代

以
降
の
字
体
か
ら
は
完
全
に
消
え
、
秦
の
始
皇
帝
が
正
字
と
し
て
定
め
た
小
篆
、
さ
ら
に
は
今
日
わ
れ
わ
れ

が
使
う
楷
書
の
字
形
に
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
大

」
篇
の
テ
ク
ス
ト
は
、
も
と
も
と
心
形
の
模
様
を
も

誥

「
寧
」
に
誤
釈
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
の
が
、
清
末
の

つ
古
い
〈
文
〉
の
字
体
を

金
石
学
者
・
呉
大

澂

で
あ
っ
た

。
こ
う
し
た
事
実
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
周
代
に
書
か
れ
た
も
の

（

字
説

『

』
）

ご

だ
い
ち
ょ
う

で
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
も
な
る
。

し
た
が
っ
て

同
篇
に
み
え
る

寧
考

前
寧
人

寧
人

と
い
っ
た
語
も

そ
れ
ぞ
れ
正
し
く
は

文

、

「

」
「

」「

」

、

「

考

「
前
文
人

「
文
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
前
節
で
み
た
と
お
り
、
い
ず
れ
も
西
周
金
文
に
も
み

」

」

え
る
も
の
で
あ
り
、
死
せ
る
父
や
祖
先
の
呼
称
で
あ
る
。

「

」

。

「

」

「

」
、

周
書

の
他
の
諸
篇
に
も
同
様
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

た
と
え
ば

康
誥

篇
に

文
考
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「

」

「

」
、

「

」

「

」

。

洛
誥

篇
に

文
祖

そ
し
て
先
に
も
引
用
し
た

文
侯
之
命

篇
の

前
文
人

と
い
っ
た
例
で
あ
る

た
だ
し

「
立
政
」
篇
の
つ
ぎ
の
一
文
で
は
、
祖
先
に
で
は
な
く
、
子
孫
に
〈
文
〉
が
冠
さ
れ
て
い
る
。

、
今
よ
り
継
い
で
、
文
子
文
孫
、
其
く
は
庶
獄
・
庶
慎
を
誤
る
勿
く
、
惟
だ
正
の
み
是
れ
之
を
乂
め
よ
。

な

お
さ

こ
れ
は
周
公
旦
が
成
王
以
下
の
諸
侯
に
向
か
っ
て
い
う
忠
告
の
こ
と
ば
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

「
庶
獄
・

。

庶
慎
」
と
は
多
く
の
訴
訟
や
罰
を
慎
む
こ
と
を
い
う
。
こ
の
「
文
子
文
孫
」
は
「
文
王
の
子
孫
」
と
も
解
さ

、

、

〈

〉

、

れ
る
が

こ
れ
ま
で
み
た
と
お
り

他
の
用
例
に
お
い
て

文

は
必
ず
し
も
文
王
を
指
す
と
は
か
ぎ
ら
ず

広
く
祖
先
の
呼
称
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
「
祖
先
の
遺
徳
を
継
ぐ
子
孫
」
と
解
釈
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
〈
文
〉
の
用
例
は

『
尚
書
』
中
で
は
ほ
と
ん
ど
「
周
書
」
に
集
中
し
て
お
り
、
周
代
に
お
い
て

、

第一章 〈文〉の起源

甲
骨
文

金
文

簡
牘
帛
書
ほ
か

説
文
篆
文

涂小篆以前の〈文〉の字体（高明・ 自奎編著『古文字類編』増訂本、上、上海古籍出版社、二〇〇八年）図６



加
藤
常
賢
『
書
経
』
上
、
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年

、
二
〇
頁
。

）
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文

と
は
祖
先
崇
拝
と
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
主
要
な
道
徳
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

周

〈

〉

。「

書
」
以
外
の
諸
篇
に
も
そ
の
よ
う
な
〈
文
〉
の
観
念
を
わ
ず
か
な
が
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
「
虞
書
」
の
「
堯
典
」
篇
の
冒
頭
に
「
文
思
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
こ
こ
は
句
読
に
諸
説
あ
る
箇

所
で
あ
る
が
、
唐
の
儒
学
者
・
陸
徳
明
は

「
経
天
緯
地

之
を
文
と
謂
い
、
道
徳
純
備

之
を
思
と
謂
う
」
と

、

注
す
る
。
加
藤
常
賢
は
、
帝
堯
を
形
容
す
る
語
句

「
放
勲
は
欽
明
、
文
思
は
安
安

（
放
つ

勲

は
明
ら

―

」

い
さ
お

か
に
、
思
い
や
り
は
お
だ
や
か
）

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
は
「
文
思
」
に
つ
い
て

「

文
」
は
武

―

、
「

に
対
し
た
文
で
は
な
く

「
思
」
を
形
容
し
た
に
す
ぎ
な
い

「
思
」
は
思
い
や
り
の
意
」
と
釈
し
て
い
る
。

、

。

24

同
じ
く
「
堯
典
」
の
舜
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で
は

「
文
祖
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
堯
が
舜
に
位
を
譲

、

っ
た
こ
と
を
記
し
て
「
正
月
上
日
、
終
を
文
祖
に
受
く
」
と
い
い
、
堯
が
亡
く
な
っ
て
三
年
の
喪
が
明
け
、

帝
位
に
就
く
儀
礼
を
お
こ
な
う
た
め
に
「
月
正
元
日
、
舜

文
祖
に
格
る
」
と
記
す

「
文
祖
」
と
は

「
堯
の

。

、

い
た

」

「

」

、

、

大
祖

ま
た

堯
の
文
徳
の
祖
廟

な
ど
と
釈
さ
れ
る
よ
う
に

堯
の
祖
先

（
『

』

）
、

（

）

史
記

五
帝
本
紀

偽
孔
伝

あ
る
い
は
そ
れ
を
祀
る
廟
と
考
え
ら
れ
る
。
上
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
舜
が
堯
の
祖
廟
に
お
い
て
祭
祀
を
と

り
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
周
書
」
の
「
洛
誥
」
篇
に
は
、
周
公
旦
が
成
王
か
ら

命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
つ
ぎ
の
一
文
に
も
「
文
祖
」
の
語
が
み
え
る
。

王
、
予
に
来
め
て

乃

の
文
祖
命
を
受
く
る
の
民
と
、
乃
の
光
烈
な
る
考
武
王
の
弘
朕
と
を
承
保
せ
ん
こ

つ
と

な
ん
じ

こ
う
ち
ん

と
を
命
ず
。

西
周
後
期
の
青
銅
器
《
大
克
鼎
》
に
「
穆
穆
た
る
朕
が
文
祖
師
華
父

《
伊

》
に
「
朕
が
丕
い
に
顕
ら

」
、

簋

わ

か
な
る
文
祖
皇
考
□

叔
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
器
者
が
祖
先
を
た
た
え
て
い
る
例
と
考
え
合

（
彳
＋
尸
＋
辛
）

わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
祖
先
の
偉
大
な
功
績
を
〈
文
〉
と
い
う
美
称
に
よ
っ
て
頌
す
る
も
の
と
解
せ
ら

れ
よ
う
。

「
夏
書
」
の
「
禹
貢
」
篇
に
は
「
武
衛
」
に
対
す
る
「
文
教
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

三
百
里
は
文
教
を
揆
し
、
二
百
里
は
武
衛
を
奮
う
。

た
だ

こ
こ
で
「
文
教
」
と
は
、
文
王
に
象
徴
さ
れ
る
道
徳
観
念
に
よ
っ
て
民
を
治
め
る
こ
と
、
よ
り
具
体
的
い

、

、「

」

え
ば

親
を
敬
う
こ
と
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
階
層
秩
序
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
を
治
め
る
こ
と
を

武
衛

、

。

「

」

と
は

文
字
通
り
武
力
を
も
っ
て
国
土
を
守
る
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う

夏
王
朝
の
文
書
と
さ
れ
る

夏
書

で
あ
る
が

〈
文
〉
と
〈
武
〉
の
対
立
概
念
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
典
型
的
に
周
王
朝
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

、

を
示
す
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
い
ま
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
祖
先
あ
る
い
は
祖
先
崇
拝
か
ら
生
ま
れ
た
道
徳
観
念

を
名
指
す
〈
文
〉
と
は
異
な
る
用
例
が
み
え
る
こ
と
で
あ
る

「
周
書
」
の
「
顧
命
」
篇
に
は
、
康
王
即
位
の

。



』

、

本
節
で
引
用
す
る
『
詩
経
』
の
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
お
よ
び
解
釈
の
多
く
は
、
石
川
忠
久
『
詩
経

（
上
・
中
・
下

25
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
―
二
〇
〇
〇
年
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
白
川
静
『
詩
経

中
国
の
古
代
歌
謡
』

―

（
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。
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礼
の
準
備
を
進
め
る
次
第
を
描
く
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
文
貝
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。

西
序
に
東
向
き
に
、

重

厎
席
を
敷
き
、
純
に

綴

り
す
。
文
貝
仍
几
あ
り
。

ち
よ
う

し

へ
り

い
ろ
ど

だ
い

き

偽
孔
伝
は
「
文
有
る
の
貝
も
て
飾
り
し
几
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
美
し
い
模
様
の
つ
い
た
貝
殻
で
飾
り

立
て
た
几
（
ひ
じ
か
け
）
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
類
似
す
る
例
と
し
て

「
夏
書
」
の
一
篇
「
禹
貢
」
に
は
「
織

、

文
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
そ
れ
は
、
夏
王
朝
の
始
祖
と
さ
れ
る
禹
が
さ
だ
め
た
九
州
の
ひ
と
つ
兗
州
か
ら

え
ん

。

「

、

の
貢
納
品
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

清
の
儒
学
者
・
江
声
が

織
文
は
糸
を
染
め
て
之
を
織
る

錦
綺
の
属
の
若
し
」
と
注
す
る
の
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
美
し
い
絹
織
物
の
こ
と
で
あ
る
。
繊
維
の
筋
目
が
つ

「
錯
わ

く
る
線
条
の
模
様
を
「
文
」
と
称
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は

『
説
文
』
が
〈
文
〉
の
原
義
と
し
て

、

ま
じ

説
く
よ
う
な
「
文
様
」
を
意
味
す
る
も
っ
と
も
早
い
例
で
あ
り
、
の

れ
る
画
な
り
。
交
わ
る
文
に
象
る
」
と

ち
に
「
文
字
」
と
い
う
引
伸
義
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
『
尚
書
』
に
お
け
る
〈
文
〉
の
用
語
法
が
殷
の
甲
骨
文
か
ら
西
周
金
文
に
至
る
そ
れ
と
通
じ
て

、

。

、

い
る
こ
と

そ
れ
は
と
く
に
周
王
朝
の
道
徳
観
念
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

ま
た

そ
の
よ
う
な
道
徳
観
念
か
ら
は
自
由
な
「
文
様
」
を
意
味
す
る
〈
文
〉
の
も
っ
と
も
早
い
例
が
み
ら
れ
る
こ

と
に
注
意
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
み
ら
れ
ず
、
か
つ
、
い
ま
だ
文
字
や
文
章
を
意
味
す

る
語
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
文
字
や
文
章
と
い
っ
た
語
義
は
、
の
ち
の
時
代
に
派
生
し
た

引
伸
義
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ޒ

ứ
ࢻ
ܦ
Ừ
ʹ
Έ
͑
Δ
ợ
จ
Ụ

『
詩
経
』
は
、
お
よ
そ
西
周
後
期
か
ら
春
秋
初
期
に
か
け
て
謡
わ
れ
て
い
た
詩
三
〇
五
篇
を
集
め
た
も
の
で

25

あ
る

『
史
記
』
は
こ
れ
を
孔
子
が
編
集
し
た
も
の
と
す
る
が

『
春
秋
左
氏
伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前

。

、

に
す
で
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
詩
経
』
は
「
風

「
雅

「
頌
」
の
三
部
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
詩
を
集
め
て
い
る
。
お

」

」

お
ま
か
に
い
え
ば

「
風
」
は
諸
国
の
民
謡

「
雅
」
は
西
周
の
政
治
詩

「
頌
」
は
周
王
朝
な
ら
び
に
春
秋
期

、

、

、

の
魯
・
宋
の
宗
廟
に
お
け
る
祭
祀
で
謡
わ
れ
た
宗
教
歌
で
あ
る
。

、『

』

〈

〉

。

、

さ
て

詩
経

全
編
に
み
ら
れ
る

文

の
用
例
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か

結
論
を
先
に
い
え
ば

そ
れ
ら
は
『
尚
書
』
と
ほ
と
ん
ど
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
甲
骨
金
文
以
来
の
伝
統
を
継
ぐ
道
徳
観
念

と
し
て
の
〈
文

、
そ
し
て
あ
ざ
や
か
な
模
様
を
意
味
す
る
〈
文
〉
で
あ
る
。
後
者
の
例
は
『
尚
書
』
同
様
に

〉

限
定
的
で
あ
る
が
、
前
者
は
「
雅

「
頌
」
に
共
通
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
む
ろ
ん

」



牧
角
悦
子
「
解
説

、
石
川
忠
久
『
詩
経
』
上
、
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
、
六
―
七
頁
。

」

26

- 31 - 第一章 〈文〉の起源

そ
れ
は

「
雅
」
や
「
頌
」
が
周
王
朝
の
祭
祀
儀
礼
に
か
か
わ
る
詩
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

「
毛
詩

、

。

大
序
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
く
。

雅
と
は
正
な
り
。
王
政
の
由
っ
て
廃
興
す
る
所
を
言
う
な
り
。
政
に
小
大
有
り
、
故
に
小
雅
有
り
、
大

。

、

。（

〔

〕

雅
有
り

頌
と
は
盛
徳
の
形
容
を
美
め

其
の
成
功
を
以
て
神
明
に
告
ぐ
る
者
な
り

雅
と
は
正

政

ほ

で
あ
る
。
王
の
政
治
が
栄
え
た
り
廃
れ
た
り
す
る
所
以
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
に
は
大
小
が
あ

り
、
そ
こ
で
雅
に
も
小
雅
が
あ
り
、
大
雅
が
あ
る

「
頌
」
と
は
、
祖
先
の
盛
ん
な
る
徳
の
あ
り
さ
ま
を

。

ほ
め
た
た
え
、
そ
の
完
成
し
た
功
績
を
神
々
に
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
）

家
井
真
の
説
に
よ
れ
ば

「
頌
」
も
「
雅
」
も
と
も
に
宗
廟
に
お
け
る
宗
教
歌
で
あ
る
。

、

「
頌
」
は
「
容

（
舞
踊
の
意
）
の
仮
借
字
で
あ
り
、
周
・
魯
・
宋
（
＝
商
の
仮
借
字
、
＝
殷
の
末
裔
）

」

の
宗
廟
に
お
け
る
宗
教
歌
舞
劇
詩
を
意
味
し
た

『
詩
経
』
に
先
行
す
る
韻
文
と
し
て
は
、
周
代
青
銅
器

。

の
銘
文
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
銘
文
に
使
用
さ
れ
る
成
語
は
、
実
に
広
範
に
渉
っ
て
『
詩
経
』
の

「
頌

「
雅
」
の
成
語
と
類
似
・
対
応
す
る
こ
と
か
ら

『
詩
経
』
の
「
頌

「
雅
」
は
周
代
の
銘
文
を
文

」

、

」

学
的
意
図
の
下
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
周
代
の
銘
文
の
き
ざ
ま
れ
た

鍾
が
、
元
来
宗
廟
に
常
置
さ
れ
た
彝
器
で
あ
り
、
そ
の
音
に
よ
っ
て
祖
霊
を
招
降
せ
し
む
る
呪
器
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
鋳
込
ま
れ
た
銘
文
も
ま
た
神
聖
な
物
で
あ
り
祖
霊
に
奉
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
「
頌
」
と
は
、
舞
容
を
意
味
す
る
容
字
の
仮
借
字
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
名
付
け
ら
れ
た

「
頌
」
の
諸
篇
は
天
子
と
し
て
の
礼
を
行
う
べ
き
周
、
天
子
の
礼
を
行
う
事
を
許
さ

。

れ
て
い
た
魯
・
宋
の
宗
廟
に
於
け
る
宗
教
歌
で
あ
り
、
宗
廟
に
仕
え
る
巫
た
ち
に
よ
っ
て
奏
さ
れ
、
歌

わ
れ
、
舞
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
基
本
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
祖
霊
の
偉
業
を
讃

え
、
そ
れ
を
祖
霊
に
奉
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
の
更
な
る
繁
栄
を
祖
霊
に
祈
願
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
定
義
さ
れ
る
。

「

」

、

「

」

。

、「

」

「

」

次
に

雅

に
つ
い
て
で
あ
る
が

そ
の
発
生
母
体
は

頌

と
共
通
す
る

た
だ

雅

は

夏

（
仮
面
を
被
っ
て
舞
う
意
）
の
仮
借
字
で
あ
り
、
仮
面
舞
踏
が
そ
の
原
義
で
あ
る
。
仮
面
を
か
ぶ
る
の

は
祭
祀
を
掌
る
巫
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仮
面
の
象
徴
す
る
神
格
と
仮
面
を
着
用
す
る
巫
と
は

同
一
化
し
、
巫
が
神
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
詩
経
』
に
於
け
る
「
雅
」
の
諸
篇
は
、
夏
の
仮
借

字
に
よ
る
付
名
で
、
基
本
的
に
は
周
、
初
稿
の
宗
廟
や
社
に
於
い
て
巫
に
よ
っ
て
歌
舞
せ
ら
れ
た
宗
教

的
仮
面
舞
踏
詩
を
そ
の
起
原
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は

「
頌
」
と
同
様
に
神
霊
・
祖
霊
を
讃
え
祀

、

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
佑
護
を
希
求
す
る
事
に
あ
っ
た
。

26

、「

」
「

」

、

重
要
な
点
は

頌

・

雅

の
諸
篇
が
周
王
朝
を
中
心
と
し
た
祖
先
の
宗
廟
で
謡
わ
れ
た
宗
教
歌
で
あ
り



貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
『
古
代
中
国
』
二
〇
一
―
二
〇
五
頁
を
参
照
。

27

- 32 - 第一章 〈文〉の起源

ま
た
そ
れ
ら
が
や
は
り
宗
廟
に
お
か
れ
た
彝
器
に
鋳
込
ま
れ
た
文
章
で
あ
る
西
周
金
文
と
密
接
な
つ
な
が
り

を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下

『
詩
経
』
に
み
え
る
〈
文
〉
の
用
例
を
具
体
的
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

、

ま
ず
は
周
の
始
祖
神
・
后
稷
、
周
王
朝
の
基
盤
を
作
っ
た
文
王
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
徳
性
を
範
と
し
て
継

ぐ
天
子
諸
侯
に
対
し
て
形
容
詞
的
な
〈
文
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（

、

（

）

）

思
れ
文
な
る
后
稷

克
く
彼
の
天
に
配
す

あ
あ
文
徳
あ
る
后
稷
は

天
の
神

の
意

に
も
か
な
う

こ

よ

か

（
周
頌
「
思
文

）」

於
皇
い
な
る
武
王

競
り
無
き
維
れ
烈
／
允
れ
文
な
る
文
王

克
く
厥
の
後
を
開
く
（
あ
あ
偉
大
な
る

あ
あ
お
お

か
ぎ

こ

そ

よ

そ

、

、

）

武
王

限
り
な
く
輝
か
し
い
そ
の
功
績
／
そ
も
そ
も
文
徳
あ
る
文
王

克
く
子
孫
繁
栄
の
道
を
開
い
た

（
周
頌
「
武

）」

烈
文
な
る
辟
公

茲
の
祉
福
を
錫
う
（
輝
く
功
績
と
文
徳
あ
る
天
子
諸
侯
よ

（
我
々
は
先
王
か
ら
）

こ

た
ま

（
周
頌
「
烈
文

）

こ
の
幸
い
を
賜
る
）

」

思
に
皇
た
る
多
祜

烈
文
な
る
辟
公
（
あ
あ
（
我
々
は
）
光
り
輝
く
多
福
が
あ
り
、
輝
く
功
績
と
文
徳

こ
こ

た
こ

（
周
頌
「
載
見

）

が
あ
る
天
子
諸
侯
で
す
）

」

、

。『

』

「

」

周
王
朝
は

農
業
に
天
才
を
発
揮
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
后
稷
を
そ
の
始
祖
と
し
た

詩
経

大
雅

生
民

に
は
后
稷
の
誕
生
と
農
法
に
ま
つ
わ
る
伝
説
、
そ
し
て
祭
祀
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
稷
と
は
き
び
の

、
、

こ
と
で
、
周
が
農
業
神
を
始
祖
と
し
た
の
は
、
周
が
農
業
経
済
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
こ
と
を

象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

27

ま
た
、
周
頌
「

」
に
は
、
西
周
金
文
と
も
共
通
す
る
「
文
母
」
と
い
う
語
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
古
く

雝

は
死
せ
る
祖
先
に
冠
し
て
使
う
美
称
的
〈
文
〉
の
用
例
で
あ
り
、
甲
骨
文
か
ら
金
文
、
そ
し
て
『
尚
書

『
詩

』

経
』
に
み
ら
れ
る
〈
文
〉
の
観
念
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
の
用
例
に
加
え
て
、
文
と
武
と
を
並
称
す
る
「
文
武
」
も
ま
た
、
宣
王
の
賢
臣
・
尹
吉
甫
、
お
な
じ

く
宣
王
の
舅
・
申
伯
、
そ
し
て
君
主
を
意
味
す
る
「
后
」
な
ど
と
い
っ
た
人
物
を
讃
え
る
の
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

（
小

文
武
な
る
吉
甫
は

万
邦

憲
と
為
さ
ん
（
文
武
に
秀
で
た
吉
甫
は
、
数
多
の
国
の
手
本
と
な
っ
た
）

雅
「
六
月

）
」

戎
い
に
良
翰
有
ら
ん

不
顕
な
る
申
伯
は
／
王
の
元
舅
に
し
て

文
武
是
れ
憲
な
ら
ん
（
大
い
に
善
き

お
お

た

ひ

け
ん
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守
り
と
な
ろ
う
、
そ
の
徳
明
ら
か
な
申
伯
は
／
王
の
叔
父
君
で
あ
り
、
文
武
に
お
い
て
人
の
手
本
と
な

（
大
雅
「
崧
高

）

ろ
う
）

」

（
周

宣
哲
は
維
れ
人

文
武
は
維
れ
后
な
り
（
明
哲
で
あ
る
の
は
人
臣
、
文
徳
武
功
が
あ
る
の
は
君
主
）

こ

き
み

頌
「

）

雝
」

既
に
み
た
と
お
り

〈
文
武
〉
を
美
称
と
し
て
冠
す
る
最
古
の
例
は
、
甲
骨
文
に
み
え
る
殷
王
「
文
武
丁
」

、

で
あ
る
。
周
王
朝
の
内
政
的
基
盤
を
整
え
た
文
王
と
、
殷
王
朝
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
成
功
し
た
武
王
の
に
も
っ

と
も
よ
く
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
と
武
と
は
対
照
的
だ
が
相
互
補
完
的
な
価
値
を
名
指
す
の
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
徳
性
の
一
面
を
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に

『
詩
経
』
中
わ
ず
か
二
例
を
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
が
、
あ
ざ
や
か
な
模
様
を
意
味
す
る
と
考

、

え
ら
れ
る
〈
文
〉
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

（
国
風
・
秦
風

文
菌

暢

轂

我
が
騏
馵
に
駕
す
（
虎
の
敷
皮
、
長
き
こ
し
き
、
我
が
馬
は
青
黒
と
白
足
）

ぶ
ん
い
ん
ち
よ
う
こ
く

き

し
ゆ

「
小
戎

）」

（
小
雅

織
文
鳥
章

白
旆

央
央
た
り
（
隼
描
け
る
戦
旗
に
、
吹
き
流
し
の
布
が
鮮
や
か
に
ひ
る
が
え
る
）

し

ぶ
ん

は
く
は
い

「
六
月

）」

前
者
は
、
飾
り
立
て
た
車
馬
を
描
写
す
る
句
で
あ
り

「
文
菌
」
と
は
、
毛
伝
に
「
虎
皮
な
り
」
と
い
う
の

、

を
は
じ
め
、
漢
代
の
訓
詁
字
書
『
釈
名
』
に
「
文
茵
は
車
中
の
坐
す
る
所
の
者
な
り
。
虎
皮
を
用
い
、
文
采

有
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
文
」
と
は
、
美
し
い
模
様
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

、

。「

」

「

」

、

後
者
は

戦
地
に
赴
か
ん
と
す
る
車
馬
の
列
に
は
た
め
く
戦
旗
の
描
写
で
あ
る

織

は

幟

と
通
じ

旗
を
意
味
す
る
。
鳥
の
す
が
た
が
描
か
れ
た
旗
の
意
で
あ
り
、
こ
の
「
文
」
も
ま
た
模
様
を
意
味
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
の
例
か
ら
帰
納
し
て
、
ふ
た
つ
の
重
要
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
周
王
室
の
廟
歌
で
あ
り
、
周
王
朝
の
も
っ
と
も
正
統
的
な
思
想
・
宗
教
を
伝
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
「
周
頌
」
に
も
っ
と
も
多
く
〈
文
〉
の
用
例
が
み
え
、
そ
の
い
ず
れ
も
始
祖
や
先
王
あ
る
い
は
か
れ

ら
の
遺
徳
を
継
ぐ
者
た
ち
の
讃
え
る
べ
き
徳
性
を
名
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
殷
周

の
金
文
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
殷
か
ら
西
周
に
受
け
継
が
れ
た
き
わ
め
て
古
い
〈
文
〉
の
観
念
を
示

す
。
周
王
朝
に
お
い
て
〈
文
〉
は
最
高
の
理
念
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
に
、
上
述
の
よ
う
な
道
徳
観
念
を
離
れ
た
文
様
を
意
味
す
る
〈
文
〉
の
用
例
が
確
認
さ
れ
る
が
、
や

は
り
文
字
と
い
う
意
味
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い

「
小
戎
」
は
春
秋
期
の
秦
の
民
謡
で
あ
り

「
六
月
」
は
宣

。

、



石
川
忠
久
『
詩
経
』
中
、
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
、
二
四
二
頁
。

28

高
野
義
弘

逸
周
書
研
究
序
説
―
「
声
の
文
化
」
の
観
点
か
ら
―

『
東
洋
文
化
』
一
〇
六
号
（
東
洋
文
化
学
会
、
二
〇

「

」

29
一
一
年
）
に
よ
る
。

李
沢
厚
『
華
夏
美
学

『
李
沢
厚
集
「
華
夏
美
学
・
美
学
四
講
」
増
訂
本

（
三
聨
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
、
四
二

』
、

』

30
頁
。
邦
訳
『
中
国
の
伝
統
美
学
』
興
膳
宏
ほ
か
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
五
九
―
六
〇
頁
。
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王
期
の
作
で
は
な
く

「
伝
説
上
の
武
将
に
仮
託
し
て
一
族
の
先
祖
が
残
し
た
武
功
を
讃
え
る
詩
で
あ
る
」
と

、

28

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
春
秋
期
の
も
の
で
あ
ろ
う

『
尚
書
』
で
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
周
代

。

に
文
様
の
意
味
と
し
て
〈
文
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
前
節
で
確
認
し
た
が
、
文
字
を
意

味
す
る
用
例
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
第
一
節
で
み
た
と
お
り
、
現
存
す
る
文
献
上
〈
文
〉
が
文
字
の
意
味
に

使
わ
れ
て
い
る
の
は

『
国
語
』
晋
語
・
楚
語
が
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
考
え
れ
ば
、

、

〈
文
〉
が
文
字
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
春
秋
時
代
で
あ
る
と
推
定
し
う
る
。



ợ
จ
Ụ
ͱ

ઌ
ਸ
ഈ

以
上
に
論
じ
た
殷
か
ら
西
周
ま
で
の
文
字
資
料
や
文
献
に
み
え
る
〈
文
〉
の
用
例
と
語
義
を
通
覧
し
て
わ

か
る
こ
と
は

〈
文
〉
が
多
く
祖
先
の
呼
び
名
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
祖
先
を
た
た
え
る
美
称
で
あ

、

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し

〈
文
〉
は
た
ん
な
る
「
美
称
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

〈
文
〉

、

。

が
一
般
的
な
美
称
で
あ
れ
ば
、
こ
の
語
が
王
や
祖
先
の
廟
号
や
諡
号
に
の
み
排
他
的
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う

〈
文
〉
は
も
っ
ぱ
ら
祖
先
の
遺
徳
を
た
た
え
る
た
め
の
語
で
あ
っ
た

〈
文
〉
は

。

。

そ
れ
以
降
も
、
中
国
歴
代
王
朝
の
帝
王
に
お
く
ら
れ
る
諡
号
に
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
い
る
。
成
立
は
春
秋

以
降
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
周
の
史
書
を
含
む
と
さ
れ
る
『
逸
周
書
』
諡
法
解
に
、
最
上
の
諡
号
の
ひ

29

と
つ
と
し
て
「
文
」
が
挙
げ
ら
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

、

、

、

天
地
を
経
緯
す
る
を
文
と
曰
い

道
徳
博
厚
な
る
を
文
と
曰
い

学
に
勤
め
好
ん
で
問
う
を
文
と
曰
い

慈
恵
に
し
て
民
を
愛
す
る
を
文
と
曰
い
、
民
を

愍

み
て
礼
に

恵

う
を
文
と
曰
い
、
民
に
爵
位
を
錫
う

あ
わ
れ

し
た
が

た
も

を
文
と
曰
う
。

そ
の
美
し
さ
と
道
徳
的
な
偉
大
さ
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
最
古
の
文
字
資
料
と
文
献
資
料
と
が

示
し
て
い
る
の
は

〈
文
〉
と
い
う
観
念
が
す
で
に
審
美
的
で
あ
る
と
同
時
に
倫
理
的
な
価
値
を
帯
び
て
い
た

、

と
い
う
こ
と
で
あ
る

大
盂
鼎

銘
に
み
え
る

文
王
の
正
徳

あ
る
い
は

詩
経

大
雅

江
漢

の

文

。《

》

「

」

『

』

「

」

「

徳
」
と
い
う
言
葉
が
〈
文
〉
と
〈
徳
〉
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
。
そ
れ
は
、
善

美
の
一
致
と
い
う
中
国
の
伝
統
的
な
美
学
の
祖
型
を
示
す
も
の
だ
。
美
学
者
・
李
沢
厚
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い

っ
て
い
る

「
中
国
の
美
学
の
特
徴
と
矛
盾
は
、
主
に
模
倣
が
真
実
か
ど
う
か
、
反
映
が
正
確
か
ど
う
か
と
い

。

）

（

）

う
問
題

つ
ま
り
美
と
真
の
問
題
に
あ
る
の
で
は
な
く

感
情
の
形
式

と
倫
理
教
化
の
要
求

、

、

（
芸
術

政
治

と
の
矛
盾
あ
る
い
は
統
一
、
つ
ま
り
美
と
善
と
の
問
題
に
こ
そ
あ
［
る
］

。
」

30



廣
松
渉
ほ
か
編
『
岩
波

思
想
・
哲
学
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
一
三
〇
七
頁
。

31
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し
か
し
、
善
と
美
と
を
異
な
る
ふ
た
つ
の
価
値
と
捉
え
る
の
は
、
カ
ン
ト
以
降
の
西
洋
近
代
の
思
考
の
枠

組
み
に
す
ぎ
な
い
。
古
代
に
お
い
て
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
善
と
美
と
は
相
即
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て

「
美
し
い
」

と
い
う
形
容
詞
は
、
感
覚
的
に
美
し
い
も
の
だ
け
で

、

(kalos)

は
な
く
、
有
用
な
事
物
や
道
徳
的
に
す
ぐ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ

ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ら
に
代
表
さ
れ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
や
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
中
世
の

、〈

〉

〈

〉

、〈

〉

思
想
家
に
お
い
て
は

美

は
し
ば
し
ば

善

と
と
も
に
言
及
さ
れ
て
お
り

善

(kalon)
(agathon)

を
頂
点
と
す
る
形
而
上
学
的
目
的
論
の
体
系
に
お
い
て
特
別
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

31

む
ろ
ん
古
代
中
国
に
お
い
て
も
、
善
と
美
は
一
体
で
あ
り
不
可
分
で
あ
っ
た
。
文
字
学
的
に
い
っ
て
も
、

善
と
美
は
お
な
じ
「
羊
」
を
構
成
要
素
に
も
ち
、
同
根
で
あ
る

『
説
文
』
が
「
美
は
善
と
同
意
な
り
」
と
説

。

く
と
お
り
で
あ
る

『
広
韻
』
が
「
文
は
又
た
美
な
り
、
善
な
り
」
と
い
う
よ
う
に

〈
文
〉
は
善
美
一
体
の

。

、

古
代
の
思
惟
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
も
い
る
の
だ
。

で
は

〈
文
〉
と
い
う
文
字
自
体
の
字
形
が
あ
ら
わ
す
原
義
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
み
た
と
お

、

り
、
甲
骨
文
中
の
用
例
は
例
外
な
く
固
有
名
あ
る
い
は
そ
れ
に
冠
せ
ら
れ
る
美
称
で
あ
る
か
ら
、
用
字
か
ら

（

）

そ
の
原
義
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

金
文
お
よ
び

尚
書

も
同
様
で
あ
る

甲
骨
文
は
占
卜

。

『

』

。

占
い

の
記
録
で
あ
り
、
金
文
は
王
か
ら
下
さ
れ
た
賜
与
や
策
命
を
記
念
し
て
青
銅
器
の
製
作
の
由
来
を
記
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
用
例
と
甲
骨
文
・
金
文

の
字
形
解
釈
と
を
手
が
か
り
に
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
。

む
ろ
ん
、
字
形
解
釈
は
実
証
的
な
裏
付
け
が
困
難
で
あ
る
た
め

『
説
文
』
の
字
釈
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る

、

よ
う
に
、
し
ば
し
ば
恣
意
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
よ
っ
て
字
形
解
釈
は
、
そ
れ
の
み
を
論
拠
に
何
か

を
論
じ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
文
献
資
料
が
な
い
古
代
の
社
会
や
思
想
を
考
え
る
に

あ
た
っ
て
は
、
文
献
の
欠
を
補
い
う
る
。

「
錯
わ
れ
る
画
な
り
。
交
わ
る
文
に
象
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、

〈
文
〉
の
原
義
に
つ
い
て

『
説
文
』
は

、

ま
じ

後
漢
の
許
慎
の
時
代
は
甲
骨
文
か
ら
す
で
に
千
年
以
上
が
経
過
し
て
お
り
、
殷
代
甲
骨
文
お
よ
び
西
周
金
文

の
存
在
を
知
る
者
は
す
で
に
い
な
く
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
ら
の
古
い
字
形
に
は
、

〈
文
〉
の
中
央
に
さ
ま
ざ
ま
な
模
様
が
し
る
さ
れ
て
い
る

。
す
で
に
甲
骨
文
に
お
い
て
こ
の
中
央
の

（
図
６
）

模
様
が
な
い
略
体
が
み
ら
れ
る
が
、
春
秋
戦
国
時
代
以
降
の
字
体
で
は
、
こ
の
模
様
は
完
全
に
消
滅
し
て
い

る
。
許
慎
が
依
拠
し
た
小
篆
を
は
じ
め
と
す
る
書
体
は
、
す
で
に
原
初
の
姿
を
喪
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
甲
骨
文
・
金
文
の
用
義
に
、
文
様
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ

は
死
せ
る
祖
先
の
遺
徳
を
い
う
特
別
な
観
念
で
あ
り
、
聖
な
る
語
で
あ
っ
た

〈
文
〉
が
文
様
の
意
味
に
使
わ

。

れ
る
の
は

『
尚
書
』
と
『
詩
経
』
に
わ
ず
か
に
見
出
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば

『
説
文
』
が

、

、



白
川
静
「
釈
文

『
甲
骨
金
文
学
論
叢
』
上

「
白
川
静
著
作
集
」
別
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
）

」

、

32

加
藤
常
賢
『
漢
字
の
発
掘
』
角
川
選
書
、
一
九
七
一
年
、
一
二
七
頁
。

33

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
小
字
典
』
七
八
頁
。

34

許
進
雄
『
中
国
古
代
社
会
―
文
字
与
人
類
学
的
透
視
―
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
四
年
、
三
〇
三
―
三
〇
四
頁
。

35

徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
九
九
六
頁
。

36

白
川
静
「
釈
文
」
一
〇
五
頁
。

37
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原
義
と
す
る
文
様
と
い
う
意
味
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
祖
先
崇
拝
と
い
う
形
の
古
代
宗
教
観
念
が
薄
れ
て

き
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
引
伸
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば

『
説
文
』
が
説
く
の
は

、

原
義
で
は
な
く
、
引
伸
義
か
ら
帰
納
さ
れ
た
抽
象
的
な
概
念
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
引
伸
義
が
生
ま
れ
た
の
か
。
こ
れ
も
ま
た
限
ら
れ
た
資
料
に
よ
っ
て

は
実
証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
で
あ
る
。
だ
が
敢
え
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
周
王
朝
の
権
威

の
衰
退
と
と
も
に
、
か
つ
て
厳
格
に
聖
別
さ
れ
て
い
た
〈
文
〉
の
理
念
が
薄
れ
、
世
俗
的
な
用
義
が
拡
大
し

て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
支
持
す
る
状
況
証
拠
を
、
別
の
面
か
ら

も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
西
周
か
ら
春
秋
へ
と
時
代
を
下
る
に
つ
れ
、
青
銅
器
の
器
制
、
銘

文
の
文
体
、
形
式
、
内
容
、
さ
ら
に
字
体
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
通
俗
化
の
傾
向
が
み
て

と
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
正
統
性
か
ら
の
遠
心
的
な
運
動
で
あ
る
。
周
王
朝
の
権
威
が
強

大
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
中
央
の
規
範
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
権
力
が
統
制
力
を
十
全
に
発

揮
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
権
威
の
衰
退
に
伴
っ
て
、
諸
侯
は
徐
々
に
中
央
の
規
範
に
従
う
こ
と

を
や
め
、
お
の
お
の
勝
手
気
儘
に
ふ
る
ま
い
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
文
化
・
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
変

化
を
き
た
す
だ
ろ
う
。
か
つ
て
聖
な
る
語
で
あ
っ
た
〈
文
〉
と
い
う
語
も
ま
た
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て

世
俗
的
な
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
入
れ

さ
て
白
川
静
は
、
甲
骨
文
・
金
文
の
字
形
に
も
と
づ
い
て

〈
文
〉
を
人
の
正
面
形
の
胸
部
に
文
身

、

を
ほ
ど
こ
し
た
姿
と
解
釈
し
て
い
る

『
礼
記
』
王
制
に
「
東
方
を
夷
と
曰
う
。
被
髪
文
身
」

墨
、
身
体
装
飾
）

。
32

と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
広
く
文
身
の
習
俗
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
、
殷
に
も
文
身
の
習
俗
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

な
お
、
加
藤
常
賢
は
衣
服
の
襟
の
象
形
と
し
、
藤
堂
明
保
は
織
物
の
紋
様
と
す
る
が
、
落
合
淳
思
は
、
甲

33

骨
文
に
両
者
の
説
の
象
形
を
あ
ら
わ
す
別
字
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
疑
義
を
唱
え
て
い
る
。
許

34

進
雄
は
「
人
の
胸
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
の
模
様
が
刻
ま
れ
た
形
に
作
る
」
と
い
い
、
徐
州
舒
主
編
『
甲
骨

35

文
字
典
』
も
「
正
面
を
向
い
て
立
つ
人
の
形
に
象
り
、
胸
部
に
刻
画
の
紋
飾
が
あ
る
。
ゆ
え
に
文
身
の
紋
様

を
文
と
い
う
」
と
説
く
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
原
義
を
「
文
身
」
と
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る

36

よ
う
だ
。

白
川
に
よ
れ
ば
、
文
身
は
も
と
「
社
会
的
地
位
や
身
分
、
年
齢
階
級
等
の
表
示
と
し
て
の
機
能
」
を
も
つ

37

も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
人
の
死
体
の
胸
部
に
加
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

「
文
身
と
し
て
心
と
い
う
形
が

。

胸
に
し
る
さ
れ
る
の
は
、
心
臓
が
生
命
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
、
当
時
の
人
び
と
は
す
で
に
知
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
死
者
の
胸
部
に
そ
の
形
を
加
え
る
こ
と
は
、
招
魂
す
な
わ
ち
復
活
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
意
味



白
川
静
『
中
国
古
代
の
文
化
』
一
八
頁
。

38

同
前
、
二
五
頁
。

39

呉
其
昌
『
殷
墟
書
契
解
詁
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
一
年
、
二
二
六
―
二
二
七
頁
。
拙
訳
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。

40
「
蓋
『
文
』
者
、
乃
像
一
繁
文
満
身
、
而
端
立
受
祭
之
尸
形
云
爾
。
従
『
文
身
』
之
義
而
推
演
之
、
則
引
伸
而
為
文
彩
、
文

章
、
乃
至
従
文
彩
、
文
章
、
再
引
伸
而
為
文
学
、
制
度
、
文
物
、
而
終
極
其
義
、
以
止
于
『
文
化

。
従
文
身
端
立
、
受
祭

』

為
尸
之
遺
俗
而
推
演
之
、
則
此
『
尸
』
者
、
乃
象
徴
主
祭
者
之
祖
若
父
也
。
故
経
典
及
宗
彝
文
中
、
触
目
皆
『
文
考

『
文

』

母

『
文
祖

『
文
王

『
文
公

『
前
文
人
』
之
語
矣

『
文
考

『
文
妣

『
文
父

『
文
母
』
者
、
尸
之
飾
父
母
者
也

『
文

』

』

』

』

。

』

』

』

。

且

、
則
尸
之
飾
祖
者
也

『
文
王
』
則
尸
之
飾
『
大
行
皇
帝
』
者
也

『
前
文
人
』
則
尸
之
飾
『
歴
祖
歴
宗
』
者
也
。
惟
父

』

。

。

母
之
喪
、
尤
為
近
親
而
哀
慕
、
飾
尸
以
祭
、
自
較
煩
数
、
故
帝
乙
之
臨
祭
而
称
其
父
、
必
冠
以
『
文
』
字
耳
。
是
則
凡
『
父

丁
』
或
『
武
丁
』
或
『
丁
』
之
上
加
以
『
文
』
字
者
、
意
蓋
示
此
人
実
已
死
而
乃
指
其
尸
也
。
此
『
文
父
丁

『
文
武
丁
』

』

『
文
丁
』
之
称
之
由
来
也

」。
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し
た

「
文
身
は
聖
化
と
加
入
の
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
身
体
装
飾
で
あ
る
。
死
も
ま
た
新
し
い
世
界
へ
の
加

」
。

38

入
で
あ
り
、
聖
化
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
霊
の
復
活
の
た
め
に
、
そ
の
屍
体
に
は
文
身
の
装
飾

を
加
え
て
、
鄭
重
に
保
存
さ
れ
る

。
」

39

ま
た
注
目
す
べ
き
異
説
と
し
て
、
呉
其
昌
の
『
殷
墟
書
契
解
詁
』
の
〈
文
〉
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
を

訳
出
し
て
引
い
て
お
き
た
い
。

お
そ
ら
く
「
文
」
は
、
身
体
に
装
飾
を
施
さ
れ
た
人
が
直
立
し
て
祭
祀
を
受
け
る

尸

の
す
が
た
に
象

か
た
し
ろ

っ
た
も
の
だ
ろ
う

「
文
身
」
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
そ
こ
か
ら
広
が
っ
て
文
彩
・
文
章
と
い
う
意
味

。

が
生
ま
れ

さ
ら
に
文
彩
・
文
章
か
ら
文
学
・
制
度
・
文
物
と
い
っ
た
意
味
へ
と
発
展
し

最
後
に

文

、

、

「

化
」
と
い
う
意
味
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
身
を
施
し
て
直
立
し
、
祭
祀
を
受
け
る
尸
の
古

く
か
ら
伝
わ
る
習
俗
か
ら
推
し
量
れ
ば
、
こ
の
「
尸
」
は
、
祭
祀
の
主
宰
者
の
父
な
ど
の
先
祖
を
象
徴

す
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
経
典
お
よ
び
青
銅
器
の
銘
文
に
み
ら
れ
る
の
は
す
べ
て
「
文
考

「
文
母
」

」

「
文
祖

「
文
王

「
文
公

「
前
文
人
」
と
い
っ
た
語
な
の
だ

「
文
考

「
文
妣

「
文
父

「
文
母
」
は

」

」

」

。

」

」

」

尸
の
父
母
を
飾
っ
た
も
の
で
あ
り

「
文
且
〔
祖

」
は
尸
の
先
祖
を

「
文
王
」
は
尸
の
「
崩
御
せ
る
皇

、

〕

、

帝
」
を

「
前
文
人
」
は
尸
の
「
歴
代
の
祖
先
」
を
そ
れ
ぞ
れ
飾
っ
た
も
の
で
あ
る
。
父
母
の
喪
は
最
も

、

近
し
い
親
族
に
し
て
哀
し
み
慕
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
尸
を
飾
る
祭
祀
が
自
ず
か
ら
頻
繁
に
行
わ
れ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
帝
乙
が
祭
祀
に
臨
ん
で
そ
の
父
を
呼
ぶ
と
き
に
は
、
必
ず
「
文
」
と
い
う

字
を
冠
し
た
の
で
あ
る

「
父
丁

「
武
丁

「
丁
」
な
ど
の
上
に
「
文
」
と
い
う
字
を
冠
す
る
も
の
は
す

。

」

」

べ
て
、
当
の
人
物
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
人
の
尸
を
指
す
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
文
父
丁

「
文
武
丁

「
文
丁
」
と
い
っ
た
呼
び
名
の
由
来
で
あ
る
。

」

」

40

祭
祀
に
お
け
る
尸
の
役
割
に
つ
い
て
は

『
詩
経
』
小
雅
「
楚
茨

「
信
南
山
」
や
『
礼
記
』
祭
統
に
記
述

、

」

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
孫
が
死
者
の
代
理
人
た
る
尸
を
務
め
、
祖
霊
へ
の
捧
げ
物
を
死
者
に
代
わ
っ
て

食
べ
る
。
そ
の
の
ち
に
祭
祀
に
参
加
す
る
親
族
が
飲
食
を
と
も
に
す
る
。
つ
ま
り
、
祭
祀
は
死
せ
る
祖
霊
と

生
け
る
親
族
と
の
共
食
儀
礼
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
祖
霊
を
中
心
と
し
た
親
族
の
結



ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
世
界
宗
教
史
』
３
、
島
田
裕
巳
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
頁
。

41

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
宗
教
社
会
学

（

経
済
と
社
会
』
第
二
部
第
五
章
）
武
藤
一
雄
ほ
か
訳
、
創
文
社
、
一
九
七

』
『

42
六
年
、
二
二
頁
。
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束
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
。
尸
は
祖
霊
と
し
て
丁
重
に
扱
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
祭
祀
の
参
加
者
た
る

親
族
た
ち
は
、
死
せ
る
祖
先
が
い
ま
こ
こ
に
現
前
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
字
形
解
釈
が
実
証
不
可
能
な
仮
説
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
先
に
検
討
し
た
文
字
資

料
や
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
〈
文
〉
の
用
義
と
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
通
底
す
る
あ
る
観
念
が
明

確
な
輪
郭
を
も
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
古
代
中
国
の
宗
教
観
念
で
あ
る
。
古
代
中
国
に
お

い
て
、
死
者
、
す
な
わ
ち
祖
先
は
、
一
族
の
運
命
を
導
く
神
霊
で
あ
り
、
恩
恵
を
も
ら
た
し
も
す
れ
ば
、
災

い
を
も
た
ら
し
も
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
崇
拝
と
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
。
身
体
装
飾
を
加
え
ら
れ

た
死
者
で
あ
れ
、
祭
祀
に
お
い
て
祖
霊
の
代
理
人
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
た
尸
で
あ
れ

〈
文
〉
字
の
象
形
が
あ

、

ら
わ
し
て
い
る
の
は
祖
霊
の
す
が
た
だ
ろ
う
。
そ
の
胸
部
に
加
え
ら
れ
た
文
身
は
、
そ
れ
が
す
で
に
生
け
る

人
間
を
超
え
た
霊
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
殷
周
の
文
字
資
料
に
お

い
て

〈
文
〉
が
ほ
ぼ
例
外
な
く
祖
先
に
関
連
す
る
語
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が

、

で
き
る
。

か
く
し
て
、
文
献
、
甲
骨
・
金
文
の
用
義
、
そ
し
て
字
形
解
釈
へ
と
遡
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
は

〈
文
〉
が

、

中
国
古
代
の
祖
先
崇
拝
に
密
接
に
か
か
わ
る
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
祖
先
崇
拝
が
儒
教
の
宗
教
学

的
な
い
し
倫
理
学
的
教
義
の
根
本
に
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
社
会
学
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
農
業
経

済
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
宗
教
で
あ
り
思
想
で
あ
る
。
宗
教
学
者
エ
リ
ア
ー
デ
は
い
う

「
農
耕
が
始
ま
っ
た

、

と
き
か
ら
、
祖
先
崇
拝
は
（
人
間
と
宇
宙
と
の
循
環
の
概
念
を
も
と
に
構
造
化
さ
れ
た
）
農
耕
民
の
宗
教
シ

ス
テ
ム
の
本
質
的
な
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た

。
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
祖
先
崇
拝
は
家
父

」
41

長
制
を
基
礎
と
す
る
階
層
性
秩
序
の
形
成
に
と
も
な
っ
て
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
同
体
の
紐
帯
を
強
化

す
る
。

、

、

…
…
い
か
な
る
共
同
体
行
為
で
あ
れ

そ
れ
に
対
応
す
る
特
殊
神
を
も
た
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
し

ま
た
そ
の
共
同
体
関
係
が
永
続
的
な
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
う
い
う
神
を
必
要
と
し
な

い
も
の
は
な
い
。
…
…

こ
の
こ
と
は
ま
ず
第
一
に
、
家
族
と
か
氏
族
と
い
う
集
団
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
…
…
と
く
に
家
族

内
で
の
祖
先
崇
拝
の
高
度
な
発
達
は
、
家
族
共
同
体
の
家
父
長
的
構
造
と
並
行
し
て
進
む
の
が
通
則
で

あ
る
。
…
…
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
家
族
や
氏
族
を
固
く
結
合
さ
せ
、
外
に
対
し
て
は
断
固
と
し

て
排
他
的
と
な
り
、
ま
た
家
族
共
同
体
内
の
経
済
的
諸
関
係
の
最
深
部
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い

っ
た
極
度
に
強
力
に
し
て
厳
し
い
人
的
絆
を
形
づ
く
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

42

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
社
会
構
造
は
殷
周
社
会
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
。
殷
周
両
王
朝
は
と
も
に

農
業
経
済
を
基
盤
と
し
、
氏
族
を
中
心
と
し
た
階
層
性
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
。
祖
先
崇
拝
は
こ
の
よ
う
な
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経
済
・
社
会
を
背
景
に
し
て
発
展
し
た
古
代
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
武
力
よ
り
も
文
徳
を
重
ん
じ
、
力
あ
ふ

れ
る
若
者
よ
り
も
知
恵
と
経
験
と
を
も
つ
老
人
を
重
ん
ず
る
社
会
に
育
ま
れ
た
。
か
れ
ら
は
祖
先
の
遺
し
た

恩
恵
に
感
謝
し
、
祖
先
の
知
恵
を
継
承
す
る
こ
と
に
重
き
を
お
い
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
歯
車
が

、

、

〈

〉

。

軋
み
始
め

や
が
て
衰
退
の
途
を
辿
る
こ
と
に
な
る
と

古
代
の

文

も
ま
た
滅
び
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た

「
文
王
既
に
没
し
た
れ
ど
も
、
文

茲
に
在
ら
ず
や
。
天
の
将
に
斯
の
文
を
喪
ぼ
さ
ん
と
す
る
や
、
後
死
者
は

斯
文
に
与
る
を
得
ず

と
い
う
こ
と
ば
が
示
す
と
お
り
、
す
で
に
周
王
朝
の
権
威
が
有
名
無

」（

論
語
』
子
罕
）

『

実
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
孔
子
の
時
代

〈
文
〉
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
か
け
た
〝
理
念
〟
と
な
っ
て
い
た
の
で

、

あ
る
。
孔
子
は
そ
う
し
た
〈
文
〉
の
復
活
を
願
い
、
周
公
の
築
い
た
理
想
の
社
会
を
夢
に
み
た
。
そ
れ
は
つ

い
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
二
千
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
精
神
的
支
柱
と

な
る
儒
教
の
な
か
に
生
き
続
け
た

〈
文
〉
は
そ
の
よ
う
な
古
代
中
国
の
理
念
を
そ
の
形
象
と
字
義
の
展
開
の

。

う
ち
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



島
田
修
二
郎
は

「
詩
書
画
三
つ
の
芸
術
の
分
野
は
、
中
国
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
う
ち
で
、
最
も
価
値
の
高
い
も
の
で
あ

、

1
り
、
文
人
と
い
わ
れ
る
教
養
人
が
心
を
打
ち
こ
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
値
打
の
あ
る
も
の
と
一
般
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
」
と

述
べ
て
い
る

「
詩
書
画
三
絶

『
書
道
全
集
』

、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
、
三
一
頁
。

。

」

17

福
永
光
司
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

「
六
朝
以
前
す
な
わ
ち
三
世
紀
頃
ま
で
の
中
国
に
お
い
て
は
、
音
楽
に
せ
よ

。

2
絵
画
に
せ
よ
、
芸
術
の
実
際
的
な
制
作
者
は
、
主
と
し
て
楽
工
・
画
工
と
よ
ば
れ
る
身
分
賤
し
い
職
人

専
門
技
術
者
た

―

ち
で
あ
り
、
そ
の
作
品
は
王
侯
貴
族
の
美
徳
を
讃
揚
し
象
徴
す
る
た
め
の
制
作
で
あ
っ
て
、
芸
（
技
）
の
担
い
手
と
徳

（
道
）
の
担
い
手
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
六
朝
以
後
の
中
国
に
お
い
て
は
、
書
芸
術
は
勿
論
の

こ
と
、
音
楽
や
絵
画
芸
術
の
担
い
手
も
次
第
に
士
人
す
な
わ
ち
官
僚
階
級
出
身
の
知
識
人
・
教
養
人
た
ち
と
な
り
、
芸

」
『

』
、

（
技
）
と
徳
（
道
）
と
が
同
一
の
人
格
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

（

芸
術
論
集

中
国
文
明
選

、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
、
一
四
頁

。
し
か
し
、
文
学
も
魏
晋
以
前
に
は
遊
戯
以
上
の
も
の
で
は
な

）

14

く
、
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
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魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
文
論
と
書
論

「
三
絶
」
と
並
び
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
詩
・
書
・
画
は
、
中
国
文
化
を
代
表
す
る
芸
術
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

1

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
別
個
に
鑑
賞
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
だ
が
三
者
は
、

歴
史
的
に
共
通
の
文
化
的
基
盤
の
上
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
。
こ
れ

ら
を
別
個
の
歴
史
と
し
て
見
る
と
、
三
者
の
あ
い
だ
の
重
要
な
つ
な
が
り
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

中
国
芸
術
の
特
質
は
、
個
々
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
文
学
と
書
と
画
が
結
び
あ

っ
て
い
る
そ
の
在
り
方
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る

「
詩
書
画
一
致
」
と
い
っ
た
芸
術
観
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ

。

う
な
中
国
に
固
有
の
芸
術
観
は
、
北
宋
以
降
の
文
人
た
ち
の
言
説
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ

が
そ
れ
は
い
か
に
し
て
成
立
し
た
の
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
文
学
・
書
・
画
は
い
か
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
文
学
論
、
書
論
、
画
論
を
交
差
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
文
学
・
書
法
・
絵
画
は
い
ず
れ
も
、
後
漢
末
頃
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
娯
楽
あ
る
い
は
卑
賤
な
職
人

の
技
術
と
み
な
さ
れ
る
か
、
せ
い
ぜ
い
学
問
に
資
す
る
基
礎
教
養
と
し
て
の
み
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
を
通
じ
て
芸
術
と
し
て
発
展
し
、
唐
末
ま
で
に
は
確
固
た
る
地

2

位
を
築
く
に
至
っ
た
。

、

。

、

そ
の
背
景
に
は

実
作
と
並
行
し
て
行
わ
れ
た
批
評
の
存
在
が
あ
る

魏
晋
南
北
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て

文
学
・
書
・
画
が
芸
術
と
し
て
大
き
く
花
開
く
の
と
並
行
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
批
評
が
発
達

し
た
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
実
用
か
ら
出
発
し
た
各
ジ
ャ
ン
ル
が
芸
術
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
社
会
的
に
認
め

ら
れ
て
ゆ
く
過
程
に
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
形
式
そ
れ
自
体
の
発
展
は
、
批
評
す
な
わ
ち
芸
術

論
の
発
展
と
相
即
す
る
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

。

そ
も
そ
も
実
作
者
と
理
論
家
は
別
々
の
存
在
で
は
な
か
っ
た

理
論
家
は
例
外
な
く
実
作
者
で
も
あ
っ
た

第二章 魏晋南北朝における文論と書論



ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
講
義
』
上
、
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
三
二
頁
。

3
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『
典
論
』
論
文
を
書
い
た
曹
丕
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
実
作
者
は
理
論
家
で
は
な
い
に
し

て
も
、
や
は
り
批
評
的
な
存
在
で
あ
る
。
作
品
を
つ
く
る
こ
と
自
体
が
思
想
の
表
出
で
あ
り
、
理
念
の
具
現

化
の
試
み
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
作
品
に
は
、
そ
の
要
素
の
一
つ
と

、

し
て
、
普
遍
的
な
思
考
が
ふ
く
ま
れ
ま
す
。
思
考
な
く
し
て
作
品
に
客
観
性
は
な
く
、
思
考
が
作
品
の
基
礎

で
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
実
践
は
つ
ね
に
す
で
に
批
評
的
行
為
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
批
評
性
を
欠
い

3

た
作
品
は
、
芸
術
の
名
に
値
し
な
い
。
実
践
と
理
論

は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
不
可
分
で
あ
る
。

（
批
評
）

ま
た
、
批
評
理
論
は
別
々
の
ジ
ャ
ン
ル
で
独
立
し
て
発
展
し
た
の
で
は
な
く
、
相
互
に
影
響
を
与
え
合
っ

た
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
、
共
通
の
理
論
的
枠
組
み
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
か
く
て
三
者
が
志
向
す
る
も
の
は
、
究
極
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、
文
学
・
書
法
・
絵
画
の
い
ず
れ
も
、
共
通
の
担
い
手
に
よ
っ
て
実
践
さ

、

。

。

、

れ

か
つ
批
評
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る

か
れ
ら
は
教
養
ゆ
た
か
な
貴
族
や
文
人
で
あ
っ
た

四
世
紀

か
つ
て
政
治
と
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
華
北
が
北
方
遊
牧
民
に
侵
略
さ
れ
、
江
南
に
逃
れ
た
漢
民
族
の
門

閥
貴
族
た
ち
が
華
や
か
な
文
化
を
築
い
た
。
か
れ
ら
は
漢
代
に
支
配
的
な
思
想
で
あ
っ
た
儒
教
が
説
く
形
式

、

。

、

主
義
的
な
礼
法
を
軽
蔑
し

現
実
の
政
治
か
ら
は
目
を
背
け
た

代
わ
り
に
か
れ
ら
の
心
を
満
た
し
た
の
は

老
荘
思
想
や
『
易
』
の
哲
学
、
仏
教
や
道
教
と
い
っ
た
宗
教
で
あ
り
、
風
雅
な
趣
味
の
世
界
で
あ
っ
た
。
貴

族
た
ち
は

「
清
談
」
と
呼
ば
れ
る
抽
象
的
な
哲
学
談
義
に
夢
中
に
な
り
な
が
ら
、
詩
を
詠
み
、
書
を
嗜
み
、

、

琴
を
弾
き
、
囲
碁
に
興
じ
た
。
そ
れ
は
必
然
的
に
旧
来
の
価
値
秩
序
の
転
倒
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
は
い
な
か

っ
た
。
現
実
社
会
に
対
処
す
る
た
め
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
学
問
や
知
識
で
は
な
く
、
精
神
世
界
の
探
究

に
価
値
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
漢
代
の
強
固
な
儒
教
的
価
値
秩
序
の
下
で
貶
下
さ
れ
て
い
た

も
の
に
、
新
し
い
価
値
と
意
味
が
与
え
ら
れ
た
。

か
れ
ら
は
ま
た
、
魏
以
来
の
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る
九
品
官
人
法
の
下
、
人
格
や
教
養
を
互
い
に
批
評
し

合
っ
た
。
た
と
え
ば
、
五
世
紀
、
南
朝
宋
に
お
い
て
編
ま
れ
た
『
世
説
新
語
』
は
、
六
朝
貴
族
の
あ
い
だ
で

行
わ
れ
た
人
物
品
評
の
豊
富
な
実
例
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
語
彙
は
、
や
が
て
芸
術
批
評
へ

と
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
論
・
書
論
・
画
論
が
発
達
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
中
か
ら
で
あ

る
。魏

晋
南
北
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
芸
術
論
史
の
流
れ
を
巨
視
的
に
み
る
と
、
そ
れ
は
文
学
と
書
と
画
と

が
理
論
的
に
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
発
達
し
た
の
が
文
学
論

で
あ
る
。
文
学
は
、
諸
芸
術
の
な
か
で
一
早
く
そ
の
価
値
を
確
立
さ
せ
た
。
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
し
て
画

論
や
書
論
が
陸
続
と
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
画
論
や
書
論
が
依
拠
し
た
の
が
、
文
学
論
の
理
論
的
枠
組
み

で
あ
っ
た
。
書
論
や
画
論
に
お
け
る
美
学
・
芸
術
理
論
の
多
く
は
先
行
す
る
文
学
論
に
由
来
す
る
。
書
は
文

学
に
、
画
は
書
に
、
自
ら
の
根
拠
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
律
的
な
価
値
を
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
文
学
論
を
承
け
て
書
か
れ
た
書
論
や
画
論
で
発
達
し
た
美
学
が
、
逆
に
文
学
論
に
採
り
入
れ

ら
れ
も
し
た
。
そ
の
過
程
で
必
然
的
に
強
く
意
識
さ
れ
た
の
は
、
文
と
書
、
書
と
画
、
文
と
画
の
関
係
で
あ

第二章 魏晋南北朝における文論と書論
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っ
た
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
理
論
の
統
合
を
経
て
、
北
宋
以
降
、
文
人
の
あ
い
だ
で
、
詩
書
画
一
致
と
い
う
考

え
方
が
普
遍
的
な
芸
術
観
と
し
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

各
分
野
に
お
い
て
、
六
朝
以
来
の
理
論
を
総
合
し
、
体
系
化
し
た
書
物
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
梁
の
劉
勰

（
五
〇
一

（
七
二
七

（
八
四
七
）

『
文
心
雕
龍

、
盛
唐
の
張
懐
瓘
『
書
断

、
晩
唐
の
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記

』

』

』

）

）

を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
こ
れ
ら
書
物
の
成
立
順
序
は
、
お
お
よ
そ
、
文
学
・
書
・
画
が
そ
れ
ぞ
れ
芸
術
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
く
歴
史
的
展
開
を
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
詩
書
画

一
致
と
い
う
芸
術
観
が
普
遍
化
す
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
劉
勰
・
張
懐
瓘
・
張
彦
遠
と
い
う
系
譜

の
中
に
詩
書
画
一
致
と
い
う
芸
術
観
の
成
立
を
支
え
る
理
論
の
形
成
を
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下

の
三
章
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
章
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
論
の
原
型
と
な
る
文
学
論
の
発
達
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
南
斉

の
永
明
時
代
に
な
さ
れ
た
文
学
研
究
と
書
学
研
究
の
結
び
つ
き
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
背
景
の
上

で
南
朝
に
お
い
て
書
法
思
想
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
詳
し
く
論
じ
た
い
。

文

詩

一

と

文
学
は
中
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
芸
術
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
漢
代
ま
で
、
そ
の

地
位
は
必
ず
し
も
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
「
詩
」
は
、
漢
代
に
お
い
て
特
別
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
。
前
漢
の
武
帝
が
董
仲
舒
の
進
言
を
受
け
て
、
古
く
か
ら
儒
家
の
古
典
と
さ
れ
て
い
た
『
詩

『
書
』

』

『
易

『
礼

『
春
秋
』
の
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
の
博
士

を
置
き

『
詩
経
』
が
経
書
の
ひ
と
つ
と
さ

』

』

、

（
五
経
博
士
）

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
来

『
詩
経
』
は
官
吏
を
目
指
す
者
に
と
っ
て
必
須
の
教
養
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ

、

は
か
な
ら
ず
し
も
「
詩
」
が
文
学
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
漢
と
い
う

空
前
の
帝
国
を
支
え
る
統
治
原
理
と
さ
ら
た
儒
教
の
実
践
倫
理
を
学
ぶ
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す

で
に
孔
子
の
時
代

『
詩
』
は
、
鑑
賞
を
目
的
と
し
た
文
学
と
い
う
も
の
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
知
識
を

、

学
び
、
政
治
に
活
か
す
べ
き
教
養
の
書
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

子
曰
く
、
詩
を
誦
す
る
こ
と
三
百
、
之
に
授
く
る
に

政

を
以
て
し
て
達
せ
ず
、
四
方
に
使
い
し
て
、

ま
つ
り
ご
と

（

論
語
』
子
路
）

専
対
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
多
し
と
雖
も
、
亦
た
奚
を
以
て
な
さ
ん
や
、
と
。
『

な
に

（
子
曰
、
誦
詩
三
百
、
授
之
以
政
不
達
、
使
於
四
方
、
不
能
専
対
、
雖
多
、
亦
奚
以
為
）

子
曰
く
、
小
子
、
何
ぞ
夫
の
詩
を
学
ぶ
莫
き
か
。
詩
は
以
て
興
す
可
く
、
以
て
観
る
可
く
、
以
て
羣
す

可
く
、
以
て
怨
む
可
し
。
之
を
邇
く
し
て
は
父
に
事
え
、
之
を
遠
く
し
て
は
君
に
事
え
、
多
く
鳥
獣
草

ち
か

つ
か

（
同
、
陽
貨
）

木
の
名
を
識
る
、
と
。

（
子
曰
、
小
子
、
何
莫
学
夫
詩
。
詩
可
以
興
、
可
以
観
、
可
以
羣
、
可
以
怨
。
邇
之
事
父
、
遠
之
事
君
、
多
識
於
鳥
獣
草
木

之
名
）



目
加
田
誠
『
詩
経
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
九
―
二
一
〇
頁
。

4

興
膳
宏
『
中
国
文
学
理
論
の
展
開
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
２
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
四
頁
。

5
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（
大
序
・
小
序
）

ま
た

『
詩
経
』
の
現
在
伝
わ
る
唯
一
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
毛
詩
』
に
付
さ
れ
た
「
序

、

」

も
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
と
教
化
の
観
点
か
ら
文
学
の
功
用
を
説
く
。

詩
な
る
者
は
志
の
之
く
所
な
り
。
心
に
在
る
を
志
と
為
し
、
言
に
発
す
る
を
詩
と
為
す
。
情
、
中
に
動

う
ち

い
て
、
而
し
て
言
に
形
わ
る
。
之
を
言
い
て
足
ら
ず
、
故
に
之
を
嗟
歎
す
。
之
を
嗟
歎
し
て
足
ら
ず
、

故
に
之
を
永
歌
す
。
之
を
永
歌
し
て
足
ら
ざ
れ
ば
、
手
の
之
を
舞
い
、
足
の
之
を
踏
む
を
知
ら
ざ
る
な

り
。
情
、
声
に
発
し
、
声
、
文
を
成
す
、
之
を
音
と
謂
う
。
治
世
の
音
は
、
安
ら
か
に
し
て
以
て
楽
し

む
、
其
の
政

和
ら
げ
ば
な
り
。
乱
世
の
音
は
、
怨
み
て
以
て
怒
る
、
其
の
政

乖
れ
ば
な
り
。
亡
国
の

も
と

音
は
、
哀
し
み
て
以
て
思
う
、
其
の
民

困
し
め
ば
な
り
。
故
に
得
失
を
正
し
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神

く
る

を
感
ぜ
し
む
る
は
、
詩
よ
り
近
き
は
莫
し
。
先
王
是
を
以
て
夫
婦
を
経
め
、
孝
敬
を
成
し
、
人
倫
を
厚

く
し
、
教
化
を
美
わ
し
く
し
、
風
俗
を
移
す
。

（
詩
者
志
之
所
之
。
在
心
為
志
、
発
言
為
詩
。
情
動
於
中
、
而
形
於
言
。
言
之
不
足
、
故
嗟
歎
之
。
嗟
歎
之
不
足
、
故
永
歌

之
。
永
歌
之
不
足
、
不
知
手
之
舞
之
、
足
之
踏
之
。
情
発
於
声
、
声
成
文
、
謂
之
音
。
治
世
之
音
、
安
以
楽
、
其
政
和
。

乱
世
之
音
、
怨
以
怒
、
其
政
乖
。
亡
国
之
音
、
哀
以
思
、
其
民
困
。
故
正
得
失
、
動
天
地
、
感
鬼
神
、
莫
近
於
詩
。
先
王

以
是
経
夫
婦
、
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、
美
教
化
、
移
風
俗
）

こ
の
「
大
序
」
は
、
漢
代
に
お
い
て
「
詩
」
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
示
し
て
い

る
。
目
加
田
誠
は

一
体
『
毛
詩
』
の

序

と
い
う
も
の
は
、
詩
を
非
常
に
道
徳
的
に
解
釈
し
て
、
詩
を

「

「

」

以
て
為
政
者
の
教
訓
と
す
る
見
方
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
牽
強
付
会
の
説
に
み
ち
て
い
る
こ
と
は
い
う
迄
も

な
い

と
い
う
。
二
十
世
紀
に
は
、
同
時
代
の
金
文
資
料
や
民
俗
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
こ
う
し
た
儒
教

」
4

思
想
的
な
解
釈
に
縛
ら
れ
ず
に
『
詩
経
』
を
再
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
、
古
代
歌
謡
と
し
て
の

あ
ら
た
な
相
貌
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
つ
ま
り
、
漢
代
で
は

『
詩
経
』
も
ま
た
政
教
倫
理
に
資
す
る
も
の

、

と
し
て
経
典
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
「
詩
」
あ
る
い
は
文
学
が
芸
術
と
し
て
尊
重
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。

当
時
、
文
学
の
価
値
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
漢
代
を
代
表
す
る
文
学
形
式
で
あ

る
賦
は
、
宮
廷
に
お
け
る
王
侯
貴
族
の
娯
楽
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

或
い
は
「
俳
優

。
宮
廷
の
わ
ざ

興
膳
宏
は
「
こ
の
時
期
の
文
人
の
社
会
的
な
地
位
は
か
な
り
低
く

「
倡
優

（

、

」

」

に
比
擬
さ
れ
さ
え
し
た
」
と
い
う
。
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
揚
雄
は
、
辞
賦
作
家
と
し
て
の
自
分

お
ぎ
）

5

、

。

。「

、

の
身
分
に
満
足
で
き
ず

つ
い
に
筆
を
折
る
に
至
っ
た

か
れ
は
苦
々
し
く
述
懐
し
て
い
る

或
る
人
問
う

吾
子
少
き
よ
り
賦
を
好
め
る
か
と
。
曰
く
、
然
り
。
童
子
の
雕
虫
篆
刻
。
俄
か
に
し
て
曰
く
、
壮
夫
は
為
さ

（

法
言
』
吾
子

（

法
言
』
問
神
）

ざ
る
な
り
と

。
な
お
、
揚
雄
は
「
言
は
心
の
声
な
り
。
書
は
心
の
画
な
り

」

」

『

）

『

と
い
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
後
世
こ
の
こ
と
ば
は
、
書
法
に
つ
い
て
い
う
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用



日
原
利
国

書
は
心
の
画
な
り
」
の
解
釈
へ
の
疑
問

『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
。

「
「

」

6
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さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
書
」
と
は
文
字
お
よ
び
文
字
で
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
文
章
を
指
し
、
あ
く
ま
で

学
問
の
基
礎
と
し
て
の
文
字
・
文
章
の
力
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
代
ま
で
は
芸

6

術
と
し
て
の
文
学
の
価
値
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
辞
賦
は
遊
戯
と
同
等
と
み
な
さ
れ

『
詩
経
』
を
学
ぶ
こ

、

と
も
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
や
学
問
に
従
属
す
る
手
段
と
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
教
養
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。文

学
に
関
す
る
見
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
は
、
四
百
年
間
に
わ
た
っ
て
大
帝
国
の
繁
栄
を
誇
っ
た

漢
王
朝
が
滅
ぶ
と
と
も
に
、
儒
教
的
な
価
値
観
が
大
き
な
転
換
を
迎
え
る
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
象

『

』

。「

」

「

」

徴
す
る
の
が
魏
の
文
帝
・
曹
丕
が
著
し
た

典
論

論
文
で
あ
る

論
文

と
は
文
字
通
り

文
を
論
ず
る

こ
と
を
主
題
に
し
た
文
学
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
文
」
が

「
詩
」
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
を
包
括
す

、

る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
曹
丕
自
身
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

夫
れ
文
は
本
同
じ
く
し
て
末
異
な
る
。
蓋
し
奏
・
議
は
宜
し
く
雅
な
る
べ
く
、
書
・
論
は
宜
し
く
理
な

る
べ
く
、
銘
・
誄
は
実
を
尚
び
、
詩
・
賦
は
麗
な
ら
ん
と
す
。
此
の
四
科
は
同
じ
か
ら
ず
、
故
に
之
を

る
い

能
く
す
る
者
は
偏
る
な
り
。
唯
だ
通
才
の
み
能
く
其
の
体
を
備
う
。

（
夫
文
本
同
而
末
異
。
蓋
奏
議
宜
雅
、
書
論
宜
理
、
銘
誄
尚
実
、
詩
賦
欲
麗
。
此
四
科
不
同
、
故
能
之
者
偏
也
。
唯
通
才
能

備
其
体
）

曹
丕
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
考
え
る
文
学
の
範
疇
よ
り
も
広
く
「
文
」
を
捉
え
、
文
章
を
書
く
こ
と
そ
れ

（

、

自
体
を
価
値
づ
け
よ
う
と
す
る

蓋
し
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り

。「

」
蓋
文
章
経
国
之
大
業

と
い
う
大
仰
な
宣
言
は
、
従
来
は
政
治
や
学
問
と
い
っ
た
目
的
に
従
属
す
る
手
段
と
し
て
考
え

不
朽
之
盛
事
）

ら
れ
て
い
た
「
文
」
そ
れ
自
体
に
、
国
家
統
治
と
同
等
の
価
値
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
揚
雄
に
代

表
さ
れ
る
漢
代
の
文
学
観
を
ほ
と
ん
ど
反
転
さ
せ
る
も
の
だ
。

（
文

曹
丕
は
ま
た

「
文
は
気
を
以
て
主
と
為
す
。
気
の
清
濁
に
体
有
り
、
力
め
て
強
い
て
致
す
べ
か
ら
ず

、

」

つ
と

と
述
べ
て
「
文
」
の
本
質
を
「
気
」
に
求
め
、
そ
れ
が
個
人
に
生

以
気
為
主
。
気
之
清
濁
有
体
、
不
可
力
強
而
致
）

ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
る
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
そ
の
後
に
書
か
れ
る
文
学
論
に

継
承
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
画
論
・
書
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
広
く
芸
術
一
般
に
共
通
す
る
美
学

的
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
典
論
』
論
文
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
六
朝
時
代
に
は
陸
続
と
す
ぐ
れ
た
文
学
論
が
あ
ら
わ
れ
る
。
西
晋
に

は
、
賦
と
い
う
韻
文
形
式
に
よ
る
創
作
論
で
あ
る
陸
機
「
文
賦

、
摯
虞
「
文
章
流
別
志
論
」
が
書
か
れ
た
。

」

そ
の
後
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
の
詩
文
集
や
文
学
理
論
の
著
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
伝
わ
ら
な
い
が
、
六
世

紀
初
め
に
な
る
と
、
劉
勰
『
文
心
雕
龍

、
梁
の
昭
明
太
子
・
蕭
統
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
詩
文
の
ア
ン
ソ
ロ

』

ジ
ー
『
文
選
』
の
「
序
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
六
朝
時
代
に
著
さ
れ
た
文
学
理
論
の
書
名
を
見
る
だ
け
で
も
明
ら
か
な
の
は

「
文
」
が
主
題
と
さ

、



門
脇
廣
文
『

文
心
雕
龍
」
の
研
究
』
創
文
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
五
頁
。

「

7

興
膳
宏
「

詩
品
』
と
書
画
論

『
新
版

中
国
の
文
学
理
論
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
１
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八

『

」

8
年
。謝

赫
に
よ
る
こ
の
著
は

『
古
画
品
録
』
あ
る
い
は
『
古
今
画
品
』
と
い
う
名
で
伝
え
ら
れ
る
が
、
原
題
は
『
画
品
』
と

、

9
い
っ
た
。
姚
最
の
著
が
『
続
画
品
』
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
（
堂
谷
憲
勇
「
古
画
品
録
考

『
支
那
美

」

術
史
論
』
一
九
四
四
年

。
ま
た
、
謝
赫
は
『
歴
代
名
画
記
』
に
お
い
て
斉
代
の
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
中
村
茂
夫
の
考
証

）

に
よ
れ
ば
梁
代
の
人
で
あ
り

『
古
画
品
録
』
の
成
立
は
『
文
心
雕
龍
』
よ
り
も
三
十
数
年
後
の
梁
・
中
大
通
四
年
（
五
三

、

二
）
以
降
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
以
下
の
点
に
あ
る

『
古
画
品
録
』
本
文
に
画
家
・
陸
杲
に
つ
い
て
「
後
に
伝
う
る
者
、

。

殆
ど
握
に
盈
た
ず
」
と
記
さ
れ
、
同
書
の
成
立
時
に
は
亡
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

『
梁
書
』
に
よ
れ
ば
、
陸
杲
は
中

。

大
通
四
年
に
七
十
四
才
で
卒
し
て
い
る
か
ら

『
古
画
品
録
』
の
成
書
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
（

中
国
画
論
の
展

、

『

開
』
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁

。）
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れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
六
朝
時
代
は
、
文
学
あ
る
い
は
文
章
一
般
を
名
指
す
「
文
」
と
い
う
も
の
へ
の
探

究
が
多
角
的
に
深
め
ら
れ
、
そ
の
価
値
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
極
北
に
位
置

す
る
の
が
『
文
心
雕
龍
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
論
的
基
礎
づ
け
を
経
て
、
か
つ
て
遊
戯
と
し
て

卑
下
さ
れ
て
い
た
文
学
と
い
う
も
の
が
芸
術
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
い
て
い
っ
た
。

『
文
心
雕
龍
』
は
、
文
学
の
本
質
を
論
ず
る
諸
篇
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
形
式
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
を
述
べ
評
論

、

。

、

を
加
え
る
諸
篇

そ
し
て
文
学
創
作
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
論
ず
る
諸
篇
か
ら
構
成
さ
れ
る

こ
の
書
物
は

し
ば
し
ば
「
体
系
的
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
お
よ
そ
文
学
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
理
論
的
に
統
合

し
体
系
化
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
書
か
れ
た
。
た
と
え
ば
門
脇
廣
文
は

「
劉
勰
は
文
章
世
界
を

道

→

、

、「

」

経
書

→

文
体

→

文
章

と
樹
木
が
幹
か
ら
枝
に
分
れ
、
さ
ら
に
小
枝
に
分
れ
て
い
く
よ
う
に
、

「

」

「

」

「

」

根
源
的
な
も
の
か
ら
末
葉
的
な
も
の
へ
と
…
…
次
々
に
分
岐
し
て
い
く
一
本
の
樹
木
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ

も
の
と
し
て
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
れ
以
降
に
も
、
こ
の
書
を

7

超
え
る
体
系
性
と
総
合
性
を
具
え
た
文
学
理
論
書
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
劉
勰
が
い
か
に
「
文
」
を
理

論
的
に
基
礎
づ
け
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
論
じ
る
。

文
学
・
文
章
一
般
の
「
文
」
へ
の
探
究
が
『
文
心
雕
龍
』
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
頂
点
に
達
す
る
と
、
以
降

は
個
別
の
文
学
形
式
論
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
劉
勰
と
同
時
代
に
生
き
た
鍾
嶸
は

『
文
心
雕
龍
』
の

、

成
立
か
ら
わ
ず
か
十
数
年
後
に
『
詩
品
』
を
著
し
た
が
、
前
者
が
文
章
一
般
の
基
礎
論
と
あ
ら
ゆ
る
文
学
形

式
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
も
っ
ぱ
ら
当
時
の
文
学
形
式
の
主
流
で
あ
っ
た
五
言

詩
の
み
に
主
題
を
限
定
し
、
歴
代
の
詩
人
を
上
・
中
・
下
の
三
品
に
分
か
っ
て
批
評
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
品

第
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
評
論
で
あ
る
。
品
第
は
、
魏
以
降
の
官
吏
登
用
制
度
で
あ
っ
た
九
品
官
人
法
や

貴
族
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ
た
人
物
批
評
を
背
景
に
し
て
、
早
く
は
書
の
評
論
に
お
い
て
優
劣
を
論
じ
る
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た

『
詩
品
』
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
書
論
で
は
庾
肩
吾
の
『
書
品

、
画
論
で
は
謝
赫
の
『
古

。

』

8

画
品
録

（
原
名
『
画
品

）
が
相
次
い
で
あ
ら
わ
れ
た
。

』

』
9

『
詩
品
』
以
降
、
文
学
理
論
書
は
「
詩
」
を
中
心
的
な
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
初
唐
に
は
李
嗣
真
『
詩

後
品

元
兢

詩
髄
脳

盛
唐
に
は
王
昌
齢

詩
格

中
唐
に
は
皎
然

詩
式

同

詩

』

、

『

』

、

『

』

、

『

』
、

『

（

）

（

）

（

）

佚

佚

佚

評

、
王
起
『
大
中
新
行
詩
格

、
晩
唐
に
は
姚
合
『
詩
例

、
司
空
図
『
二
十
四
詩
品
』
な

』

』

』

（
佚

（
佚

（
佚

）

）

）



興
膳
宏
『
中
国
文
学
理
論
の
展
開
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
２
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
六
〇
頁
。

10
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ど
、
評
論
や
技
法
に
つ
い
て
の
探
究
が
六
朝
時
代
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ

ら
詩
論
は
、
北
宋
の
詩
話
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
唐
代
に
も
「
文
」
を
論
じ
る
文
論
が
書
か
れ

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
片
々
た
る
も
の
で
あ
り

『
文
心
雕
龍
』
に
比
せ
ら
れ
る
も

、

。

、

、

。

の
で
は
な
い

こ
う
し
た
流
れ
は

南
朝
以
降

五
言
詩
が
さ
か
ん
に
詠
ま
れ
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る

中
国
文
学
を
代
表
す
る
燦
然
た
る
盛
唐
の
詩
人
た
ち
も
、
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
六
朝
時
代
全
期
を
と
お
し
て
文
学
一
般
の
価
値
の
探
究
が
な
さ
れ
た
の
ち
、
六
朝

末
期
か
ら
唐
代
に
は
詩
と
い
う
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
の
批
評
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
流
れ
が
浮
か
び
上
が
る
。

興
膳
宏
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
を

「
総
合
の
時
代
は
終
息
し
、
詩
の
時
代
が
到
来
し
た
」
と
概
括
し
て
い
る
。

、

10

い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は

「
文
」
の
時
代
か
ら
「
詩
」
の
時
代
へ
の
移
行
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
以

、

降

「
詩
」
が
ほ
と
ん
ど
文
学
を
意
味
す
る
一
般
名
詞
と
し
て
定
着
す
る
。
北
宋
以
降
、
文
人
の
芸
術
と
し
て

、
詩
・
書
・
画
が
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
承
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
書
や
画
が
文
学
に
比
肩
し
う
る
芸
術
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
依
拠
し
た
の
が
文
学
論

で
あ
っ
た
。
書
論
や
画
論
に
お
け
る
美
学
・
芸
術
理
論
の
多
く
は
先
行
す
る
文
学
論
に
由
来
す
る
。
の
み
な

ら
ず
、
文
学
論
を
承
け
て
書
か
れ
た
書
論
や
画
論
で
発
達
し
た
美
学
が
、
逆
に
文
学
論
に
採
り
入
れ
ら
れ
も

し
た
。
そ
の
過
程
で
必
然
的
に
強
く
意
識
さ
れ
た
の
は
、
文
と
書
、
書
と
画
、
文
と
画
の
関
係
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
取
り
上
げ
る
張
懐
瓘
の
書
論
と
張
彦
遠
の
画
論
は
、
そ
れ
を
も
っ
と
も
鮮
明
な
形
で
示
し
て
い
る
。

二

永
明
文
学
と
永
明
書
学

南
朝
の
斉

・
梁

は
、
学
問
、
芸
術
、
仏
教
と
い
っ
た
文
化
が
隆
盛

（
四
七
九
―
五
〇
二

（
五
〇
二
―
五
五
七
）

）

を
き
わ
め
た
時
代
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
代
の
文
学
あ
る
い
は
書
の
作
品
に
対
す
る
後
世
の
評
価
は
著
し

く
低
い
。
文
学
で
は
修
辞
や
声
律
に
重
き
を
お
い
た
内
容
の
空
疎
な
形
式
主
義
的
な
詩
と
、
華
麗
な
典
故
を

、

、

、

多
用
す
る
四
六
駢
儷
体
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ

書
で
は

清
朝
以
降
に
光
を
当
て
ら
れ
る
石
刻
類
を
除
け
ば

王
羲
之
・
献
之
の
祖
述
に
終
始
し
た
。
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
の
は
、
実
践
よ
り
も
む
し
ろ
理
論
の
方
で
あ

る
。
斉
梁
時
代
は
、
む
し
ろ
芸
術
論
の
黄
金
期
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
、
文
学
・
書
・
画
の
す
べ
て
の
分
野
で
重
要
な
著
述
が
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。
文
学
論
で
は

劉
勰

文
心
雕
龍

鍾
嶸

詩
品

書
論
で
は
王
僧
虔

論
書

庾
肩
吾

書
品

画
論
で
は
謝
赫

古

『

』
、

『

』
、

『

』
、

『

』
、

『

画
品
録

、
姚
最
『
続
画
品
』
な
ど
が
あ
る
。
中
村
茂
夫
は
斉
梁
時
代
の
芸
術
論
の
達
成
を

』（
原
名
は
『
画
品
』
）

つ
ぎ
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る

「
魏
晋
以
来
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
で
孤
立
的
に
論
議
さ
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
問

。

題
が
、
時
熟
し
て
お
の
ず
か
ら
集
成
統
一
さ
れ
て
一
つ
の
芸
術
思
想
と
な
り
、
そ
れ
が
ひ
ろ
く
且
つ
深
く
一

般
の
人
心
に
吸
収
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
画
論
で
い
え
ば
、
後
に
唐
末
の
『
歴
代
名
画
記
』
に



中
村
茂
夫
『
中
国
画
論
の
展
開

晋
唐
宋
元
篇
』
中
山
文
華
堂
、
一
九
六
五
年
、
九
八
頁
。

―

11

網
裕
次
『
中
国
中
世
文
学
研
究

南
斉
永
明
時
代
を
中
心
に
し
て

（
新
樹
社
、
一
九
六
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
永
明
五

―

』

12
年
以
前
に
す
で
に
西
邸
は
存
在
し
、
諸
子
が
出
入
り
し
て
い
た
（
四
八
頁

。）

『
南
斉
書
』
巻
四
十
、
列
伝
二
十
一
、
蕭
子
良
伝
（
中
華
書
局
）
六
九
八
頁
。

13
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現
れ
る
思
想
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
此
の
時
期
に
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
張

」
11

懐
瓘
も
ま
た
、
こ
の
時
代
の
芸
術
論
を
基
礎
に
し
て
自
ら
の
著
作
を
も
の
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
理
論
的
達
成
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
背
景
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
斉
の
竟

陵
王
・
蕭
子
良
を
中
心
に
し
た
サ
ロ
ン
の
活
動
と
、
そ
れ
を
承
け
た
梁
武
帝
の
学
術
文
化
奨
励
策
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
者
が
文
学
の
み
な
ら
ず
、
書
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

斉
の
永
明
五
年

、
竟
陵
王
・
蕭
子
良
は
建
康
の
西
北
に
位
置
す
る
鶏
籠
山
の
西
邸
に
移
り
、
当
代

（
四
八
七
）

一
流
の
学
者
や
僧
侶
を
招
い
て
文
化
事
業
や
社
会
事
業
を
行
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
文
壇
を
牽
引
し
て

12

い
た
詩
人
の
沈
約
に
加
え
、
後
の
梁
武
帝
・
蕭
衍
が
い
た
。
文
学
史
の
上
で
は
、
沈
約
、
謝
朓
、
王
融
を
は

「

」

、

。

じ
め
と
す
る

竟
陵
の
八
友

を
中
心
に

修
辞
や
韻
律
に
技
巧
を
凝
ら
し
た
詠
物
詩
が
盛
ん
に
詠
わ
れ
た

こ
の
時
期
の
文
学
を
「
永
明
文
学

、
そ
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
「
永
明
体
」
と
呼
ぶ
。
永
明
体
は
、
沈
約
の
唱

」

え
た
「
四
声
八
病
説
」
に
基
づ
い
て
声
律
を
重
視
す
る
も
の
で
、
唐
代
初
期
に
確
立
す
る
近
体
詩
を
準
備
し

た
。蕭

子
良
に
関
し
て
な
お
重
要
な
こ
と
は
、
仏
教
研
究
で
あ
る

『
南
斉
書
』
蕭
子
良
伝
に
「
名
僧
を
招
致
し

。

て
、
仏
法
を
講
語
し
、

経

唄

の
新
声

を
造
ら
し
む
。
道
俗
の
盛
ん
な
る
は
、

〔
仏
教
の
讃
歌
〕

〔
新
し
い
楽
曲
〕

き
よ
う
ば
い

〔
南
朝
の
各
地
〕

（
招
致
名
僧
、
講
語
仏
法
、
造
経
唄
新
声
、
道
俗
之
盛
、
江
左
未
有
也
）

江
左

に
未
だ
有
ら
ざ
る
な
り
」

13

と
み
え
る
よ
う
に
、
西
邸
は
仏
教
活
動
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
仏
教
経
典
の
誦
読
を
通
し
て

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
韻
学
に
触
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
中
国
語
の
も
つ
音
律
を
研
究
し
、
そ
れ
を
文
学

に
応
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

『
梁
書
』
庾
肩
吾
伝
に
み
え
る
「
斉
の
永
明
中
、
文
士
王
融
、
謝
朓
、
沈

。

（

、

、

、

、

、

約
の
文
章

始
め
て
四
声
を
用
い

以
て
新
変
を
為
す

、

、

」
斉
永
明
中

文
士
王
融

謝
朓

沈
約
文
章

始
用
四
声

な
ど
の
記
事
か
ら
、
沈
約
の
「
四
声
八
病
説
」
は
そ
う
し
た
理
論
的
成
果
で
あ
り
、
中
国
語
の
四

以
為
新
変
）

声
は
こ
の
と
き
発
見
さ
れ
た
。
劉
躍
進
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

四
声
は
南
斉
の
永
明
年
間
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
関
連
史
書
か
ら
ほ
ぼ
知
り
う
る
。
し
か
し
、

そ
の
直
接
的
な
契
機
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
四
声

の
発
見
は
仏
教
経
典
の
誦
読
に
始
ま
っ
た
と
す
る
陳
寅
恪
氏
の
観
点
が
最
も
有
力
で
あ
る

恵
皎
の

高

。

『

僧
伝
』
経
師
論
や
唱
導
論
、
僧
祐
の
『
梵
漢
訳
経
音
義
同
異
記
』
と
い
っ
た
文
献
の
記
載
か
ら
、
斉
梁

人
が
梵
語
と
漢
語
の
音
声
の
差
異
を
懸
命
に
分
析
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
目
的
は
、
経
文
を

誦
読
し
、
仏
典
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
永
明
年
間
、
竟
陵
王
・
蕭
子
良
と
文
恵
太
子
・
蕭
長
懋

は
、
名
高
い
僧
を
何
度
も
招
き
、
仏
教
讃
歌
の
新
曲
を
作
ら
せ
た
。
と
く
に
永
明
七
年
二
月
と
十
月
の

。「

」

、「

」

二
回
に
わ
た
る
会
合
に
は
多
く
の
人
が
参
加
し
た

四
声
切
韻

の
作
者
で
あ
る

周

顒

四
声
譜

し
ゆ
う
ぎ
よ
う



劉
躍
進
『
永
明
文
学
研
究
』
大
陸
地
区
博
士
論
文
叢
刊

、
文
津
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
二
三
頁
、
拙
訳
。
原
文
は
以

14

15

下
の
と
お
り
（
漢
字
は
日
本
の
常
用
字
体
に
変
換
し
た

。
）

「
四
声
発
現
於
南
斉
永
明
年
間
。
這
一
点
従
有
関
史
籍
約
略
可
以
考
知
。
但
是
発
現
四
声
的
直
接
契
機
是
什
麽
、
却
衆
説
紛
紜
。

其
中
、
陳
寅
恪
先
生
所
提
出
的
関
於
四
声
発
現
実
肇
始
於
仏
経
転
読
的
観
点
最
有
影
響
。
従
釈
恵
皎
《
高
僧
伝
・
経
師
論
》

《
唱
導
論

、
釈
僧
祐
《
梵
漢
訳
経
音
義
同
異
記
》
等
文
献
記
載
来
看
、
斉
梁
人
在
辨
折
梵
文
與
漢
字
語
音
方
面
的
差
異
曾

》

投
下
很
深
的
功
夫
、
目
的
是
転
読
仏
経
、
翻
訳
仏
教
経
典
。
永
明
年
間
、
竟
陵
王
蕭
子
良
、
文
恵
太
子
蕭
長
懋
多
次
召
集
善

声
沙
門
、
造
経
唄
新
声
、
特
別
是
在
永
明
七
年
的
二
月
和
十
月
、
両
次
集
会
、
参
加
人
数
衆
多

《
四
声
切
韻
》
的
作
者
周

、

顒

《
四
声
譜
》
的
作
者
沈
約

《
四
声
論
》
的
作
者
王
斌
更
其
中
活
躍
人
物
。
所
有
這
些
在
《
高
僧
伝

《
続
高
僧
伝
》
以

、

、

》

及
僧
祐
《
略
成
実
論
記
》
中
有
明
確
記
載
。
陳
寅
恪
先
生
在
《
四
声
三
問
》
及
《
魏
晋
南
北
朝
史
講
演
録
》
中
再
三
強
調
指

出
、
這
些
文
士
都
生
長
在
「
仏
化
文
学
環
境
陶
冶
之
中
、
都
熟
知
転
読
仏
経
的
三
声
。
我
国
声
韻
学
中
的
四
声
発
明
於
此
時
、

並
此
時
運
用
是
自
然
之
理

。」

張
天
弓
「
永
明
書
学
研
究

『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
栄
宝
斎
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。

」

15
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の
沈
約

「
四
声
論
」
の
王
斌
ら
が
そ
の
中
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
『
高

、

お
う
ひ
ん

僧
伝

続
高
僧
伝

お
よ
び
僧
祐

略
成
実
論
記

に
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る

陳
寅
恪
氏
は

四

』『

』

『

』

。

『

声
三
問
』
お
よ
び
『
魏
晋
南
北
朝
史
講
演
録
』
の
な
か
で
た
び
た
び
強
調
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
文
士
は
み
な
「
仏
教
文
学
の
環
境
に
育
ま
れ
、
み
な
読
経
の
三
声
を
熟
知
し
て
い
た
。
わ
が
国
の

声
韻
学
に
お
け
る
四
声
が
こ
の
時
発
明
さ
れ
、
実
践
さ
れ
た
の
は
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た

。」
14

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
か
れ
ら
が
書
に
関
す
る
研
究
を
精
力
的
に
行
っ
て

い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
張
天
弓
は
こ
れ
を
永
明
文
学
に
擬
え
て
「
永
明
書
学
」
と
名
付
け
、
そ
の
意
義

を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
の
期
間
の
書
論
史
的
な
意
義
は
い
ま
や
ほ

15

と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
永
明
書
学
の
著
作
と
し
て
は
、
王
僧
虔
の
『
論
書

、
同

』（

法
書
要
録
』
巻
一

『

）

（

墨
池
編
』
巻
四

（
佚

（
中
国
で
は
早
く
か
ら
佚

「
書
賦

、
王
倹
「
書
賦
序
注

、
蕭
子
良
『
古
今
篆
隷
文
体

」

」

』

『

）

）

、

『

』

、

『

』

し
た
が

日
本
に
は
鎌
倉
時
代
の
写
本
が
伝
存
す
る

佚

、

）

（

）

劉
絵

能
書
人
名

王
融

図
古
今
雑
体
六
十
四
書

、
王
愔
『
文
字
志

が
あ
る
。

（
佚

（
佚
）

）

』

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
西
邸
に
集
っ
た
文
人
た
ち
は
、
文
学
や
書
と
い
っ
た
芸
術
の
実
践
者

で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
仏
教
、
文
学
、
書
を
研
究
対
象
と
し
た
精
力
的
な
学
術
研
究

集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
斉
梁
を
境
に
し
て
、
書
論
が
そ
れ
以
前
の
萌
芽
的
な
い
し
断
片
的
な

も
の
か
ら
本
格
的
な
も
の
へ
と
発
展
を
み
せ
る
の
は
、
こ
の
時
代
の
文
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
そ
の
学
術
的

水
準
が
大
き
く
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。

宋
か
ら
斉
に
か
け
て
、
書
の
権
威
と
し
て
名
を
馳
せ
、
永
明
書
学
を
牽
引
し
た
筆
頭
者
に
挙
げ
ら
れ
る
人

物
が
王
僧
虔
で
あ
る
。
王
僧
虔
は
琅
邪
王
氏
の
一
族
で
あ
り
、
王
珣
の
孫
に
当
た
る
。
よ
っ
て
か
れ
が
二
王

を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
か
れ
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
羲
之
よ
り
も
む
し
ろ

献
之
・
羊
欣
の
書
風
を
引
き
継
ぐ
書
人
で
あ
っ
た
。
王
僧
虔
は
永
明
三
年

に
没
し
て
い
る
か
ら
、

（
四
八
五
）

永
明
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
蕭
子
良
の
西
邸
で
の
活
動
に
直
接
的
な
関
わ
り
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
近

年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
王
僧
虔
の
著
と
し
て
伝
わ
る
『
論
書
』
は
、
王
僧
虔
と
蕭
子
良
と
の
往
復
書
簡
か
ら



『
論
書
』
の
中
間
部
に
差
し
挟
ま
れ
る
「
辱
告
並
五
紙
」
か
ら
「
不
妄
言
耳
」
ま
で
を
、
張
天
弓
と
薛
龍
春
は
、
蕭
子
良

16
か
ら
王
僧
虔
に
宛
て
た
尺
牘
と
み
る
。
張
天
弓
「
永
明
書
学
研
究

（
一
九
七
―
二
〇
五
頁
）
お
よ
び
、
薛
龍
春
「
王
僧
虔

」

『
論
書
』
管
見
兼
及
蕭
子
良
『
答
王
僧
虔
書
』
的
本
義

（

書
法
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第
四
期
）
を
参
照
。
な
お
、
大
野
修

」
『

作
「
王
僧
虔
『
論
書
』
よ
り
『
法
書
要
録
』
を
見
直
す

（

書
学
書
道
史
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）
が
王
僧
虔

」
『

『
論
書
』
の
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
歴
代
論
者
の
見
解
を
整
理
し
て
い
る
。

薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
南
京
芸
術
学
院
学
位
論
文
、
二
〇
〇
四
年
、
四
五
頁
。
た
だ
し
、
薛
龍
春
は
「
古
来

17
能
書
人
名
」
の
実
質
的
な
著
者
を
王
僧
虔
と
し
て
算
入
し
て
い
る
。

李
嗣
真
に
は
、
ほ
か
に
『
詩
後
品
』
お
よ
び
『
画
後
品
』
も
あ
っ
た
こ
と
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
伝
わ
ら
な
い
。
た
だ
後

18
者
に
つ
い
て
は

『
歴
代
名
画
記
』
に
十
余
条
が
引
か
れ
て
い
る
。

、

杉
村
邦
彦
「
張
懐
瓘
の
書
論

『
文
学
芸
術
論
集
』
中
国
古
典
文
学
大
系

、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
五
二
七
―
五
二

」

19

54

八
頁
。成

田
健
太
郎
「
張
懐
瓘
『
書
断
』
の
史
料
利
用
と
通
俗
書
論

『
書
学
書
道
史
研
究
』
第

号
（
書
学
書
道
史
学
会
、
二

」

20

22

〇
一
二
年

。
引
用
箇
所
は
、
一
八
頁
。

）
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、

。

成
る
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
り

両
者
の
あ
い
だ
で
書
に
つ
い
て
熱
心
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る

16

、

、

。

王
僧
虔
は
そ
の
晩
年

当
時
の
書
の
権
威
と
し
て

蕭
子
良
に
書
を
講
じ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

八
世
紀
前
半
、
李
白
や
杜
甫
が
活
躍
し
た
盛
唐
の
時
代
に
、
書
の
理
論
家
と
し
て
多
く
の
著
述
を
も
の
し

た
張
懐
瓘
は
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
書
物
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
薛
龍
春
は

『
書
断
』
に
使

、

用
さ
れ
て
い
る
書
学
文
献
を
分
析
し
た
結
果
、
引
用
回
数
の
上
位
六
名
を
「
王
僧
虔
、
蕭
子
良
、
衛
恒
、
王

愔
、
虞
龢
、
羊
欣
」
と
し

「
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
が
西
晋
と
南
朝
の
宋
斉
の
書
論
に
対
し
て
比
較
的
信
頼
す

、

る
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
唐
代
の
文
学
論
と
も
か
な
り
近
い
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
以
降
の
比
較
的
新
し
い
文
献
史
料
は
意
識
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
上
中

17

下
な
ど
の
ラ
ン
ク
に
分
け
て
作
家
の
評
価
づ
け
を
行
う
「
品
第
」
と
呼
ば
れ
る
批
評
形
式
は
、
謝
赫
『
古
画

品
録

、
鍾
嶸
『
詩
品

、
庾
肩
吾
『
書
品

、
李
嗣
真
『
書
後
品
』
と
い
う
系
譜
を
経
て
、
張
懐
瓘
『
書
断
』

』

』

』

に
集
大
成
さ
れ
る
。
張
懐
瓘
は
時
代
的
に
近
い
庾
肩
吾
や
李
嗣
真
か
ら
品
第
と
い
う
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る

18

が
、
内
容
に
お
い
て
は
、
信
頼
し
う
る
可
能
な
か
ぎ
り
古
い
文
献
に
依
拠
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

張
懐
瓘
は
文
献
史
料
の
利
用
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
杉
村
邦
彦
は
「
懐
瓘
の
行
論
は
ま
こ

と
に
博
引
旁
証
、
五
経
、
論
語
、
正
史
、
緯
書
、
こ
と
に
『
易

『
漢
書
』
芸
文
志

『
説
文
』
叙
、
衛
恒
の

』
、

、

『
四
体
書
勢

、
魏
晋
南
朝
の
書
論
の
佚
文
な
ど
を
多
く
引
用
し
、
資
料
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
実
証
的
な

』

態
度
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
成
田
健
太
郎
は
、
張
懐
瓘
が
『
書
断
』

19

を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
王
羲
之
が
老
婆
の
扇
に
書
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
の
俗
伝
や
、
後
世
の
偽
託
で
あ
る

衛
夫
人
『
筆
陣
図
』
等
の
、
筆
法
の
極
意
を
秘
伝
と
し
て
説
く
書
訣
と
呼
ば
れ
る
技
法
書
の
た
ぐ
い
を
取
ら

ず

「
学
問
的
に
参
照
価
値
の
高
い
著
作
を
選
好
」
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
事
実
を
踏

、

20

ま
え
れ
ば
、
張
懐
瓘
が
王
僧
虔
、
蕭
子
良
、
王
愔
ら
に
よ
る
永
明
書
学
の
著
作
群
を
い
か
に
信
頼
し
て
い
た

か
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
王
愔
の
『
文
字
志
』
は
、
や
は
り
本
文
が
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
書
論
史
上
ほ
と
ん
ど

注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書
は
晩
唐
の
張
彦
遠
の
と
き
に
は
す
で
に
散
佚
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
少
な
く



翠
琅
玕
館
叢
書
本
『
書
苑
菁
華
』
巻
十
九
、
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
七
二
六
頁
。

21

張
栄
慶
「
王
愔
『
文
字
志
』
考
略

『
書
法
研
究
』
一
九
九
五
年
、
六
期
、
拙
訳
。
原
文
は
「
其
編
撰
体
例
、
也
対
後
世

」

22
如
張
懐
瓘
『
書
断
』
等
影
響
甚
大
、
具
有
開
先
河
的
意
義

。」

孫
蓉
蓉

劉
勰
与
『
文
心
雕
龍
』
考
論

中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
頁
。

『

』

23
『
高
僧
伝
』
僧
祐
伝

24
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と
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
い
た
。
張
彦
遠
が

編
集
し
た
『
法
書
要
録
』
巻
一

に
は
目
録
の
み
を
載
せ
、
注
に

「
未
だ
此
の
書
を
見
ず
、
唯
だ

其
の
目
を
見
る
の
み
。
今
、
其
の
目
を
録
す

と
あ
る
。
同
注
は
、
南
宋

」（
未
見
此
書
、
唯
見
其
目
。
今
録
其
目
）

の
陳
思
が
編
纂
し
た
『
書
苑
菁
華
』
で
は
「
唐
の
張
彦
遠
云
う
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
張
彦
遠
自
身

21

に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う

。
そ
の
目
録
を
見
る
と
、
上
巻
は
「
古
書
に
三
十
六
種
有
り
」
と

（
図
）

し
て
三
十
六
種
の
書
体
を
列
し
た
あ
と

「
古
今
小
学
三
十
七
家
一
百
四
十
七
人

「
書
勢
五
家
」
と
し
て
、

、

」
、

中
巻
は
秦
か
ら
三
国
呉
ま
で
の
書
人
、
下
巻
は
魏
か
ら
劉
宋
ま
で
の
書
人
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
裁
が

『
書
断
』
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
の
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
、
張
懐
瓘
は
「
王
愔
曰
く
」
と
し
て
同
書
か

ら
た
び
た
び
引
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
書
体
の
歴
史
と
書
人
伝
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
書
法
史
の
論
述
形

式
を
同
書
か
ら
『
書
断
』
に
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。
張
栄
慶
は
「

文
字
志
』
の
〕
編
集
・
撰
述
の
形
式

〔
『

は
、
後
世
、
た
と
え
ば
張
懐
瓘
の
『
書
断
』
な
ど
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
先
駆
的
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

22

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
永
明
年
間
の
学
術
・
芸
術
を
貴
ぶ
気
風
の
な
か
か
ら
登
場
し
た
の
が
文
学
理
論
家

の
劉
勰
で
あ
る
。

劉
勰
は
斉
か
ら
梁
の
時
代
に
生
き
た
人
で
、
若
か
り
し
頃
、
建
康
郊
外
の
定
林
寺
に
身
を
寄
せ
、
当
時
の

名
僧
・
僧
祐
の
も
と
で
仏
典
の
整
理
に
従
事
し
た
。
そ
れ
は
永
明
七
、
八
年

か
ら
天
監
二

（
四
八
九
、
四
九
〇
）

年

ま
で
、
お
よ
そ
十
四
年
間
に
わ
た
っ
た

『
高
僧
伝
』
僧
祐
伝
に
「
斉
の
竟
陵
文
宣
王
、
律
を
講

（
五
〇
三
）

。
23

じ
る
こ
と
を
請
う
毎
に
、
聴
衆
常
に
七
、
八
百
人
あ
り

と
み
え

」（
斉
竟
陵
文
宣
王
毎
請
講
律
、
聴
衆
常
七
八
百
人
）

24

る
よ
う
に
、
僧
祐
は
た
び
た
び
西
邸
に
招
か
れ
、
蕭
子
良
よ
り
律
学

に
つ
い
て
講
じ
る
こ
と

（
仏
教
の
戒
律
）

を
請
わ
れ
た
。
仏
教
の
僧
侶
が
研
究
し
て
い
た
仏
典
誦
読
の
音
韻
学
が
永
明
体
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
。
孫
蓉
蓉
は
、
僧
祐
が
政
界
と
通
じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

僧
祐
は
当
時
、
仏
教
界
の
名
僧
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
斉
・
梁
両
時
代
の
幾
人
か
重
要
な
執
政
者
と

密
接
な
関
係
に
あ
り
、
政
治
上
、
特
別
な
待
遇
を
受
け
て
い
た
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。
斉
の
武
帝
・
蕭

賾
の
次
子
、
竟
陵
王
・
蕭
子
良
は
仏
教
を
厚
く
信
仰
し
、
た
び
た
び
名
僧
を
招
い
て
仏
法
を
講
じ
さ
せ

て
い
た
。
僧
祐
は
蕭
子
良
の
尊
崇
す
る
律
学
の
権
威
で
あ
っ
た
か
ら
、
蕭
子
良
は
た
び
た
び
僧
祐
に
律
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（
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
七
二
六
頁
）

翠
琅
玕
館
叢
書
本
『
書
苑
菁
華
』
巻
十
九



孫
蓉
蓉

劉
勰
与
『
文
心
雕
龍
』
考
論

三
二
頁
、
拙
訳
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り

「
僧
祐
在
当
時
不
僅
是
仏
教
界
的

『

』

。

25
名
僧
、
而
且
是
与
斉
梁
両
代
一
些
主
要
執
政
者
関
係
異
常
密
切
、
在
政
治
上
享
有
特
殊
待
遇
的
重
要
人
物
。
斉
武
帝
蕭
賾
次

子
竟
陵
王
蕭
子
良
篤
信
仏
教
、
経
常
招
致
名
僧
講
論
仏
法
。
僧
祐
正
是
蕭
子
良
所
尊
崇
的
律
学
大
師
、
因
此
蕭
子
良
常
常
請

僧
祐
講
律

。」

戸
田
浩
暁
は
「

文
選
』
は
『
文
心
雕
龍
』
の
文
学
論
を
詩
文
集
の
形
式
で
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

『
文
心

『

。

26
雕
龍
』
上
、
新
釈
漢
文
大
系

、
明
治
書
院
、
一
九
七
四
年
、
三
頁
。

64

中
村
茂
夫
『
中
国
画
論
の
展
開

晋
唐
宋
元
篇
』
九
九
―
一
〇
一
頁
。

―

27
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を
講
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

25

し
た
が
っ
て
、
劉
勰
が
僧
祐
を
介
し
て
西
邸
の
文
芸
思
潮
に
触
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る

『
文
心
雕

。

龍
』
は
そ
の
影
響
を
多
分
に
受
け
な
が
ら
執
筆
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
斉
末
、
三
十
歳
頃
、
劉
勰
は
当
時

文
壇
の
領
袖
で
あ
っ
た
沈
約
を
待
ち
伏
せ
て
『
文
心
雕
龍
』
を
差
し
出
し
、
一
読
を
乞
う
た
。
そ
の
書
が
沈

約
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
劉
勰
は
文
壇
で
の
地
位
を
得
、
梁
に
仕
官
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

さ
れ
る
が

、
実
際
に
は
僧
祐
の
政
治
的
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
も
の
を
い
っ
た
部
分
も
あ
っ

（

梁
書
』
文
学
伝

『

）

た
だ
ろ
う

『
文
心
雕
龍
』
の
「
声
律
」
篇
が
沈
約
の
四
声
八
病
説
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
出
仕
以

。

。

前
に
西
邸
で
行
わ
れ
て
い
た
最
先
端
の
文
学
研
究
に
つ
い
て
劉
勰
が
知
悉
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る

『
文
心
雕
龍
』
は
そ
の
後
の
文
芸
思
想
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
『
文
選
』
は
劉
勰
の
思
想

を
体
現
す
る
か
た
ち
で
編
纂
さ
れ
た
詞
華
集
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
劉
勰
の
影
響
が
文

26

学
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る

歴
代
名
画
記

で
は
斉
代
の
人
と
さ
れ
る
謝
赫
の

古

。『

』

『

画
品
録
』
は
実
際
に
は
『
文
心
雕
龍
』
の
お
よ
そ
三
十
数
年
後
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

『
文
心
雕
龍
』
の
思
想
を
あ
ら
わ
す
重
要
な
語
句
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
中
村
茂
夫
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
る

「

文
心
雕
龍
』
が
後
の
鍾
嶸
や
謝
赫
、
姚
最
の
上
に
支
配
的
な
影
響
を
あ
た
え
、
た
と
え
ば

。
『

謝
赫
の
『
古
画
品
録
』
の
中
の
簡
単
な
字
句
も
『
文
心
雕
龍
』
の
組
織
的
論
理
的
な
思
想
に
よ
っ
て
照
明
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
多
い

。
劉
勰
は
、
こ
れ
ら
文
学
論
・
画
論
・
書
論
に
対
し
て
、
さ
ら
に
は
後
世
の
張
懐
瓘
や

」
27

張
彦
遠
に
対
し
て
、
直
接
的
な
い
し
間
接
的
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

斉
梁
時
代
の
芸
術
論
の
展
開
が
物
語
っ
て
い
る
の
は
、
文
学
論
・
書
論
・
画
論
が
相
互
に
密
接
に
関
わ
り

合
い
な
が
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
各
分
野
の
理
論
を
体
系
化
し
完
成
さ
せ
た
劉
勰
・

張
懐
瓘
・
張
彦
遠
の
三
者
に
共
通
す
る
思
想
的
来
源
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斉
梁
時
代
は
、

文
・
書
・
画
が
理
論
的
に
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
結
節
点
で
あ
る
。

ࡾ

ೆ
ே
ʹ
͓
͚
Δ
ॻ
๏
ඒ
ֶ
ͷ
స
ճ

１

王
献
之
と
羊
欣



西
林
昭
一
「
王
羲
之
父
子
に
対
す
る
書
の
優
劣
論
―
唐
太
宗
と
六
朝
期
の
書
論
か
ら
―

（

跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
』
第

」
『

28
一
七
号
、
一
九
六
九
年
）
を
参
照
。
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中
国
書
法
史
上
の
最
重
要
人
物
が
王
羲
之
で
あ
る
こ
と
に
異
論
を
差
し
挟
む
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
王
羲

之
が
書
を
芸
術
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
書
聖
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
、
書
を
語
る
と
き
誰
も
が
口
に
す
る
常

識
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
常
識
」
が
は
じ
め
か
ら
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
の
ち

に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
人
は
、
そ
の
こ
と
を
顧
み
な
い
。
ゆ
え
に
書
の
歴
史
は
、
書
論
を
無
視
し
て
、
書
人
と
作
品
だ
け

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
逆
に
、
書
論
史
が
独
立
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
書

法
史
と
書
論
史
を
切
り
分
け
る
こ
と
に
反
対
で
あ
る
。
書
法
史
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
書
論
史
が
あ
り
え
な
い

の
と
同
様
に
、
書
論
史
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
書
法
史
な
ど
存
在
し
な
い
。
実
践
と
理
論
は
決
し
て
別
個
に
存

在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
書
法
史
の
半
分
は
思
想
史
の
問
題
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

王
羲
之
の
時
代
、
門
閥
貴
族
の
あ
い
だ
で
書
が
愛
好
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
書
が

芸
術
と
し
て
十
分
に
確
立
さ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
書
と
は
い
か
な
る
芸
術
か
と
い
う
理
論
が
未

確
立
で
あ
り
、
そ
れ
を
批
評
す
る
美
学
も
未
成
熟
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
そ
の

後
に
著
さ
れ
た
書
論
で
あ
る
。
書
論
に
お
い
て
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
史
観
と
そ
の
理
論
が
確
立
さ
れ

て
は
じ
め
て
、
王
羲
之
が
書
を
芸
術
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
書
が
い
か
に
芸
術
と
な
っ
た
か
を
解
き
明
か
す
に
は
、
王
羲
之
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、

王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
史
観
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ

。

、

。

ば
な
ら
な
い

王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
形
成
の
過
程
こ
そ
が

書
が
芸
術
と
な
る
過
程
で
あ
る

以
後
の
書
法
史
は
、
そ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
挑
戦
と
回
帰
の
運
動
と
し
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
南
朝
か
ら
唐
代
の
書
論
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
王
羲
之
が
称
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
美
学
思

想
も
一
元
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
正
し
く
な
い
。

南
朝
の
書
法
史
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
東
晋
に
王
羲
之
・
献
之
が
輩
出
し
た
後
、
宋
か
ら
斉
に

か
け
て
は
、
羲
之
以
上
に
、
献
之

と
そ
の
書
風
を
継
ぐ
羊
欣

が
高
い

（
三
四
四
―
三
八
八
）

（
三
七
〇
―
四
二
二
）

評
価
を
受
け
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
張
懐
瓘
「
二
王
書
録

に
は
「
宋
朝
の
大
令

」（

法
書
要
録
』
巻
四
）

『

28

を
学
ぶ
も
の
多
き
、
其
れ
康
昕
、
王
僧
虔
、
薄
紹
之
、
羊
欣
等
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
亦
た
其
の

〔
王
献
之
〕

こ
う
き
ん

〔
志
向
と
趣
味
〕

（
至
如
宋
朝
多
学
大
令
、
其
康
昕
、
王
僧
虔
、
薄
紹
之
、
羊
欣
等
、
亦
欲
混

臭
味

を
混
じ
え
ん
と
欲
す
」

と
あ
り
、
献
之
の
祖
述
者
の
一
人
と
し
て
羊
欣
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
張
懐
瓘
も
『
書
断
』
巻

其
臭
味
）

〔

〕

下
・
能
品
・
范
曄
の
条
に
引
用
す
る

南
斉
書

巻
三
十
四
・
劉
休
伝
に
は

元
嘉

『

』

、「

宋
・
四
二
四
―
四
五
三

の
世
、
羊
欣
、
子
敬
の
正
隷
法
を
受
け
、
世

共
に
之
を
宗
と
す
。
右
軍
の
体
、
微
か
に
古
に
し
て
復
た
貴
ば

わ
ず

れ
ず

と
あ
る
。

」（
元
嘉
世
、
羊
欣
受
子
敬
正
隷
法
、
世
共
宗
之
。
右
軍
之
体
、
微
古
、
不
復
見
貴
）

尚
古
主
義
的
な
立
場
か
ら
い
え
ば

古

と
は
肯
定
的
な
価
値
で
あ
り

歴
代
の
書
論
に
お
い
て
も

蒼

、「

」

、

、「

」

、

。

、

「

」

、

古

な
ど

後
世
で
は
肯
定
的
な
評
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

だ
が

こ
こ
で
い
う

古

と
は

「
貴
ば
れ
ず
」
と
い
う
結
果
に
対
す
る
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
肯
定
的
な
評
価



『
宋
書
』
巻
六
十
二
・
列
伝
第
二
十
二
、
中
華
書
局
、
一
六
六
一
頁
。

29
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で
は
な
い
。
む
し
ろ
古
臭
い
と
い
う
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
「
古
」
を
否
定
的
な
意

（
其
体
則
古
而
不

味
に
用
い
た
例
と
し
て
、
唐
太
宗
が
鍾
繇
を
評
し
て
「
其
の
体
は
則
ち
古
に
し
て
今
な
ら
ず
」

と
い
っ
て
い
る
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
む
ろ
ん
太
宗
は
王
羲
之
を
基
準
に

今

（

晋
書
』
巻
八
十
・
王
羲
之
伝
）

）
『

し
て
そ
う
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
南
朝
宋
に
お
い
て
は
、
逆
に
、
王
羲
之
の
書
風
こ
そ
古
臭
い
と
み
ら
れ
て

い
た
の
だ
っ
た
。

本
節
で
は
ま
ず
、
宋
斉
に
お
い
て
も
て
は
や
さ
れ
た
王
献
之
と
羊
欣
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

王
献
之
と
羊
欣
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
虞
龢
の
『
論
書
表

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が

』（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

あ
る
。子

敬
、
呉
興
為
り
し
と
き
、
羊
欣
の
父
不
疑
、
烏
程
令
と
為
る
。
欣
、
時
に
年
十
五
、
六
に
し
て
、
書

、

。

、

、

。

、

は
已
に
意
有
り

子
敬
の
知
る
所
と
為
る

子
敬

県
に
往
き

欣
の
亝

に
入
る

欣

〔

（

）
〕

＝
斎

部
屋

サ
イ

白
新
の
絹
の

裙

を
衣
て
昼
眠
す
。
子
敬
、
因
り
て
其
の
裙
幅
及
び
帯
に
書
す
。
欣
、
覚
め
て
歓
楽
し
、

も
す
そ

き

遂
に
之
を
宝
と
す
。
後
に
以
て
朝
廷
に

上

る
も
、
中
ご
ろ
に
乃
ち
零
失
す
。

た
て
ま
つ

（
子
敬
為
呉
興
、
羊
欣
父
不
疑
為
烏
程
令
。
欣
時
年
十
五
六
、
書
已
有
意
、
為
子
敬
所
知
。
子
敬
往
県
、
入
欣
亝
。
欣
衣
白

白
新
絹
裙
昼
眠
。
子
敬
因
書
其
裙
幅
及
帯
。
欣
覚
歓
楽
、
遂
宝
之
。
後
以
上
朝
廷
、
中
乃
零
失
）

ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
『
宋
書
』
巻
六
十
二
・
羊
欣
伝
に
も
み
え
る
。

不
疑
、
初
め
て
烏
程
令
と
為
り
し
と
き
、
欣
、
時
に
年
十
二
。
時
に
王
献
之
、
呉
興
太
守
為
り
て
、
甚

だ
之
を
知
愛
す
。
献
之
、
嘗
て
夏
月
、
県
に
入
り
、
欣
、
新
絹
の
裙
を
著
て
昼
寝
す
。
献
之
、
裙
数
幅

に
書
し
て
去
る
。
欣
、
本
よ
り
書
を
工
み
に
す
る
も
、
此
に
因
り
て
弥
い
よ
善
し
。

29

（
不
疑
初
為
烏
程
令
、
欣
時
年
十
二
。
時
王
献
之
、
為
呉
興
太
守
、
甚
知
愛
之
。
献
之
嘗
夏
月
入
県
、
欣
著
新
絹
裙
昼
寝
。

献
之
書
裙
数
幅
而
去
。
欣
本
工
書
、
因
此
弥
善
）

以
上
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
王
献
之
と
羊
欣
は
直
接
的
な
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王
献
之
亡
き

後
、
羊
欣
は
そ
の
書
風
を
継
い
で
書
名
を
擅
に
し
た
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
。

同
時
代
の
虞
龢
『
論
書
表
』
に
は
、
虞
龢
が
二
王
の
書
と
と
も
に
羊
欣
の
書
を
装
潢
し
て
宋
の
明
帝
に
献

じ
た
こ
と
が
「
又
た
羊
欣
の
縑
素
及
び
紙
書
も
亦
た
其
の
妙
な
る
者
を
選
び
取
り
、
十
八
帙
一
百
八
十
巻
と

為
す

と
み
え
る
ほ
か

『
新
装
二
王
鎮
書
定
目

」

、

（
又
羊
欣
縑
素
及
紙
書
、
亦
選
取
其
妙
者
、
為
十
八
帙
一
百
八
十
巻
）

六
巻

『
鍾
張
等
書
目
一
巻
』
と
と
も
に
『
羊
欣
書
目
六
巻
』
を
奉
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

』
、

当
時
、
羊
欣
が
二
王
や
張
芝
・
鍾
繇
と
並
ぶ
ほ
ど
書
名
が
高
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

斉
の
王
僧
虔
『
論
書

に
は
「
羊
欣
・
丘
道
護
、
並
び
に
子
敬
に
親
授
す
。
欣
の
書
、

』（

法
書
要
録
』
巻
一
）

『
羊
欣

丘
道
護

並
親
授
於
子
敬

欣
書
見
重
一
時

法

一
時
に
重
ん
ぜ
ら
る

と
い
い

梁
の
庾
肩
吾

書
品

」

、

『

』

（

、

、

。

）

（
『



虞
龢
と
王
僧
虔
の
両
者
が
羊
欣
の
書
論
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
虞
龢
の
『
論
書
表
』
に
「
羊
欣
云
う
」
と

30
し
て
羊
欣
の
書
論
の
佚
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
羊
欣
の
『
古
来
能
書
人
名
』
の
テ
ク
ス
ト
自
体
、
王
僧
虔
が
斉
の
高
帝

の
勅
令
に
応
え
て
上
呈
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
虞
龢
と
王
僧
虔
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
い
え

ば

『
論
書
表
』
の
な
か
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
「
縑
素
の
工
」
を
探
求
し
会
得
し
た
者
と
し
て
王
僧
虔
の
名
が
記
さ
れ
て
い

、
る

「
縑
素
」
と
は
、
先
の
引
用
に
も
み
え
る
と
お
り
、
同
書
に
お
い
て
多
く
「
紙
書
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

。
書
画
に
用
い
る
絹
本
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
王
僧
虔
は
そ
の
製
作
法
を
会
得
し
た
者
と
し
て
虞
龢
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

た
。
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書
要
録
』
巻
二
）

（
羊
欣
早
随
子
敬
、
最
得
王

中
之
上
に
は

「
羊
欣
は
早
く
子
敬
に
随
い
、
最
も
王
体
を
得
た
り

、

」

と
い
う
。

体
）

30

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
張
懐
瓘
『
書
断
』
巻
中
・
妙
品
の
羊
欣
の
条
に
は

「
大
令
に
師
資
す
る
も
の
時

、

に
亦
た
衆
し
。
雲
塵

の
遠
た
り
無
き
に
非
ず
。
親
し
く
妙
旨
を
承
け
、
室
に
入
る
が
若
き
は
唯
だ
独

〔
優
劣
〕

お
お

へ
だ

り
此
の
公
の
み

と
い
い
、
王
献

」（
師
資
大
令
、
時
亦
衆
矣
。
非
無
雲
塵
之
遠
。
若
親
承
妙
旨
入
於
室
者
、
唯
独
此
公
）

〔
羊

之
の
書
法
を
も
っ
と
も
よ
く
受
け
継
い
だ
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
同
所
に
は
、
沈
約
が
「
敬
元

欣
の
字

（
敬
元
尤
善
於
隷
書
。
子
敬
之
後
、
可
以
独
歩
）

〕
尤
も
隷
書
を
善
く
す
。
子
敬
の
後
、
以
て
独
歩
す
べ
し
」

〔
羲
之
〕

〔
欣
〕

（
買
王
得
羊
、
不
失
所

と
評
し
、
さ
ら
に
当
時
「
王

を
買
い
て
羊

を
得
る
も
望
む
所
を
失
せ
ず
」

望
）

（

法
書
要
録
』
巻
四
）

と
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お
な
じ
く
張
懐
瓘
の
『
書
議
』
『

〔
欣

〔
紹
之
〕

（
子
敬

に
は
「
子
敬
の
没
後
、
羊

・
薄

之
を
嗣
ぎ
、
宋
・
斉
の
間
、
此
の
体
弥
い
よ

尚

ば
る

〕

」

い
よ

た
つ
と

え
る
。

没
後
、
羊
薄
嗣
之
、
宋
斉
之
間
、
此
体
弥
尚
）
と
み

こ
れ
ら
文
献
上
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
南
朝
の
宋
に
お
い
て
は
、
王
献
之
を
引
き
継
ぐ
者
と
し
て
羊
欣

は
そ
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
そ
の
書
風
が
一
斉
を
風
靡
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
名
高
か

っ
た
羊
欣
は
、
い
ま
や
書
人
と
し
て
は
ま
っ
た
く
忘
れ
去
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

張
懐
瓘
は
、
羊
欣
の
書
を
「
□
〔
扌
＋
戚
〕
た
る
こ
と
厳
霜
の
林
の
若
く
、
婉
た
る
こ
と
流
風
の
雪
に
似

さ
く

〔

〕

（

〔

〕

、

。

た
り

驚
禽
走
獣

絡
繹

と
し
て
飛
馳
す

。

、

」

つ
な
が
り
続
く
さ
ま

□

扌
＋
戚

若
厳
霜
之
林

婉
似
流
風
之
雪

さ
く

と
形
容
し
て
い
る
。
一
見
、
流
麗
で
激
し
い
書
風
の
描
写
の
よ
う
に
も
捉
え

驚
禽
走
獣
、
絡
繹
飛
馳

（

書
断

）

）
『

』

ら
れ
る
が

「
□
〔
扌
＋
戚

」
と
は
も
の
静
か
な
さ
ま
を
い
い
、
羊
欣
の
書
風
が
華
麗
な
表
現
の
な
か
に
も

、

〕

さ
く

落
ち
着
き
を
具
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
今
大
令
書
中
、
風
神
怯
者
、
往

ま
た
張
懐
瓘
は

「
今
、
大
令
の
書
中
、
風
神
怯
き
者
は
往
往
是
れ
羊
な
り

、

」

よ
わ

と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
、
王
献
之
の
書
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
な
か
に
は
、
実
際
に
は
羊

往
是
羊
也

（
同
前
）

）

欣
の
書
で
あ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
張
懐
瓘
は
両
者
を
「
風
神
」
の
強
度
に
よ
っ
て
見
分
け
る
。
だ
が
逆
に
そ

れ
は
、
両
者
の
書
が
表
面
的
に
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
似
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

、
、
、
、
、

（

三
月
六
日
帖

）

今
日
羊
欣
の
書
と
し
て
伝
わ
る
も
の
は
、
わ
ず
か
に
『
淳
化
閣
帖
』
巻
三
に
「
暮
春
帖
」
「

」

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
の
ち
に
掲
げ
る
王
献

「

」

、

。

之

廿
九
日
帖

と
比
較
す
る
と

あ
く
ま
で
控
え
目
な
表
現
に
お
い
て
共
通
す
る
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る

「
何
如
」
な
ど
は
、
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
連
綿
を
多
用
す
る
派
手
な
表
現
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
単
体
を
基

調
に
し
て
字
形
の
大
小
を
交
え
な
い
こ
の
よ
う
な
書
風
は
、
あ
る
い
は
右
の
張
懐
瓘
の
評
と
通
じ
る
と
こ
ろ
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が
あ
り
、
い
く
ば
く
か
そ
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
広
い
支
持
を
受
け
た
王
献
之
と
羊
欣
の
書
風
は

「
媚
」
な
い
し
「
妍
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て

、

評
さ
れ
て
い
た
。
羊
欣
『
古
来
能
書
人
名

は
、
王
献
之
に
つ
い
て
「
骨
勢
は
父
に
及
ば

』（

法
書
要
録
』
巻
一
）

『

献

ざ
る
も
、
媚
趣
は
之
に
過
ぐ
」
と
評
し
て
い
る
。
虞
龢
『
論
書
表
』
も
、
羊
欣
の
価
値
基
準
を
踏
襲
し

「
、
〔

、

、

」

。
「

」

「

」

之
の

羲
之

〕

〔

〕

筆
跡

流

懌

宛
転
妍
媚
は

乃
ち
之

に
過
ぎ
ん
と
欲
す

と
い
っ
て
い
る

媚

も

妍

り
ゆ
う
え
き

も
、
い
ず
れ
も
意
符
と
し
て
の
女
偏
に
声
符
を
加
え
た
形
声
字
で
あ
り
、
あ
で
や
か
で
な
ま
め
か
し
い
女
性

的
な
美
し
さ
を
い
う
語
で
あ
る
。
献
之
の
書
は
、
羲
之
に
比
し
て
、
女
性
的
な
美
し
さ
を
具
え
て
い
る
と
評

さ
れ
、
そ
れ
が
羲
之
の
「
骨
勢
」
に
優
れ
る
素
朴
で
力
強
い
書
風
以
上
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
文
学
に
お
け
る
修
辞
主
義
的
傾
向
と
並
行
す
る
現
象
で
あ
っ
た

文
学
で
も
書
で
も

華
麗
で

妍

。

、

「

媚
」
な
表
現
が
時
代
の
好
尚
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
梁
に
至
っ
て
一
変
す
る
。
宋
・
斉

で
は
古
く
さ
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
王
羲
之
の
地
位
が
献
之
を
抜
い
て
優
位
に
立
つ
の
で
あ
る
。

２

王
僧
虔

王
僧
虔
『
論
書
』
は
、
そ
う
し
た
転
回
の
過
渡
期
的
な
状
況
を
印
し
て
い
る
。
歴
代
の
書
家
を
二
王
と
の

比
較
に
お
い
て
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
僧
虔
が
二
王
を
と
も
に
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。

し
か
る
に
、
羲
之
と
献
之
の
い
ず
れ
の
書
風
を
重
ん
じ
て
い
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い

『
論
書
』

。

に
立
ち
入
る
前
に
、
王
僧
虔
と
そ
の
書
風
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
し
て
お
き
た
い
。

目
加
田
明
子
は
、
王
僧
虔
に
つ
い
て
専
論
し
た
論
文
で

「
王
僧
虔
の

論
書

に
は
虞
龢
と
背
反
し
て
、

、

「

」
羊欣「暮春帖」



目
加
田
明
子
「
王
僧
虔
小
考

『
書
論
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年
、
一
五
三
頁
。

」

31
『
南
斉
書
』
巻
三
十
三
・
列
伝
第
十
四
、
中
華
書
局
、
五
九
一
頁
。

32

同
前
、
五
九
二
頁
。

33
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筆
力
を
重
ん
じ
王
羲
之
に
回
帰
す
る
、
王
献
之
に
批
判
的
な
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。

31

し
か
し

『
南
斉
書
』
王
僧
虔
伝
に
は
、
王
羲
之
の
名
は
み
え
ぬ
一
方
、
王
献
之
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
す

、

る
記
述
は
二
箇
所
あ
る
。

僧
虔

弱
冠
に
し
て
弘
厚

隷
書
を
善
く
す

宋
文
帝

其
の
素
扇
に
書
す
る
を
見
て
歎
じ
て
曰
く

唯

、

、

。

、

、「

だ
に
跡
、
子
敬
を
逾
ゆ
る
に
非
ず
。
方
に
当
に
器
雅
は
之
に
過
ぐ
べ
し
」
と
。

32

（
僧
虔
弱
冠
弘
厚
、
善
隷
書
。
宋
文
帝
見
其
書
素
扇
、
歎
曰
、
非
唯
跡
逾
子
敬
。
方
当
器
雅
過
之
）

泰
始

中
、
出
で
て
輔
国
将
軍
・
呉
興
太
守
と
為
る
。
秩

は
中
二

〔
宋
・
四
六
五
―
四
七
一
〕

〔
俸
禄
の
等
級
〕

千
石
な
り
。
王
献
之
、
書
を
善
く
し
、
呉
興
郡
と
為
る
。
僧
虔
の
書
に
工
に
し
て
、
又
た
郡
と
為
る
に

及
び
て
、
論
者

之
を
称
う
。

33

（
泰
始
中
、
出
為
輔
国
将
軍
、
呉
興
太
守
。
秩
中
二
千
石
。
王
献
之
善
書
、
為
呉
興
郡
。
及
僧
虔
工
書
、
又
為
郡
、
論
者

称
之
）

張
懐
瓘
の
著
作
に
お
い
て
も
、
王
僧
虔
は
王
献
之
の
祖
述
者
と
さ
れ
て
い
る

『
書
断
』
妙
品
の
王
僧
虔
の

。

条
に
い
う
。

小
王
を
述
べ
て
尤
も
古
を
尚
ぶ
。
宜
な
り
、
豊
厚
淳
朴
有
る
こ
と
。
稍
や
妍
華
乏
し
き
は
、
渓
潤
氷
を

け
い
か
ん

含
み
、
岡
巒
雪
を
被
う
が
若
し
。
甚
だ
清
粛
と
雖
も
、
風
味
寡
な
し
。
子
曰
く

「
質
、
文
に
勝
れ
ば
、

、

こ
う
ら
ん

お
お

則
ち
野
な
り
」
と
は
是
の
謂
い
か
。

（
述
小
王
、
尤
尚
古
。
宜
有
豊
厚
淳
朴
。
稍
乏
妍
華
、
若
渓
潤
含
氷
、
岡
巒
被
雪
。
雖
甚
清
粛
、
而
寡
於
風
味
。
子
曰
、
質

勝
文
則
野
、
是
之
謂
乎
）

先
に
引
用
し
た
「
二
王
書
録
」
で
も
、
王
僧
虔
は
王
献
之
の
祖
述
者
の
ひ
と
り
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
王
僧
虔
は
、
羲
之
よ
り
も
、
む
し
ろ
献
之
の
系
譜
に
連
な
る
書
人
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い

た
。
ま
た

『
南
斉
書
』
王
僧
虔
伝
に
「
隷
書
を
善
く
す
」
と
い
い

『
宣
和
書
譜
』
巻
三
に
も
「
正
書
を
作

、

、

る
こ
と
頗
る
工
み
な
り

と
あ
る
よ
う
に
、
王
僧
虔
は
楷
書
を
も
っ
と
も
善
く
し
た
こ
と
で
名

」（
作
正
書
頗
工
）

が
高
か
っ
た
。

残
さ
れ
た
書
跡
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
作
品
か
ら
十
分
に
裏
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
王

僧
虔
と
王
献
之
の
書
風
の
近
親
性
を
示
唆
す
る
作
例
が
『
万
歳
通
天
進
帖

に
見
え
る
。
同
帖
は
、

』（
六
九
七
）

王
羲
之
の
子
孫
で
あ
る
王
方
慶
よ
り
則
天
武
后
に
献
上
さ
れ
た
王
氏
一
族
の
真
跡
を
も
と
に
作
ら
れ
た
双
鉤

填
墨
本
で
あ
り
、
王
献
之
と
王
僧
虔
の
書
に
限
っ
て
も
、
そ
の
実
相
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
ほ
と
ん
ど
唯
一



目
加
田
明
子
「
王
僧
虔
小
考
」
一
五
三
―
一
五
四
頁
。

34
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の
資
料
で
あ
る
。
今
日
伝
わ
る
一
巻

に
は
、
王
献
之
「
廿
九
日
帖
」
と
王
僧
虔
「
太
子
舎

（
遼
寧
省
博
物
館
蔵
）

人
帖
」
が
並
べ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
目
加
田
明
子
は
「
太
子
舎
人
帖
」
に
つ
い
て
「
確
か
に
そ
の
書
風
及

び
書
法
の
特
徴
は
…
…
妍
の
王
献
之
よ
り
も
質
の
羲
之
に
よ
り
近
い
」
と
い
う
が
、
献
之
と
僧
虔
の
両
帖
を

、

、

34

見
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
書
風
に
近
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

前
者
は
行
草
、
後
者
は
楷
書
を
ベ
ー
ス
に
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
そ
の
書
法
を
比
較
対
照
す
る
作
例
と
し

て
最
適
と
は
い
え
な
い
が
、
両
者
の
類
似
点
と
し
て
、
扁
平
な
結
体
、
中
心
軸
の
右
傾
、
起
筆
の
入
筆
の
角

度
、
横
画
の
蔵
鋒
、
懸
針
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
献
之
の
楷
書
に
つ
い
て
は
、
唐
代
以
降
の
偽
作

「

」

。

「

」

の
疑
い
が
濃
厚
な

洛
神
賦
十
三
行

を
基
準
作
品
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

む
し
ろ
こ
の

廿
九
日
帖

に
み
え
る
楷
書
的
な
書
法
を
基
準
に
観
た
と
き
、
献
之
と
僧
虔
の
あ
い
だ
に
書
法
的
な
継
承
関
係
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
書
風
は
、
初
唐
の
完
成
さ
れ
た
楷
書
を
見
慣
れ
て
い
る
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
「
質
」
に
み
え

、

、

。

る
と
し
て
も

そ
の
当
時
に
お
い
て
は

む
し
ろ
最
先
端
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、

「

。

、

。

」

先
に
引
用
し
た
よ
う
に

張
懐
瓘
も

尤
も
古
を
尚
ぶ

宜
な
り

豊
厚
淳
朴
有
る
こ
と

稍
や
妍
華
乏
し

と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
盛
唐
人
の
眼
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
。
南
朝
人
が
王
僧
虔
の
書
を
そ
の
よ
う
に

王献之「廿九日帖」王僧虔「太子舎人帖」
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評
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

、

。

、

魏
晋
南
北
朝
は

楷
書
の
書
法
が
徐
々
に
定
ま
っ
て
い
く
過
渡
期
的
な
時
代
に
当
た
る

南
朝
に
お
い
て

楷
書
は
「
隷
書
」
や
「
銘
石
書
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
示
す
と
お
り
、
あ
く
ま
で
隷
書
の
範
疇
に

あ
る
と
認
識
さ
れ
、
未
だ
独
立
し
た
書
体
と
は
み
な
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
劉
峻
『
世
説
新
語
注
』
に
引

く
宋
明
帝
『
文
章
志
』
の
佚
文
に
「
献
之
は
隷
書
を
善
く
す
。
右
軍
の
法
を
変
じ
て
今
体
を
為
る
。
字
画
は

つ
く

秀
媚
、
妙
は
時
倫
に
絶
す

と
い
う
の
は
、
王
献
之

」（
献
之
善
隷
書
。
変
右
軍
法
為
今
体
。
字
画
秀
媚
、
妙
絶
時
倫
）

が
新
し
い
楷
書
の
ス
タ
イ
ル
を
革
新
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
一
般
に
、
王
献
之
に
関
し
て

「
中
秋
帖
」

、

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
華
麗
な
「
一
筆
書
」
を
も
っ
て
そ
の
「
妍
媚
」
な
書
風
が
語
ら
れ
る
が
、
か
れ
が
楷
書

を
革
新
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。
上
の
引
用
の
あ
と
に
は
「
父
と
倶
に
名

を
得
た
る
も
、
そ
の
章
草
は
疏
弱
に
し
て
、
殊
に
父
に
及
ば
ず

（

）
と

」

與
父
倶
得
名
、
其
章
草
疏
弱
、
殊
不
及
父

つ
づ
い
て
い
る

「
秀
媚
」
と
評
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
今
体
」
の
「
隷
書

、
す
な
わ
ち
献
之
の
新

。

」

し
い
楷
書
で
あ
る
。
王
僧
虔
が
「
隷
書
」
を
善
く
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
も
、
同
様
の
文
脈
に
あ
る
と
解
し

う
る
。

楷
書
が
「
正
」
な
い
し
「
真
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
宋
か
ら
斉
に
か
け
て
の
こ
と

で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

（

『

』
）

時
に
聖
慮

未
だ
草
体
に
存
せ
ず

凡
そ
諸
も
ろ
の
教
令
は

必
ず
真
正
に
応
ぜ
し
む

、

、

、

。
虞
龢

論
書
表

、
、

（
于
時
聖
慮
、
未
存
草
体
、
凡
諸
教
令
、
必
応
真
正
）

（
同
前
）

献
之
は
始
め
父
の
書
を
学
ぶ
。
正
体
は
乃
ち
相
い
似
ず
、
筆
を
絶
つ
に
至
る
。

、
、

（
献
之
始
学
父
書
。
正
体
乃
不
相
似
、
至
於
絶
筆
）

（
王
僧
虔
『
論
書

）

欣
の
書
は
一
時
に
重
ん
ぜ
ら
る
。
行
・
草
尤
も
善
く
、
正
は
乃
ち
称
さ
れ
ず
。

』

、

（
欣
書
見
重
一
時
。
行
草
尤
善
、
正
乃
不
称
）

従
来
あ
く
ま
で
隷
書
の
範
疇
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
楷
書
が
「
正
」
や
「
真
」
と
呼
ば
れ
は
じ
め
た

こ
と
は
、
こ
の
頃
、
楷
書
が
漸
く
独
立
し
た
書
体
と
し
て
認
知
さ
れ
、
さ
ら
に
は
正
式
な
書
体
と
し
て
認
め

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
献
之
と
僧
虔
は
、
銘
石
書
に
お
け
る
刀
法
が
肉
筆
の
書
法
に
融
合
し
て
ゆ
く

過
程
に
あ
っ
て
、
楷
書
の
完
成
に
貢
献
し
た
書
人
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
こ
と
は
、
鍾
繇
と
王
羲
之
の
楷
書
、
宋
・
斉
の
石
刻
書
や
写
経
と
比
べ
た
と
き
に
明
瞭
に
な
る
。
む

ろ
ん
、
鍾
繇
の
作
と
し
て
「
宣
示
表
」
や
「
薦
季
直
表
」
は
必
ず
し
も
信
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な

く
と
も
同
時
代
の
肉
筆
資
料
と
の
比
較
か
ら
、
あ
る
程
度
同
時
代
的
な
書
法
を
伝
え
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

王
羲
之
の
楷
書
に
つ
い
て
は

「
楽
毅
論
」
や
「
黄
庭
経
」
は
あ
き
ら
か
に
後
世
の
書
法
に
基
づ
く
も
の
で
あ

、

る
か
ら
除
外
す
る
と
し
て

『
十
七
帖
』
所
収
の
「
来
禽
帖
」
は
基
準
と
す
る
に
足
る
作
例
で
あ
る
。

、
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こ
う
し
た
楷
書
の
系
譜
上
に
王
献
之
や
王
僧
虔
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
か
れ
ら
の
楷
書
が
相
当
進
ん
だ
も
の

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
は
、
当
時
の
人
々
に
は
、
決
し
て
「
古
質
」
に
映
ら
な
か
っ
た
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
隋
の
智
永
や
初
唐
の
四
大
家
の
楷
書
へ
と
つ
な
が
る
最
新
の
モ
ー
ド
の
牽
引

者
で
あ
っ
た
。

３

「
工
夫
」
の
肯
定

こ
う

ふ

さ
て
、
ふ
た
た
び
王
僧
虔
の
『
論
書
』
に
戻
っ
て
、
か
れ
が
ど
の
よ
う
な
視
点
で
書
を
み
て
い
た
か
を
検

討
し
て
み
よ
う
。
王
僧
虔
が
「
妍
媚
」
に
対
置
す
る
の
が
「
骨
力
」
や
「
筆
力
」
で
あ
る
。

郗

超

の
草
書
は
二
王
に
亜
ぐ
。
緊
媚
は
其
の
父
に
過
ぐ
る
も
、
骨
力
は
及
ば
ざ
る
な
り
。

ち

ち
よ
う

（
郗
超
草
書
、
亜
於
二
王
。
緊
媚
過
其
父
、
骨
力
不
及
也
）

蕭
思
話
は
全
て
羊
欣
を
法
と
す
。
風
流
趣
好
は
殆
ど
当
に
減
ぜ
ざ
る
べ
し
。
而
れ
ど
も
筆
力
は
恨
む
ら

（
蕭
思
話
全
法
羊
欣
。
風
流
趣
好
、
殆
当
不
減
。
而
筆
力
恨
弱
）

く
は
弱
し
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
目
加
田
明
子
は
、
王
僧
虔
は
「
妍
」
な
る
書
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
と
断

王羲之「来禽帖 （上野本『十七帖 ）」 』 鍾繇「宣示表 （部分）」
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、
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頁
。
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じ
て
い
る
。

「
論
書
」
の
範
囲
内
で
明
確
な
こ
と
は
僧
虔
が
、
質
と
妍
の
様
式
概
念
で
は
質
に
親
く
、
天
然
と
工
夫

、

、

の
評
価
原
理
の
う
ち
特
に
天
然
と
深
く
係
わ
る
と
こ
ろ
の
筆
力
を
書
に
必
要
な
第
一
の
要
素
と
み
な
し

、
、

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
態
度
は
、
彼
の
直
前
に
書
壇
を
支
配
し
て
い
た
虞

（
傍
点
原
文
）

龢
の
妍
を
重
ん
じ
る
態
度
と
は
む
し
ろ
相
反
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

、

35

し
か
し

『
論
書
』
の
謝
綜
の
条
に
お
い
て
「
至
っ
て
羊
欣
を
重
ん
ぜ
ず
、
欣
も
亦
た
之
を
憚
る
。
書
法
力

、

有
る
も
、
恨
む
ら
く
は
媚
好
少
な
し

と
い
う
の
は
、
王
僧

」（
至
不
重
羊
欣
、
欣
亦
憚
之
。
書
法
有
力
、
恨
少
媚
好
）

虔
は
「
骨
力
」
や
「
筆
力
」
を
重
視
す
る
の
み
な
ら
ず
、
羊
欣
や
虞
龢
の
理
論
を
引
き
継
い
で
、
献
之
・
羊

欣
的
な
「
媚
好
」
に
も
肯
定
的
な
価
値
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
箇
所
で
触

れ
ら
れ
る
孔
琳
之
に
対
す
る
評
は
、
王
僧
虔
が
羊
欣
の
書
に
ど
の
よ
う
な
美
を
見
出
し
て
い
た
か
を
示
し
て

い
る
。孔

琳
之
の
書
は
、
天
然
超
逸
に
し
て
極
め
て
筆
力
有
り
。
規
矩
は
恐
ら
く
は
羊
欣
の
後
に
在
ら
ん
。

（
孔
琳
之
書
、
天
然
超
逸
、
極
有
筆
力
。
規
矩
恐
在
羊
欣
後
）

孔
琳
之
の
書
は
、
放
縦
快
利
、
筆
道
流
便
な
り
。
二
王
の
後
、
略
ぼ
其
の
比
ぶ
る
も
の
無
し
。
但
だ
工

。

。

。

夫
少
し
く
自
ら
任
ず
る
の
み

故
に
未
だ
其
の
妙
を
尽
く
す
を
得
ず

故
よ
り
当
に
羊
欣
に
劣
る
べ
し

も
と

（
孔
琳
之
書
、
放
縦
快
利
、
筆
道
流
便
。
二
王
後
、
略
無
其
比
。
但
工
夫
少
自
任
。
故
未
得
尽
其
妙
。
故
当
劣
於
羊
欣
）

「
放
縦
快
利
、
筆
道
流
便
」
と
は
、
縦
横
無
尽
に
勢
い
よ
く
走
る
筆
跡
を
形
容
し
、
そ
の
よ
う
な
書
を
「
天

」

、

「

」
、

然
超
逸
に
し
て
極
め
て
筆
力
有
り

と
評
価
す
る
一
方

そ
れ
だ
け
で
は

未
だ
其
の
妙
を
尽
く
す
を
得
ず

。

。「

」

羊
欣
に
は
及
ば
な
い
と
断
じ
る

孔
琳
之
は
羊
欣
に
比
べ
て
何
が
足
り
な
い
と
王
僧
虔
は
い
う
の
か

規
矩

で
あ
り

「
工
夫
」
で
あ
る
。

、

「

」

、

、

。

「

」

規
矩

と
は

コ
ン
パ
ス
と
定
規

転
じ
て
も
の
ご
と
の
基
準
を
示
す
型
を
意
味
す
る

も
し
も

天
然

＝
「
質
」
を
重
視
す
る
な
ら
ば

「
規
矩
」
に
捕
ら
わ
れ
た
書
は
堅
苦
し
い
と
し
て
斥
け
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

、

王
僧
虔
は
「
規
矩
」
や
「
工
夫
」
を
決
し
て
軽
ん
じ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
力
学
的
均
衡
と
整
斉
の
美
で

あ
る
。

王
僧
虔
は

「
骨
力

「
質

「
天
然
」
と
同
程
度
に
「
媚
好

「
風
流
趣
好

「
工
夫

「
規
矩
」
を
積
極
的

、

」

」

」

」

」

な
価
値
と
し
て
評
価
す
る
。
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
両
者
は
、
必
ず
し
も
背
馳
し
合
う
も
の
で

は
な
い
。
な
ぜ
か
。

く
り
か
え
す
が
、
こ
の
時
代
の
書
法
美
学
は
、
楷
書
が
完
成
へ
と
向
か
う
途
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
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（
唐
人
書
取
法

（

容
台
別
集
』
巻

頭
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
董
其
昌
が
「
唐
人
の
書
は
法
を
取
る
」

）
『

と
述
べ
た
「
法
」
が
完
成
す
る
途
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

「
法
」
が
未
完
成
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
目

四
）

。

指
す
べ
き
目
標
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
一
旦
「
法
」
が
確
立
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
そ
れ
に
捕
ら
わ
れ

す
ぎ
る
こ
と
は
非
難
さ
れ
る

す
な
わ
ち

初
唐
を

法

の
完
成
期
と
し
た
と
き

そ
れ
を
境
に
し
て

規

。

、

「

」

、

、「

矩
」
や
「
工
夫
」
に
対
す
る
価
値
観
は
、
鏡
合
わ
せ
の
よ
う
に
反
対
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
南
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
「
天
然
」
と
「
工
夫
」
の
二
元
論
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

虞
龢
『
論
書
表
』
に
は
、
羊
欣
の
言
葉
と
し
て

「
張

、
字
形
は
右
軍
に
及
ば
ず
、
自
然
は
小
王
に
如

、

〔
芝
〕

」

。

「

」

か
ず

と
い
う
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る

こ
こ
に
提
示
さ
れ
る

自
然

（

、

）

張
字
形
不
及
右
軍

自
然
不
如
小
王

と
「
字
形
」
と
い
う
対
概
念
は
、
王
僧
虔
、
庾
肩
吾
、
さ
ら
に
張
懐
瓘
へ
と
継
承
さ
れ
る
重
要
な
批
評
基
準

で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
系
列
に
連
な
る
も
の
を
並
べ
て
み
よ
う
。

〔

〕

。（

、

）（

『

』
）

宋
文
帝
は

天
然
勝
羊
欣

功
夫
不
及
欣

王
僧
虔

論
書

天
然
は
羊
欣
に
勝
り

功
夫
は
欣
に
及
ば
ず

、

張
は
工
夫
第
一
、
天
然
之
に
次
ぐ
。
…
…
鍾
は
天
然
第
一
、
工
夫
之
に
次
ぐ
。
…
…
王
は
、
工
夫
は
張

（
庾
肩
吾
『
書
品

）

に
及
ば
ざ
る
も
、
天
然
之
に
過
ぐ
。
天
然
は
鍾
に
及
ば
ざ
る
も
、
工
夫
之
に
過
ぐ
。

』

（
張
工
夫
第
一
、
天
然
次
之
。
…
…
鍾
天
然
第
一
、
工
夫
次
之
。
…
…
王
工
夫
不
及
張
、
天
然
過
之
。
天
然
不
及
鍾
、
工
夫

過
之
）

皆
な
其
の
天
性
を
先
に
し
、
其
の
習
学
を
後
に
す
。
…
…
風
神
骨
気
の
者
を
以
て
上
に
居
き
、
妍
美
功

（
張
懐
瓘
『
書
議

）

用
の
者
を
下
に
居
く
。

』

（
皆
先
其
天
性
、
後
其
習
学
。
…
…
以
風
神
骨
気
者
居
上
、
妍
美
功
用
者
居
下
）

こ
れ
ら
の
論
者
が

「
天
然
」
と
「
工
夫
」
と
い
う
二
元
論
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
共
通
す
る
こ
と
は
明
ら

、

か
で
あ
る

し
か
し

か
れ
ら
の
美
学
的
価
値
観
は
同
一
で
は
な
い

張
懐
瓘
は

天
然

を
重
視
し
て

工

。

、

。

「

」

「

夫
」
を
軽
ん
じ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
見
方
で
南
朝
の
書
論
を
解
釈
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る

、

。

、「

」

が

そ
れ
以
前
の
南
朝
の
論
者
た
ち
に
は
張
懐
瓘
の
見
方
と
決
定
的
に
異
な
る
点
が
あ
る

そ
れ
は

工
夫

を
「
天
然
」
と
等
し
く
重
要
な
価
値
観
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

、

「

」

、

「

」

。

「

」

羊
欣
は

張
芝
は
羲
之
に
は

字
形

で
劣
り

献
之
に
は

自
然

で
劣
る
と
い
う

羲
之
を

字
形

に
結
び
つ
け
る
一
方
、
献
之
を
「
自
然
」
に
結
び
つ
け
る
の
羊
欣
の
態
度
は
、
よ
り
古
き
も
の
に
「
自
然
」

を
見
出
す
と
い
う
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
奇
異
に
み
え
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
「
字
形
」
よ
り
も

「
自
然
」
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ

「
字
形
」
も
「
自
然
」
と
並
ん
で
大
切
な
要

、

素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
字
形
」
は
必
ず
し
も
「
自
然
」
と
い
う
価
値
と
排
斥
し
あ
う
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
異
質
だ
が
等
価
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
右
に
引
用
し
た
庾
肩
吾
『
書
品
』
の
一
節
で
あ
る
。
王
羲
之
が
張

芝
や
鍾
繇
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
理
由
を
説
明
す
る
の
に
、
羲
之
は
「
天
然
」
と
「
工
夫
」
を
等
し
く
併
せ

、

。

、「

」

「

」

、

持
っ
て
い
る
か
ら
だ

と
い
う
の
で
あ
る

こ
こ
で

天
然

を

工
夫

よ
り
も
重
ん
じ
る
の
で
あ
れ
ば



」

、

大
野
修
作
「
王
僧
虔

論
書

よ
り
『
法
書
要
録
』
を
見
直
す

『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
一
六
号
、
書
学
書
道
史
学
会

「

」

36
二
〇
〇
六
年
。

朱
長
文
編
『
墨
池
編
』
巻
第
四
（
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
上
巻
、
一
〇
八
―
一

37
一
二
頁

。
引
用
文
は
、
一
一
二
頁
。

）
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「
天
然
」
の
み
に
す
ぐ
れ
た
鍾
繇
に
軍
配
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
羊
欣
・
虞
龢
・

王
僧
虔
・
庾
肩
吾
は

「
天
然
」
な
い
し
「
自
然
」
と
い
う
も
の
を
絶
対
的
な
価
値
観
と
し
て
い
た
わ
け
で
は

、

な
く
、
む
し
ろ
人
為
的
な
巧
み
さ
を
い
う
「
工
夫
」
を
等
し
く
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

、

、

、

、

、
「

」
「

」
「

」
「

」

以
上
か
ら

南
朝
の
羊
欣

虞
龢

王
僧
虔

庾
肩
吾
ら
に
と
っ
て

字
形

功
夫

工
夫

規
矩

と
い
っ
た
人
為
的
な
整
斉
と
均
衡
の
美
は

「
自
然
」
や
「
天
然
」
と
同
等
の
肯
定
的
な
価
値
で
あ
っ
た
こ
と

、

が
理
解
さ
れ
る
。

４

王
僧
虔
『
論
書
』
の
テ
ク
ス
ト
が
孕
む
問
題

宋
か
ら
斉
に
か
け
て
、
王
献
之
・
羊
欣
の
書
風
が
一
斉
を
風
靡
し
た
一
方
、
王
羲
之
は
古
臭
い
書
と
し
て

顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
最
大
の
問
題
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し

て
王
羲
之
が
持
ち
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『

』

「

。

、

、

王
僧
虔
の

論
書

に
は

崔

・
張

は
美
を
逸
少
に
帰
す

一
代
の
宗
と
す
る
所
と
雖
も

僕

〔

〕

〔

〕

瑗

芝

（
崔
張
帰
美
於
逸
少
。
雖
一
代
所
宗
、
僕

前
古
の
人
の
跡
を
見
ず
。
計
る
に
亦
た
以
て
逸
少
に
過
ぐ
る
も
の
無
し
」

と
あ
り
、
王
羲
之
を
第
一
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
王
羲
之
を
四
賢
の
な

不
見
前
古
人
之
跡
。
計
亦
無
以
過
於
逸
少
）

か
で
第
一
に
推
す
こ
と
を
明
確
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
歴
代
の
書
論
の
中
で
こ
れ
が
最
初
で
あ
り
、
注

目
に
値
す
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
単
純
に
王
僧
虔
の
言
葉
と
み
な
し
て
よ
い
か
は
問
題
が
あ
る
。
津
逮
秘
書
本
『
法
書
要

録
』
所
収
の
『
論
書
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
書
人
名
を
並
べ
て
短
評
を
加
え
る
形
式
を
前
後
に
挟
ん
で
、
尺
牘

の
体
裁
と
文
体
を
そ
な
え
る
文
章

が
中
間
部
に
挿
入
さ
れ
る
構
成

（

辱
告
並
五
紙
」
か
ら
「
不
妄
言
耳
」
ま
で
）

「

と
な
っ
て
お
り

明
確
に
三
段
に
分
け
ら
れ
る

こ
れ
を
第
一
節
か
ら
第
三
節
と
呼
ぶ
と
す
る
と

右
の

逸

、

。

、

「

少
に
過
ぐ
る
も
の
無
し
」
と
い
う
発
言
は
こ
の
第
二
節
に
み
え
る
が
、
そ
の
部
分
の
筆
者
が
誰
な
の
か
、
北

宋
の
朱
長
文
以
来
、
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
論
書
』
の
テ
ク
ス
ト
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
野
修
作
が
最
新
の
研
究
成
果
も
含
め
て
歴

代
論
者
の
見
解
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
概
要
を
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

36

、「

、

。

『

』
、

・
北
宋
の
朱
長
文
は

此
の
篇

当
に
是
れ
僧
虔
の
人
に
与
う
る
書
な
る
べ
き
の
み

張
彦
遠
の

要
録

前
篇
と
合
し
て
一
と
為
す
は
、
非
な
る
な
り
。
今
、
之
を
別
に
す
る
と
雖
も
、
但
だ
編
簡
の
脱
謬
は
完

（
此
篇
当
是
僧
虔
與
人
書
耳
。
張
彦
遠
要
録
與
前
篇
合
為
一
、
非
也
。
今
雖
別
之
、
但
編
簡

備
す
る
能
わ
ざ
る
の
み
」

と
述
べ
、
第
一
節
を
王
僧
虔
「
論
書

、
第
二
節
を
「
又
論
書
」
に
分
け
て
『
墨
池

脱
謬
、
不
能
完
備
耳
）

」

編
』
に
収
め
る
が
、
い
ず
れ
も
王
僧
虔
撰
と
い
う
立
場
を
と
る
。
第
三
節
は
収
め
て
い
な
い
。

37



余
紹
宋
『
書
画
書
録
解
題
』
巻
之
四
（
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
中
巻
、
三
七
〇

38
―
三
七
一
頁

。
以
下
に
余
紹
宋
の
解
題
全
文
を
書
き
下
し
て
引
用
し
て
お
く
（
三
七
一
頁

。

）

）

「
此
の
篇
、
文
に
脱
錯
有
り
。
朱
長
文
輯
『
墨
池
編

、
因
り
て
分
か
ち
て
二
と
為
し
、
其
の
第
二
篇
の
後
に
於
い
て
注
し
て

』

曰
く

此
の
篇
、
当
に
是
れ
僧
虔
の
人
に
与
う
る
書
な
る
べ
き
の
み
。
張
彦
遠
の
『
要
録

、
前
篇
と
合
し
て
一
と
為
す
は
、

、

』

「

非
な
り
。
今
、
之
を
別
に
す
る
と
雖
も
、
但
だ
編
簡
の
脱
謬
は
完
備
す
る
能
わ
ざ
る
の
み

と
。
竊
か
に
意
え
ら
く
、
此
の

」

ひ
そ

お
も

篇
、
確
か
に
人
に
与
う
る
書
と
為
す
、
朱
の
言
は
是
な
る
な
り
。
竇

の
『
述
書
賦
』
に

斉
の
簡
穆
〔
王
僧
虔
の
字

、

臮

「

〕

書
し
て
竟
陵
王
に
答
う

と
云
う
有
り
、
注
し
て

斉
の
司
馬
簡
穆
公
、
琅
邪
の
人
。
王
僧
虔
の
竟
陵
王
子
良
に
答
う
る
書
、

」

「

古
今
の
書
を
善
く
す
る
人
を
序
す
、
評
議
は
至
当
な
ら
ざ
る
無
し

と
云
い
、
今
、
文
中
に
自
ら
僕
と
称
す
る
を
観
、
又
た

」

承
す
れ
ば
天
涼
体
預
、
復
た
一
賦
を
繕
写
さ
ん
と
欲
す
。
傾
け
て
暉
采
を
遅
ち
、
心
目
倶
に
労
る
。

承

な
く
も
秘
府
を

「

う
つ

き

さ
い

ま

つ
か

か
た
じ
け

閲
覧
し
、
備
に
群
跡
を
覩
る

の
諸
語
有
る
を
考
う
る
に
、
亦
た
竟
陵
に
対
う
る
口
気
の
似
し
。
其
の
前
に
諸
人
の
書
を
論

」

こ
た

ご
と

述
す
る
は
、
即
ち
竇
氏
の
謂
う
所
の

評
議
、
至
当
な
ら
ざ
る
者
無
し

。
是
れ
本
と
一
篇
と
為
す
は
疑
い
無
く
、
当
に
即

「

」

ち
竟
陵
王
に
答
う
る
書
な
る
べ
し
。
朱
氏
、
強
い
て
分
か
ち
て
二
と
為
す
は
、
是
に
非
ず

『
宋
史
』
芸
文
志
及
び
『
玉

。

海
』
四
十
五
引
書
目
に
僧
虔
の
『
評
書
』
一
巻
有
り
、
当
に
即
ち
是
の
編
な
る
べ
し
。
故
よ
り
散
佚
類
は
復
た
著
さ
ず
」

も
と

（
此
篇
文
有
脱
錯
。
朱
長
文
輯
《
墨
池
編
》
因
分
為
二
、
於
其
第
二
篇
後
注
曰

「
此
篇
当
是
僧
虔
與
人
書
耳
。
張
彦
遠
要
録

、

與
前
篇
合
為
一
、
非
也
。
今
雖
別
之
、
但
編
簡
脱
謬
、
不
能
完
備
耳

。
竊
意
此
篇
確
為
與
人
書
、
朱
言
是
也
。
竇

《
述

」

臮

書
賦
》
有
云

「
斉
簡
穆
書
答
於
竟
陵
王

注
云

斉
司
馬
簡
穆
公
、
琅
邪
人
。
王
僧
虔
答
竟
陵
王
子
良
書
、
序
古
今
善
書

、

」。

「

人
、
評
議
無
不
至
当

。
今
観
文
中
自
称
僕
、
又
有

承
天
涼
体
預
、
復
欲
繕
写
一
賦
。
傾
遅
暉
采
、
心
目
倶
労
。
承
閲
覧

」

「

秘
府
、
備
覩
群
跡

諸
語
、
亦
似
対
竟
陵
口
気
。
其
前
論
述
諸
人
之
書
、
即
竇
氏
所
謂

評
議
無
不
至
当

。
是
本
為
一
篇

」

「

」

無
疑
、
当
即
答
竟
陵
王
書
。
朱
氏
強
分
為
二
、
非
是

《
宋
史
・
芸
文
志
》
及
《
玉
海
》
四
十
五
引
書
目
有
僧
虔
《
評
書
》

。

一
巻
、
当
即
是
編
。
故
散
佚
類
不
復
著
）

張
天
弓
「
永
明
書
学
研
究

『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
一
九
七
―
二
〇
五
頁
。

」

39
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・
清
の
厳
可
均
は
、
第
一
節
と
第
二
節
の
書
人
伝
の
み
を
王
僧
虔
の
「
論
書
」
と
し
て
『
全
斉
文
』
に
収

め
る
。
第
二
節
は
さ
ら
に
二
通
の
尺
牘
か
ら
成
る
と
考
え
、
そ
の
前
半
の
「
辱
告
並
五
紙
」
か
ら
「
方

寸
千
言
也
」
ま
で
を
蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔
へ
の
啓
、
後
半
の
「
承
天
涼
体
預
」
か
ら
「
不
妄
言
耳
」
ま

で
を
王
僧
虔
か
ら
蕭
子
良
へ
の
尺
牘
と
し
て
、
両
者
別
々
の
集
に
収
め
る
。

・
民
国
の
余
紹
宋
は

「
是
れ
本
と
一
篇
と
為
す
こ
と
疑
い
無
く
、
当
に
即
ち
竟
陵
王
に
答
う
る
書
な
る
べ

、

も

（
是
本
為
一
篇
無
疑
、
当
即
答
竟
陵
王
書
。
朱
氏
強

し
。
朱
氏
、
強
い
て
分
か
ち
て
二
と
為
す
は
、
是
に
非
ず
」

と
述
べ
、
朱
長
文
が
第
一
節
と
第
二
節
を
「
論
書
」
と
「
又
論
書
」
に
分
け
た
の
は
誤

分
為
二
、
非
是
）

り
と
し
、
両
者
を
併
せ
て
、
王
僧
虔
か
ら
蕭
子
良
へ
の
尺
牘
と
す
る
。
第
三
節
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

38

い
な
い
。

・
現
代
の
張
天
弓
は
、
第
一
節
と
第
三
節
の
書
人
伝
は
併
せ
て
一
篇
で
あ
り
、
王
僧
虔
か
ら
蕭
子
良
へ
の

尺
牘
と
す
る
。
第
二
節
は
、
そ
れ
に
対
す
る
蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔
へ
の
返
信
で
あ
る
と
す
る
。

39

・
現
代
の
薛
龍
春
は
、
第
一
節
が
王
僧
虔
か
ら
蕭
子
良
へ
の
尺
牘
、
第
二
節
は
蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔
へ
の



薛
龍
春
「
王
僧
虔
『
論
書
』
管
窺
―
―
兼
及
蕭
子
良

答
王
僧
虔
書
」
的
本
義

『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
七
二
―
七

「

」

40
八
頁
。

張
天
弓
「
永
明
書
学
研
究
」
二
〇
〇
頁

「
関
于
王
僧
虔
・
蕭
子
良
相
互
論
書
啓
問
題
答
叢
文
俊
先
生

『
張
天
弓
先
唐
書

、

」

41
学
考
辨
文
集
』
二
二
一
―
二
二
二
頁
。

な
お
、
薛
龍
春
の
論
文
（

王
僧
虔
『
論
書
』
管
窺
―
―
兼
及
蕭
子
良

答
王
僧
虔
書

的
本
義

）
に
対
し
て
、
張
天
弓

「

」

「

」

42
は
反
論
し
て
い
る

「
関
于
王
僧
虔

答
竟
陵
王
蕭
子
良
書

・
蕭
子
良

答
王
僧
虔
書

的
両
个
問
題

『
張
天
弓
先
唐
書

。

」

「

「

」

」

学
考
辨
文
集
』
二
三
二
―
二
四
二
頁
。
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尺
牘
、
第
三
節
は
王
僧
虔
か
ら
蕭
子
良
の
尺
牘
、
計
三
通
の
往
復
書
簡
で
あ
る
と
い
う
。

40

大
野
修
作
は
、
こ
れ
ら
の
論
者
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
根
拠
ま
で
は
紹
介
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
少
し
く
そ
の
点
を
補
っ
て
お
き
た
い
。

厳
可
均
、
張
天
弓
、
薛
龍
春
の
三
者
が
『
論
書
』
の
第
二
節
を
蕭
子
良
に
よ
る
尺
牘
と
み
る
最
大
の
根
拠

、

『

』

。

は

張
懐
瓘

書
断

が
同
所
に
み
え
る
文
章
を
蕭
子
良
の
言
葉
と
し
て
引
い
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

こ
の
事
実
は
、
厳
可
均
が
は
じ
め
て
左
の

の
箇
所
に
つ
い
て
の
み
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
第
二
節
の
前
半
に

( )A

み
え
る
た
め
、
厳
可
均
は
第
二
節
の
前
半
を
蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔
へ
の
尺
牘
と
し
、
第
二
節
の
後
半
は
王
僧

虔
か
ら
蕭
子
良
へ
の
尺
牘
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
張
天
弓
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
第
二
節
の
後
半
に

み
え
る

の
箇
所
も
、
張
懐
瓘
が
蕭
子
良
の
言
葉
と
し
て
引
用
し
て
い
る
事
実
を
発
見
し
た
。
ゆ
え
に
張
天

( )B

41

弓
は
、
第
二
節
全
体
を
蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔
へ
の
尺
牘
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
薛
龍
春
の
論
は
、
基
本
的

に
、
張
天
弓
の
論
を
踏
襲
し
た
上
で
、
少
し
く
自
説
を
加
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

42

論

若
子
邑
紙
之
研
染
輝
光

仲
将
之
墨
一
点
如
漆

伯
英
之
筆
窮
神
静
思

妙
物
遠
矣

邈
不
可
追

、

、

、

。

。（
『

( )A
書

）』

（
子
邑

の
紙
の
研
染
輝
光
、
仲
将

の
墨
の
一
点
漆
の
如
き
、
伯
英

の
筆
の
神

〔
左
伯
〕

〔
韋
誕
〕

〔
張
芝
〕

を
窮
め
静
思
す
る
が
若
し
は
、
妙
物
遠
し
。
邈
と
し
て
追
う
べ
か
ら
ず
）

蕭
子
良
答
王
僧
虔
書
云
、
左
伯
之
紙
妍
妙
輝
光
。
仲
将
之
墨
一
点
如
漆
。
伯
英
之
筆
窮
神
尽
思
。
妙

( )A'

（

書
断
』
能
品
・
左
伯
）

物
遠
矣
。
邈
不
可
追
。
『

（
蕭
子
良
、
王
僧
虔
の
書
に
答
え
て
云
う

「
左
伯
の
紙
の
妍
妙
輝
光
、
仲
将
の
墨
の
一
点
漆
の
如
き
、

、

伯
英
の
筆
の
神
を
窮
め
思
い
を
尽
く
せ
る
は
、
妙
物
遠
し
。
邈
と
し
て
追
う
べ
か
ら
ず
」
と
）

（

論
書

）

崔
張
帰
美
於
逸
少
。
雖
一
代
所
宗
、
僕
不
見
前
古
人
之
跡
。
計
亦
無
以
過
逸
少
。
『

』

( )B
（
崔

・
張

は
美
を
逸
少
に
帰
す
。
一
代
の
宗
と
す
る
所
と
雖
も
、
僕
、
前
古
の
人
の
跡
を
見

〔
瑗

〔
芝
〕

〕

ず
。
計
る
に
亦
た
以
て
逸
少
に
過
ぐ
る
も
の
無
し
）

（
『

』

）

蕭
子
良
云

崔
張
以
来

帰
美
於
逸
少

僕
不
見
前
古
人
之
跡

計
亦
無
過
之

、

、

。

、

。

書
断

巻
下
・
評

( )B'



注

を
参
照
。

43

38
張
天
弓
「
永
明
書
学
研
究
」
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁

「
関
于
王
僧
虔
・
蕭
子
良
相
互
論
書
啓
問
題
答
叢
文
俊
先
生

『
張
天

、

」

44
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
二
二
三
―
二
二
六
頁
。
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（
蕭
子
良
云
う

「
崔
・
張
以
来
、
美
を
逸
少
に
帰
す
。
僕
、
前
古
の
人
の
跡
を
見
ざ
る
も
、
計
る
に
亦

、

た
之
に
過
ぐ
る
も
の
無
し
」
と
）

た
だ
し
、
張
天
弓
の
説
に
対
し
て
疑
問
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
大
の
疑
問
は
、
文
体
の

。

、

、

問
題
で
あ
る

蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔
へ
の
尺
牘
と
す
る
に
は

第
二
節
の
文
体
は
不
釣
り
合
い
で
は
な
い
か

〔
手
紙
〕

〔
全

と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
第
二
節
に
は

「
告

並
び
に
五
紙
を

辱

く
す
る
に
、
挙
体

、

か
た
じ
け
な

は
精
雋
霊
奥
、
執
翫

反
復
し
、
手
を
釈
く
能
わ
ず

「

承

く
も
秘
府
を
閲
覧

体
〕

〔
手
に
と
っ
て
鑑
賞
す
る
〕

」
、

お

か
た
じ
け
な

し
、

備

に
群
跡
を
覩
る

「

聊

か
一
笑
を
呈
す
。
妄
り
に
言
わ
ざ
る
の
み
」
と
い
っ
た
目
下
の
者
か
ら
目

」
、

つ
ぶ
さ

い
さ
さ

上
の
者
へ
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
尊
敬
と
謙
遜
に
満
ち
た
言
葉
遣
い
が
散
見
さ
れ
、
斉
武
帝
の
第
二
子
で
あ
る

。

、

蕭
子
良
か
ら
臣
下
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
王
僧
虔
へ
の
言
葉
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
よ
う
に
み
え
る

実
は

そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
第
二
節
を
王
僧
虔
か
ら
蕭
子
良
へ
の
尺
牘
と
判
断
し
た
の
が
余
紹
宋
で
あ
る

「
今
其

。

の
文
中
に
自
ら
僕
と
称
す
る
を
観
、
又
た

承
す
れ
ば
天
涼
体
預
、
復
た
一
賦
を
繕
写
さ
ん
と
欲
す
。
傾
け

「

う
つ

て
暉
采
を
遅
ち
、
心
目
倶
に
労
る
。

承

な
く
も
秘
府
を
閲
覧
し
、
備
に
群
跡
を
覩
る

の
諸
語
有
る
を
考

」

き

さ
い

ま

つ
か

か
た
じ
け

う
る
に
、
亦
た
竟
陵
に
対
う
る
口
気
の
似
し

。
」

こ
た

ご
と

43

そ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
、
張
天
弓
は
初
め
て
『
論
書
』
の
問
題
を
論
じ
た
と
き
に
す
で
に
見
解
を
示
し

て
い
た
が
、
の
ち
に
疑
問
に
答
え
る
か
た
ち
で
さ
ら
に
補
足
し
て
い
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と

44

で
あ
る
。
蕭
子
良
は
王
僧
虔
よ
り
も
三
十
四
歳
年
下
で
あ
り
、
建
元
四
年

に
斉
武
帝
か
ら
竟
陵
王

（
四
八
二
）

に
封
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
王
僧
虔
は
、
斉
高
帝
・
斉
武
帝
に
仕
え
た
重
臣
で
あ
り
、
そ

の
書
は
「
斉
代
に
雄
発
す

と
ま
で
称
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま

」（
雄
発
斉
代

（
庾
肩
吾
『
書
品
』
中
之
上
）

）

た
、
蕭
子
良
は
「
少
く
し
て
清
尚
有
り
、
礼
才
好
士
な
り

と

」（
少
有
清
尚
、
礼
才
好
士

（

南
斉
書
』
蕭
子
良
伝
）

）
『

伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
西
邸
を
開
い
て
竟
陵
の
八
友
ら
と
親
し
く
交
わ
っ
た
の
み
な

ら
ず
、
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
、
僧
侶
た
ち
と
の
付
き
合
い
も
深
か
っ
た
。
そ
の
人
物
像
は
、
こ
の
尺
牘
に
み

ら
れ
る
敬
愛
に
満
ち
た
態
度
と
矛
盾
し
な
い
。

私
は
、
張
天
弓
の
説
に
従
い
た
い
。
こ
こ
で
や
や
詳
し
く
『
論
書
』
の
テ
ク
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
紹
介

し
た
の
は
、
む
ろ
ん
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
以
下
の
議
論
を
展
開
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ

の
意
図
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
書
論
を
使
っ
た
研
究
の
多
く
が
テ

ク
ス
ト
の
真
偽
や
改
竄
、
錯
脱
と
い
っ
た
問
題
に
無
自
覚
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ

る

『
法
書
要
録
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
い
書
論
文
献
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
、
そ
の
利
用
に
は
慎
重

。
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
で
は
、
近
年
、
書
論
の
文
献
批
判
が
進
ん
で
お
り
、
最
新
の
研
究
成
果
が
出

て
い
る
。
今
後
、
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
書
論
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

５

蕭
子
良
と
梁
武
帝



「
宋
代
に
お
い
て
、
放
漫
な
通
貨
政
策
を
よ
っ
て
良
質
な
貨
幣
が
激
減
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
代
末
期
か
ら
南
斉
時

45
代
に
か
け
て
、
逆
に
き
び
し
い
緊
縮
政
策
を
と
っ
た
結
果
、
竟
陵
王
・
蕭
子
良
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
良
質
貨
幣
の
所
有
者

は
い
よ
い
よ
も
う
け
、
悪
質
貨
幣
し
か
手
に
は
い
ら
な
い
農
民
は
い
よ
い
よ
困
窮
し
て
い
っ
た
。

梁
の
武
帝
は
、
蕭
子
良
の
幕
下
に
い
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
聞
い
て
、
事
態
の
認
識
を
深
め
て
い
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
即
位
の
当
初
に
、
新
し
い
良
質
の
貨
幣
を
発
行
し
て
、
農
民
の
苦
し
み
を
少
な
く
し
、
社
会
の
貨
幣
不
足
を
緩
和
す
る

と
と
も
に
、
こ
の
新
貨
幣
に
よ
る
統
一
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た

（
川
勝
義
雄
『
魏
晋
南
北
朝
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

。
」

二
〇
〇
三
年
、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
）
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本
題
に
戻
ろ
う
。
張
天
弓
に
従
っ
て
「
崔

・
張

は
美
を
逸
少
に
帰
す
。
一
代
の
宗
と
す
る
所
と

〔
瑗

〔
芝
〕

〕

雖
も
、
僕
、
前
古
の
人
の
跡
を
見
ず
。
計
る
に
亦
た
以
て
逸
少
に
過
ぐ
る
も
の
無
し
」
と
い
う
発
言
を
蕭
子

良
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

蕭
子
良
は
、
そ
の
す
ぐ
後
で
「
前
世
の
称
目
を
観
る
に
、
竊
か
に
疑
い
有
り

と

」（
観
前
世
称
目
、
竊
有
疑
焉
）

い
っ
て
従
来
の
評
価
に
疑
問
を
呈
す
る
が
、
最
後
に
は
「
聊
か
一
笑
を
呈
す
。
妄
り
に
言
わ
ざ
る
の
み
」
と

い
う
謙
遜
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
献
之
・
羊
欣
の
系
譜
に
連
な
る
書
の
世
界
の
重
鎮
、
王
僧

虔
に
対
し
て
、
三
十
四
歳
年
下
の
若
き
蕭
子
良
は
控
え
目
に
異
論
を
唱
え
、
王
羲
之
の
優
位
を
主
張
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
王
献
之
の
流
行
か
ら
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法

観
へ
の
転
回
の
結
節
点
に
い
る
の
が
蕭
子
良
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
と
お
り
、
そ
の
後
ま
も
な
く
し

て
王
羲
之
は
絶
対
視
さ
れ
る
に
至
る
。

こ
う
し
た
流
れ
は
次
の
梁
に
至
っ
て
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
庾
肩
吾
の
『
書
品
』
に
お
い
て
最
高
ラ
ン
ク
の

上
之
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は

張
芝
・
鍾
繇
・
王
羲
之
の
三
名
で
あ
り

王
献
之
は
そ
の
下
の

上

「

」

、

、

「

之
中
」
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
梁
の
袁
昻
に
よ
る
『
古
今
書
評

で
は
、

』（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

王
献
之
は
「
河
洛
の
間
の
少
年
の
如
し
。
充
悦
有
り
と
雖
も
、
挙
体

沓
拖

し
て
、
殊

〔
全
体
〕

〔
ぎ
こ
ち
な
い
〕

に
耐
う
べ
か
ら
ず

、
羊
欣
は
「
大
家
の

婢

の
夫
人
と

」（
如
河
洛
間
少
年
。
雖
有
充
悦
、
而
挙
体
沓
拖
、
殊
不
可
耐
）

は
し
た
め

（
如
大
家
婢
為
夫
人
。
雖
処
其
位
、

為
る
が
如
し
。
其
の
位
に
処
る
と
雖
も
、
挙
止
羞
渋
し
て
、
終
に
真
に
似
ず
」

と
こ
き
下
ろ
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
王
献
之
も
羊
欣
も
、
か
れ
ら
の
書
跡
と
し
て
信

而
挙
止
羞
渋
、
終
不
似
真
）

ず
べ
き
も
の
は
、
模
本
や
刻
帖
を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
な
い
。
羊
欣
の
名
は
専
ら
『
古
来
能
書
人
名
』

の
撰
者
と
し
て
知
ら
れ
る
の
み
で
、
書
法
史
の
上
で
は
忘
れ
去
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
書
家
と
し
て

の
羊
欣
は
、
斉
・
梁
に
か
け
て
葬
り
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

梁
武
帝
蕭
衍
が
、
蕭
子
良
の
西
邸
に
出
入
り
す
る
「
竟
陵
の
八
友
」
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触

れ
た
。
両
者
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
。
と
も
に
学
問
と
芸
術
を
深
く
愛
し
、
仏
教
に

傾
倒
し
た
。
経
済
政
策
に
お
い
て
も
、
武
帝
は
か
つ
て
の
蕭
子
良
の
提
言
を
実
現
す
る
形
で
貨
幣
改
革
を
断

行
し
た
。
書
に
関
し
て
は
、
蕭
子
良
が
王
僧
虔
に
書
の
教
え
を
請
う
た
よ
う
に
、
武
帝
は
陶
弘
景
と
書
に
つ

45

い
て
議
論
し
て
い
る
。
ふ
た
り
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
に
関
す
る
往
復
書
簡
が
『
法
書
要
録
』
巻
二
に
収
録



「
論
書
啓
」
は
、
陶
弘
景
か
ら
梁
武
帝
へ
の
手
紙
に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
に
対
す
る
梁
武
帝
へ
の
返
信
、
さ
ら
に
陶
弘
景
の

46
返
信
と
い
う
よ
う
に
、
計
九
通
の
往
復
書
簡
が
交
互
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
野
修
作
に
よ
れ
ば

「
形
式
上
は

、

九
首
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
内
容
的
に
見
て
、
第
一
首
は
二
首
、
第
三
首
は
七
首
、
第
七
首
は
三
首
と
考
え
ら
れ
、
実
際
は

十
八
首
の
書
簡
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う

「
こ
の
書
簡
は

『
法
書
要
録
』
に
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
編
者
の
張
彦
遠

。

、

の
手
が
入
っ
て
、
原
形
と
は
違
っ
て
か
な
り
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
中
略

。
と
い
う
の
も
陶
弘
景
は
茅
山
派

）

道
教
の
経
典
で
あ
る
『
真
誥
』
を
編
纂
し
た
が
、
同
書
中
に
は
書
と
道
教
に
関
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。
し
か
し

『
法
書
要
録
』
に
収
め
る
書
簡
で
は
道
教
に
関
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、
恐
ら
く
切
り
す
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
判
断
さ
れ
る

（

梁
武
帝
と
陶
弘
景
を
め
ぐ
る
書
論
―
往
復
書
簡
を
中
心
に
―

『
研
究
紀
要
』
第
九
号
、
京
都
女
子
大

」
「

」

学
宗
教
・
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
、
一
七
、
二
一
頁

。）
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さ
れ
る
「
論
書
啓
」
九
首
で
あ
る
。
武
帝
は
蕭
子
良
か
ら
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
、
そ
の
思
想
や
生
き
方

46

を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。

武
帝
の
「
観
鍾
繇
書
法
十
二
意

は
、
蕭
子
良
の
考
え
を
発
展
さ
せ
、
先
鋭
化
し
た
も

」（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
武
帝
は
王
羲
之
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て
張
芝
・
鍾
繇
へ
の
回
帰
を
説
く
の
で
あ

。「

、

、

、

る

逸
少
の
鍾
書
を
学
ぶ
に
至
っ
て
は

勢
は
巧
み
に
し
て
形
は
密
な
る
も

其
の
独
運
す
る
に
及
ん
で
は

意
は
疎
に
し
て
字
は
緩
な
り

。
さ
ら
に
、
羲
之
以
上
に

」（
逸
少
至
学
鍾
書
、
勢
巧
形
密
、
及
其
独
運
、
意
疎
字
緩
）

鍾

献
之
を
重
ん
じ
る
世
間
一
般
の
評
価
を
転
倒
さ
せ
る

子
敬
の
逸
少
に
迨
ば
ざ
る
は

猶
お
逸
少
の
元
常

。「

、

〔

お
よ

に
迨
ば
ざ
る
が
ご
と
し

。

繇
〕

（
子
敬
之
不
迨
逸
少
、
猶
逸
少
之
不
迨
元
常

」

）

陶
弘
景
は
そ
う
し
た
武
帝
の
態
度
を
「
古
に
反
り
真
に
帰
す

と
称
し
て
い
る
。

」（
反
古
帰
真
）

か
え

若
し
聖
証
品
析
に
非
ず
ん
ば
、
恐
ら
く
近
習
の
風
に
愛
附
し
、
永
く
遂
に
淪
迷

せ
ん
。

〔
し
ず
み
迷
う
〕

伯
英

は

既

ち
草
聖
と
称
し
、
元
常

は

寔

に
自
ず
か
ら
隷
絶
た
り
。
論
旨
は
所
謂
殆

〔
張
芝
〕

〔
鍾
繇
〕

す
な
わ

ま
こ
と

ど
璿
機

・
神
宝
に
同
じ
く
す
る
も
、
曠
世
以
来
、
継
ぐ
も
の
莫
し
。
斯
の
理
、
既
に
明
ら
か
な

〔
渾
天
儀
〕

せ
ん

き

れ
ば
、
諸
も
ろ
の
虎
を
画
く
の
徒
、
当
日
、

就

ち
筆
を
輟
つ
。
古
に
反
り
真
に
帰
す
る
は
、
方
に
世
に

、
、
、
、
、
、
、
、

す
な
わ

す

（

論
書
啓
」
第
七
首
「
陶
弘
景
又
啓

）

弘
盛
す
。
「

」

（
若
非
聖
証
品
析
、
恐
愛
附
近
習
之
風
、
永
遂
淪
迷
矣
。
伯
英
既
称
草
聖
、
元
常
寔
自
隷
絶
。
論
旨
所
謂
殆
同
璿
機
神
宝
、

曠
世
以
来
莫
継
。
斯
理
既
明
、
諸
画
虎
之
徒
、
当
日
就
輟
筆
。
反
古
帰
真
、
方
弘
盛
世
）

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
蕭
子
良
と
梁
武
帝
に
よ
っ
て
、
従
来
の
書
法
観
に
重
大
な
価
値
転
倒
が
も
た
ら
さ

れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
陶
弘
景
が
い
う
よ
う
に

「
古
に
反
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
復
古
主
義

、

で
あ
る
。
復
古
主
義
的
な
構
え
の
下
で
は
、
王
献
之
は
否
定
さ
れ
、
宋
斉
の
書
論
家
た
ち
、
す
な
わ
ち
羊
欣

・
虞
龢
・
王
僧
虔
ら
が
積
極
的
に
肯
定
し
た
「
妍
媚
」
や
「
工
夫
」
の
美
は
一
転
し
て
反
価
値
と
な
る
。
そ

の
反
対
に

「
天
然
」
こ
そ
が
最
重
要
な
価
値
と
さ
れ
、
人
為
的
な
彫
琢
や
洗
練
を
排
し
た
質
朴
さ
が
評
価
さ

、

れ
る
。
そ
れ
は
貴
族
的
な
文
化
の
否
定
で
あ
る
。
貴
族
的
な
美
を
代
表
す
る
二
王
に
代
わ
っ
て

「
天
然
」
を

、

象
徴
す
る
書
人
と
し
て
張
芝
と
鍾
繇
が
召
喚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、

、

『

』

注
意
す
べ
き
は

こ
の
よ
う
な
書
の
領
域
に
お
け
る
復
古
主
義
が
興
っ
た
こ
と
と

劉
勰
の

文
心
雕
龍
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が
文
学
の
領
域
に
お
い
て
五
経
へ
の
回
帰
を
唱
え
た
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
時
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
無
関
係
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
く
、
共
時
的
な
現
象
で
あ
る
。

『

』

。

、

文
心
雕
龍

の
成
書
は
斉
和
帝
の
中
興
元
年

頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る

翌
天
監
元
年

（

）

（

）

五
〇
一

五
〇
二

蕭
衍
は
和
帝
を
廃
し
て
に
帝
位
に
就
く
と
、
竟
陵
の
八
友
と
し
て
交
わ
っ
た
范
雲
と
沈
約
を
ブ
レ
ー
ン
に
任

命
し
、
新
政
府
を
組
織
し
た
。
劉
勰
が
召
さ
れ
て
出
仕
す
る
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年

で
あ
る
。

（
五
〇
三
）

劉
勰
は
武
帝
の
長
子
、
昭
明
太
子
蕭
統
と
親
し
く
交
わ
っ
た
。
昭
明
太
子
は
劉
勰
の
文
学
思
想
か
ら
深
い
影

響
を
受
け
、
の
ち
に
『
文
選
』
を
編
む
こ
と
に
な
る
。

蕭
子
良
・
蕭
衍
・
蕭
統
と
い
っ
た
蕭
氏
一
族
が
中
心
と
な
っ
て
、
従
来
の
門
閥
貴
族
の
文
化
と
は
異
な
る

新
し
い
思
潮
が
主
導
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
蕭
氏
は
武
人
の
出
身
で
あ
り
、
南
斉
を
興
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
貴

族
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
一
族
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
旧
来
の
貴
族
た
ち
が
作
り
上
げ
た
社
会
制
度
や
文

化
に
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
旧
来
の
貴
族
た
ち
は
自
己
保
身
に
堕
し
、
そ
の
文
化
は
す
で
に
清
新
さ
を
喪
い

つ
つ
あ
っ
た
。
梁
武
帝
は
、
九
品
官
人
法
を
改
正
し
て
下
級
貴
族
を
積
極
的
に
登
用
す
る
な
ど
、
旧
来
の
貴

族
制
の
枠
組
み
を
改
革
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
仏
教
を
厚
く
保
護
し
た
の
も
、
硬
直

化
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
風
穴
を
開
け
よ
う
と
す
る
思
想
改
革
で
あ
っ
た
。
梁
代
に
文
学
と
書
の
両
ジ
ャ
ン

ル
に
お
い
て
共
時
的
に
起
こ
っ
た
復
古
主
義
も
、
同
様
の
文
脈
に
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



そ
れ
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
中
国
に
お
い
て
盛
ん
に
な
っ
た
「
美
学
」
研
究
の
文
脈
に
お
い
て
「
美
学
範
疇
」
と

1
呼
ば
れ
る

「
美
学
範
疇
」
を
集
め
て
解
説
し
た
辞
書
と
し
て
成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
が
あ
り
、
大
東
文
化

。

大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
中
国
美
学
研
究
班
（
現
・
東
ア
ジ
ア
の
美
学
研
究
班
）
が
邦
訳
を
刊
行
し
て
い
る
。
日
本
で
は
書

に
か
か
わ
る
美
学
範
疇
に
つ
い
て
論
じ
た
専
著
と
し
て
、
河
内
利
治
『
書
法
美
学
の
研
究

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

』

が
あ
る

「
範
疇
」
と
は

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
訳
語
で
あ
り

「
概
念
」
の
上
位
に
位
置
す
る
も
の
で
、
多
様
な
派
生
的
概

。

、

、

念
を
統
合
し
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
美
学
研
究
に
お
い
て
「
概
念
」
と
「
範
疇
」
は
必
ず
し
も
厳
密
に
区
別
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
論
で
は
、
基
本
的
に
、
よ
り
一
般
的
な
「
概
念
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
す

る
。日

本
で
発
表
さ
れ
た
主
な
論
文
を
挙
げ
て
お
く
。

2・
目
加
田
誠
「
劉
勰
の
風
骨
論

『
目
加
田
誠
著
作
集
』
第
四
巻
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
五
年
。

」

・
小
守
郁
子
「

風
骨

論

文
心
雕
竜
に
お
け
る

『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
第
五
七
号
、
一
九
七
二
年
。

「

」

―

」

」

。

・
星
川
淸
孝
「
風
骨
論

『
宇
野
哲
人
先
生
白
寿
祝
賀
記
念
東
洋
学
論
集
』
宇
野
哲
人
先
生
白
寿
祝
賀
記
念
会
、
一
九
七
四
年

・
大
川
忠
三
「
建
安
風
骨
考

建
安
文
学
論
に
お
け
る
「
風
骨
」
の
概
念
に
つ
い
て

『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
第
二

―

」

四
号
、
一
九
八
五
年
。

・
綿
本
誠

風
骨

を
め
ぐ
る
一
考
察

劉
勰
の
『
文
心
雕
龍
』
風
骨
篇
を
中
心
に

『
国
士
館
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
五

「
「

」

―

」

号
、
二
〇
〇
〇
年
。
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中
国
の
古
典
的
芸
術
論
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
が
、
美
学
的
な
概
念
を
あ
ら
わ
す
特
殊
な
熟
語
の
数
々

で
あ
る

「
語
り
え
ぬ
も
の
」
を
語
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
美
学
概
念
の
数
々
は
、
当
時
の
人
々
が
芸
術
を

。

い
か
に
受
け
止
め
た
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
本
章
が
主
題
と
す
る
「
風
骨
」
も
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
美
学
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

1

「
風
骨
」
と
い
う
語
は
、
無
数
に
あ
る
美
学
概
念
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
注
目
を
集
め
て
き
た
。
そ
れ
は
ひ

と
え
に
、
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
に
「
風
骨
」
と
題
さ
れ
た
一
篇
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
同
篇
の
よ
う
に
、
ひ

と
つ
の
美
学
概
念
に
つ
い
て
詳
述
し
た
も
の
は
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
近
代
以
前
の
中

国
の
芸
術
論
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の
定
義
も
な
い
ま
ま
に
術
語
を
使
い
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
や
他
の
概
念

と
の
関
係
性
が
明
示
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
黄
侃
『
文
心
雕
龍
札
記

以
来

「
風
骨
」
を
め
ぐ
っ
て
盛
ん
な
議
論
が
行
わ
れ

』

、

（
一
九
二
三
）

こ
う
か
ん

た
。
日
本
で
も
戦
後
に
な
っ
て
『
文
心
雕
龍
』
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

「
風
骨
」
に
つ
い
て
専
論
し
た

、

論
文
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
の
風
骨
篇
の
解
釈
を
主
と
し
て
お
り
、
も
っ

2

ぱ
ら
文
学
論
の
範
疇
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
の
美
学
概
念
は
、
文
学
の
み
な
ら
ず
、
書
論

や
画
論
と
い
っ
た
他
領
域
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り

「
風
骨
」
も
例
外
で
は
な
い
。

、

第三章 「風骨」の美学



葉
朗
『
中
国
美
学
史
大
綱
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
二
三
〇
―
二
三
五
頁
。

3

薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
南
京
芸
術
学
院
学
位
論
文
、
二
〇
〇
四
年
。
同
論
文
は
、
二
〇
〇
五
年
に
天
津
人
民

4
美
術
出
版
社
よ
り
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
中
国
学
術
文
献
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス

で
公

CN
K

I

開
さ
れ
て
い
る
学
位
論
文
に
拠
り
、
以
下
、
引
用
に
際
し
て
は
そ
の
頁
数
を
記
す
。
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中
国
の
古
典
的
芸
術
論
は
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
別
々
の
研

。

。

究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た

美
学
は
こ
う
し
た
異
な
る
領
域
を
横
断
す
る
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
る

、

『

』

、

し
か
る
に

た
と
え
ば
葉
朗
の

中
国
美
学
史
大
綱

に
は

劉
勰
論

風
骨

と
題
す
る
一
節
が
あ
る
が

「

」

「

」

「
風
骨
」
の
美
学
が
文
学
論
を
超
え
て
拡
が
っ
て
い
る
事
実
を
ま
っ
た
く
見
落
と
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り

3

も
葉
朗
は
、
同
書
で
申
し
訳
程
度
に
し
か
書
に
言
及
し
て
い
な
い
。
書
論
を
ま
と
も
に
読
ん
で
い
な
い
の
で

。

、「

」

、

、

あ
る

の
ち
に
み
る
よ
う
に

風
骨

と
い
う
美
学
概
念
は

劉
勰
以
前
に
人
物
品
評
で
用
い
ら
れ
て
お
り

、

。

、

劉
勰
が
文
学
論
に
応
用
し
た
背
景
に
は

書
論
や
画
論
と
の
深
い
関
わ
り
が
あ
る

美
学
を
標
榜
す
る
な
ら

そ
の
よ
う
な
横
断
的
視
点
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
視
点
を
も
つ
も
の
は
、
管
見
の
限
り
、
星
川
淸
孝
の
「
風
骨
論

、
そ
し
て
『
中
国
美
学
範
疇
辞

」

典
』
の
な
か
の
汪
涌
豪
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
「
風
骨
」
の
項
目
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
、

書
論
や
画
論
に
意
を
配
る
も
、
や
は
り
文
学
論
を
中
心
に
論
じ
て
お
り
、
書
論
や
画
論
の
扱
い
は
不
十
分
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
画
論
か
ら
は
謝
赫
の
『
古
画
品
録
』
の
一
例
を
引
く
の
み
で
あ
り
、
書
論

に
お
け
る
用
例
は
ひ
と
つ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
後
者
は
、
辞
典
と
い
う
性
格
上
、
概
論
的
な
説

明
に
と
ど
ま
る
。

本
章
で
は
、
従
来
の
「
風
骨
」
論
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
書
論
に
光
を
当
て

。

、

「

」

、

た
い

盛
唐
に
活
躍
し
た
張
懐
瓘
は

そ
の
書
論
の
中
で

風
骨

を
重
要
な
美
学
概
念
と
し
て
用
い
た
が

そ
の
事
実
は
上
に
挙
げ
た
先
行
研
究
で
は
完
全
に
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
張
懐
瓘
の
書
論
を
検
討

。

「

」

、

、

す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い

劉
勰
の

風
骨

論
や

唐
代
の
文
学
論
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

南
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
大
き
な
美
学
的
転
回
を
炙
り
出
す
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

張
懐
瓘
に
つ
い
て
、
劉
勰
か
ら
の
影
響
を
論
じ
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
、
例
外
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
唯
一
の
張
懐
瓘
研
究
の
専
著

が
あ
る
薛
龍
春
は
、
劉
勰
と
張

（
博
士
論
文
を
公
刊
し
た
も
の
）

懐
瓘
の
あ
い
だ
に
美
学
的
な
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

4

張
懐
瓘
が
貴
ぶ
「
神
采
」
は
、
内
在
的
な
「
神
」
と
外
在
的
な
「
采
」
の
概
念
を
総
合
し
た
も
の
で
あ

る

「
采
」
は
精
緻
な
あ
や
を
も
つ
自
然
の
意
象
を
指
し

「
神
」
は
作
者
の
生
ま
れ
も
っ
た
資
質
や
情

。

、

志
と
関
連
す
る

「
神
采
」
は
六
朝
期
に
提
出
さ
れ
た
「
隠
秀
」
の
概
念
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
。
劉

。

勰
の
「
隠
秀
」
の
審
美
理
想
は

「
秀
」
を
経
て
「
隠
」
に
到
達
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
外
見
の
美
し

、

さ
と
、
言
葉
に
尽
く
せ
ぬ
情
の
奥
深
い
響
き
や
味
わ
い
と
が
結
び
合
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
文

学
を
論
じ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
の
芸
術
様
式
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
。
張
懐
瓘
の
い

う
「
神
采
」
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
作
者
の
内
面
と
表
現
が
、
自
然
の
意
象
が
も
つ
精
細
な
あ
や
も
よ
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薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
七
九
頁
、
拙
訳
。
原
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
（
簡
体
字
は
日
本
の
常
用
漢
字
に
あ
ら
た

5
め
た
。
以
下
同
じ

「
張
懐
瓘
所
推
崇
的
〝
神
采
〟
是
一
個
綜
合
了
内
在
的
〝
神
〟
与
外
在
的
〝
采
〟
的
概
念
。
〝
采
〟
是

）
。

指
精
致
刻
画
自
然
意
象
，
〝
神
〟
則
与
創
作
主
体
的
天
資
、
情
志
有
関
。
〝
神
采
〟
与
六
朝
時
期
提
出
的
〝
隠
秀
〟
概
念
密

接
相
関
。
劉
勰
〝
隠
秀
〟
的
審
美
理
想
，
是
要
求
通
過
〝
秀
〟
而
達
到
〝
隠
〟
，
要
求
状
溢
目
前
的
鮮
明
真
切
和
情
在
詞
外

的
遠
韻
余
味
相
結
合
。
雖
是
論
文
学
，
但
対
其
他
芸
術
様
式
也
有
不
小
的
影
響
。
張
懐
瓘
所
説
〝
神
采
〟
即
是
一
例
，
它
要

求
創
作
主
体
的
高
志
深
意
和
形
式
語
言
対
意
象
自
然
的
精
細
刻
画
互
為
表
里
的

」。

陳
思
編
『
書
苑
菁
華
』
北
京
図
書
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
六
七
四
頁
。
同
書
は
『
翠
琅
玕
館
叢
書
』
本
の
影
印
。

6

余
紹
宋
『
書
画
書
録
解
題
』
下
、
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
七
一
三
頁
。

7
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う
と
、
表
裏
一
体
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

5

し
か
し
、
張
懐
瓘
の
「
神
彩

」

（
采
）

と
劉
勰
の
「
隠
秀
」
を
直
接
的
に
結
び

つ
け
て
両
者
の
影
響
関
係
を
論
じ
る
の

は
少
し
く
無
理
が
あ
ろ
う
。
第
一
に
、

張
懐
瓘
の
「
深
く
書
を
識
る
者
は
惟
だ

（

、

神
彩
を
観
て

字
形
を
見
ず

、

」
深
識
書
者

と
い

惟
観
神
彩
、
不
見
字
形

（

文
字
論

）

）
「

」

う
論
法
は
、
む
し
ろ
羊
欣
以
来
の
書
論

の
系
譜
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

〔
芝

（
張
字
形
不
及
右
軍
、
自
然
不
如
小
王

（
虞
龢

張

、
字
形
は
右
軍
に
及
ば
ず
、
自
然
は
小
王
に
如
か
ず

〕

）

。

『
論
書
表
』
に
引
く
羊
欣
の
言
葉
）

〔

〕

（

、

）（

『

』
）

宋
文
帝
は

天
然
勝
羊
欣

功
夫
不
及
欣

王
僧
虔

論
書

天
然
は
羊
欣
に
勝
り

功
夫
は
欣
に
及
ば
ず

、

。

第
二
に
、
こ
う
し
た
論
法
に
「
神
彩
」
と
い
う
語
を
用
い
る
例
は
、
張
懐
瓘
に
先
行
す
る
も
の
が
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
ま
ず

『
書
苑
菁
華
』
巻
十
八
に
収
め
ら
れ
る
「
筆
意
賛
」
に
「
書
の
妙
道
は
、
神
彩
を
上

、

と
為
し
、
形
質
は
之
に
次
ぐ

と
み
え
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
般
的

」（
書
之
妙
道
、
神
彩
為
上
、
形
質
次
之
）

に
斉
の
王
僧
虔
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
も

『
書
苑
菁
華
』
に
は
「
筆

、

意
賛
」
の
著
者
名
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
乾
隆
年
間
に
『
書
苑
菁
華
』
を
翻
刻
し
た
王
汝
瑮
が
「
汝
瑮
案

ず
る
に

『
図
書
集
成
』
は
斉
の
王
僧
虔
の
撰
と
作
す

と
注
す
る
か
ら
で

、

」（
汝
瑮
案
、
図
書
集
成
作
斉
王
僧
虔
撰
）

な

6

。

「

、

、

。『

』

あ
る

余
紹
宋
は

原

権
徳
輿

賀
監
草
書
賛

の
後
に
列
し

未
だ
署
名
せ
ず

古
今
図
書
集
成

（

）
図

「

」

も
と

及
び
『
佩
文
斎
書
画
譜
』
倶
に
引
き
て
王
僧
虔
の
撰
と
作
す
。
今

姑

く
之
に
仍
る
。
其
の
前
の
小
序
は
即
ち

し
ば
ら

よ

（
原
列
権
徳
輿

賀
監
草
書
賛

後
、
未
署
名

『
古

唐
太
宗

筆
意

の
文
、
賛
も
亦
た
斉
梁
人
の
語
に
類
せ
ず

「

」

」

「

」

。

7

今
図
書
集
成
』
及
『
佩
文
斎
書
画
譜
』
倶
引
作
王
僧
虔
撰
。
今
姑
仍
之
。
其
前
小
序
、
即
唐
太
宗

筆
意

文
、
賛
亦
不
類

「

」
之

翠琅玕館叢書本『書苑菁華』巻十八
「筆意賛」



張
天
弓
「
王
僧
虔

筆
意
賛

考

『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
一
九
五
―
一
九
六
頁
。

「

」

」

8

張
天
弓
「
唐
太
宗

筆
意

考

『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
四
三
九
―
四
四
〇
頁
。

「

」

」

9
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と
述
べ
て
、
王
僧
虔
の
文
章
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
る
。
そ
の
指
摘

斉
梁
人
語

（

書
画
書
録
解
題
』
巻
之
九
）

）
『

の
通
り

「
筆
意
賛
」
の
前
半
は
『
墨
池
編
』
巻
第
二
に
唐
太
宗
の
文
章
と
し
て
収
め
ら
れ
る
「
筆
意
」
と
い

、

（
学

う
テ
ク
ス
ト
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
後
者
に
は
「
学
書
の
難
き
は
、
神
彩
を
上
と
為
し
、
形
質
は
之
に
次
ぐ
」

と
み
え
る
。
張
天
弓
の
考
証
に
よ
れ
ば

「
筆
意
賛
」
は
「
筆
意
」
を
改
変
し

書
之
難
、
神
彩
為
上
、
形
質
次
之
）

、

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

8

あ
る
い
は
太
宗
の
「
筆
意
」
も
、
張
懐
瓘
の
「
文
字
論
」
な
ど
に
基
づ
い
て
偽
作
さ
れ
た
可
能
性
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
張
天
弓
は
少
な
く
と
も
太
宗
の
書
論
と
み
て
問
題
は
な
い
と
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で

9

あ
れ
ば
、
張
懐
瓘
の
「
深
く
書
を
識
る
者
は
神
彩
を
観
て
、
字
形
を
見
ず
」
と
い
う
言
葉
は
、
太
宗
の
言
葉

を
踏
襲
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

疑
問
な
の
は
、
薛
龍
春
が
「
神
彩
」
を
論
じ
る
の
に
、
伝
・
王
僧
虔
「
筆
意
賛
」
に
も
唐
太
宗
「
筆
意
」

に
も
一
切
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
先
行
書
論
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
を
無
視
し
て
劉
勰
に

結
び
つ
け
る
の
は
、
牽
強
付
会
の
感
を
禁
じ
得
な
い
。

劉
勰
と
張
懐
瓘
の
美
学
概
念
の
継
承
関
係
が
よ
り
明
瞭
な
の
は
、
む
し
ろ
「
風
骨
」
と
い
う
語
で
あ
る
。

張
懐
瓘
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て

「
風
骨
」
美
学
に
着
目
し
た
も
の
は
な
く
、
ま
た

「
風
骨
」
に
関

、

、

す
る
研
究
で
張
懐
瓘
を
論
じ
た
も
の
も
な
い
。
以
下

「
風
骨
」
と
い
う
美
学
概
念
の
形
成
と
発
展
の
跡
を
辿

、

り
、
劉
勰
の
提
示
し
た
「
風
骨
」
の
美
学
が
い
か
に
し
て
張
懐
瓘
の
書
論
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
か
考
え

た
い
。Ұ

ᲇ
৾
ೆ

ே
͔
Β


·
Ͱ
ͷ
ủ
෩
ࠎ
Ứ
ͷ
༻
ྫ

ま
ず
は
議
論
の
前
提
と
し
て
、
ま
た
基
本
資
料
と
し
て
、
魏
晋
南
北
朝
か
ら
唐
末
ま
で
の
書
物
に
見
出
さ

れ
る
「
風
骨
」
の
用
例
を
、
書
物
の
性
格
、
評
す
る
対
象
や
意
味
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
よ
そ
時
代
順

に
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
予
め
い
く
つ
か
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
実
際
の
言
行
と
そ
れ
が
書
物
に
著

さ
れ
る
時
代
に
は
時
間
的
な
ず
れ
が
あ
り
、
誰
か
の
言
動
と
し
て
記
さ
れ
た
こ
と
が
必
ず
し
も
歴
史
的
な
事

実
と
し
て
正
確
な
記
録
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
史
書
は
、
同
時
代
に
書
か
れ
る
の
で
は
な
く
、

王
朝
が
改
ま
っ
た
後
に
著
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
史
書
を
著
す
者
は
、
直
接
見
聞
き
し
た
も
の
で
は

な
く
、
す
で
に
文
書
と
し
て
存
在
し
て
い
る
史
料
に
基
づ
い
て
、
現
在
の
視
点
、
み
ず
か
ら
の
政
治
的
立
場

か
ら
、
過
ぎ
去
っ
た
歴
史
を
再
構
成
す
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
す
で
に
客
観
的
な
記
録
で
は
な
い
。
た
と
え
そ

こ
に
「
風
骨
」
と
い
う
語
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
当
時
実
際
に
な
さ
れ
た
発
言
で
あ
る
と
い
う
確
証
に

は
な
ら
な
い
。
後
世
の
言
説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
か
ら
だ
。
歴
史
書
で
あ
っ
て
も
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そ
う
し
た
問
題
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
他
の
書
物
で
あ
っ
て
み
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
だ
が

い
ま
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
括
弧
に
入
れ
、
お
よ
そ
の
時
代
的
な
流
れ
と

「
風
骨
」
と
い
う
概
念
が
、
い
か

、

な
る
対
象
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
が
い
か
に
継
承
さ
れ
、
変
遷
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
把
握

す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
の
態
度
が
史
実
と
し
て
歴
史
上
の
人
物
の
言

説
を
記
す
も
の
は
、
記
述
さ
れ
る
人
物
の
時
代
を
基
準
に
し
、
著
者
・
評
者
に
よ
る
批
評
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
書
物
の
成
立
年
代
を
基
準
に
し
た
。
な
お
、
こ
の
時
代
の
書
物
の
成
立
年
代
や
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
は

さ
ま
ざ
ま
な
厄
介
な
問
題
が
あ
る
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
な
偽
作
と
さ
れ
る
も
の
は
対
象
か
ら

除
外
し
、
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
の
あ
と
に
注
を
付
し
た
。

つ
ぎ
に
、
失
わ
れ
た
書
物
は
な
お
多
く
、
い
ま
み
る
こ
と
の
で
き
る
書
物
は
ほ
ん
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

限
ら
れ
た
資
料
の
中
で
集
め
ら
れ
た
用
例
を
も
と
に
何
を
論
じ
る
の
は
、
自
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
ま
た
、

検
出
し
え
た
用
例
は
も
と
よ
り
完
全
で
は
あ
り
え
な
い
。
史
書
や
文
学
論
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
は
星
川

淸
孝
「
風
骨
論
」
を
、
書
論
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
は
河
内
利
治
『
書
法
美
学
の
研
究
』
を
参
照
し
た
ほ

か
、
み
ず
か
ら
検
出
し
え
た
も
の
を
加
え
て
網
羅
化
を
図
っ
た
。
と
は
い
え
、
な
お
遺
漏
は
免
れ
え
な
い
だ

ろ
う
。

さ
ら
に
重
要
な
点
は

「
風
」
と
「
骨
」
に
は

「
風
力

「
風
神
」
や
「
骨
気

「
骨
法
」
な
ど
、
そ
れ
ぞ

、

、

」

」

れ
を
中
心
概
念
と
す
る
関
連
す
る
美
学
概
念
の
体
系
が
拡
が
っ
て
い
る
。
本
来
は
そ
う
し
た
数
々
の
概
念
も

取
り
上
げ
る
の
が
理
想
で
あ
る
が
、
用
例
が
無
数
に
増
え
、
複
雑
に
な
る
。
そ
れ
は
か
え
っ
て
本
質
的
な
も

の
を
見
え
な
く
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
風
骨
」
と
い
う
熟
語
と
し
て
み
え
る

も
の
に
対
象
を
絞
っ
て
用
例
を
挙
げ
た
。
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
次
節
以
降
に
取
り

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

以
下
、
時
代
・
著
者
・
書
名
・
引
用
文
を
挙
げ
た
あ
と
に
、
そ
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
、
人
物
品
評
、
文

学
論
、
書
論
、
画
論
の
分
類
を
【

】
内
に
示
す
。
分
類
は
、
書
物
の
性
格
に
関
わ
り
な
く
、
記
述
内
容
に

よ
っ
て
判
断
す
る
。
た
と
え
ば
書
論
に
み
え
る
記
述
で
あ
っ
て
も
、
人
物
の
風
貌
や
性
格
を
評
す
る
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
人
物
品
評
と
し
て
分
類
し
た
。

①
〈
東
晋
〉
劉
義
慶
『
世
説
新
語
』
軽
詆
篇
「
旧
、
韓
康
伯

を
目
す
ら
く
、
肘
を
捋
す
る
も
風
骨
無

〔
韓
伯
〕

、
、

も
と

ら
つ

（
旧
目
韓
康
伯
、
捋
肘
無
風
骨

【
人
物
品
評
】

し
、
と
」

）

＊
韓
伯
は
、
東
晋
の
官
吏
、
玄
学
家
、
訓
詁
学
者
。
著
に
『
周
易
注
解
』
が
あ
る
。
＊
『
世
説
新
語
』
の
成
書
は
劉
宋
。

（
羲
之
風
骨
清
挙

【
人
物
品
評
】

②
〈
東
晋
〉
王
韶
之
『
晋
安
帝
紀

「
羲
之
は
風
骨
清
挙
な
り

』

」

）

、
、

＊
『
晋
安
帝
紀
』
は
、
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
活
躍
し
た
王
韶
之
（
三
八
〇
―
四
三
五
）
の
撰
に
な
る
東
晋
の
歴
史
書
。
い

ま
は
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
＊
こ
の
一
文
は
、
劉
峻
『
世
説
新
語
注
』
賞
誉
篇
に
「

晋
安
帝
紀
』
に
曰
く
」
と
し
て
引
か

『

れ
る
も
の

『
世
説
新
語
注
』
の
成
書
は
梁
代
。

。

③
〈
劉
宋
〉
沈
約
『
宋
書
』
高
宗
伝
「
桓
玄
曰
く
、

昨

、
劉
裕
を
見
る
に
、
其
の
風
骨

恒
な
ら
ず
、
蓋
し

、
、

き
の
う

（
桓
玄
曰
、
昨
見
劉
裕
、
其
風
骨
不
恒
、
蓋
人
傑
也

【
人
物
品
評
】

人
傑
な
り
、
と
」

）
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＊
桓
玄
（
三
六
九
―
四
〇
四
）
は
、
桓
楚
の
初
代
皇
帝
。
東
晋
の
安
帝
よ
り
禅
譲
を
受
け
て
皇
帝
と
な
る
が
、
ま
も
な
く
劉

裕
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
＊
劉
裕
（
三
六
三
―
四
二
二
）
は
、
南
朝
宋
の
初
代
皇
帝
。
廟
号
は
高
宗
、
諡
号
は
武
帝
。

＊

『
宋
書
』
の
成
書
は
梁
代
。

（
及
長
、
身
長

④
〈
劉
宋
〉
沈
約
『
宋
書
』
武
帝
紀
「
長
ず
る
に
及
び
て
、
身
長
七
尺
六
寸
、
風
骨
奇
特
た
り
」

、
、

七
尺
六
寸
、
風
骨
奇
特

【
人
物
品
評
】

）

＊
初
唐
に
成
書
し
た
李
延
寿
『
南
史
』
宋
武
帝
紀
に
も
同
文
が
み
え
る
。

⑤
〈
梁
〉
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
風
骨
篇
「
若
し
豊
藻
克
く

瞻

な
る
も
、
風
骨
飛
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
采
を
振
る

、
、

よ

ゆ
た
か

（

、

、

、

）【

】

う
こ
と
鮮
を
失
い

声
を
負
う
こ
と
力
無
し

、

」
若
豊
藻
克
瞻

風
骨
不
飛

則
振
采
失
鮮

負
声
無
力

文
学
論

＊
『
文
心
雕
龍
』
の
成
書
は
梁
代
、
西
暦
五
〇
一
年
頃
。

⑥
〈
梁
〉
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
風
骨
篇
「
字
を
捶
つ
こ
と
堅
に
し
て
移
し
難
く
、
響
き
を
結
ぶ
こ
と
凝
っ
て

う

（
捶
字
堅
而
難
移
、
結
響
凝
而
不
滞
。
此
風
骨
之
力
也

【
文
学
論
】

滞
ら
ず
。
此
れ
風
骨
の
力
な
り
」

）

、
、

〈

〉

『

』

「

、

、

⑦

梁

劉
勰

文
心
雕
龍

風
骨
篇

若
し
風
骨
あ
り
て
采
に
乏
し
け
れ
ば

則
ち
鷙
も
翰
林
に
集
ま
り

、
、

し

（
若
風
骨
乏
采
、
則
鷙
集
翰
林
、
采
乏
風
骨
、
則
雉
竄

采
あ
り
て
風
骨
に
乏
し
け
れ
ば
、
則
ち
雉
は
文
囿
に
竄
る
」

、
、

ぶ
ん
ゆ
う

か
く

文
囿

【
文
学
論
】

）

（
観
其

⑧
〈
梁
〉
謝
赫
『
古
画
品
録
』
曹
不
興
の
条
「
其
の
風
骨
を
観
る
に
、
名
は
豈
に
虚
し
く
成
ら
ん
や
」

、
、

風
骨
、
名
豈
虚
成

【
画
論
】

）

＊
謝
赫
は
『
歴
代
名
画
記
』
で
は
斉
の
人
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
村
茂
夫
の
考
証
に
よ
れ
ば
梁
代
に
活
躍
し
た
人
で

あ
り

『
古
画
品
録
』
は
『
文
心
雕
龍
』
の
三
十
数
年
後
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（

中
国
画
論
の
展
開
』
一
〇
〇
―
一

、

『

〇
一
頁

。
）

（
風
骨
鯁
正
、
気
調
英
嶷

【
人
物
品
評
】

⑨
〈
梁
〉
李
延
寿
『
南
史
』
蔡
撙
伝
「
風
骨
は
鯁
正
、
気
調
は
英
嶷
」

）

、
、

＊
蔡
撙
（
四
六
七
―
五
二
三
）
は
、
梁
の
大
臣
。
＊
『
南
史
』
の
成
書
は
初
唐
。

⑩
〈
北
魏
〉
魏
収
『
魏
書
』
祖

伝
「

、
文
学
を
以
て
重
ん
ぜ
ら
る
。
常
に
人
に
語
り
て
云
う
、
文
章
は

莹

莹

、

。

、

須
く
自
ず
か
ら
機
序
を
出
し

一
家
の
風
骨
を
成
す
べ
し

何
ぞ
能
く
人
と
共
に
生
活
を
同
じ
く
せ
ん
や

、
、

（

以
文
学
見
重
。
常
語
人
云
、
文
章
須
自
出
機
序
、
成
一
家
風
骨
。
何
能
共
人
同
生
活
也

【
文
学
論
】

と
」

莹

）

＊
祖

（
？
―
五
三
五
）
は
、
北
魏
の
官
吏
。
＊
『
魏
書
』
の
成
書
は
北
斉
、
五
五
九
年
。

莹

〈

〉

『

』

「

、

、

、

⑪

西
魏

李
大
師
・
李
延
寿

北
史

梁
彦
光
伝

其
の
父

毎
に
親
し
む
所
に
謂
い
て
曰
く

此
の
子

（
其
父
毎
謂
所
親
曰
、
此
子
有
風
骨
。
当
興
吾
宗

【
人
物
品
評
】

風
骨
有
り
。
当
に
吾
が
宗
を
興
す
べ
し
、
と
」

）

、
、

＊
梁
彦
光
は
西
魏
か
ら
隋
に
か
け
て
の
官
吏
。
引
用
文
は
、
か
れ
が
「
魏
の
大
統
末
（
西
魏
、
五
五
一
年

、
太
学
に
入
る
」

）



河
野
道
房
「
釈
彦
悰
撰
『
後
画
録
』
考

（

人
文
学
論
集
』
第
一
四
集
、
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
一
九
九
六
年
）
を

」
『

10
参
照
。
同
論
文
に
よ
れ
ば

『
津
逮
秘
書
』
本
な
ど
の
現
在
伝
わ
る
『
後
画
録
』
の
テ
ク
ス
ト
は

『
四
庫
提
要
』
に
よ
っ
て

、

、

「
偽
本
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
が

「
序
」
と
末
尾
の
李
湊
の
条
を
除
け
ば
信
頼
し
う
る
も
の
だ
と
い
う
。

、
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以
前
の
記
事
。
＊
『
北
史
』
の
成
書
は
初
唐
。
お
な
じ
く
初
唐
に
成
書
し
た
『
隋
書
』
梁
彦
光
伝
に
も
同
文
が
み
え
る
。

⑫
〈
隋
〉
彦
悰
「
後
画
録
」
隋
・
王
仲
舒
の
条
「
孫
公

に
北
面

す
る
も
、
風
骨
は
逮

〔
孫
尚
子
〕

〔
師
事
す
る
〕

、
、

（
北
面
孫
公
、
風
骨
不
逮
。
精
熟
潤
媚
、
名
輩
所
推

【
画
論
】

ば
ず
。
精
熟
潤
媚
は
名
輩
に
推
さ
る
」

）

＊
孫
尚
子
は
隋
の
画
家
。
＊
「
後
画
録
」
は
初
唐
の
貞
観
末
（
六
四
九
）
か
ら
則
天
武
后
の
頃
（
七
世
紀
末
）
ま
で
活
躍
し

た
僧
彦
悰
の
撰

六
六
〇
年
代
半
ば
の
作
と
推
定
さ
れ
る

歴
代
名
画
記

に
引
文
が
み
え
る
ほ
か

王
氏
書
画
苑

津

。

。『

』

、『

』
、『

逮
秘
書

『
叢
書
集
成
』
の
各
本
が
伝
存
す
る
。

』
、

10

⑬
〈
初
唐
〉
煬
烔
「
王
勃
集
序

「

兄
勔
及
び
□

、
磊
落
た
る
詞
韻
、
鏗
鍧
た
る
風
骨
、

」
（

〕

王
勃
の
）

〔
豦
＋
力

、
、

よ
う
け
い

べ
ん

き
よ

ら
い
ら
く

こ
う
こ
う

（
兄
勔
及
□
〔
豦
＋
力

、
磊
落
詞
韻
、
鏗
鍧
風
骨
、
皆
九
変
之
雄
律
也

【
文
学
論
】

皆
な
九
変
の
雄
律
な
り
」

〕

）

＊
煬
烔
（
六
五
〇
―
六
九
三
？
）

⑭
〈
初
唐
〉
盧
照
鄰
「
南
陽
公
集
序

「
両
班

の
叙
事
は

丘
明
の
風
骨
を
得
た
り
」

」

〔
班
彪
・
班
固
父
子
〕

〔
左
〕

、
、

両
班
叙
事
、
得
丘
明
之
風
骨

【
文
学
論
】

（

）

＊
盧
照
鄰
（
六
三
五
？
―
六
八
四
？
）

文

⑮

初
唐

陳
子
昂

修
竹
篇
序

文
章
の
道
弊
れ
て
五
百
年
な
り

漢
魏
の
風
骨
は
晋
宋
伝
う
る
莫
し

〈

〉

「

」「

。

」（

、
、

章
道
弊
、
五
百
年
矣
。
漢
魏
風
骨
、
晋
宋
莫
伝

【
文
学
論
】

）

＊
陳
子
昂
（
六
六
一
―
七
〇
二
）

⑯
〈
初
唐
〉
李
嗣
真
『
書
後
品
』
中
下
品
・
宋
文
帝
「
宋
帝
、
子
敬

の
風
骨
有
り
。
超
縦
狼
藉
、

〔
王
献
之
〕

、
、

（
宋
帝
有
子
敬
風
骨
。
超
縦
狼
藉
、
翕
煥
為
美

【
書
論
】

翕
煥
を
美
と
為
す
」

）

＊
李
嗣
真
（
？
―
六
九
六
）

⑰
〈
盛
唐
〉
張
懐
瓘
『
書
断
』
妙
品
・
虞
世
南
「
族
子
纂
の
書
は
、
叔
父

の
体
則
有
れ
ど
も
、
風

〔
虞
世
南
〕

、

（
族
子
纂
書
、
有
叔
父
之
体
則
、
而
不
継
風
骨

【
書
論
】

骨
は
継
が
ず
」

）

、
＊
『
書
断
』
の
成
書
は
七
二
七
年
。

〔
王
献
之
〕

（
祖

⑱
〈
盛
唐
〉
張
懐
瓘
『
書
断
』
能
品
・
斉
高
帝
「
子
敬

を
祖
述
す
る
も
、
稍
や
風
骨
に
乏
し
」

、
、

述
子
敬
、
稍
乏
風
骨

【
書
論
】

）

草
書
は
〕

（
以
風
骨
為
体
、

⑲
〈
盛
唐
〉
張
懐
瓘
『
書
議

「

風
骨
を
以
て
体
と
為
し
、
変
化
を
以
て
用
と
為
す

』

」

〔

、
、
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以
変
化
為
用

【
書
論
】

）

＊
『
書
議
』
の
成
書
は
七
五
八
年
。

⑳
〈
盛
唐
〉
張
懐
瓘
『
六
体
書
論

「
逸
少

は
損
益
宜
し
き
に
合
す
と
雖
も
、
其
の
風
骨
の
精
熟
な

』

〔
王
羲
之
〕

、
、

〔
張
芝
〕

（
逸
少
雖
損
益
合
宜
、
其
于
風
骨
精
熟
、
去
之
尚
遠

【
書

る
に
お
い
て
は
、
之

を
去
る
こ
と
尚
お
遠
し
」

）

論
】

㉑
〈
盛
唐
〉
張
懐
瓘
『
画
断

「
夫
れ
象
人
の
風
骨
は
張

は
顧

・
陸

〕
に
亜
ぐ
。
張
は

』

〔
僧
繇
〕

〔
愷
之

〔
探
微

〕

、
、

つ

（
夫
象
人
風
骨
、
張
亜
於
顧
陸
。
張
得
其
肉
、
陸
得

其
の
肉
を
得
、
陸
は
其
の
骨
を
得
、
顧
は
其
の
神
を
得
た
り
」

其
骨
、
顧
得
其
神

【
画
論
】

）

＊
『
画
断
』
は
い
ま
伝
わ
ら
ず

『
歴
代
名
画
記
』
に
引
か
れ
る
わ
ず
か
四
条
を
み
る
の
み
で
あ
る
。

、

（
開

㉒
〈
盛
唐
〉
殷
璠
『
河
岳
英
霊
集
』
巻
上
・
序
「
開
元
十
五
年
よ
り
後
、
声
律
・
風
骨
始
め
て
備
わ
る
」

、
、

元
十
五
年
後
、
声
律
風
骨
始
備
矣

【
文
学
論
】

）

＊
『
河
岳
英
霊
集
』
の
成
書
は
七
五
三
年
以
降
。

㉓
〈
盛
唐
〉
殷
璠
『
河
岳
英
霊
集
』
巻
中
・
崔
顥
「

顥
、
年
少
く
し
て
詩
を
為
り
、
名
は
軽
薄
に
陥
る

〔
崔
〕

顥

年
少
為
詩

名
陥
軽
薄

晩
節
忽
変
常
体

風
骨
凜
然

文

も

晩
節
忽
ち
常
体
を
変
じ

風
骨
凜
然
た
り

、

、

」（

、

、

、

、

）【

、
、

学
論
】

㉔
〈
盛
唐
〉
殷
璠
『
河
岳
英
霊
集
』
巻
中
・
王
昌
齢
「
元
嘉

よ
り
以
還
四
百
年
内
、

〔
劉
宋
四
二
三
―
四
五
三
〕

こ
の
か
た

曹

・
劉

・
陸

・
謝

、
風
骨
は
頓
に
尽
き
た
り
。

頃

、
太
原
の
王
昌
齢
、
魯
国
の

〔
植

〔
楨

〔
機

〔
霊
運

〕

〕

〕

〕

、
、

こ
の
ご
ろ

（

、

、

。

、

、

儲
光
羲

頗
る
厥
の
迹
に
従
う

、

」

元
嘉
以
還
四
百
年
内

曹
劉
陸
謝

風
骨
頓
尽

頃
太
原
王
昌
齢

魯
国
儲
光
羲

そ

頗
従
厥
迹

【
文
学
論
】

）

㉕
〈
中
唐
〉
竇

『
述
書
賦
』
巻
下
・
文
武
皇
帝
「

太
宗
は
則
ち

備

に
王
書
を
集
め
、
聖
鑑

旁

く

臮

〔
唐
の
〕

つ
ぶ
さ

あ
ま
ね

啓
く
。
閭
井

を
躡
み
、
未
だ
階
陛
に
登
ら
ず
と
雖
も
、
質
は
詎
ぞ
文
に
勝
ら
ん
や
、
貌
は
能
く
体

〔
村
里
〕

り
よ
せ
い

ふ

（

、

。

、

、

、

を
全
く
す

風
骨
を
兼
ね

法
礼
を
摠
ぶ

。

、

」
太
宗
則
備
集
王
書

聖
鑑
旁
啓

雖
躡
閭
井

未
登
階
陛

質
詎
優
文

、
、

貌
能
全
体
。
兼
風
骨
、
摠
法
礼

【
人
物
品
評
】

）

＊
『
述
書
賦
』
の
成
書
は
七
六
九
年
。

㉖
〈
中
唐
〉
竇

『
述
書
賦
』
巻
下
・
開
元
天
宝
皇
帝
「
開
元

は
乾

に
応
じ
、
神
武
聡

臮

〔
玄
宗
〕

〔
天
子
の
徳
〕

（
開
元
応
乾
、
神
武
聡
明
。
風
骨
巨
麗
、
碑
版
崢
嶸

【
人
物

明
な
り
。
風
骨
は
巨
麗
に
し
て
、
碑
版
は
崢
嶸
た
り
」

）

、
、

そ
う
こ
う

品
評
】

風

㉗

晩
唐

張
彦
遠

歴
代
名
画
記

巻
十
・
唐
下
・
楊
公
南

風
骨
は
俊
秀
に
し
て
神
情
は
爽
邁
な
り

〈

〉

『

』

「

」（

、
、



成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
訳
注
、
第
四
冊
、
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
中
国
美
学
研
究
班
、
二
〇
〇

11
七
年
、
二
五
一
頁
。
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骨
俊
秀
、
神
情
爽
邁

【
人
物
品
評
】

）

＊
『
歴
代
名
画
記
』
の
成
書
は
八
四
七
年
。

ೋ

ủ
෩
ࠎ
Ứ
ͷ
ඒ
ֶ
ͷ
ܗ


三
国
魏
以
来
の
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る
九
品
官
人
法
の
も
と
、
各
郡
県
に
派
遣
さ
れ
た
中
正
と
呼
ば
れ
る

官
は
、
人
々
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ
て
い
る
人
物
品
評
を
参
考
に
し
て
郷
品

を
与
え
た
。
中
央
政
府
は

（
等
級
）

、

、

そ
の
等
級
に
応
じ
て
官
吏
に
登
用
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た
た
め

南
朝
の
貴
族
た
ち
の
あ
い
だ
で
は

人
物
の
容
姿
性
格
と
い
っ
た
も
の
を
評
す
る
こ
と
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た

「
骨
」
の
語
は
、
漢
代
の
骨
相
学

。

に
端
を
発
し
、
魏
晋
の
人
物
品
評
に
受
け
継
が
れ
た

「
風
骨
」
の
語
も
、
そ
う
し
た
人
物
品
評
に
お
い
て
用

。
11

い
ら
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
東
晋
に
活
躍
し
た
人
物
に
関
す
る
評
で
あ
る
。

〔
韓
伯
〕

（
旧
目
韓
康
伯
、
捋
肘
無
風
骨

（

世

旧
、
韓
康
伯

を
目
す
ら
く
、
肘
を
捋
す
る
も
風
骨
無
し
、
と
。

）
『

、
、

も
と

ら
つ

説
新
語
』
軽
詆
）

（

）（

『

』

『

』

）

羲
之
は
風
骨
清
挙
な
り
。
羲
之
風
骨
清
挙

劉
峻

世
説
新
語
注

賞
誉
に
引
く
王
韶
之

晋
安
帝
紀

の
佚
文

、
、

人
物
品
評
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
風
骨
」
を
劉
勰
が
自
身
の
文
学
論
に
応
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
書
画
論
に
お
い
て
「
骨
」
が
重
要
な
美
学
概
念
と
し
て
発
達
し
て
い
た
こ

と
も
少
な
か
ら
ず
劉
勰
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
晋
以
降
、
人
物
品
評
に
お
い
て

さ
か
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
「
骨
」
が
梁
の
劉
勰
に
よ
っ
て
文
学
論
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
ま
で
、
お
よ
そ
一
五

〇
年
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る

「
骨
」
と
い
う
概
念
を
文
学
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は

。

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
物
を
評
す
る
の
に
、
そ
の
体
格
を
支
え
形
づ
く
る
「
骨
」
を
用
い
る
の
が
ご
く
自

然
な
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
文
学
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
を
評
す
る
の
に
物
理
的
な
「
骨
」
を
持
ち
出

す
の
は
、
そ
う
で
な
い
。
そ
れ
が
可
能
に
な
る
に
は

「
骨
」
が
そ
の
原
義
か
ら
離
れ
て
、
あ
る
抽
象
的
な
美

、

の
性
質
を
名
指
す
美
学
概
念
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
劉
勰
に
先
ん
じ
て
、
書
画
論
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
劉
勰
は
、
人
物
品
評
か
ら
直
接
的
に
「
風
骨
」
の
概
念
を
採
り
入
れ
た

、

「

」

。

の
で
は
な
く

書
画
論
に
お
い
て
美
学
概
念
と
な
っ
た

骨

を
文
学
論
に
応
用
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る

文
学
を
い
か
な
る
概
念
を
用
い
て
評
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
は
、
文
学
の
批
評
が
始
ま
り
、
徐

々
に
発
展
し
て
い
っ
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
熱
心
に
追
求
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
実
利
的
な
効

用
を
離
れ
て
文
学
は
い
か
な
る
価
値
を
有
す
る
か
と
い
う
、
文
学
の
本
質
に
直
結
す
る
問
題
だ
っ
た
か
ら
で



『
歴
代
名
画
記
』
巻
五
に
引
か
れ
る
顧
愷
之
の
画
論
は
三
篇
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
論
画

「
魏
晋
勝
流
画
賛

「
画
雲
台
山

」

」

12
記
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

「
論
画
」
と
「
魏
晋
勝
流
画
賛
」
の
二
篇
は
、
題
名
と
本
文
が
誤
っ
て
入
れ
替
わ
っ
た

、

も
の
と
考
え
る
論
者
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
両
篇
は
『
歴
代
名
画
記
』
の
記
載
と
は
逆
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
す
る
異
論
も
提
出
さ
れ
て
お
り
、
本
論
で
は
『
歴
代
名
画
記
』
の
記
載
に
し
た
が
っ
た
。
中
村
茂
夫
『
中
国
画
論

の
展
開
』
二
三
―
二
七
頁
を
参
照
。
な
お
、
古
原
宏
伸
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
顧
愷
之
の
画
論
の
う
ち
「
画
雲
台
山
記
」
は
、

十
二
世
紀
中
葉
の
文
章
が
竄
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（

画
雲
台
山
記

『
中
国
画
論
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇

「

」

〇
三
年

。）
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あ
る
。
劉
勰
以
前
の
文
学
論
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は

「
気
」
や
「
情
」
で
あ
る
。

、

（
文
以
気
為
主
、
気

文
は
気
を
以
て
主
と
為
し
、
気
の
清
濁
に
体
有
り
、
力
め
て
強
い
て
致
す
べ
か
ら
ず
。

、

、

つ
と

之
清
濁
有
体
、
不
可
力
強
而
致

（
曹
丕
『
典
論
』
論
文
）

）

（

、

）（

「

」
）

詩
は
情
に
縁
り
て
綺
靡

賦
は
物
を
体
し
て
瀏
亮
た
り

、

。
詩
縁
情
而
綺
靡

賦
体
物
而
瀏
亮

陸
機

文
賦

、

『
文
心
雕
龍
』
風
骨
篇
に
「
辞
の
骨
に
待
つ
は
、
体
の
骸
を
樹
つ
る
が
如
く
、
情
の
風
を
含
む
は
、
猶
お
形

、

、

」

、「

」

「

」

の
気
を
包
む
が
ご
と
し

と
い
う
よ
う
に

風
骨

の

風

（

、

、

、

）

辞
之
待
骨

如
体
之
樹
骸

情
之
含
風

猶
形
之
包
気

、

の
観
念
は
、
曹
丕
と
陸
機
以
来
の
文
学
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
事
実
、
同
篇
に
は
右
の
曹

丕
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
。
劉
勰
は
、
そ
う
し
た
「
気
」
を
重
ん
じ
る
従
来
の
文
学
観
の
上
に
、
す
で
に

書
画
論
を
通
し
て
美
学
概
念
と
な
っ
て
い
た
「
骨
」
を
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

芸
術
論
に
一
早
く
「
骨
」
と
い
う
概
念
を
採
り
入
れ
た
の
は
画
論
で
あ
る
。
画
聖
と
称
え
ら
れ
る
東
晋
の

顧
愷
之

の
文
章
と
し
て
『
歴
代
名
画
記
』
巻
五
に
引
か
れ
る
「
論
画
」
で
は
、
画
を

（
三
四
四
？
―
四
〇
五
？
）

12

評
す
る
の
に
「
骨
法

「
奇
骨

「
天
骨

「
骨
趣

「
雋
骨
」
と
い
っ
た
「
骨
」
を
含
む
語
が
多
用
さ
れ
て
い

」

」

」

」

る
。

伏
羲
神
皇
。
今
の
世
の
人
に
似
ず
と
雖
も
、
奇
骨
有
り
て
美
好
を
兼
ぬ
。
神
は
冥
芒
に
属
し
、
居
然
と

、
、

（
伏
羲
神
皇
。
雖
不
似
今
世
人
、
有
奇
骨
而
兼
美
好
。
神
属
冥
芒
、
居
然
有
一
得
之
想
）

し
て
一
得
の
想
有
り
。

（
漢
本
紀
。
季
王
首
也
。
有
天
骨
而
少
細
美
）

漢
本
紀
。
季
王
は
首
な
り
。
天
骨
有
る
も
細
美
少
な
し
。

、
、

三
馬
。
雋
骨
天
奇
に
し
て
、
其
の
騰
罩

は
虚
空
を
躡
む
が
如
し
。
馬
勢
に
於
い
て
は
善
を
尽
く

〔
跳
躍
〕

、
、

と
う
た
く

ふ

（
三
馬
。
雋
骨
天
奇
、
其
騰
罩
如
躡
虚
空
、
於
馬
勢
尽
善
也
）

す
な
り
。、「

」

。

「

」

顧
愷
之
は

骨

を
美
学
概
念
に
採
り
入
れ
た
先
駆
者
で
あ
る

人
物
品
評
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た

骨

が
、
一
早
く
画
論
に
応
用
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
人
物
画
を
評
す
る
に
際
し
て
、
人
物
品
評
の
批

評
基
準
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
が
容
易
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
顧
愷
之
は

「
論
画
」
の
冒
頭
で
、
人
物
を
描

、



書
論
に
お
け
る
「
骨
」
の
用
例
と
用
義
を
整
理
分
析
し
た
研
究
に
、
河
内
利
治
『
書
法
美
学
の
研
究
』
第
一
章
「
書
法
審

13
美
範
疇
語
〈
骨
〉
義
考

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

」
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。

、

。

く
こ
と
が
最
も
難
し
い
と
述
べ
て
い
る

そ
れ
は

生
命
と
精
神
を
描
く
こ
と
の
難
し
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い

凡
そ
画
は
、
人
最
も
難
く
、
次
に
山
水
、
次
に
狗
馬
な
り
。
台
榭

は
一
定
の
器
の
み
、
成
し

〔
建
築
物
〕

〔
数
学
に
優
れ
る
こ
と
〕

難
き
も
好
く
し
易
し
。
想
を
遷
し
て
妙
得
す
る
を
待
た
ざ
れ
ば
な
り
。
此
れ
巧
歴

よ

を
以
て
其
の
品
を
差
か
つ
能
わ
ざ
る
な
り
。

わ

（

、

、

、

。

、

。

。

）

凡
画

人
最
難

次
山
水

次
狗
馬

台
榭
一
定
器
耳

難
成
而
易
好

不
待
遷
想
妙
得
也

此
以
巧
歴
不
能
差
其
品
也

書
論
に
「
骨
」
と
い
う
概
念
が
現
れ
る
の
は
、
顧
愷
之
の
後
で
あ
る
。
顧
愷
之
よ
り
二
五
、
六
歳
年
下
で

13

『

』

、
「

、

あ
る
羊
欣

の

古
来
能
書
人
名

に

骨
勢
は
父
に
及
ば
ざ
る
も

（

）

（
『

』

）

三
七
〇
―
四
二
二

法
書
要
録

巻
一

媚
趣
は
之
に
過
ぐ

と
あ
り
、
書
論
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
骨
」
と
い
う
概
念
が

」（
骨
勢
不
及
父
、
而
媚
趣
過
之
）

用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
み
え
る
。
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
王
僧
虔
が
斉
の
高
帝
の
求
め

に
応
じ
て
上
呈
し
た
も
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
本
文
は
王
僧
虔
の
手
に
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
書
論
に
「
骨
」
を
採
り
入
れ
た
の
は
王
僧
虔
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
疑
い
を

さ
ら
に
強
め
る
の
が
、
羊
欣
の
後
を
継
ぐ
虞
龢
の
『
論
書
表

に
「
骨
」
を
用
い
た
評
語

』（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

が
ま
っ
た
く
み
え
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
僧
虔
に
お
い
て
「
骨
」
は
す
で
に
書
を

論
じ
る
中
心
的
観
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
『
論
書

に
は

「
骨
」
を
使
っ
た
語
が
複

』

、

（

法
書
要
録
』
巻
一
）

『

数
見
出
さ
れ
る
。
以
後

「
骨
」
が
書
を
論
じ
る
重
要
な
美
学
概
念
と
し
て
普
遍
化
す
る
。

、

羊
欣
以
前
の
書
論
で
は
、
た
と
え
ば
西
晋
の
衛
恒
の
『
四
体
書
勢

に
代
表
さ
れ
る

』（

晋
書
』
衛
恒
伝
所
録
）

『

よ
う
に
、
書
を
自
然
物
に
喩
え
て
評
す
る
こ
と
が
そ
の
主
た
る
形
式
だ
っ
た
。
羊
欣
＝
王
僧
虔
は
、
画
論
か

ら
「
骨
」
と
い
う
概
念
を
書
論
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
を
人
と
し
て
み
る
視
点
を
拓
い
た
と
い
え

る
。
こ
う
し
て

「
骨
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て

「
筋

「
肉

「
肌

「
膚
」
と
い
っ
た
人
体
の
構
成
要
素
を
用

、

、

」

」

」

い
た
比
喩
に
よ
っ
て
書
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

書
論
に
「
骨
」
が
美
学
概
念
と
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
書
論
史
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
中
国
美
学
史
に
と
っ
て
重
大
な
契
機
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
の
骨
相
学
や
人
物

品
評
、
そ
し
て
人
や
動
物
を
描
く
画
に
お
い
て
は

「
骨
」
は
あ
く
ま
で
本
来
の
意
味
を
離
れ
る
も
の
で
は
な

、

い
。
し
か
る
に
書
論
に
お
い
て
は

「
骨
」
は
抽
象
的
観
念
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
文
学
論
へ
の

、

応
用
を
可
能
に
し
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
語
芸
術
た
る
文
学
に
お
け
る
「
骨
」
は
、
も
は
や
完
全

に
抽
象
的
な
観
念
で
あ
る
。
そ
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
お
い
て
「
骨
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
全

歴
史
を
と
お
し
て
中
国
芸
術
の
特
色
を
最
も
よ
く
表
す
美
学
概
念
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
物
品
評
か
ら

画
論
、
画
論
か
ら
書
論
、
書
論
か
ら
文
学
論
へ
と
応
用
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て

「
骨
」
は
つ
い
に
あ
ら
ゆ
る

、

芸
術
批
評
に
通
ず
る
美
学
概
念
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



目
加
田
明
子
に
よ
れ
ば

「

論
書
』
成
立
の
時
期
は
、
羊
欣
撰
の
『
古
来
能
書
人
名
』
を
上
呈
す
る
に
あ
た
っ
て
の
啓
か

、
『

14
ら
推
し
て
『
古
来
能
書
人
名
』
の
上
呈
後
で
あ
る
。
従
っ
て
、
斉
・
高
帝
即
位
（
建
元
元
年
・
四
七
九
）
後
、
僧
虔
の
没
年

（
永
明
三
・
四
八
五
）
ま
で
の
間
と
思
わ
れ
る

（
目
加
田
明
子
「
王
僧
虔
小
考

『
書
論
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年
、
一
五

」

」

一
頁

。）
張
克
鋒
『
魏
晋
南
北
朝
文
学
与
書
画
的
会
通

（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
は
、
魏
晋
南
北
朝
期
に
活

』

15

」

、

躍
し
た
文
学
者
た
ち
の
多
く
が
書
画
を
兼
ね
善
く
し
た
こ
と
が
「
魏
晋
南
北
朝
文
人
兼
擅
書
画
情
況
統
計
表

（
表
１
―
１

三
一
―
三
七
頁
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

黄
侃
『
文
心
雕
龍
札
記
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
一
頁
。

16

目
加
田
誠
『
中
国
の
文
芸
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
八
―
九
頁
。

17
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王
僧
虔
『
論
書
』
の
成
立
は
、
劉
勰
が
『
文
心
雕
龍
』
を
完
成
さ
せ
る
二
〇
年
ほ
ど
前
と
み
ら
れ
る
。
す

14

で
に
述
べ
た
と
お
り
、
王
僧
虔
は
蕭
子
良
に
書
を
講
じ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
蕭
子
良
は
明
確
に

王
羲
之
へ
の
回
帰
を
唱
え
た
。
劉
勰
は
自
身
が
身
を
寄
せ
て
い
た
定
林
寺
の
僧
祐
を
介
し
て
西
邸
と
つ
な
が

り
が
あ
っ
た
か
ら
、
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
書
に
関
す
る
批
評
に
触
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
南
朝
の
正

史
に
収
め
ら
れ
た
列
伝
に
は
、
多
く
の
人
物
が
文
学
と
書
を
と
も
に
善
く
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
か

15

れ
ら
の
あ
い
だ
で
、
詩
文
や
書
を
評
し
合
う
こ
と
は
ご
く
日
常
的
な
行
為
だ
っ
た
。
劉
勰
が
書
に
関
す
る
批

評
に
無
知
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
以
上
の
議
論
か
ら
、
劉
勰
の
「
風
骨
」
の
美
学
の
形
成

に
、
書
画
論
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ࡾ

ཱུ
㠛
ͷ
ủ
෩
ࠎ
Ứ


『
文
心
雕
龍
』
風
骨
篇
に
お
い
て
劉
勰
は
、
文
章
に
は
「
風
骨
」
が
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
と

説
く
。

二
〇
世
紀
に
お
け
る
『
文
心
雕
龍
』
研
究
の
先
鞭
を
付
け
た
黄
侃
『
文
心
雕
龍
札
記
』
が
「
風
は
即
ち
文

意
、
骨
は
即
ち
文
辞
」
と
解
釈
し
て
以
来

「
風
骨
」
が
何
を
含
意
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

、

16

が
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
私
が
論
じ
た
い
の
は

「
風
骨
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
問
題
で
は

、

な
く
、
む
し
ろ
劉
勰
が
「
風
骨
」
と
い
う
理
念
を
用
い
る
こ
と
で
意
図
し
た
批
判
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が

張
懐
瓘
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

風
骨
篇
の
冒
頭
で
劉
勰
が
「
詩
六
義
を
摠
べ
、
風
其
の

首

に
冠
た
り
」
と
い
う
よ
う
に

「
風
」
と
い
う

、

す

は
じ
め

語
に
は
『
詩
経
』
の
理
念
が
投
射
さ
れ
て
い
る

『
毛
詩
』
大
序
に
は
「
風
は
風
な
り
、
教
な
り
。
風
以
て
之

。

、

」

、「

」

「

」

、

。

を
動
か
し

教
以
て
之
を
化
す

と
あ
り

風

は

諷

と
通
じ

風
刺
・
諷
諭
・
諷
諫
の
意
味
が
あ
る

古
代
、
絶
対
的
な
権
力
を
握
る
王
に
対
し
て
も
、
と
き
に
臣
下
が
異
論
を
唱
え
る
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
た
。

そ
れ
が
「
上
を
風
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
、
権
力
者
が
民
を
教
化
す
る
こ
と
を
「
上
は
以
て
下
を

風
化
す
」
と
い
う
。
目
加
田
誠
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
風
」
す
る
と
は
歌
に
う
た
う
こ
と
で
あ
り
、
歌
に

よ
っ
て
人
に
訴
え
、
相
手
の
心
を
動
か
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

17
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こ
う
し
た
『
詩
経
』
の
理
念
に
し
た
が
っ
て
、
劉
勰
は
「
風
」
と
「
情
」
と
を
結
び
つ
け
る

「
風
に
深
き

。

者
は
、
情
を
述
ぶ
る
こ
と
必
ず
顕
ら
か
な
り

。
内
な
る
強
い
「
情
」
を
表
現
し
、
相
手
の
心
を
動
か
す
も
の

」

が
「
風
」
で
あ
る
。

怊

悵

し
て
情
を
述
ぶ
る
は

必
ず
風
よ
り
始
め

沈
吟

し
て
辞
を
鋪

〔

〕

〔

〕

な
げ
き
悲
し
む

思
い
に
沈
む

、

、

し
よ
う
ち
よ
う

し

く
は
、
骨
よ
り
先
な
る
は
莫
し
。
故
に
辞
の
骨
に
待
つ
は
、
体
の
骸
を
樹
つ
る
が
如
く
、
情
の
風
を
含

た

む
は
、
猶
お
形
の
気
を
包
む
が
ご
と
し
。

（
怊
悵
述
情
、
必
始
乎
風
、
沈
吟
鋪
辞
、
莫
先
於
骨
。
故
辞
之
待
骨
、
如
体
之
樹
骸
、
情
之
含
風
、
猶
形
之
包
気
）

一
方
「
骨
」
は
、
そ
の
比
喩
の
と
お
り
、
外
面
的
な
修
飾
を
取
り
払
っ
て
な
お
残
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
黄
侃
は
「
骨
」
を
「
文
辞
」
と
解
釈
す
る
が
、
劉
勰
が
「
辞
の
骨
を
待
つ
は
、
体
の
骸
を
樹
つ
る

が
如
し
」
と
い
う
の
は

「
辞
」
は
「
骨
」
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て

「
骨
」

、

、

＝
「
辞
」
で
は
な
い

「
辞
」
を
連
ね
組
み
立
て
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
統
御
す
る
力
こ
そ
が
「
骨
」
と
呼

。
。

、「

」

、「

」

「

」

ば
れ
る
の
で
あ
る

ま
た

志
は
実
に
骨
髄
た
り

と
い
う
と
お
り

骨

の
内
に
は
さ
ら
に

志

（

）

体
性

が
存
す
る

「
骨
」
は
「
志
」
の
堅
さ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
風
」
と
基
本
的
な
志
向

。

に
お
い
て
一
致
す
る
も
の
だ
。
劉
勰
は
い
う
。

瘠
義
肥
辞
、
繁
雑
に
し
て
統
を
失
う
が
若
き
は
、
則
ち
骨
無
き
の

徴

な
り
。
思
い
環
周
せ
ず
、
索
莫
と

せ
き

ぎ

し
る
し

し
て
気
に
乏
し
き
は
、
則
ち
風
無
き
の

験

な
り
。

し
る
し

（
若
瘠
義
肥
辞
、
繁
雑
失
統
、
則
無
骨
之
徴
也
。
思
不
環
周
、
索
莫
乏
気
、
則
無
風
之
験
也
）

「
瘠
義
肥
辞

、
す
な
わ
ち
意
味
が
乏
し
く
修
辞
が
過
剰
な
こ
と
ば
に
対
し
て
「
骨
」
を
求
め

「
思
」
の
停

」

、

滞
や
「
気
」
の
欠
如
に
対
し
て
「
風
」
を
求
め
る
劉
勰
が
文
学
に
要
求
す
る
も
の
は
、
外
飾
に
対
す
る
内
面

性
の
充
実
で
あ
る
。

劉
勰
は
す
で
に
そ
う
し
た
理
念
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
く

「
昔
、
詩
人
の
什
篇
は
、
情
の
為
に

。

（
昔
詩
人
什
篇
、
為
情
而
造
文
、
辞
人
賦
頌
、
為
文

し
て
文
を
造
り
、
辞
人
の
賦
頌
は
、
文
の
為
に
し
て
情
を
造
る
」

。
そ
し
て
「
近
代
」
の
文
学
が
そ
の
理
念
を
棄
て
て
華
美
な
修
辞
に
走
っ
て
い
る
こ
と
を
非

而
造
情

（
情
采

）

）

難
す
る
の
で
あ
る

「
近
代
の
辞
人
は
、
華
を
務
め
て
実
を
棄
つ

。

。

」（
近
代
辞
人
、
務
華
棄
実

（
程
器

）

）

「
若
し
豊
藻

克
く

瞻

な
る
も
、
風
骨
飛
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
采
を
振
う
こ
と
鮮
を
失
い
、
声
を
負
う

〔
修
飾
〕

よ

ゆ
た
か

こ
と
力
無
し

と
い
う
批
判
は
、
そ
の
よ
う
な
文

」（
若
豊
藻
克
瞻
、
風
骨
不
飛
、
則
振
采
失
鮮
、
負
声
無
力

（
風
骨
）

）

学
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う

「
采
」
と
は
修
辞
で
あ
り

「
声
」
と
は
声
律
を
意
味
す
る
。
斉
の
永
明
体

。

、

や
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
梁
の
宮
体
詩
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
物
の
描
写
を
主
題
に
し
、
修
辞
や
韻
律
が
や

か
ま
し
く
議
論
さ
れ
た
当
時
の
詩
は
、
い
き
お
い
技
巧
的
な
形
式
主
義
に
傾
い
て
い
た
。
ま
た
散
文
で
は
、

四
六
駢
儷
体
と
呼
ば
れ
る
典
故
を
多
用
し
た
華
麗
な
文
体
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
劉
勰
が
批
判
の
対
象
と

し
た
の
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
文
芸
思
潮
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
劉
勰
は
修
辞
を
完
全
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
文
心
雕
龍
』
自
体
、
四
六



興
膳
宏
『
合
璧

詩
品
・
書
品
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
四
五
―
四
六
頁
。
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駢
儷
体
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
し

「
文
」
と
は
美
し
い
あ
や
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
劉
勰
の
思
想
の
基
調

、

聖

に
あ
る

た
と
え
ば

情
采

篇
で
は

聖
賢
の
書
辞

摠
べ
て
文
章
と
称
す

采
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や

。

「

」

「

、

。

」（

と
い
い

「
質
は
文
を
待
つ

と
論
じ
て
修
辞
の
重
要
性
を
強
調
し

賢
書
辞
、
摠
称
文
章
。
非
采
而
何
）

（
質
待
文
）

、

」

て
い
る
。
劉
勰
が
目
指
し
た
の
は
、
文
学
に
お
け
る
「
文
質
彬
彬

た
る
あ
り
よ
う
、
す
な
わ
ち
内

」（

論
語

）

『

』

容
と
形
式
の
調
和
で
あ
り
、
善
と
美
の
一
致
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
理
想
と
し
た
の
は
、
政
治
倫
理
と
美
学
と

が
幸
福
に
結
び
あ
っ
て
い
た
古
代
の
文
学
世
界
で
あ
る
。
五
経
を
あ
ら
ゆ
る
文
学
形
式
の
起
源
と
み
な
す
劉

勰
に
と
っ
て

『
詩
経
』
は
理
想
と
す
べ
き
文
学
の
あ
り
か
を
示
す
指
針
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
古
代

、

の
文
学
が
も
っ
て
い
た
「
風
骨
」
の
回
復
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
降
の
文
学
史
の
流
れ
を
見
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
劉
勰
の
主
張
が
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら

。

、

、

。

し
た
こ
と
が
わ
か
る

劉
勰
以
降

華
麗
な
修
辞
主
義
に
流
れ
る
文
学
の
潮
流
が

引
き
戻
さ
れ
た
か
ら
だ

劉
勰
の
理
念
は
鍾
嶸
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
劉
勰
が
「
文
」
全
般
を
射
程
に
入
れ
て
五
経
を
典
範
と
す
る

の
に
対
し
、
鍾
嶸
は
「
詩
」
に
限
っ
て
建
安
文
学
を
そ
の
理
想
に
据
え
る
。

永
嘉
の
時
、
黄
老
を
貴
び
、

稍

く
虚
談
を
尚
ぶ
。
時
に
篇
什
は
、
理
其
の
辞
に
過
ぎ
、
淡
乎
と
し
て
味

よ
う
や

わ
い
寡
な
し
。
爰
に
江
左
に
及
び
、
微
波
尚
お
伝
わ
る
。
孫
綽
・
許
詢
・
桓

・
庾

諸
公
の
詩

〔
温

〔
亮
〕

〕

す
く

こ
こ

（

詩
品
』
序
）

は
、
皆
な
平
典
に
し
て
道
徳
論
に
似
、
建
安
の
風
力
尽
き
た
り
。
『

、
、
、
、
、

18

（
永
嘉
時
、
貴
黄
老
、
稍
尚
虚
談
。
於
時
篇
什
、
理
過
其
辞
、
淡
乎
寡
味
。
爰
及
江
左
、
微
波
尚
伝
。
孫
綽
許
詢
桓
庾
諸
公

詩
、
皆
平
典
似
道
徳
論
、
建
安
風
力
尽
矣
）

鍾
嶸
は
「
建
安
の
風
力
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
劉
勰
の
「
風
骨
」
の
復
古
主
義
的
理
念
を
継
承
し
た
。

爾
来

「
建
安
の
風
骨
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
建
安
文
学
は
「
風
骨
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
文
学
の

、

黄
金
期
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
唐
代
の
古
文
復
古
運
動
に
繋
が
る
大
き
な
潮
流
を

つ
く
る
の
で
あ
る
。

࢛

ு
ջ
䛃
ͷ
ủ
෩
ࠎ
Ứ


１

「
風
骨
」
と
い
う
術
語
を
使
っ
て
書
を
評
す
る
例
は
、
初
唐
の
李
嗣
真
『
書
後
品

が
張
懐
瓘
に

』（
六
九
〇
）

先
行
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

（
宋
帝
有
子
敬
風
骨
。
超
縦
狼
藉
、
翕
煥

宋
文
帝
、
子
敬
の
風
骨
有
り
。
超
縦
、
狼
藉
、

翕

煥
を
美
と
為
す
。

、
、

き
ゆ
う
か
ん



本
論
に
お
い
て
張
懐
瓘
の
書
論
と
し
て
扱
う
の
は

『
書
断

（
七
二
七

『
文
字
論

『
六
体
書
論

『
書
估

『
評
書

、

』

）
、

』
、

』
、

』
、

19
薬
石
論

『
書
議

（
七
五
八

『
二
王
等
書
録

（
七
六
〇
）
で
あ
る
。
他
に
張
懐
瓘
の
著
と
し
て
伝
わ
る
も
の
に

『
顔

』
、

』

）
、

』

、

真
卿
筆
法

『
別
本
書
断

『
論
用
筆
十
法

『
玉
堂
禁
経
』
が
あ
る
が
、
偽
作
の
疑
い
が
濃
く
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。

』
、

』
、

』
、

真
偽
の
判
断
は
、
薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
に
拠
る
。
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為
美

（
中
下
品
・
宋
文
帝
）

）

こ
こ
で
王
献
之
の
「
風
骨
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は

「
超
縦
狼
藉
、
翕
煥
」
な
る
美
し
さ
、
す
な

、

わ
ち
、
ず
ば
抜
け
て
放
縦
で
、
散
ら
ば
り
乱
れ
、
さ
か
ん
な
さ
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
容
が
想
起
さ
せ
る

の
は
、
非
常
に
激
し
く
奔
放
な
書
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
み
た
と
お
り
、
劉
勰
の
「
風
骨
」
が
外
面
的

な
装
飾
性
や
華
麗
な
修
辞
へ
の
批
判
を
根
底
に
も
つ
理
念
で
あ
っ
た
の
と
は
相
容
れ
な
い
。
同
じ
「
風
骨
」

の
語
を
使
っ
て
い
て
も
、
劉
勰
が
提
示
し
た
美
学
を
継
承
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
張
懐
瓘
が
用
い
る
「
風
骨
」
に
は
、
劉
勰
的
な
理
念
が
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。
張
懐

瓘
の
著
作
と
し
て
信
ず
べ
き
も
の
の
う
ち
、
直
接
「
風
骨
」
の
語
を
用
い
た
も
の
だ
け
で
も
、
つ
ぎ
の
四
例

19

が
確
認
で
き
る
。

〔
虞
世
南
〕

（
族
子
纂
書
、
有
叔
父
之
体
則
、
而

族
子
纂
の
書
は
、
叔
父

の
体
則
有
れ
ど
も
、
風
骨
は
継
が
ず
。

、
、

不
継
風
骨

（

書
断
』
妙
品
・
虞
世
南
）

）
『

（
祖
述
子
敬
、
稍
乏
風
骨

（

書
断
』
能
品
・
斉
高
帝
）

子
敬
を
祖
述
す
る
も
、
稍
や
風
骨
に
乏
し
。

）
『

、
、

〔
草
書
は
〕

（
以
風
骨
為
体
、
以
変
化
為
用

（

書
議

）

風
骨
を
以
て
体
と
為
し
、
変
化
を
以
て
用
と
為
す
。

）
『

』

、
、

逸
少
は
損
益
宜
し
き
に
合
す
と
雖
も
、
其
の
風
骨
の
精
熟
な
る
に
お
い
て
は
、
之

を
去
る
こ
と

〔
張
芝
〕

、
、

（
逸
少
雖
損
益
合
宜
、
其
于
風
骨
精
熟
、
去
之
尚
遠

（

六
体
書
論

）

尚
お
遠
し
。

）
『

』

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
張
懐
瓘
は
「
風
骨
」
の
語
を
そ
の
画
論
に
も
使
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る

『
歴
代
名
画
記
』
に
は
、
張
懐
瓘
の
画
論
の
佚
文
が
引
か
れ
て
い
る
。

。張
懐
瓘
云
う

「
顧
・
陸
及
び
張
僧
繇
は
評
者
各
お
の
其
の
一
を
重
ん
ず
。
皆
当
れ
り
と
為
す
。
陸
公
は

、
、

、

。

。

、

霊
に
参
じ

妙
を
酌
み

動

れ
ば
神
と
会
す

筆
迹
勁
利
に
し
て
錐
刀
の
如
し

秀
骨
清
像
に
し
て

や
や
も
す

生
動
を
覚
ゆ
る
に
似
た
り
。
人
を
し
て
懍
懍
神
明
に
対
す
る
が
若
か
ら
し
む
。
妙
を
象
中
に
極
む
と
雖

も
、
思
い
は
墨
外
に
融
け
ず
。
夫
れ
象
人
の
風
骨
は
張
は
顧
・
陸
に
亜
ぐ
。
張
は
其
の
肉
を
得
、
陸
は

、
、

つ

其
の
骨
を
得
、
顧
は
其
の
神
を
得
た
り
。
神
妙
方
ぶ
る
無
く
、
顧
を
以
て
最
と
為
す
。
之
を
書
に
比
ぶ

れ
ば
、
則
ち
顧
・
陸
は
鍾

・
張

、
僧
繇
は
逸
少
な
り
。
倶
に
古
今
の
独
絶
と
為
す
。
豈
に
品

〔
繇

〔
芝

〕

〕

（

歴
代
名
画
記
』
巻
六
）

第
を
以
て
拘
う
べ
け
ん
や
」
と
。
『

と
ら



本
論
に
お
い
て
張
懐
瓘
の
書
論
と
し
て
扱
う
の
は

『
書
断

（
七
二
七

『
文
字
論

『
六
体
書
論

『
書
估

『
評
書

、

』

）
、

』
、

』
、

』
、

20
薬
石
論

『
書
議

（
七
五
八

『
二
王
等
書
録

（
七
六
〇
）
で
あ
る
。
他
に
張
懐
瓘
の
著
と
し
て
伝
わ
る
も
の
に

『
顔
真

』
、

』

）
、

』

、

卿
筆
法

『
別
本
書
断

『
論
用
筆
十
法

『
玉
堂
禁
経
』
が
あ
る
が
、
偽
作
の
疑
い
が
濃
く
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。
真

』
、

』
、

』
、

偽
の
判
断
は
、
薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
に
拠
る
。
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（
張
懐
瓘
云
、
顧
陸
及
張
僧
繇
、
評
者
各
重
其
一
。
皆
為
当
矣
。
陸
公
参
霊
酌
妙
、
動
与
神
会
。
筆
迹
勁
利
、
如
錐
刀
焉
。

秀
骨
清
像
、
似
覚
生
動
。
令
人
懍
懍
若
対
神
明
。
雖
妙
極
象
中
、
而
思
不
融
乎
墨
外
。
夫
象
人
風
骨
、
張
亜
於
顧
陸
。
張

、

、

。

、

。

、

、

。

。

得
其
肉

陸
得
其
骨

顧
得
其
神

神
妙
無
方

以
顧
為
最

比
之
書

則
顧
陸
鍾
張

僧
繇
逸
少
也

倶
為
古
今
独
絶

豈
可
以
品
第
拘
）

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
画
論
に
お
い
て
「
風
骨
」
と
い
う
術
語
を
は
じ
め
て
使
っ
た
の
は
謝
赫
『
古
画

品
録
』
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
別
段
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
張
懐
瓘

が
「
風
骨
」
の
語
を
書
と
画
を
貫
く
共
通
の
批
評
基
準
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
張
懐
瓘
が
書

と
画
を
共
通
の
美
学
の
も
と
に
観
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
右
の
引
用
に
は
「
筆
迹
勁
利
に
し
て

錐
刀
の
如
し
」
と
み
え
る
。
張
彦
遠
に
先
駆
け
て
、
張
懐
瓘
は
画
を
「
筆
迹
」
の
強
さ
や
生
動
感
と
い
っ
た

書
的
な
観
点
か
ら
み
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

張
懐
瓘
に
は

画
断

と
い
う
画
論
の
著
作
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が

佚
し
て
伝
わ
ら
な
い

朱
景
玄

唐

『

』

、

。

『

朝
名
画
録
』
序
に
「
以
う
に
張
懐
瓘
の
『
画
品
』
は
神
妙
能
の
三
品
に
断
じ
、
其
の
等
格
の
上
中
下
を
定
め

お
も

て
又
た
分
か
ち
て
三
と
為
す

と
あ
り
、
あ
る
い

」（
以
張
懐
瓘
画
品
断
神
妙
能
三
品
、
定
其
等
格
上
中
下
、
又
分
為
三
）

は
『
書
断
』
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
体
系
的
な
画
論
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
張
彦
遠
が
書
論
に
つ

い
て
は
『
法
書
要
録
』
を
編
纂
す
る
こ
と
で
済
ま
せ
る
一
方
―
―
そ
の
中
心
を
な
す
の
が
張
懐
瓘
の
諸
著
作

、

『

』

、

で
あ
る
―
―

画
論
に
つ
い
て
は
自
ら
筆
を
執
っ
て

歴
代
名
画
記

を
著
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
見
れ
ば

張
懐
瓘
の
『
画
断
』
は
そ
れ
ほ
ど
大
部
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
継
承
発

展
さ
せ
た
の
が
『
歴
代
名
画
記
』
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

『
画
断
』
の
全
貌
を
覗
う
術
は
な
い
が
、
そ
の
断
片
が

。

張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』
に
四
条
引
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
く
短
い
そ
の
断
片
か
ら
も
、
張
懐

瓘
が
ど
の
よ
う
な
美
学
を
も
っ
て
画
を
論
じ
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
、

「

」

、

。

さ
て

以
下
で
は
張
懐
瓘
の
書
論
に
み
え
る

風
骨

の
語
に
つ
い
て

少
し
く
考
察
を
加
え
て
み
よ
う

20

（
有
叔
父
之
体
則
、

た
と
え
ば
虞
世
南
の
甥
に
あ
た
る
虞
纂
に
つ
い
て

「
叔
父
の
体
有
る
も
風
骨
は
継
が
ず

、

」

と
い
う
と
き

「
風
骨
」
に
対
照
さ
れ
て
い
る
の
は
「
体
」
で
あ
る

「
体
」
と
は
外
在
的
な
肉

而
不
継
風
骨
）

、

。

体
で
あ
り
、
姿
か
た
ち
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
書
は
、
外
見
は
よ
く
似
て
い
て
も
、
内
に
隠
れ
て
い

る
芯
の
強
さ
、
醸
し
出
さ
れ
る
風
趣

が
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
斉
の
高
帝
に
つ
い
て

「
子
敬

（
雰
囲
気
）

、

を
祖
述
す
る
も
、
稍
や
風
骨
に
乏
し

と
い
う
の
も
同
じ
で
あ
る
。

」（
祖
述
子
敬
、
稍
乏
風
骨
）

（

、

ま
た

張
懐
瓘
は

草
書
に
つ
い
て

風
骨
を
以
て
体
と
為
し

変
化
を
以
て
用
と
為
す

、

、

、「

、

」
以
風
骨
為
体

第三章 「風骨」の美学



た
だ
し
『
書
譜
』
は
、
唐
代
に
お
い
て
広
く
読
ま
れ
た
形
跡
が
な
い
。
余
紹
宋
に
よ
れ
ば
、
唐
人
で
こ
の
書
に
言
及
し
て

21
い
る
の
は
張
懐
瓘
の
み
で
あ
る

『
法
書
要
録
』
お
よ
び
『
墨
池
編
』
に
は
未
収
で
あ
り
、
北
宋
以
前
に
は
広
く
読
ま
れ
て

。

い
な
か
っ
た

『
宣
和
書
譜
』
に
は
『
書
譜
序
』
上
下
両
巻
と
し
て
載
せ
、
原
跡
が
内
府
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
南

。

宋
・
陳
思
の
『
書
苑
菁
華
』
に
至
っ
て
初
め
て
そ
の
文
が
録
さ
れ
た

『
書
画
書
録
解
題
』
巻
之
三
（

中
国
芸
術
文
献
叢

。

「

刊
」
本
、
中
巻
、
二
八
四
頁
）
を
参
照
。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
体
」
は
、
姿
か
た
ち
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
用
」

以
変
化
為
用
）

と
対
比
さ
れ
て
い
る

「
体
用
」
と
は
本
質
と
そ
の
作
用
で
あ
る
。
草
書
は

「
風
骨
」
を
本
質
と
し
て
「
変

。

、

化
」
を
作
用
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
そ
れ
は
、
孫
過
庭
『
書
譜
』
の
「
真
は
点
画
を
以
て
形
質
と
為
し
、
使
転
を
情
性
と
為
す
。
草

（
真
以
点
画
為

は
点
画
を
以
て
情
性
と
為
し
、
使
転
を
形
質
と
為
す
。
草
は
使
転
に
乖
け
ば
字
を
成
す
能
わ
ず
」

と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
孫

形
質
、
使
転
為
情
性
。
草
以
点
画
為
情
性
、
使
転
為
形
質
。
草
乖
使
転
、
不
能
成
字
）

過
庭
は
こ
こ
で
、
楷
書
と
草
書
を
兼
ね
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
た
め
に
、
両
者
に
共
通
す
る
書
の
構
成

原
理
と
し
て
「
点
画
」
と
「
使
転
」
を
挙
げ
て
い
る
。
使
転
と
は
、
運
筆
の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
運
動
そ
の
も

の
で
あ
る
。
孫
過
庭
は
、
創
作
者
の
視
点
に
立
っ
て
、
実
際
の
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
具
体
的
な
技
法
の
要

諦
を
論
じ
て
い
る
。
他
方
、
張
懐
瓘
の
議
論
は
、
善
く
も
悪
く
も
、
よ
り
抽
象
的
で
観
念
的
で
あ
る
。

張
懐
瓘
は

『
書
断
』
能
品
に
孫
過
庭
を
取
り
上
げ

「
嘗
て
『
運
筆
論
』
を
作
る
。
亦
た
書
の
指
趣
を
得

、

、

」

。
『

』

『

』

、

た
り

と
評
し
て
い
る

書
譜

が

運
筆
論

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は

（

。

）

嘗
作
運
筆
論

亦
得
書
之
指
趣
也

当
時
そ
れ
が
技
法
論
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
孫
過
庭
が
、
あ
く
ま
で
書
家

21

と
し
て
の
立
場
か
ら
技
法
に
中
心
的
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
張
懐
瓘
は
、
み
ず
か
ら
「
臣
、

書
を
工
に
せ
ざ
る
と
雖
も
、
頗
る
其
の
道
を
知
る

と
い
う
と
お

」（
臣
雖
不
工
書
、
頗
知
其
道

（

評
書
薬
石
論

）

）
『

』

り
、
あ
く
ま
で
学
者
を
自
任
し
、
書
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
例
か
ら
だ
け
で
も
、
張
懐
瓘
が
「
風
骨
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
十
分
に
知
ら
れ
る
。
だ
が
、

注
目
す
べ
き
は
、
張
懐
瓘
が
さ
ら
に
「
風
神
骨
気
」
と
い
う
語
を
使
い

「
風
神
」
と
「
骨
力
」
を
同
時
に
用

、

い
て
も
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
つ
ぎ
の
部
分
は
、
張
懐
瓘
の
基
本
的
な
美
学
的
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

皆
な
其
の
天
性
を
先
に
し
、
其
の
習
学
を
後
に
す
。
…
…
風
神
骨
気
の
者
を
以
て
上
に
居
き
、
妍
美
功

、
、
、
、

（
皆
先
其
天
性
、
後
其
習
学
。
…
…
以
風
神
骨
気
者
居
上
、
妍
美
功
用
者
居
下

（

書
議

）

用
の
者
を
下
に
居
く
。

）
『

』

こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
天
性
」
＝
「
風
神
骨
気
」
に
対
す
る
「
習
学
」
＝
「
妍
美
功
用
」
と
い
う
二
元
論

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
羊
欣
以
来
、
書
論
の
定
型
的
批
評
基
準
と
な
っ
た
「
天
然
」
と
「
工
夫
」
の
枠
組

み
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
羊
欣
、
虞
龢
、
王
僧
虔
、
庾
肩
吾
と
い
っ
た
南
朝
の
書
論
家
た
ち
が
い
ず

れ
も
「
天
然
」
と
「
工
夫
」
と
に
対
等
な
価
値
を
置
い
た
の
に
対
し
て
、
張
懐
瓘
は
前
者
を
重
ん
じ
る
。
そ

し
て

「
天
然
」
の
内
実
を
「
風
神
」
と
「
骨
気
」
の
結
合
に
見
出
し
た
上
で
、
品
第
の
全
体
を
貫
く
最
高
の

、

美
学
と
す
る
の
で
あ
る
。
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伯
英

、
之

を
祖
述
し
、
其
の
骨
力
精
熟
は
之
に
過
ぐ
。
索
靖
は
乃
ち
制
を
越
え
て
特
り

〔
張
芝

〔
崔
瑗
〕

〕

、
、

ひ
と

（
伯
英
祖
述
之
、
其
骨
力
精
熟
過
之
也
。
索
靖
乃
越
制
特
立
、
風

立
ち
、
風
神
凜
然
、
其
の
雄
勇
は
之
に
過
ぐ
。

、
、

）

神
凜
然
、
其
雄
勇
過
之
也

（

書
断
』
神
品
・
崔
瑗

）
『

上
の
二
つ
の
引
用
か
ら
、
張
懐
瓘
が
「
風
骨
」
を
「
風
神
」
と
「
骨
気
」
な
い
し
「
骨
力
」
と
い
う
二
つ

。

、

「

」

「

」

「

」

の
概
念
の
結
合
か
ら
成
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

そ
れ
は

劉
勰
が

風
骨

を

風

と

骨

の
要
素
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
の
と
重
な
る
も
の
だ

「
辞
の
骨
に
待
つ
は
、
体
の
骸
を
樹
つ
る
が
如
く
、
情

。

の
風
を
含
む
は
、
猶
お
形
の
気
を
包
む
が
ご
と
し

と
い

」（
辞
之
待
骨
、
如
体
之
樹
骸
、
情
之
含
風
、
猶
形
之
包
気
）

う
劉
勰
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
張
懐
瓘
の
「
風
骨
」
も
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
劉
勰
は

「
風
骨
」
を
「
骨
勁
く
し
て
気
猛
き
」
鷹
や
隼
に
擬
え
て
説
明
し
て
い
る
。

、

夫
れ
翬
翟

は
色
を
備
う
れ
ど
も
、
翾
翥

す
る
こ
と
百
歩
の
み
な
る
は
、
肌
豊
か
に
し

〔
き
じ
〕

〔
飛
ぶ
〕

き

て
き

け
ん
し
よ

て
力
沈
め
ば
な
り
。
鷹
隼
は
采
に
乏
し
け
れ
ど
も
、
翰
飛

し
て
天
に
戻
る
は
、
骨
勁
く
し

〔
高
く
飛
ぶ
〕

い
た

て
気
猛
け
れ
ば
な
り
。
文
章
の
才
力
も
、
此
に
似
た
る
有
り
。
若
し
風
骨
あ
り
て
采
に
乏
し
け
れ
ば
、

〔
鷹
や
隼
〕

〔
文
壇
〕

〔
文

則
ち
鷙

も
翰
林

に
集
ま
り
、
采
あ
り
て
風
骨
に
乏
し
け
れ
ば
、
則
ち
雉
は
文
囿

し

ぶ
ん
ゆ
う

苑
〕

〔
あ
や
〕

（
風
骨
）

に
竄
る
。
唯
だ
藻

耀
い
て
而
も
高
く
翔
ぶ
は
、
固
よ
り
文
筆
の
鳴
鳳
な
り
。

か
く

（
夫
翬
翟
備
色
、
而
翾
翥
百
歩
、
肌
豊
而
力
沈
。
鷹
隼
乏
采
、
而
翰
飛
戻
天
、
骨
勁
気
猛
也
。
文
章
才
力
、
有
似
于
此
。
若

風
骨
乏
采
、
則
鷙
集
翰
林
、
采
乏
風
骨
、
則
雉
竄
文
囿
。
唯
藻
耀
而
高
翔
、
固
文
筆
之
鳴
鳳
也
）

劉
勰
は

「
色

「
肌
豊

「
采
」
に
「
骨
勁

「
気
猛

「
風
骨
」
を
対
置
し
て
い
る
。
張
懐
瓘
が
「
風
神
骨

、

」

」

」

」

気
の
者
を
以
て
上
に
居
き
、
妍
美
功
用
の
者
を
下
に
居
く

と
い
う

」（
以
風
神
骨
気
者
居
上
、
妍
美
功
用
者
居
下
）

と
き
、
そ
の
美
学
的
構
え
は
劉
勰
の
そ
れ
と
同
型
で
あ
る
。

で
は
、
張
懐
瓘
は
『
文
心
雕
龍
』
を
読
ん
で
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
の
著
作
の
中
に
直
接
的
に
劉
勰
な
い

し
『
文
心
雕
龍
』
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
い
ま
こ
こ
で
確
か
な
証
左
を
提
示
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
同
時
代
に
書
か
れ
た
書
論
に
は
劉
勰
を
引
く
も
の
が
み
え

る
。
徐
浩
の
『
論
書

に
み
え
る
つ
ぎ
の
箇
所
は
、
右
の
「
風
骨
」
篇
の
文
章
を
踏
ま
え

』（

法
書
要
録
』
巻
三
）

『

た
も
の
で
あ
る
。

夫
れ
鷹
隼
は
采
に
乏
し
く
も
、
翰
飛
し
て
天
に
戻
る
は
、
骨
勁
く
し
て
気
猛
け
れ
ば
な
り
。
翬
翟
は
色

い
た

を
備
う
る
も
、
翺
翥
す
る
こ
と
百
歩
の
み
な
る
は
、
肉
豊
か
に
し
て
力
沈
め
ば
な
り
。
藻
曜
に
し
て
高

こ
う
し
よ

〔
陽
詢

〔
世
南
〕

〔
遂
良

〔
稷
〕

く
翔
ぶ
が
若
き
は
、
書
の
鳳
凰
な
り
。
欧

・
虞

は
鷹
隼
為
り
、
褚

・
薛

〕

〕

は
翬
翟
為
り
。

（
夫
鷹
隼
乏
采
、
而
翰
飛
戻
天
、
骨
勁
而
気
猛
也
。
翬
翟
備
色
、
而
翺
翥
百
歩
、
肉
豊
而
力
沈
。
若
藻
曜
而
高
翔
、
書
之
鳳

凰
矣
。
欧
虞
為
鷹
隼
、
褚
薛
為
翬
翟
焉
）



同
前
、
一
四
頁
。

22

。

『
旧
唐
書
』
列
伝
第
八
十
七
・
徐
浩
伝
に
「
玄
宗
の
伝
位
〔
位
を
譲
る
〕
の
誥
冊
〔
命
令
書
〕
は
、
皆
な
浩
、
之
を
為
る

23
両
宮
〔
太
后
と
皇
帝
〕
の
文
翰
に
参
か
り
、
寵
遇
さ
る
こ
と
与
に
比
い
と
為
す
こ
と
罕
な
り

（
玄
宗
伝
位
誥
册
、
皆
浩
為

」

あ
ず

と
も

た
ぐ

之
、
参
两
宮
文
翰
、
寵
遇
罕
与
為
比
）
と
み
え
る
。

薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
一
三
頁
。

24

戸
田
浩
暁
「
文
心
雕
龍
小
史

『
文
心
雕
龍
』
下
。

」

25

同
前
、
六
九
〇
頁
。

26

- 87 - 第三章 「風骨」の美学

徐
浩

は
張
懐
瓘
よ
り
も
わ
ず
か
に
後
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
明
経
科
に
及
第
し
た
。
薛

（
七
〇
三
―
七
八
三
）

龍
春
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
七
二
七
年
に
『
書
断
』
が
成
書
し
た
と
き
張
懐
瓘
は
三
十
歳
程
度
だ
っ
と
と
み
ら

れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
な
ら
、
徐
浩
は
張
懐
瓘
よ
り
六
歳
前
後
年
下
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
徐
浩
の
『
論
書
』

22

（

法
書
要
録
』
巻
四
）

（
七
六

の
成
書
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
張
懐
瓘
晩
年
の
『
二
王
等
書
録

が
乾
元
三
年

』
『

、
徐
浩
最
晩
年
の
『
古
跡
記

が
建
中
四
年

に
そ
れ
ぞ
れ
成
書
し
て
い
る
。

〇

（

墨
池
編
』
巻
四
）

（
七
八
三
）

）

『
』

両
著
作
は
、
い
ず
れ
も
歴
代
帝
王
の
内
府
に
収
蔵
さ
れ
る
二
王
ら
の
書
の
集
散
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
り
、

同
内
容
の
記
述
も
み
ら
れ
る

『
古
跡
記
』
に
「
天
宝
中
、
臣
、
使
訪
図
書
に
充
て
ら
る
。
…
…
玄
宗
の
開
元

。

（
天
宝
中
、
臣
充
使
訪
図
書
。
…

五
年
十
一
月
五
日
、
大
小
二
王
の
真
跡
を
収
綴
し
、
一
百
五
十
八
巻
を
得
た
り
」

云
々
と
い
い

『
歴
代
名
画
記
』
巻
二
に

…
玄
宗
開
元
五
年
十
一
月
五
日
、
収
綴
大
小
二
王
真
跡
、
得
一
百
五
十
八
巻
）

、

も
「
天
宝
中
、
徐
浩
は
採
訪
図
画
使
に
充
て
ら
る

と
み
え
る
と
お
り
、
張
懐

」（
天
宝
中
、
徐
浩
充
採
訪
図
画
使
）

瓘
も
徐
浩
も
、
玄
宗
の
と
き
内
府
に
お
い
て
二
王
の
書
の
鑑
定
と
整
理
に
携
わ
っ
て
い
た
。
だ
が
、
つ
ぎ
の

粛
宗
の
治
世
に
な
る
と
、
徐
浩
は
中
書
舎
人
と
な
り
、
粛
宗
に
そ
の
書
を
買
わ
れ
て
尚
書
左
丞
を
兼
任
し
、

そ
の
寵
愛
を
受
け
る
一
方
、
張
懐
瓘
は
何
ら
か
の
理
由
で
乾
元
年
間
に
翰
林
院
を
辞
し
て
い
る
。

23

24

戸
田
浩
暁
は

『
文
心
雕
龍
』
の
後
世
に
お
け
る
受
容
と
研
究
の
歴
史
を
「
文
心
雕
龍
小
史
」
と
し
て
ま
と

、

め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
初
唐
に
お
い
て
は
盧
照
鄰
が
「
近
日
、
劉
勰
の
『
文
身

、
鍾
嶸
の
『
詩
評
』

』

25

（
近
日
、
劉
勰
文
身
、
鍾
嶸
詩
評
、
異
議
鋒
起
、
高
談
不
息

（

南
陽
公
集
序

『
文

は
、
異
議
鋒
起
し
、
高
談
息
ま
ず
」

）
「

」

と
記
す
と
お
り

『
文
心
雕
龍
』
は
『
詩
品
』
と
と
も
に
詩
人
の
あ
い
だ
で
活
潑
な
議

苑
英
華
』
巻
第
七
〇
〇
）

、

論
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
張
懐
瓘
や
徐
浩
の
同
時
代
で
は
、
七
一
〇
年
成
書
の
劉
知
幾
『
史

』

、

『

』

。

通

の
自
叙
に
そ
の
書
が
取
り
上
げ
ら
れ

そ
の
本
文
に
も

文
心
雕
龍

を
踏
ま
え
た
句
が
散
見
さ
れ
る

ま
た
開
元
年
間
で
は
、
王
昌
齢
『
詩
格
』
の
佚
文
に
『
文
心
雕
龍
』
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
実

か
ら
戸
田
浩
暁
は
「
唐
代
に
於
て

『
文
心
雕
龍
』
は
学
者
や
詩
人
の
間
で
か
な
り
珍
重
さ
れ
て
い
た
と
み
て

、

も
、
大
き
な
支
障
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
韓
愈
ら
の
古
文
復
古
運
動
以
降
、
華

26

麗
な
駢
文
で
綴
ら
れ
た
『
文
心
雕
龍
』
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
韓
愈
や
柳
宗
元

が
古
文
復
古
を
唱
え
た
の
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
一

定
程
度
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
以
上
は
あ
く
ま
で
状
況
証
拠
に
す
ぎ
な
い
が
、
張
懐
瓘
が
『
文
心
雕
龍
』
に
触
れ
て
い
た
蓋
然

。

、

「

」

性
は
決
し
て
低
く
な
い

た
と
え
そ
の
影
響
は
直
接
的
で
な
か
っ
た
と
し
て
も

劉
勰
が
提
示
し
た

風
骨

の
美
学
が
芸
術
論
に
広
が
り
、
張
懐
瓘
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
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３

張
懐
瓘
が
「
骨
力
」
や
「
骨
気
」
と
い
っ
た
語
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

王
僧
虔
以
来
の
書
論
で
は
ご
く
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
張
懐
瓘
が
「
風
神
」
の
語
を
多
用
し

て
い
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。

（
資
運
動
於
風
神
、
頤
浩
然
於
潤
色

（

書
断
』
序
）

運
動
を
風
神
に
資
り
、
浩
然
を
潤
色
に

頤

う
。

）
『

、
、

と

や
し
な

〔
欣
〕

（
今
大
令
書
中
、
風
神
怯
者
、
往
往
是
羊
也
）

今
、
大
令
の
書
中
、
風
神
怯
き
者
は
往
往
是
れ
羊

な
り
。

、
、

よ
わ

（
同
、
妙
品
・
羊
欣
）

（
其
隷
則
習
於
鍾
公
、
風
神
稍
怯

（
同
、
妙
品
・
阮
研
）

其
の
隷
は
則
ち
鍾
公
を
習
う
も
、
風
神
稍
や
怯
し
。

）

、
、

よ
わ

（
風
神
厳
於
智
永
、
潤
色
寡
於
虞
世
南

（
同
、
妙

風
神
は
智
永
よ
り
厳
し
く
、
潤
色
は
虞
世
南
よ
り
寡
な
し
。

）

、
、

品
・
欧
陽
詢
）

（
雖
風
神
不
峻
、
亦
士
君
子
之
流
也

（
同
、
能
品
・
王
褒
）

風
神
峻
な
ら
ず
と
雖
も
、
亦
た
士
君
子
の
流
な
り
。

）

、
、

（
状
貌
顕
而
易
明
、
風
神
隠
而
難
辨

（

文
字
論

）

状
貌
は
顕
れ
て
明
易
く
、
風
神
は
隠
れ
て
弁
じ
難
し
。

）
『

』

、
、

み

（

、

雖
だ
逸
少
の
筆
迹
遒
潤

独
り
一
家
の
美
を
擅
に
し

天
質
自
然

風
神
代
を
蓋
う

、

、

、

。
雖
逸
少
筆
迹
遒
潤

、
、

た独
擅
一
家
之
美
、
天
質
自
然
、
風
神
蓋
代

（

書
議

）

）
『

』

「
風
神
」
の
語
も

「
風
骨
」
と
同
様
に
、
人
物
品
評
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
晋
書
』
裴

、

楷
伝
に
「
楷
は
、
風
神
高
邁
、
容
儀
俊
爽
、
博
く
群
書
に
渉
り
、
特
に
理
義
に
精
し
。
時
人
、
之
を
玉
人
と

、
、

謂
う

と
あ
る
。

」（
楷
、
風
神
高
邁
、
容
儀
俊
爽
、
博
渉
群
書
、
特
精
理
義
。
時
人
謂
之
玉
人
）

、
「

、

」

、

張
懐
瓘
は

状
貌
は
顕
れ
て
明
易
く

風
神
は
隠
れ
て
弁
じ
難
し

と

（

、

）

状
貌
顕
而
易
明

風
神
隠
而
難
辨

「
風
神
」
が
内
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
見
て
取
れ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
。
張
懐
瓘
は
一
貫
し
て
目

に
見
え
ぬ
物
に
価
値
を
置
く
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
そ
れ
は
老
荘
思
想
と
『
易
』
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
「
玄

学
」
的
な
性
格
が
色
濃
く
、
あ
る
意
味
で
、
危
う
い
神
秘
主
義
に
接
近
し
て
い
る
と
さ
え
い
い
う
る
。

玄
妙
の
意
は
物
類
の
表
に
出
で
、
幽
深
の
理
は
杳
冥
の
間
に
伏
す
。
豈
に
常
情
の
能
く
言
う
所
、
世
智

の
能
く
測
る
所
な
ら
ん
や
。
独
聞
の
聴
、
独
見
の
明
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
無
音
の
音
、
無
声
の
相
を
議

（

書
議

）

す
べ
か
ら
ず
。
『

』

（
玄
妙
之
意
出
於
物
類
之
表
、
幽
深
之
理
伏
於
杳
冥
之
間
。
豈
常
情
之
能
所
言
、
世
智
之
能
所
測
。
非
有
独
聞
之
聴
、
独
見
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之
明
、
不
可
議
無
音
之
音
無
声
之
相
）

ま
た

「
風
神
」
の
性
格
は

「
厳

「
峻

「
凜
然

「
怯
」
と
い
っ
た
語
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う

、

、

」

」

」

に
、
厳
し
い
か
弱
い
か
と
い
っ
た
尺
度
で
測
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
索
靖
の
書
を
「
風
神
凜
然
、
其
の
雄
勇

」（

）

、

「

、

は
之

に
過
ぐ

と
い
い

欧
陽
詢
の
書
を

風
神
は
智
永
よ
り
厳
し
く

〔

〕

、

崔
瑗

風
神
凜
然

其
雄
勇
過
之
也

潤
色
は
虞
世
南
よ
り
寡
な
し

と
評
す
る
の
を
み
る
と
き
、
索
靖
や
欧
陽

」（
風
神
厳
於
智
永
、
潤
色
寡
於
虞
世
南
）

「

」

、

。

「

」

詢
の
書
に

風
神

の
厳
し
さ
を
認
め

そ
れ
を
智
永
や
虞
世
南
と
対
照
さ
せ
て
い
る

自
ら

銀
鉤
蠆
尾

と
形
容
し
た
と
伝
え
ら
れ
る

索
靖
の
書
を
「
雄
勇
」
と
評
す
る
よ
う
に
、
索
靖
も
欧
陽
詢

（
王
僧
虔
『
論
書

）
』

も
、
骨
力
に
富
む
男
性
的
な
力
強
さ
を
特
徴
と
す
る
。
そ
れ
は
、
智
永
や
虞
世
南
の
も
つ
よ
う
な
女
性
的
な

う
る
わ
し
さ
や
豊
か
さ
を
表
す
「
潤
色
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と

「
風
神
」
は
決
し
て
「
骨
気
」

、

と
異
な
る
価
値
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
風
神
」
は
「
骨
気
」
を
根
底
に
も
つ
と
理
解
し
て
矛
盾
は
な
い
。

（
今
大
令
書
中
、
風
神
怯

『
書
断
』
羊
欣
の
条
に
は
「
今
、
大
令
の
書
中
、
風
神
怯
き
者
は
往
往
是
れ
羊
な
り
」

よ
わ

と
み
え
る
。
王
献
之
の
書
と
さ
れ
る
も
の
の
な
か
で

「
風
神
」
が
弱
い
も
の
は
羊
欣
の
書

者
、
往
往
是
羊
也
）

、

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
羊
欣
は
王
献
之
を
も
っ
と
も
よ
く
継
ぐ
者
と
し
て
、
南
朝

の
宋
斉
に
か
け
て
き
わ
め
て
書
名
の
高
か
っ
た
書
人
で
あ
る
。
両
者
の
書
風
は
よ
く
似
て
い
た
た
め
、
し
ば

し
ば
混
同
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
表
面
上
は
よ
く
似
て
い
て
も

「
風
神
」
の
強
弱
に
よ
っ
て
見
分
け
が
つ
く

、

と
い
う
の
で
あ
る
。
張
懐
瓘
が
、
た
ん
な
る
理
論
家
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
に
書
を
見
る
眼
に
す
ぐ

れ

『
書
断
』
執
筆
時
に
す
で
に
鑑
定
家
と
し
て
抜
き
ん
で
た
見
識
を
具
え
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
か
れ

、
は
『
書
断
』
が
認
め
ら
れ
て
翰
林
院
に
出
仕
し
、
の
ち
に
内
府
に
お
い
て
二
王
の
書
の
整
理
に
携
わ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
晩
年
に
著
さ
れ
た
『
二
王
書
録

の
末
尾
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ

』（

法
書
要
録
』
巻
四
）

『

て
い
る
。

然
れ
ど
も
濫
吹

の
事
、
其
の
来
た
る
や
久
し
。
且

〔
才
能
の
な
い
者
が
才
能
の
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
〕

ら
ん
す
い

つ
張
翼
及
び
僧
恵
式
の
右
軍
を
効
う
が
如
き
は
、
時
人
弁
ず
る
能
わ
ず
。
近
く
は
釈
智
永
、
草
帖
を
臨

な
ら

写
す
る
有
り
、

幾

ど
真
を
乱
さ
ん
と
欲
す
。
宋
朝
に
至
っ
て
大
令
を
学
ぶ
も
の
多
し
。
其
れ
康
昕
、
王

ほ
と
ん

僧
虔
、
薄
紹
之
、
羊
欣
等
も
亦
た
其
の
臭
味
を
混
じ
え
ん
と
欲
す
。
是
を
以
て
二
王
の
書
中
、
多
く
偽

〔
似
て
非
な
る
も

迹
と
為
す
。
好
事
の
蓄
う
所
、
尤
も
宜
し
く
精
審
す
べ
し
、
倘
し
宝
と
す
る
所
、
燕
石

も

に
同
じ
な
れ
ば
、
翻
っ
て
有
識
の
嗤
う
所
と
為
る
な
り
。

の
〕

か
え

（
然
濫
吹
之
事
、
其
来
久
矣
。
且
如
張
翼
及
僧
恵
式
効
右
軍
、
時
人
不
能
辨
。
近
有
釈
智
永
臨
写
草
帖
、
幾
欲
乱
真
。
至
如

宋
朝
多
学
大
令
。
其
康
昕
、
王
僧
虔
、
薄
紹
之
、
羊
欣
等
亦
欲
混
其
臭
味
。
是
以
二
王
書
中
、
多
為
偽
迹
。
好
事
所
蓄
、

尤
宜
精
審
、
倘
所
宝
同
乎
燕
石
、
翻
為
有
識
所
嗤
也
）

４

劉
勰
の
「
風
骨
」
と
の
共
通
点
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
張
懐
瓘
も
劉
勰
と
同
様
に
「
風
骨
」
を

尚
古
主
義
的
な
理
念
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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逸
少
は
損
益
宜
し
き
に
合
す
と
雖
も
、
其
の
風
骨
の
精
熟
な
る
に
於
て
は
、
之

を
去
る
こ
と
尚

〔
張
芝
〕

、
、

（
逸
少
雖
損
益
合
宜
、
其
於
風
骨
精
熟
、
去
之
尚

お
遠
し
。
伯
英
は
是
れ
其
の
祖
、
逸
少
・
子
敬
は
嗣
と
為
す
。

（

六
体
書
論

）

遠
。
伯
英
是
其
祖
、
逸
少
子
敬
為
嗣
）
『

』

こ
こ
は
草
書
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
王
羲
之
の
草
書
は

「
風
骨
」
の
精
熟
さ
に
お
い
て

、

張
芝
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
『
六
体
書
論
』
に
お
い
て
、
隷
書

に
つ
い
て
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

（
楷
書
）

、

、

。

、

王
羲
之
は

鍾
繇
に
比
ぶ
れ
ば

鋒
芒
峻
勢
は
及
ば
ざ
る
所
多
し

増
損
す
れ
ば
則
ち
骨
肉
相
い
称
い

潤
色
す
れ
ば
則
ち
婉
態
妍
華
な
る
に
於
て
は
、
是
れ
乃
ち
過
ぐ
る
な
り
。
王
献
之
は
遠
く
父
に
減
じ
、

〔
た
の
し
み
あ

鋒
芒
は
往
往
直
筆
な
る
の
み
。
鋒
芒
は
犀
象
の
牙
角
有
る
が
若
く
、
婉
態
は
蛟
龍
の
盤
游

を
恣
に
す
る
が
若
し
。
夫
れ
物
は
陰
を
負
い
て
陽
を
抱
く
、
書
も
亦
た
外
は
柔
に
し
て
内
は
剛
な

そ
ぶ
〕

り
。
…
…
元
常
は
兄
と
為
し
、
逸
少
は
弟
と
為
し
、
子
敬
は
息
と
為
す
と
謂
う
べ
し
。

（
王
羲
之
比
鍾
繇
、
鋒
芒
峻
勢
多
所
不
及
。
於
増
損
則
骨
肉
相
称
、
潤
色
則
婉
態
妍
華
、
是
乃
過
也
。
王
献
之
遠
減
於
父
、

。

、

。

、

。

鋒
芒
往
往
直
筆
而
已

鋒
芒
者
若
犀
象
之
有
牙
角

婉
態
者
若
蛟
龍
之
恣
盤
游

夫
物
負
陰
而
抱
陽

書
亦
外
柔
而
内
剛

…
…
可
謂
元
常
為
兄
、
逸
少
為
弟
、
子
敬
為
息
）

他
に
も
、
大
篆
に
は
史
籀
、
小
篆
に
は
李
斯
、
八
分
に
は
蔡
邕
を
そ
れ
ぞ
れ
祖
に
見
出
す
。
実
際
の
書
跡

が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
人
物
を
も
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
尚
古
主
義
的
な
立

場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
図
は
、
二
王
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二
王
、
と
り
わ
け
王
羲
之
が
絶
対
的
な
価
値
と
み
ら
れ
て
い
た
当
時
、
張
懐
瓘
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
た

こ
と
の
真
意
は
そ
こ
に
あ
る
。

乃
ち
通
ぜ
ざ
る
所
無
く
、
独
だ
天
巧
を
質
ん
じ
、
今
を

燿

か
し
て
古
に
抗
た
り
、
百
代
流
行
す
る
に
若

た

お
も

か
が
や

あ

い
た

る
は
、
則
ち
逸
少
最
と
為
す
。
然
る
所
以
は
、
古
は
質
に
し
て
今
は
文
な
る
に
、
世
、
質
を
賤
し
み
て

文
を
貴
べ
ば
な
り
。
文
は
則
ち
俗
に
合
し
、
精
深
に
易
し
。
識
者
必
ず
之
を
古
に
考
う
る
に
、
乃
ち
其

の
質
を
先
に
し
て
其
の
文
を
後
に
す
。
質
は
経
の
如
く
、
文
は
緯
の
如
く
な
る
は
、
鍾
・
張
は
枝
幹
と

為
し
、
二
王
は
華
葉
と
為
す
が
若
し
。
…
…
故
に
真
を
学
ぶ
者
は
鍾
を
兼
ね
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
草
を
学

（

六
体
書
論

）

ぶ
者
は
張
を
兼
ね
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
此
れ
皆
な
書
の
骨
な
り
。
『

』

（
若
乃
無
所
通
、
独
質
天
巧
、
燿
今
抗
古
、
百
代
流
行
、
則
逸
少
為
最
。
所
以
然
者
、
古
質
今
文
、
世
賤
質
貴
文
。
文
則
合

俗
、
易
於
精
深
。
識
者
必
考
之
古
、
乃
先
其
質
而
後
其
文
。
質
者
如
経
、
文
者
如
緯
、
若
鍾
張
為
枝
幹
、
二
王
為
華
葉
。

…
…
故
学
真
者
不
可
兼
鍾
、
学
草
者
不
可
不
兼
張
、
此
皆
書
之
骨
也
）

王
羲
之
だ
け
が
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
、
世
間
は
古
の
質
を
卑
し
ん
で
今
の
文
を
尊
ぶ
か
ら
だ
。
文
は
俗

に
通
じ
、
上
手
く
な
る
の
は
た
や
す
い
―
―
こ
こ
に
張
懐
瓘
の
苛
烈
な
批
判
精
神
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き



- 91 - 第三章 「風骨」の美学

る
だ
ろ
う
。
二
王
を
殊
更
に
祭
り
上
げ
る
世
間
一
般
の
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
の

立
場
を
「
其
の
質
を
先
に
し
て
其
の
文
を
後
に
す
」
と
宣
言
す
る
の
だ
。

、

。

、

す
な
わ
ち
張
懐
瓘
は

王
羲
之
を
絶
対
視
す
る
風
潮
に
抵
抗
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

よ
り
正
確
に
は

形
骸
化
し
た
王
羲
之
崇
拝
に
異
を
唱
え
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
最
初
期
の
『
書
断
』
か
ら
晩

年
の
『
書
議
』
や
『
二
王
等
書
録
』
に
至
る
ま
で
の
三
十
数
年
間
、
一
貫
し
て
い
る
。
す
で
に
『
書
断
』
に

お
い
て
、
書
体
別
に
品
第
を
加
え
、
無
条
件
に
王
羲
之
を
首
位
に
置
い
て
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
上
の
一
節
は
、
鍾
繇
・
張
芝
・
王
羲
之
・
王
献
之
の
い
わ
ゆ
る
「
四
賢
論
」
の
系
譜
に
連
な

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
歴
代
の
論
者
と
比
較
し
た
と
き
、
張
懐
瓘
の
立
場
が
よ
り
明
確

に
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
し
ば
ら
く
、
歴
代
の
四
賢
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。

四
賢
論
の
嚆
矢
を
な
す
の
は
、
南
朝
宋
の
虞
龢
の
『
論
書
表

で
あ
る
。

』（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

夫
れ
古
は
質
に
し
て
今
は
妍
な
る
は
数
の
常
な
り
。
妍
を
愛
し
て
質
を
薄
ん
ず
る
は
人
の
情
な
り
。
鍾

か
ろ

・
張

、
之
を
二
王
に
方
ぶ
れ
ば
、
古
と
謂
う
べ
し
。
豈
に
妍
質
の
殊
無
き
を
得
ん
や
。
且
つ

〔
繇

〔
芝

〕

〕

く
ら

二
王
の
暮
年
、
皆
な
少
き
よ
り
勝
る
。
父
子
の
間
、
又
た
今
古
と
為
す
。
子
敬

の
其
の
妍
妙

〔
王
献
之
〕

わ
か

を
窮
む
る
は
、
固
よ
り
其
れ
宜
な
り
。
然
れ
ど
も
優
劣
は
既
よ
り
微
か
に
し
て
美
に
会
う
こ
と
倶
に
深

も
と

し
。
故
に
同
に
終
古
の
独
絶
、
百
代
の
楷
式
と
為
す
。

（
夫
古
質
今
妍
、
数
之
常
也
。
愛
妍
而
薄
質
、
人
之
情
也
。
鍾
張
方
之
二
王
、
可
謂
古
矣
。
豈
得
無
妍
質
之
殊
。
且
二
王
暮

年
、
皆
勝
於
少
。
父
子
之
間
、
又
為
今
古
。
子
敬
窮
其
妍
妙
、
固
其
宜
也
。
然
優
劣
既
微
、
而
会
美
倶
深
。
故
同
為
終
古

之
独
絶
、
百
代
之
楷
式
）

一
見
す
る
と
、
虞
龢
と
張
懐
瓘
は
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
張

懐
瓘
は
虞
龢
の
「
夫
れ
古
は
質
に
し
て
今
は
妍
な
る
は
数
の
常
な
り
。
妍
を
愛
し
て
質
を
軽
ん
ず
る
は
人
の

情
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
踏
ま
え
て
「
古
は
質
に
し
て
今
は
文
な
る
に
、
世
、
質
を
賤
し
み
て
文
を
貴
ぶ
」

と
述
べ
て
い
る
し
、
虞
龢
が
二
王
を
「
百
代
の
楷
式
」
と
呼
ぶ
の
を
、
張
懐
瓘
は
「
百
代
流
行
す
」
と
言
い

。

、

。

、

換
え
て
い
る

こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て

張
懐
瓘
が
虞
龢
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い

だ
が

両
者
の
立
場
は
決
定
的
に
異
な
る
。

虞
龢
は
決
し
て
「
古
質
」
を
称
え

「
今
妍
」
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
今
妍
」
を
積
極

、

的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
虞
龢
は

「
古
質
」
か
ら
「
今
妍
」
へ
の
変
化
を
「
数
の
常
」
す
な
わ
ち
自

、

然
法
則
と
し
て
見
出
す
。
そ
の
よ
う
な
変
化
は

「
妍
」
を
愛
し
て
「
質
」
を
軽
ん
じ
る
「
人
の
情

、
つ
ま

、

」

り
人
間
に
そ
な
わ
っ
た
感
性
の
自
然
な
反
応
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
芸
術
形
式
の
も
つ

様
式
美
の
発
展
を
自
然
史
的
過
程
と
し
て
認
識
す
る
眼
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
素
朴
な
進
歩
史
観
に
よ

っ
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
典
型
的
に
示
す
の
が
、
四
賢
に
対
す
る
虞
龢
の
認
識
で
あ
る
。
張
芝
・
鍾
繇
か
ら
王
羲
之
を
経
て

王
献
之
に
至
る
「
質
」
か
ら
「
妍
」
へ
の
変
化
を
、
虞
龢
は
リ
ニ
ア
な
発
展
と
み
な
す
。
そ
し
て
、
王
献
之

が
「
妍
妙
を
窮
」
め
た
の
は
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
し
て

「
固
よ
り
其
れ
宜
な
り
」
と
肯
定
す
る
の
で
あ

、

。

、

、「

」

、

る

よ
り
正
確
に
い
え
ば

こ
う
し
た
虞
龢
の
書
法
史
観
は

今
妍

を
象
徴
す
る
王
献
之
を
基
準
に
し
て
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そ
れ
以
前
の
書
法
史
を
目
的
論
的
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
座
に
立
て
ば
、
張
芝
・
鍾
繇
は

「

」

、

「

」

「

」

。

古

で
あ
り

そ
し
て
羲
之
と
献
之
の
あ
い
だ
に
も

古

と

今

の
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

虞
龢
は

「
今
妍
」
を
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
の
最
た
る
者
と
し
て
王
献
之
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
張
懐
瓘
が
虞
龢
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
立
場
に
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。

張
懐
瓘
は
、
張
芝
と
鍾
繇
は
枝
と
幹
、
二
王
は
華
と
葉
で
あ
る
と
い
い
、
前
者
こ
そ
「
書
の
骨
」
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る

「
風
骨
」
の
「
骨
」
と
は
、
書
を
形
づ
く
る
根
幹
で
あ
り
、
そ
れ
は
鍾
繇
と
張
芝
に
も
っ
と

。

も
具
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
張
懐
瓘
の
認
識
で
あ
る
。

虞
龢
に
次
い
で
四
賢
を
論
じ
た
の
は
、
梁
武
帝
で
あ
る
。

世
の
学
者
、
二
王
を
宗
び
て
、
元
常
の
逸
迹
は
曽
て
睥
睨
せ
ず
。
羲
之
、
之
に
過
ぐ
る
の
論
有
り
。
後

へ
い
げ
い

生
、
遂
に
雷
同
し
て
、
元
常
を
古
肥
と
謂
い
、
子
敬
を
今
痩
と
謂
い
、
古
今
既
に
殊
な
り
、
肥
痩
頗
る

反
け
り
。
如
し
自
ら
省
覧
す
れ
ば
、
衆
説
と
異
な
る
有
る
べ
し
。
張
芝
・
鍾
繇
は
、
巧
趣
精
細
、
殆
ど

も

機
神
を
同
じ
く
す
。
肥
痩
古
今
、
豈
に
意
を
致
し
易
か
ら
ん
や
。
真
跡
は
少
な
し
と
雖
も
得
て
推
す
べ

し
。
逸
少
の
鍾
書
を
学
ぶ
に
至
っ
て
は
、
勢
巧
に
し
て
形
密
な
る
も
、
其
の
独
運
す
る
に
及
ん
で
は
、

意
は
疎
に
し
て
字
は
緩
な
り
。
…
…
又
た
子
敬
の
逸
少
に
迨
ば
ざ
る
は
、
猶
お
逸
少
の
元
常
に
迨
ば
ざ

（

観
鍾
繇
書
法
十
二
意

『
法
書
要
録
』
巻
二
）

る
が
ご
と
し
。
「

」

（
世
之
学
者
宗
二
王
、
元
常
逸
迹
、
曽
不
睥
睨
。
羲
之
有
過
之
論
。
後
生
遂
爾
雷
同
、
元
常
謂
之
古
肥
、
子
敬
謂
之
今
痩
、

古
今
既
殊
、
肥
痩
頗
反
。
如
自
省
覧
、
有
異
衆
説
。
張
芝
鍾
繇
、
巧
趣
精
細
、
殆
同
機
神
。
肥
痩
古
今
、
豈
易
致
意
。
真

跡
雖
少
、
可
得
而
推
。
逸
少
至
学
鍾
書
、
勢
巧
形
密
、
及
其
独
運
、
意
疎
字
緩
。
…
…
又
子
敬
之
不
迨
逸
少
、
猶
逸
少
之

不
迨
元
常
）

梁
武
帝
は
二
王
以
上
に
張
芝
と
鍾
繇
、
と
り
わ
け
後
者
を
重
ん
じ
る
。
こ
れ
が
虞
龢
の
主
張
と
対
立
す
る

の
は
自
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
張
懐
瓘
の
立
場
は
、
こ
の
梁
武
帝
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
こ
と
に
注
意
さ
れ

る
。そ

し
て
、
虞
龢
が
王
献
之
を
、
梁
武
帝
が
鍾
繇
を
そ
れ
ぞ
れ
第
一
に
推
す
の
に
対
し
て
、
両
者
を
批
判
し

て
い
る
の
が
唐
太
宗
で
あ
る
。

鍾
、
美
を
一
時
に
擅
に
し
、
亦
た
逈
絶
と
為
す
と
雖
も
、
其
の
善
を
尽
く
す
を
論
ず
る
に
、
或
い
は
疑

わ
し
き
所
有
り
。
…
…
但
だ
其
の
体
は
則
ち
古
に
し
て
今
な
ら
ず
。
字
は
則
ち
長
に
し
て
制
を
逾
ゆ
。

其
の
大
量
を
語
ら
ば
、
此
を
以
て
瑕
と
為
す
。
献
之
、
父
の
風
有
り
と
雖
も
、
殊
に
新
巧
に
非
ず
。
其

の
字
勢
を
観
る
に
、
疏
痩
な
る
こ
と
隆
冬
の
枯
樹
の
如
し
。
其
の
筆
蹤
を
覧
る
に
、
拘
束
せ
ら
る
る
こ

（

晋
書
』
王
羲
之
伝
）

と
厳
家
の
餓
隷
の
若
し
。
『

（
鍾
雖
擅
美
一
時
、
亦
為
逈
絶
、
論
其
尽
善
、
或
有
所
疑
。
…
…
但
其
体
則
古
而
不
今
。
字
則
長
而
逾
制
。
語
其
大
量
、
以

此
為
瑕
。
献
之
雖
有
父
風
、
殊
非
新
巧
。
観
其
字
勢
、
疏
痩
如
隆
冬
之
枯
樹
。
覧
其
筆
蹤
、
拘
束
若
厳
家
之
餓
隷
）

こ
の
後
、
太
宗
は
、
梁
の
蕭
子
雲
を
「
丈
夫
の
気
無
し

云
々
と
い
っ
て
斥
け
、
最
終
的
に

」（
無
丈
夫
之
気
）
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王
羲
之
を
持
ち
上
げ
る
の
で
あ
る

「
所
以
に
古
今
を
詳
察
し
、
篆
素
を
研
精
す
る
に
、
善
を
尽
く
し
、
美
を

。

尽
く
せ
る
は
、
其
れ
惟
だ
王
逸
少
の
み
な
る
か

。

」（
所
以
詳
察
古
今
、
研
精
篆
素
、
尽
善
尽
美
、
其
惟
王
逸
少
乎
）

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
鍾
繇
を
論
じ
る
際
に
「
其
の
体
は
則
ち
古
に
し
て
今
な
ら
ず
」
と
述
べ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
窺
わ
れ
る
「
古
」
と
「
今
」
へ
の
見
方
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
あ
き
ら
か
に
太
宗

は
「
古
」
を
否
定
的
に
み
て
い
る
。

つ
ぎ
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
孫
過
庭
の
『
書
譜

で
あ
る
。
孫
過
庭
は
、
そ
の

』（
六
八
七
）

冒
頭
で
、
虞
龢
の
四
賢
論
を
踏
ま
え
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。

評
者
云
う

「
彼
の
四
賢
は
、
古
今
の
特
絶
た
り
。
而
し
て
今
の
古
に
逮
ば
ざ
る
は
、
古
は
質
に
し
て
今

、

（
評
者
云
、
彼
之
四
賢
、
古
今
特
絶
。
而
今
不
逮
古
、
古
質
今
妍
）

は
妍
な
れ
ば
な
り
」
と
。

だ
が
、
こ
の
文
は
奇
妙
で
あ
る

「
古
は
質
に
し
て
今
は
妍
な
り
」
は
虞
龢
の
『
論
書
表
』
の
言
葉
に
み
え

。

る
言
葉
で
あ
る
が

「
今
は
古
に
逮
ば
ず
」
と
は
同
書
の
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
虞
龢
の
立
場
と

、

。

、

、

は
ま
っ
た
く
逆
立
す
る
も
の
で
あ
る

先
に
み
た
と
お
り

虞
龢
は
四
賢
に
書
法
史
の
発
展
過
程
を
見
出
し

「
今
妍
」
を
肯
定
す
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
評
者
」
は
虞
龢
で
は
な
い
。

こ
の
「
評
者
」
は
、
虞
龢
と
は
反
対
の
結
論
を
導
く
た
め
の
根
拠
と
し
て
虞
龢
を
引
用
し
て
い
る
。
虞
龢

が
「
今
」
は
「
妍
」
な
る
が
ゆ
え
に
「
質
」
な
る
「
古
」
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
「
評
者
」
は

「
今
」
は
「
妍
」
な
る
が
ゆ
え
に
「
質
」
な
る
「
古
」
に
及
ば
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

、

「
今
は
古
に
逮
ば
ず
」
と
は
、
誰
の
言
葉
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
見
方
を
初
め

て
し
た
の
は
先
に
引
用
し
た
と
お
り
「
子
敬
の
逸
少
に
及
ば
ざ
る
は
、
猶
お
逸
少
の
鍾
・
張
に
及
ば
ざ
る
が

ご
と
し

と
述
べ
た
梁
武
帝
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
評
者
」
は
、
梁
武
帝
以
降
の

」（

観
鍾
繇
筆
法
十
二
意

）

「

」

尚
古
主
義
を
奉
じ
る
立
場
に
あ
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
評
者
」
の
立
場
は
、
そ
れ
は
張
懐
瓘
の
そ

れ
と
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。

孫
過
庭
は
、
こ
の
「
評
者
」
の
見
方
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

夫
れ
質
は
代
を
以
て
興
り
、
妍
は
俗
に
因
り
て
易
わ
る
。
書
契
の
作
ら
る
る
は
、

適

ら
以
て
言
を
記
す

も
つ
ぱ

と
雖
も
、
而
も

淳

醨
一
た
び
遷
り
、
質
文
三
た
び
変
わ
る
。
馳
騖
沿
革
は
、
物
理
常
に
然
る
な
り
。
能

じ
ゆ
ん

り

ち

ぶ

く
古
に
し
て
時
に
乖
か
ず
、
今
に
し
て
弊
を
同
じ
く
せ
ざ
る
を
貴
ぶ
。
所
謂
「
文
質
彬
彬
と
し
て
、
然

る
後
君
子
」
な
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
雕
宮
を
穴
処
に
易
え
、
玉
輅
を
椎
輪
に
反
す
者
あ
ら
ん
や
。

か
え

（
夫
質
以
代
興
、
妍
因
俗
易
。
雖
書
契
之
作
、
適
以
記
言
、
而
淳
醨
一
遷
、
質
文
三
変
。
馳
騖
沿
革
、
物
理
常
然
。
貴
能
古

不
乖
時
、
今
不
同
弊
。
所
謂
文
質
彬
彬
、
然
後
君
子
。
何
必
易
雕
宮
於
穴
処
、
反
玉
輅
於
椎
輪
者
）

孫
過
庭
の
文
質
論
が
、
そ
れ
以
前
の
論
者
た
ち
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
虞
龢
が

「
質
」
か
ら
「
文
」
へ
と
リ
ニ
ア
な
発
展
を
前
提
す
る
の
に
対
し
て
、
孫
過
庭
は
「
質
文
三
た
び
変
わ
る
」

と
い
う
。
つ
ま
り

「
質
」
と
「
文
」
の
交
替
は
弁
証
法
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

、

導
き
出
さ
れ
る
「
能
く
古
に
し
て
時
に
乖
か
ず
、
今
に
し
て
弊
を
同
じ
く
せ
ざ
る
を
貴
ぶ
」
と
い
う
結
論
に
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は
、
そ
れ
以
前
の
書
論
に
は
見
出
し
え
な
い
洞
察
が
あ
る
。
孫
過
庭
は
、
虞
龢
以
来
や
か
ま
し
く
議
論
さ
れ

て
き
た
「
質
」
か
「
文
」
か
と
い
う
単
純
な
二
元
論
を
否
定
し
て
、
よ
り
高
次
の
統
一
を
目
指
す
。
い
わ
ば

「
質
」
と
「
文
」
を
止
揚
し
て
、
弁
証
法
的
に
統
一
し
た
次
元
に
理
想
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
質
論
に
よ
っ
て
孫
過
庭
が
な
そ
う
と
す
る
の
は
、
王
羲
之
が
最
高
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を

示
す
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
梁
武
帝
の
「
子
敬
の
逸
少
に
及
ば
ざ
る
は
、
猶
お
逸
少
の
鍾
・
張
に
及
ば
ざ
る

が
ご
と
し
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。

、

、

。

意
者
う
に

以
て
其
の
綱
紀
を
評
し
得
た
り
と
為
さ
ん
も

未
だ
其
の
始
卒
を
詳
ら
か
に
せ
ざ
る
な
り

お
も

且
つ
元
常
は
専
ら
隷
書
に
工
み
に
し
て
、
伯
英
は
尤
も
草
体
に
精
な
り
。
彼
の
二
美
な
る
、
而
も
逸
少

は
之
を
兼
ぬ
。
草
に
擬
す
れ
ば
則
ち
真
を
余
し
、
真
に
比
す
れ
ば
則
ち
草
に
長
ず
。
専
工
は
小
し
く
劣

る
と
雖
も
、
博
渉
は
多
く
優
る
。
其
の
終
始
を
摠
ぶ
る
に
、
乖
互
無
き
に
匪
ず
。

（
意
者
以
為
評
得
其
綱
紀
、
未
詳
其
始
卒
也
。
且
元
常
専
工
於
隷
書
、
伯
英
尤
精
於
草
体
。
彼
之
二
美
、
而
逸
少
兼
之
。
擬

草
則
餘
真
、
比
真
則
長
草
。
雖
専
工
小
劣
、
而
博
渉
多
優
。
摠
其
終
始
、
匪
無
乖
互
）

つ
ま
り
孫
過
庭
は

「
評
者
」
と
梁
武
帝
の
見
解
を
共
に
批
判
し
、
王
羲
之
は
隷
書

で
は
鍾
繇
に

、

（
楷
書
）

か
な
わ
ず
、
草
書
で
は
張
芝
に
か
な
わ
な
い
が
、
二
体
を
兼
ね
て
善
く
す
る
点
に
お
い
て
両
者
よ
り
も
優
れ

て
い
る
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
庾
肩
吾
『
書
品

が
「
張
は
工
夫
第
一
、
天
然
之

』（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

に
次
ぐ
。
鍾
は
天
然
第
一
、
功
夫
之
に
次
ぐ
。
王
は
、
工
夫
は
張
に
及
ば
ざ
る
も
、
天
然
之
に
過
ぐ
。
天
然

（
張
工
夫
第
一
、
天
然
次
之
。
鍾
天
然
第
一
、
功
夫
次
之
。
王
工
夫
不
及
張
、

は
鍾
に
及
ば
ざ
る
も
、
工
夫
之
に
過
ぐ
」

と
い
っ
た
論
法
と
同
型
で
あ
る

「
工
夫
」
と
「
天
然
」
と
い
う
美
学
的

天
然
過
之
。
天
然
不
及
鍾
、
工
夫
過
之
）

。

観
点
か
ら
の
評
価
を

「
草
書
」
と
「
隷
書
」
と
い
う
書
体
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
評
価
に
置
き
換
え
た
も
の

、

で
あ
る
。
庾
肩
吾
が
張
芝
、
鍾
繇
、
王
羲
之
の
三
者
を
と
も
に
最
高
の
「
上
之
上
」
品
に
列
し
、
そ
の
優
劣

に
つ
い
て
は
明
確
な
論
断
を
避
け
て
い
る
の
に
対
し
、
孫
過
庭
は
王
羲
之
を
第
一
に
推
す
の
で
あ
る
。

『
書
譜
』
の
三
年
後
に
著
さ
れ
た
李
嗣
真
『
書
後
品

は
、
張
懐
瓘
に
先
行

』（

法
書
要
録
』
巻
三
、
六
九
〇
年
）

『

す
る
書
論
と
し
て
時
代
的
に
最
も
近
い
存
在
で
あ
り

『
書
断
』
も
そ
の
品
第
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と

、

か
ら
、
張
懐
瓘
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い

『
書
後
品
』
は
、
最
上
の
「
逸
品
」
に

。

李
斯
お
よ
び
四
賢
の
五
人
を
列
す
る
。
李
斯
を
別
格
と
し
て
、
や
は
り
四
賢
の
優
劣
を
論
じ
て
い
る
。

右
、
四
賢
の
迹
、
…
…
皆
な
曠
代
の
絶
作
と
謂
う
べ
し
。
而
し
て
鍾
・
張
は
、
筋
骨
は
余
り
有
る
も
、

膚
肉
は
未
だ
贍
ら
ず
。
逸
少
は
則
ち
加
減

太

だ
過
ぎ
、
朱
粉

設
く
る
無
し
。
…
…
其
の
盛
美

〔
化
粧
〕

た

は
な
は

を
求
む
る
に
、
以
て
諸
を
備
さ
に
し
難
し
。

こ
れ

つ
ぶ

（
右
四
賢
之
迹
、
…
…
皆
可
謂
曠
代
絶
作
。
而
鍾
張
筋
骨
有
餘
、
膚
肉
未
贍
。
逸
少
則
加
減
太
過
、
朱
粉
無
設
。
…
…
求
其

盛
美
、
難
以
備
諸
）

李
嗣
真
も
、
太
宗
・
孫
過
庭
に
引
き
続
い
て
、
王
羲
之
を
一
段
高
く
み
る
立
場
は
変
わ
ら
な
い
。
二
王
の

、「

、

、

」

「

、

優
劣
に
つ
い
て
も

子
敬
は

草
書

逸
気
父
に
過
ぐ

と
評
価
し
な
が
ら
も

右
軍

（

）

子
敬
草
書
逸
気
過
父
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終
に
敗
累
無
し
。
子
敬
、
往
往
に
し
て
失
落
す

と
い
う
こ
と
か
ら
、
や
は

」（
右
軍
終
無
敗
累
。
子
敬
往
往
失
落
）

り
王
羲
之
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
。

李
嗣
真
は
、
王
羲
之
が
「
古
質
」
を
革
新
し
た
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る

「
右
軍
、
肇
め
て
古
質

。

を
変
ず
。
理
、
応
に
鍾
に
減
る
べ
か
ら
ず

つ
ま
り
、
李
嗣
真
は
「
古
質
」

」（
右
軍
肇
変
古
質
。
理
応
減
於
鍾

。
）

お
と

に
特
別
な
価
値
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
「
今
」
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。
そ
の
よ
う
な
李
嗣
真
の

態
度
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

「
陸
平
原

・
李
夫
人
は
猶
お
古
風
を
帯
ぶ
。
謝

。

〔
機
〕

、
、

〔
朓

〔
肩
吾
〕

（
陸
平
原
李
夫
人
猶
帯
古
風
。
謝
吏
部
庾
尚
書
、
創
得

吏
部

・
庾
尚
書

は
、
創
め
て
今
韻
を
得
た
り

〕

」

、
、

。

今
韻
）

先
に

『
書
後
品
』
に
は
「
風
骨
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
ほ
か
に
も
「
神
骨
」

、

と
い
う
語
が
み
え
る
。

嗟
乎
、
天
才
を
有
す
る
者
は
、
或
い
は
未
だ
之
を
精
し
く
す
る
能
わ
ず
。
神
骨
を
有
す
る
者
は
、
則
ち

、
、

あ
あ

（
嗟
乎
有
天
才
者
、
或
未
能
精
之
。
有
神
骨
者
、
則
其
功
夫
虚
棄
）

其
の
功
夫
、
虚
棄
す
。

、
、

こ
こ
で
「
天
才
」
と
「
神
骨
」
と
は
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
り
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
才
能
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
そ
な
わ
っ
た
も
の
だ
と
捉
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
天
然
」
と
同
じ
位
相
に
あ
る
も

の
と
い
っ
て
い
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
羊
欣
以
来
の
「
天
然
」
と
「
功
夫
」
論
の
変
奏
な
の
で
あ
る
。
李
嗣

真
は

「
功
夫
」
を
捨
て
て
し
ま
っ
て
は
そ
の
才
能
を
十
分
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
羊
欣
や
虞

、

「

」

。

、「

」

。

龢
と
同
じ
よ
う
に

功
夫

を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る

そ
れ
は

今

を
重
ん
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

以
上
の
と
お
り
、
虞
龢
―
梁
武
帝
―
唐
太
宗
―
孫
過
庭
―
李
嗣
真
―
張
懐
瓘
と
い
っ
た
四
賢
論
の
系
譜
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
か
れ
ら
の
立
場
は
決
し
て
一
律
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
は
大
き
な
差

異
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
南
朝
か
ら
盛
唐
に
至
る
ま
で
、
四
賢
論
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら

「
古
質
」
と
「
今

、

妍
」
を
め
ぐ
る
美
学
が
め
ま
ぐ
る
し
く
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
系
譜
に
位
置

づ
け
て
み
れ
ば
、
張
懐
瓘
の
立
場
は
、
孫
過
庭
に
近
い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
孫
過
庭
が
批
判
し
た
梁
武
帝

の
立
場
に
近
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

「
古
は
質
に
し
て
今
は
文
な
り
」
と
い
う
単
純
な
歴
史
認
識
の
上
に

「
其
の
質
を
先
に
し
て
其
の
文
を
後

、

に
す
」
と
い
う
張
懐
瓘
に
は

「
質
文
三
た
び
変
わ
る
」
と
い
う
孫
過
庭
が
至
っ
た
認
識
が
消
え
て
い
る
。
そ

、

の
意
味
に
お
い
て
、
張
懐
瓘
は
素
朴
な
尚
古
主
義
に
退
行
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
張
懐
瓘
が

こ
う
し
た
立
場
を
取
っ
た
理
由
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

二
王
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
張
懐
瓘
の
書
法
観
は
、
年
を
追
う
毎
に
確
固
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
乾
元
元
年

の
紀
年
が
あ
る
『
書
議
』
に
お
い
て
、
張
懐
瓘
は
も
は
や
あ
か
ら
さ
ま

（
七
五
八
）

に
王
羲
之
を
批
判
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
そ
の
草
書
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
辛
辣

な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
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逸
少
は
則
ち
格
律
高
き
に
非
ず

功
夫
又
た
少
な
し

円
豊
妍
美
と
雖
も

乃
ち
神
気
に
乏
し

戈
戟
銛
鋭

。

。

、

。
か

げ
き
せ
ん
え
い

の
畏
る
べ
き
無
く
、
物
象
生
動
の
奇
と
す
べ
き
無
し
。
是
を
以
て
諸
子
に
劣
る
。

（

。

。

、

。

、

。

）

逸
少
則
非
格
律
高

功
夫
又
少

雖
円
豊
妍
美

乃
乏
神
気

無
戈
戟
銛
鋭
可
畏

無
物
象
生
動
可
奇

是
以
劣
於
諸
子

張
懐
瓘
は
、
時
代
の
好
尚
が
ま
す
ま
す
「
円
豊
妍
美
」
に
傾
い
て
い
く
只
中
に
お
い
て
、
張
芝
や
鍾
繇
へ

。「

」

、

。

、

の
回
帰
を
説
い
た

風
骨

と
は

そ
の
よ
う
な
復
古
主
義
の
理
念
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る

そ
れ
は
ま
た

同
時
代
に
向
け
ら
れ
た
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

夫
れ
聾
俗
は
眼
無
く
耳
有
り
。
但
だ
是
れ
逸
少
と
聞
け
ば
、
必
ず
闇
然
と
し
て
懸
か
に
伏
す
。
何
ぞ
必

は
る

ず
し
も
見
る
を
須
い
ん
や
。
見
る
と
見
ざ
る
と
一
な
り
。
自
ら
高
鑑
す
と
謂
う
と
雖
も
、
旁
ら
よ
り
観

も
ち

（
同
前
）

れ
ば
三
載
の
嬰
児
の
如
し
。
豈
に
敢
え
て
鼎
の
軽
重
を
斟
量
せ
ん
や
。

（
夫
聾
俗
無
眼
有
耳
。
但
聞
是
逸
少
、
必
闇
然
懸
伏
。
何
必
須
見
。
見
與
不
見
一
也
。
雖
自
謂
高
鑑
、
旁
観
如
三
載
嬰
児
。

豈
敢
斟
量
鼎
之
軽
重
哉
）

も
の
の
わ
か
ら
な
い
人
は
、
た
だ
王
羲
之
と
聞
い
た
だ
け
で
あ
り
が
た
が
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
は
、
も
の

を
見
て
も
、
見
て
い
な
い
の
と
変
わ
ら
な
い
。
世
間
で
は
王
羲
之
の
名
前
だ
け
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
張
懐
瓘
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。

初
唐
の
太
宗
以
来
、
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
史
観
が
す
で
に
絶
対
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
孫
過

庭
は
む
し
ろ
そ
れ
を
事
後
的
に
理
論
づ
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
他
方
、
張
懐
瓘
は
玄
宗
の
開
元
・
天
宝
年
間

に
生
き
た
。
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
観
は
す
で
に
硬
直
化
の
兆
し
を
み
せ
、
ま
た
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ

た
。
時
代
は
す
で
に
新
し
い
書
風
が
興
り
つ
つ
あ
っ
た
。
顔
真
卿

や
懐
素
が
活
躍
す
る
の

（
七
〇
九
―
七
八
五
）

は
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る

。

（

多
宝
塔
碑
」
の
成
碑
は
七
五
二
年

「

）

張
懐
瓘
は

『
評
書
薬
石
論

に
お
い
て
、
同
時
代
に
流
行
し
て
い
た
「
肉
多
く
筋

、

』（

書
苑
菁
華
』
巻
十
二
）

『

少
な
き
」
書
を
「
墨
猪
」
と
し
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

夫
れ
馬
は
筋
多
く
し
て
肉
少
な
き
を
上
と
為
し
、
肉
多
く
筋
少
な
き
を
下
と
為
す
。
書
も
亦
た
之
の
如

し
。
今
の
書
人
、
或
い
は
肉
多
く
筋
少
な
き
の
法
を
得
た
り
。
薫
蕕

器
を
同
じ
く
す
る

〔
香
草
と
臭
草
〕

く
ん
ゆ
う

こ
と
十
年
分
か
た
ざ
れ
ば
、
寧
ん
ぞ
其
の
智
能
を
蔵
す
る
有
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
其
の
体
法
を
混
じ

え
、
雷
同
し
て
賞
遇

す
れ
ば
、
或
い
は
之
を
し
て
然
か
ら
し
め
ん
。
馬
の
群
行
の
如
く

〔
褒
め
称
え
る
〕

に
至
っ
て
は
、
驥
子

其
の
外
に
出
で
ず
。
列
し
て
銜
策

を
施
し
て
、
方
め
て
逸

〔
良
馬
〕

〔
く
つ
わ
と
鞭
〕

き

し

か
ん
さ
く

は
じ

足
を
知
る
。
含
識
の
物
、
皆
な
骨
肉
相
い
称
い
、
神
貌
洽
然
た
ら
ん
と
欲
す
。
若
し
筋
骨
、
其
の
脂
肉

に
任
え
ざ
れ
ば
、
馬
に
在
り
て
は
駑
駘

と
為
り
、
人
に
在
り
て
は
肉
疾
と
為
り
、
書
に
在
り
て

〔
駄
馬
〕

た

ど

だ
い

は
墨
猪
と
為
る
。

（
夫
馬
筋
多
肉
少
為
上
、
肉
多
筋
少
為
下
。
書
亦
如
之
。
今
之
書
人
、
或
得
肉
多
筋
少
之
法
。
薫
蕕
同
器
、
十
年
不
分
、
寧

。

、

、

。

、

、

、

。

知
不
有
蔵
其
智
能

混
其
体
法

雷
同
賞
遇

或
使
之
然

至
如
馬
之
群
行

驥
子
不
出
其
外

列
施
銜
策

方
知
逸
足



- 97 - 第三章 「風骨」の美学

含
識
之
物
、
皆
欲
骨
肉
相
称
、
神
貌
洽
然
。
若
筋
骨
不
任
其
脂
肉
、
在
馬
為
駑
駘
、
在
人
為
肉
疾
、
在
書
為
墨
猪
）

こ
こ
で
張
懐
瓘
が
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
米
芾
の
つ
ぎ
の
言
葉
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
よ
り
鮮
明
に
な

る
だ
ろ
う
。

開
元
已
来
、
明
皇

の
字
体
の
肥
俗
な
る
に
縁
り
、
始
め
て
徐
浩
有
り
。
時
君
の
好
む
所
に
合
す

〔
玄
宗
〕

（

海
岳

る
を
以
て
な
り
。
経
生
の
字
も
亦
た
此
自
り
肥
ゆ
。
開
元
已
前
の
古
気
、
復
た
有
る
こ
と
無
し
。
『

名
言

）』

（
開
元
已
来
、
縁
明
皇
字
体
肥
俗
、
始
有
徐
浩
。
以
合
時
君
所
好
。
経
生
字
亦
自
此
肥
。
開
元
已
前
古
気
、
無
復
有
矣
）

米
芾
は
、
開
元
以
降
、
玄
宗
と
徐
浩
の
「
肥
俗
」
な
書
が
好
尚
と
な
り
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
「
古
気
」

が
失
わ
れ
た
と
い
う
。
米
芾
は
徐
浩
に
つ
い
て
「
徐
浩
は
晩
年
、
力
過
ぎ
て
更
に
気
骨
無
し

と
も

」（
同
前
）

評
し
て
い
る
か
ら

「
肥
俗
」
と
は
「
気
骨
」
が
な
い
こ
と
と
等
し
い
。
米
芾
が
「
古
気
」
と
「
気
骨
」
を
結

、

び
つ
け
て
い
る
の
は
、
張
懐
瓘
の
い
う
「
風
骨
」
の
美
学
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

張
懐
瓘
の
い
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
米
芾
が
見
事
に
代
弁
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
張
懐
瓘
が
時
の

皇
帝
で
あ
る
玄
宗
や
、
内
府
に
お
い
て
と
も
に
法
書
の
蒐
集
や
整
理
に
携
わ
っ
て
い
た
徐
浩
の
書
を
名
指
し

で
非
難
で
き
た
は
ず
が
な
い
。
だ
が
、
右
の
よ
う
に
い
う
張
懐
瓘
が
、
か
れ
ら
の
「
肉
多
く
筋
少
な
き
」
書

に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い

。

（
図
）

徐浩「不空和尚碑」
、褚遂良の書法をベースにしながらも

点画は弛緩し、向勢の結体、三過折
の筆法の強調など、顔真卿に至る過
渡期的な書法をみせる。

玄宗「石台孝経」
隷書の典型を示す後漢の諸碑と比べるま
でもなく、米芾が「肥俗」と評したのが
納得される。
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こ
こ
ま
で
、
張
懐
瓘
の
「
風
骨
」
を
中
心
と
す
る
美
学
思
想
が
、
劉
勰
が
そ
の
語
に
込
め
た
復
古
主
義
的

な
理
念
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
詳
し
く
論
じ
て
き
た
。
だ
が
、
加
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
唐
代

、「

」

。

の
文
学
論
に
も

風
骨

の
理
念
を
持
ち
出
し
て
復
古
主
義
を
唱
え
る
言
説
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ

劉
勰
が
提
示
し
た
「
風
骨
」
の
理
念
は
、
よ
り
直
接
的
に
、
唐
代
の
文
学
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の
方
向
性
を

決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
は
、
盛
唐
の
詩
人
た
ち
を
生
み
、
や
が
て
中
唐
の
古
文
復
古
運
動
を
引

き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
張
懐
瓘
が
書
論
に
お
い
て
「
風
骨
」
を
唱
え
た
の
は
、
こ
う

し
た
文
学
思
潮
と
同
期
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
た
い
。

鍾
嶸
の
『
詩
品
』
に
い
う
「
建
安
の
風
力
」
が
『
文
心
雕
龍
』
の
「
風
骨
」
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
こ

。

「

」

、

。

と
は
す
で
に
触
れ
た

初
唐
に
お
い
て

風
骨

を
引
き
継
い
だ
の
が

陳
子
昂

で
あ
る

（

）

六
六
一
－
七
〇
二

そ
の
「
修
竹
篇
序
」
に
い
う
。

文
章
の
道
弊
れ
て
五
百
年
な
り
。
漢
魏
の
風
骨
は
晋
宋
伝
う
る
莫
し
。
…
…
僕
嘗
て
暇
時
、
斉
梁
間
の

、
、
、
、
、

、

、

、

。

、

詩
を
観
る
に

彩
麗
は
繁
を
競
う
も

興
寄
は
都
て
絶
ゆ
れ
ば

毎
に
以
て
永
歎
す

古
人
を
思
え
ば

、
、

常
に
逶
迤
頽
靡
し
、
風
雅
の
作
ら
ざ
る
を
恐
れ
、
以
て
耿
耿
た
る
な
り
。

、
、

い

い

た
い

び

お
こ

こ
う
こ
う

（
文
章
道
弊
、
五
百
年
矣
。
漢
魏
風
骨
、
晋
宋
莫
伝
。
…
…
僕
嘗
暇
時
観
斉
梁
間
詩
、
彩
麗
競
繁
、
而
興
寄
都
絶
、
毎
以
永

歎
。
思
古
人
、
常
恐
逶
迤
頽
靡
、
風
雅
不
作
、
以
耿
耿
也
）

陳
子
昂
は

「
風
骨
」
と
い
う
語
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
文
学
史
観
に
お
い
て
も
劉
勰
を
継
承
し
て
い
る
。
ま

、

ず

「
斉
梁
間
の
詩
を
観
る
に
彩
麗
は
繁
を
競
う
」
と
い
う
の
は

「
近
代
の
辞
人
は
、
華
を
務
め
て
実
を
棄

、

、

つ

と
述
べ
た
劉
勰
の
修
辞
主
義
批
判
と
重
な
り
合
う
。

」（
近
代
辞
人
、
務
華
棄
実

（

文
心
雕
龍
』
程
器
）

）
『

さ
ら
に
、
右
の
引
用
に
み
え
る
「
興
寄

「
風
雅
」
は
、
い
ず
れ
も
劉
勰
が
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

」

「

」

、

「

」

。

『

』

興
寄

と
は

作
品
に

興

す
な
わ
ち
思
想
や
感
情
を
寄
託
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

こ
れ
は

詩
経

の
「
六
義

、
す
な
わ
ち
、
風
・
雅
・
頌
・
賦
・
比
・
興
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る

「
賦

「
比

「
興
」
は

」

。

」

」

顔真卿「顔氏家廟碑」
示す中太りの線、向勢の結体、正方形を
基調とする字形、蚕頭燕尾の筆法など、

、顔法の特徴がはっきりと表れている一方
初唐の楷書に具わっていた「骨力」は失
われている。それは、刀をもって石に刻
すことから生まれた楷書が、柔軟な筆を
もって紙に書すものへと変化したことを
思わせる。

第三章 「風骨」の美学
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詩
の
表
現
形
式
を
い
う

『
文
心
雕
龍
』
に
は
「
比
興
」
と
題
す
る
一
篇
が
あ
り
、
劉
勰
は
「
比
」
と
「
興
」

。

の
意
義
を
説
い
て
い
る

「
比
は
則
ち
憤
り
を
蓄
え
て
以
て
斥
言
し
、
興
は
則
ち
譬
え
を
環
ら
し
て
以
て
託
諷

。

め
ぐ

す

。
つ
ま
り

「
興
」
は
諷
諫
の
意
を
比
喩
を
用
い
て
婉
曲
的
に
表
現

」

、

（
比
則
蓄
憤
以
斥
言
、
興
則
環
譬
以
託
諷
）

す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
漢
代
の
辞
賦
の
隆
盛
に
至
っ
て

「
興
」
が
忘
れ
去
ら
れ
た
こ
と
を
嘆
く
。

、

〔
へ
つ
ら
う
〕

〔
消

炎
漢
盛
ん
な
り
と
雖
も
、
辞
人
夸
毗

し
て
、
詩
刺
の
道
喪
ぶ
。
故
に
興
の
義
、

銷

亡

か

ひ

し
よ
う
ぼ
う

え
失
せ
る
〕

〔
盛
ん
に
し

す
。
是
に
於
い
て
賦
頌
先
ず
鳴
る
。
故
に
比
体
、
雲
の
ご
と
く
構
え
、
紛
紜
雑
遝

ふ
ん
う
ん
ざ
つ
と
う

て
乱
れ
る

〔
伝
統
〕

（
同
前
）

〕
、
旧
章

に
倍
く
。

そ
む

（
炎
漢
雖
盛
、
而
辞
人
夸
毗
、
詩
刺
道
喪
。
故
興
義
銷
亡
。
於
是
賦
頌
先
鳴
。
故
比
体
雲
構
、
紛
紜
雑
遝
、
倍
旧
章
矣
）

「
風
雅
」
も
ま
た

『
詩
経
』
の
「
六
義
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

「
風
」
と
は
諸
国
の
民
謡

「
雅
」

、

。

、

と
は
朝
廷
の
楽
歌
で
あ
る

『
毛
詩
』
大
序
に
「
一
国
の
事
を
一
人
の
本
に
繋
ぐ
、
之
を
風
と
謂
う
。
天
下
の

。

（
一
国
之
事
繋
一
人
之
本
、
謂
之
風
。

事
を
言
い
て
、
四
方
の
風
を
形
わ
す
、
之
を
雅
と
謂
う
。
雅
と
は
正
な
り
」

と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
政
治
や
社
会
に
対
す
る
批
判
性

言
天
下
之
事
、
形
四
方
之
風
、
謂
之
雅
。
雅
者
正
也
）

が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
劉
勰
は
そ
う
し
た
「
風
雅
」
の
失
わ
れ
た
文
学
を
批
判
し
て
い
る
。

蓋
し
風
雅
の
興
る
、
志
思
、
憤
り
を
蓄
え
、
情
性
を
吟
詠
し
て
、
以
て
其
の
上
を
諷
す
。
此
れ
情
の
為

、
、

に
し
て
文
を
造
れ
る
な
り
。
…
…
而
る
に
後
の
作
者
は
、
濫
を
採
り
て
真
を

忽

に
し
、
風
雅
を
遠
ざ

、
、

ゆ
る
が
せ

け
棄
て
て
、
辞
賦
を
近
づ
け
師
と
す
。
故
に
情
を
体
す
る
の
製

日
に
疎
に
、
文
を
逐
う
の
篇

愈
い
よ

（
情
采
）

盛
ん
な
り
。

（

、

、

、

。

。

、

、

、

蓋
風
雅
之
興

志
思
蓄
憤

而
吟
詠
情
性

以
諷
其
上

此
為
情
而
造
文

…
…
而
後
之
作
者

採
濫
忽
真

遠
棄
風
雅

近
師
辞
賦
。
故
体
情
之
製
日
疎
、
逐
文
之
篇
愈
盛
）

以
上
の
と
お
り
、
修
辞
主
義
に
傾
き

「
風
雅
」
と
「
興
寄
」
の
批
評
性
を
失
っ
た
文
学
を
斥
け
て

「
漢

、

、

魏
の
風
骨
」
へ
の
回
帰
を
訴
え
る
陳
子
昂
が
、
劉
勰
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
陳
子
昂
の
い
う
「
風
骨
」
は

「
瘠
義
肥
辞
、
繁
雑
に
し
て
統
を
失
う
が
若
き
は
、
則
ち
骨
無
き
の

徴

、
せ
き

ぎ

し
る
し

（

、

、

な
り

思
い
環
周
せ
ず

索
莫
と
し
て
気
に
乏
し
き
は

則
ち
風
無
き
の

験

な
り

。

、

、

」
若
瘠
義
肥
辞

繁
雑
失
統

し
る
しと

述
べ
た
劉
勰
と
重
な
り
合
う
。

則
無
骨
之
徴
也
。
思
不
環
周
、
索
莫
乏
気
、
則
無
風
之
験
也

（

文
心
雕
龍
』
風
骨
）

）
『

七

つ
ぎ
に

風
骨

を
受
け
継
い
だ
人
と
し
て

盛
唐
の
殷
璠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

殷
璠
は

開
元

「

」

、

。

、

（

い
ん
は
ん

か
ら
天
宝

年
間
に
活
躍
し
た
人
で
、
そ
の
『
河
岳
英
霊
集
』
は
七
一
四
年

一
三
―
七
四
一
）

（
七
四
二
―
七
五
六
）

か
ら
七
五
三
年
に
至
る
唐
代
の
詩
人
二
四
名
の
詩
、
計
二
三
四
首
を
集
め
、
序
と
論
と
を
付
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
「
序
」
に
お
い
て
、
殷
璠
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

、

。

、

。

、

。

蕭
氏
自
り
以
還

尤
も
矯
飾
を
増
す

武
徳
の
初
め

微
波
尚
お
在
り

貞
観
の
末

評
格
漸
く
高
し

景
雲
中
、
頗
る
遠
調
に
通
ず
。
開
元
十
五
年
よ
り
後
、
声
律
・
風
骨
始
め
て
備
わ
る
。

、
、

（
自
蕭
氏
以
還
、
尤
増
矯
飾
。
武
徳
初
、
微
波
尚
在
。
貞
観
末
、
評
格
漸
高
。
景
雲
中
、
頗
通
遠
調
。
開
元
十
五
年
後
、
声



興
膳
宏
「
詩
品
か
ら
詩
話
へ

『
中
国
文
学
報
』
第
四
七
冊
、
一
九
九
三
年
、
四
六
頁
。

」

27

京
都
大
学
中
国
文
学
研
究
室
編
『
唐
代
の
文
論
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
五
頁
。

28
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律
風
骨
始
備
矣
）

「
蕭
氏
」
と
は
南
朝
梁
代
を
指
し
、
そ
の
時
か
ら
初
唐
に
か
け
て
停
滞
し
つ
づ
け
て
い
た
詩
が
、
開
元
十
五

年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「
声
律
・
風
骨
」
を
備
え
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

殷
璠
は
ま
た
、
そ
の
「
論
」
に
お
い
て
、
選
詩
の
基
準
を
述
べ
て
い
る

「
璠
の
今
集
む
る
所
は
、
頗
る
諸

。

家
と
異
な
り
、
既
に
新
声
に
閑
い
て
、
復
た
古
体
を
暁
る
。
文
質
半
ば
取
り
、
風
騒

両
つ
な

〔
国
風
と
離
騒
〕

な
ら

さ
と

ふ
た

〔
西
晋
の
武
帝
の
元
号
〕

が
ら
挟
む
。
気
骨
を
言
え
ば
則
ち
建
安
を

儔

と
為
し
、
宮
商
を
論
ず
れ
ば
則
ち
太
康

、
、

と
も
が
ら

（
璠
今
所
集
、
頗
異
諸
家
、
既
閑
新
声
、
復
暁
古
体
。
文
質
半
取
、
風
騒
両
挟
。
言
気
骨
則
建
安
為
儔
、
論
宮
商

も
逮
ば
ず
」

宮
商
」
と
は
、
音
階
を
な
す
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
「
五
音
」
の
う
ち
の
二
音
で
、
転
じ

則
太
康
不
逮

「
）
。

（

）

て
詩
に
お
け
る
声
律
を
意
味
す
る

つ
ま
り

気
骨

を
言
え
ば
建
安
文
学
を
伝
統
と
し

宮
商

。

、
「

」

、
「

」

声
律

を
論
じ
る
に
は
太
康
の
詩
人
、
陸
機
や
潘
岳
な
ど
は
及
ば
な
い
と
い
う
。
盛
唐
の
近
体
詩
が
、
建
安
文
学
の

「
気
骨
」
と
と
も
に
、
太
康
の
詩
人
が
及
ば
な
い
「
声
律
」
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
と
誇
る
の
で
あ
る
。
興

膳
宏
は

「
気
骨
」
は
「
風
骨
」
に

「
宮
商
」
は
「
声
律
」
に
対
応
す
る
と
い
う
。

、

、

27

殷
璠
は
、
沈
約
の
「
四
声
八
病
説
」
を
名
指
し
で
批
判
し
、
斉
梁
か
ら
初
唐
へ
と
続
く
修
辞
主
義
的
な
詠

物
詩
―
宮
体
詩
の
流
れ
を
否
定
的
に
見
る
一
方
で
、
漢
魏
の
詩
風
を
典
範
と
仰
ぐ
の
だ
が
、
そ
れ
を
象
徴
す

る
も
の
が
「
風
骨
」
と
名
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

『
河
岳
英
霊
集
』
は
、
鍾
嶸
の
『
詩
品
』
か
ら
の
影
響

。

を
強
く
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
劉
勰
か
ら
つ

づ
く
「
風
骨
」
の
美
学
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

劉
勰
か
ら
鍾
嶸
、
陳
子
昂
、
殷
璠
へ
と
受
け
継
が
れ
た
「
風
骨
」
の
理
念
は
、
李
白

や

（
六
九
九
－
七
六
二
）

杜
甫

に
代
表
さ
れ
る
盛
唐
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
た
と
い
え
る

か
れ
ら
は

詩

（

）

七
一
二
－
七
七
〇

。

『

経
』
の
た
く
ま
し
い
古
代
の
詩
を
理
想
と
し
、
諷
諫
の
意
を
前
面
に
出
し
た
詩
を
作
っ
た
。
い
わ
ば
、
失
わ

れ
た
「
風
骨
」
が
回
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
南
朝
以
来
の
貴
族
的
な
文
学
を
刷
新
し
、
清
新
な
息
吹
が
込
め

ら
れ
た
盛
唐
の
詩
は
、
い
ま
や
中
国
文
学
の
精
髄
と
目
さ
れ
て
い
る
。

『
河
岳
英
霊
集
』
の
正
確
な
成
書
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
殷
璠
み
ず
か
ら
「
序
」
に
述
べ
る
詩
の
採
録
時

期
の
下
限
が
七
五
三
年
で
あ
る
こ
と
や
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
詩
人
の
官
職
名
な
ど
か
ら
、
同
年
以
降
の
天
宝

。

、

『

』

、『

』

中
と
考
え
ら
れ
て
い
る

そ
れ
を
信
ず
る
な
ら
ば

張
懐
瓘
の

書
断

に
遅
れ
る
こ
と
三
十
年
弱

書
估

28

や
『
書
議

と
同
時
期
で
あ
る
。
張
懐
瓘
と
殷
璠
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
空
気
を
共
有

（
七
五
四
）

（
七
五
八
）

』

し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
。
両
書
が
異
な
る
分
野
を
論
じ
な
が
ら
も
「
風
骨
」
と
い
う
美
学
を
中
心
に
据
え

て
い
る
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
概
念
）

第
一
に
、
そ
れ
は
文
学
論
と
書
論
の
近
親
性
を
示
し
て
い
る
。
両
者
は
、
同
じ
論
理
形
式
と
語
彙

と
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
早
く
は
梁
代
に
鍾
嶸
の
『
詩
品
』
に
対
し
て
庾
肩
吾
が
『
書
品
』
を
、

謝
赫
が
『
画
品

を
著
し
た
。
初
唐
で
は

『
書
後
品
』
で
知
ら
れ
る
李
嗣
真
が
、
詩

』

、

（

古
画
品
録
』
の
原
名
）

『



た
と
え
ば
蘇
軾
は
、
こ
の
時
代
に
詩
・
文
・
書
・
画
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
て
な
さ
れ
た
変
革
を
と
ら
え
て
い
た
。

29
「
知
者
は
物
を
創
り
、
能
者
は
焉
を
述
ぶ
。
一
人
に
し
て
成
る
も
の
に
非
ざ
る
な
り
。
君
子
の
学
に
於
る
、
百
工
の
技
に
於

こ
れ

る
は
、
三
代
自
り
漢
を
歴
し
唐
に
至
っ
て
備
う
。
故
に
詩
は
杜
子
美
〔
杜
甫
〕
に
至
っ
て
、
文
は
韓
退
之
〔
韓
愈
〕
に
至
っ

て
、
書
は
顔
魯
公
〔
顔
真
卿
〕
に
至
っ
て
、
画
は
呉
道
子
〔
呉
道
玄
〕
に
至
っ
て
、
而
し
て
古
今
の
変
、
天
下
の
能
事
畢
れ

り

（
知
者
創
物
、
能
者
述
焉
。
非
一
人
而
成
也
。
君
子
之
於
学
、
百
工
之
於
技
、
自
三
代
歴
漢
至
唐
而
備
矣
。
故
詩
至
杜

」
子
美
、
文
至
韓
退
之
、
書
至
顔
魯
公
、
画
至
呉
道
子
、
而
古
今
之
変
、
天
下
之
能
事
畢
矣

（

書
呉
道
子
画
後

。

）
「

」
）
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論
と
し
て
『
後
詩
品

、
画
論
と
し
て
『
画
後
品
』
を
書
い
た
と
さ
れ
る
が
、
と
も
に
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
。

』

そ
し
て
、
張
懐
瓘
は
膨
大
な
書
論
の
ほ
か
に
『
画
断
』
と
名
付
け
ら
れ
た
画
論
を
書
い
た
。
中
唐
に
お
い
て

は
、
竇

『
述
書
賦

の
注
釈
書
『
述
書
賦
語
例
字
格
』
を
著
し
た
竇
蒙
に

『
画
拾
遺
録
』
と
題

臮

』

、

（
七
六
九
）

さ
れ
た
画
論
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
晩
唐
に
は
張
彦
遠
が
歴
代
書
論
を
集
成
し
て
『
法
書
要
録
』
を

編
纂
す
る
一
方
、
画
論
・
画
史
と
し
て
『
歴
代
名
画
記
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
挙
げ
た
唐
代
の
画

論
は

『
歴
代
名
画
記
』
を
除
い
て
す
べ
て
佚
し
て
伝
わ
ら
ず
、
同
書
ほ
か
に
わ
ず
か
に
引
か
れ
る
も
の
が
残

、

る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
文
学
論
・
書
論
・
画
論
の
結
び
つ
き
が
唐
代
に
至
っ
て
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
、
そ
こ
に
は
大
き
な
社
会
的
変
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
九
品
官
人
法
に
代
わ
る
官
吏
登
用
制
度

と
し
て
隋
代
に
科
挙
が
導
入
さ
れ
た
意
図
は
、
そ
れ
ま
で
南
朝
に
お
い
て
既
得
権
益
を
独
占
し
、
政
治
権
力

を
掌
握
し
て
い
た
門
閥
貴
族
を
倒
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
唐
代
に
な
る
と
、
科
挙
は
本
格
化
す
る
。
則
天
武
后

は
科
挙
に
詩
賦
を
課
し
、
書
法
の
技
術
も
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
唐
代
を
通
し
て
科
挙
は
本

格
化
し
、
や
が
て
は
貴
族
を
完
全
に
駆
逐
す
る
に
至
る
。
北
宋
で
は
、
世
襲
に
よ
っ
て
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま

に
し
て
い
た
貴
族
に
代
わ
っ
て
、
科
挙
を
通
過
し
た
士
大
夫
層
が
文
化
の
中
心
的
な
担
い
手
と
し
て
前
面
に

登
場
す
る
。
内
藤
湖
南
の
い
う
「
近
世
」
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。
三
百
年
に
わ
た
る

唐
代
の
ち
ょ
う
ど
折
り
返
し
点
で
あ
る
盛
唐
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
大
き
な
転
回
点
に
当
た
る
。
時
代
は
新

し
い
価
値
観
を
要
求
し
て
い
た
。
理
論
と
相
前
後
し
て
、
実
作
も
そ
れ
に
応
え
る
新
し
い
ス
タ
イ
ル
が
現
れ

た
。
文
学
で
は
盛
唐
の
詩
人
た
ち
で
あ
り
、
書
で
は
顔
真
卿
や
狂
草
で
知
ら
れ
る
張
旭
や
懐
素
、
画
で
は
呉

道
玄
や
王
維
で
あ
る
。

29

そ
し
て
、
七
五
五
年
か
ら
七
六
三
年
ま
で
つ
づ
い
た
安
史
の
乱
を
経
て
、
唐
が
衰
微
と
混
乱
を
露
呈
す
る

中
唐
に
至
る
と
、
韓
愈

や
柳
宗
元

が
現
れ
、
散
文
に
お
い
て
六
朝
的

（
七
六
八
―
八
二
四
）

（
七
七
三
―
八
一
九
）

な
駢
文
を
否
定
す
る
古
文
復
古
運
動
が
主
導
さ
れ
た
。
詩
で
は
白
居
易

が
風
刺
と
教
化
を

（
七
七
二
―
八
四
六
）

詩
の
本
質
と
み
な
す
諷
諭
詩
を
掲
げ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
『
詩
経
』
の
「
風
」
の
理
念
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
劉
勰
が
『
詩
経
』
の
六
義
の
う
ち
「
風
、
其
の
首
に
冠
た
り

と
い
っ
た
の
を

」（
風
冠
其
首
）

受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
劉
勰
が
提
示
し
た
「
風
骨
」
の
美
学
は

「
近
世
」
的
な
芸
術
思
潮
を
招
き
寄
せ
た
と
い
っ

、

て
よ
い
。
そ
れ
は
、
貴
族
制
の
崩
壊
と
、
科
挙
に
よ
る
士
大
夫
層
の
台
頭
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

貴
族
主
義
的
な
文
化
一
般
を
否
定
し
て
、
士
大
夫
の
新
し
い
価
値
観
が
文
化
の
上
で
も
要
求
さ
れ
た
。
そ
う

し
た
背
景
の
も
と
、
文
学
と
書
の
領
域
に
お
い
て
、
復
古
主
義
的
な
美
学
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
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を
象
徴
す
る
の
が
「
風
骨
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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『
文
心
雕
龍
』
の
劈
頭
を
飾
る
「
原
道
」
篇
は

「
文
」
の
根
本
原
理
を
論
じ
る
一
篇
で
あ
る

「
文
」
は
そ

、

。

の
根
本
に
お
い
て
「
道
に
原
づ
く
」
と
い
う
主
張
を

「
文
」
の
原
義
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
き
、
文
学
と

、

も
と

し
て
の
「
文
」
の
存
在
価
値
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。

文
の
徳
た
る
や
大
な
り
。
天
地
と
並
び
生
ず
る
は
何
ぞ
や
。
夫
れ
玄
黄
色
雑
わ
り
、
方
円
体
分
か
れ
、

日
月
璧
を
畳
ね
て
以
て
麗
し
き
天
の
象
を
垂
れ
、
山
川
綺
を
煥
か
し
て
以
て

理

あ
る
地
の
形
を
鋪
く
。

す
じ
め

し

此
れ
蓋
し
道
の
文
な
り
。
仰
い
で
吐
曜
を
観
、
俯
し
て
含
章
を
察
す
れ
ば
、
高
卑
位
を
定
む
。
故
に
両

儀
既
に
生
ず
。
惟
だ
人

之
に
参
わ
る
。
性
霊
の
鍾
ま
る
所
、
是
を
三
才
と
謂
う
。
為
れ
五
行
の
秀
に
し

あ
つ

て
、
実
に
天
地
の
心
な
り
。
心
生
じ
て
言
立
ち
、
言
立
ち
て
文
明
ら
か
な
る
は
、
自
然
の
道
な
り
。

旁
あ
ま
ね

く
万
品
に
及
ぼ
せ
ば
、
動
植
も
皆
な
文
あ
り
。
龍
鳳
藻
絵
を
以
て
瑞
を
呈
し
、
虎
豹
炳
蔚
を
以
て
姿
を

へ
い
う
つ

凝
ら
す
。
雲
霞
の
雕
色
は
、
画
工
の
妙
に
踰
ゆ
る
有
り
、
草
木
の
賁
華
は
、
錦
匠
の
奇
を
待
つ
無
し
。

こ

ひ

か

夫
れ
豈
に
外
飾
な
ら
ん
や
、
蓋
し
自
然
の
み
。
林
籟
の
結
べ
る
響
き
に
至
っ
て
は
、
調
え
る
こ
と
竽
瑟

り
ん
ら
い

う

し
つ

の
如
く
、
泉
石
の
激
せ
る
韻
は
、
和
う
こ
と

球

鍠
の
若
し
。
故
に
形
立
て
ば
則
ち
章
成
り
、
声
発
す
れ

か
な

き
ゆ
う
こ
う

ば
則
ち
文
生
ず
。
夫
れ
無
識
の
物
を
以
て
し
て
、
鬱
然
と
し
て
彩
あ
り
、
有
心
の
器
、
其
れ
文
無
か
ら

ん
や
。

（
文
之
為
徳
也
大
矣
。
與
天
地
並
生
者
何
哉
。
夫
玄
黄
色
雑
、
方
円
体
分
、
日
月
畳
璧
以
垂
麗
天
之
象
、
山
川
煥
綺
以
鋪
理

地
之
形
。
此
蓋
道
之
文
也
。
仰
観
吐
曜
、
俯
察
含
章
、
高
卑
定
位
。
故
両
儀
既
生
矣
。
惟
人
参
之
。
性
霊
所
鍾
、
是
謂
三

才
。
為
五
行
之
秀
、
実
天
地
之
心
。
心
生
而
言
立
、
言
立
而
文
明
、
自
然
之
道
也
。
旁
及
万
品
、
動
植
皆
文
。
龍
鳳
以
藻

絵
呈
瑞
、
虎
豹
以
炳
蔚
凝
姿
。
雲
霞
雕
色
、
有
踰
画
工
之
妙
、
草
木
賁
華
、
無
待
錦
匠
之
奇
。
夫
豈
外
飾
、
蓋
自
然
耳
。

至
於
林
籟
結
響
、
調
如
竽
瑟
、
泉
石
激
韻
、
和
若
球
鍠
。
故
形
立
則
章
成
矣
、
声
発
則
文
生
矣
。
夫
以
無
識
之
物
、
鬱
然

有
彩
、
有
心
之
器
、
其
無
文
歟
）

「

」

『

』

。「

」

劉
勰
は

文
の
徳
た
る
や
大
な
り

と
い
う
高
ら
か
な
宣
言
か
ら
長
大
な

文
心
雕
龍

を
は
じ
め
る

文

は
天
地
と
と
も
に
生
じ
た
。
日
月
が
輝
く
天
の
姿
、
山
川
が
織
り
な
す
地
の
形
は
、
み
な
「
道
の
文
」
す
な

わ
ち
宇
宙
の
摂
理
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
あ
り
方
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
に
心

が
生
じ
れ
ば
こ
と
ば
が
生
ま
れ
、
こ
と
ば
が
成
り
立
つ
と
文
章
が
生
ま
れ
る
の
は
「
自
然
の
道
」
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
文
」
を
具
え
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
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許
慎
『
説
文
解
字
』
は
「
文
」
の
原
義
を

「
錯
わ
れ
る
画
な
り
。
交
わ
る
画
に
象
る
」
と
説
く
。

、

1

溝
口
雄
三
・
池
田
知
久
・
小
島
毅
『
中
国
思
想
史
』
東
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
頁
。

2

と
は
い
え
、
老
子
も
荘
子
も
ひ
と
く
く
り
に
斥
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
『
老
子
』
は
「
精
妙
」
で
あ
る
と
評

3
価
し
て
い
る
（
情
采

。
劉
勰
が
非
難
す
る
の
は

『
荘
子
』
や
法
家
の
『
韓
非
子
』
の
繁
縟
に
す
ぎ
る
文
体
で
あ
る

「
荘

）

、

。

韓
を
詳
覧
す
れ
ば
、
則
ち
華
実
の
淫
侈
に
過
ぐ
る
を
見
る

（
同
篇

。

」

）
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こ
こ
で
劉
勰
は

「
文
」
と
い
う
語
の
原
義
で
あ
る
「
あ
や

「
も
よ
う

「
美
し
さ
」
と
い
っ
た
意
味
に
遡

、

」

」

1

っ
て
、
文
章
あ
る
い
は
文
学
と
し
て
の
「
文
」
と
は
何
か
を
論
じ
て
い
る
。
天
地
自
然
が
「
文
」
を
備
え
て

、

「

」

。「

」

、

「

」

い
る
の
と
同
じ
よ
う
に

人
間
も

文

を
も
つ
に
到
っ
た

文

は

根
源
と
し
て
の

道

（

）

文
章
゠
文
学

あ
る
い
は
「
自
然
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
根
本
に
お
い
て
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
も
ま

、

「

」

。

『

』

。

た

偉
大
な
る

道

の
顕
現
で
あ
る
と
い
う

こ
の
よ
う
な
思
想
は

易
経

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

古
者
、
包
犠
氏
の
天
下
に
王
た
る
や
、
仰
い
で
は
則
ち
象
を
天
に
観
、
俯
し
て
は
則
ち
法
を
地
に
観
、

鳥
獣
の
文
と
地
の
宜
を
観
、
近
く
は
諸
を
身
に
取
り
、
遠
く
は
諸
を
物
に
取
る
。
是
に
於
て
始
め
て
八

こ
れ

（
繋
辞
下
伝
）

卦
を
作
り
、
以
て
神
明
の
徳
を
通
じ
、
以
て
万
物
の
情
を
類
す
。

（
古
者
包
犠
氏
之
王
天
下
也
、
仰
則
観
象
於
天
、
俯
則
観
法
於
地
、
観
鳥
獣
之
文
與
地
之
宜
、
近
取
諸
身
、
遠
取
諸
物
。
於

是
始
作
八
卦
、
以
通
神
明
之
徳
、
以
類
万
物
之
情
）

『
易
』
は
も
と
も
と
春
秋
戦
国
時
代
に
お
い
て
民
間
で
行
わ
れ
た
占
い
の
書
で
あ
り
、
儒
家
と
は
無
関
係
の

も
の
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
前
漢
の
頃
、
儒
家
に
よ
っ
て
注
釈
に
あ
た
る
十
部
の
「
伝

、
い
わ
ゆ
る

」

「

」

「

」

、『

』

。

易
伝

な
い
し

十
翼

が
加
え
ら
れ
て
五
経
の
ひ
と
つ
と
な
り

易
経

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

『
易
』
の
本
文
に
あ
た
る
六
十
四
卦
を
説
明
し
た
卦
辞
と
爻
辞
は
き
わ
め
て
簡
潔
で
あ
り
、
体
系
的
な
哲
学

こ
う

思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
構
築
さ
れ
た
形
而
上
学
が
「
易

伝
」
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は

「

易
』
と
い
う
媒
介
項
を
通
じ
て
、
儒
家
の
内
部
に
道
家
の
存
在
論
を
導
入

、
『

し
、
思
想
体
系
の
基
礎
づ
け
」
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

『
易
経
』
は
儒
家
の
経
典
で
は
あ
る

、

2

が
、
儒
家
と
道
家
の
思
想
が
融
合
さ
れ
て
い
る
。

『
文
心
雕
龍
』
の
文
学
思
想
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、
儒
家
思
想
で
あ
る
。
劉
勰
は
「
宗
経
」
篇
に
お
い
て
、

儒
家
の
経
典
と
さ
れ
る
『
易
経

『
書
経

『
詩
経

『
礼
記

『
春
秋
』
の
い
わ
ゆ
る
五
経
を
文
学
の
最
高
の

』

』

』

』

規
範
と
し
て
称
揚
し

「
文
章
の
骨
髄
を
極
む
る
者

だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文

、

」（
極
文
章
之
骨
髄
者
）

学
形
式
は
五
経
に
遡
る
と
い
う
文
学
史
観
を
提
示
し
て
い
る
。
劉
勰
は
儒
家
の
立
場
か
ら
道
家
に
批
判
的
で

あ
る
が

『
文
心
雕
龍
』
の
理
論
的
枠
組
み
や
美
学
に
は
道
家
的
な
形
而
上
学
が
不
可
欠
で
あ
り

『
易
経
』

、

、

3

は
ま
さ
に
そ
う
し
た
劉
勰
の
要
求
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
劉
勰
は
五
経
の
な
か
で
『
易

経
』
を
最
も
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
が
参
照
す
る
『
易
経
』
の
思
想
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
「
易
伝
」

に
由
来
す
る
。

（
大

そ
も
そ
も
『
文
心
雕
龍
』
自
体

『
易
経
』
繋
辞
上
伝
の
「
大
衍
の
数
は
五
十
、
其
の
用
は
四
十
有
九

、

」

と
あ
る
の
に
基
づ
い
て
、
全
五
十
篇
、
序
文
に
あ
た
る
「
序
志
」
篇
を
の
ぞ
く

衍
之
数
五
十
、
其
用
四
十
有
九
）
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門
脇
廣
文
に
よ
れ
ば
、
劉
勰
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
漢
代
の
い
わ
ゆ
る
「
象
数
の
易
」
で
は
な
く
、
魏
晋
の
王
弼
・
韓
康

4
伯
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
『
易
』
の
新
し
い
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
義
理
の
易
」
で
あ
る

『

文
心
雕
龍
」
の
研
究
』
創
文
社
、

。
「

二
〇
〇
五
年
、
三
八
―
三
九
頁
。

た
と
え
ば

「
子
曰
く
、
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
、
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
と

（
繋
辞
上
伝

「
上
古
は
結
縄
し
て
治
ま
る
。

、

」

）
、

5
後
世
の
聖
人
、
之
に
易
う
る
に
書
契
を
以
て
し
、
百
官
以
て
治
め
、
万
民
以
て

察

か
な
る
は
、
蓋
し
諸
を
夬
に
取
る

（
繋

」

あ
き
ら

か
い

辞
下
伝
）
な
ど
の
例
が
み
ら
れ
る
。
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。

「

」

。

と
本
論
四
十
九
篇
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
の
こ
と
は
劉
勰
自
ら

序
志

篇
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
全
編
に
わ
た
っ
て
『
易
経
』
か
ら
の
引
用
や
用
語
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
劉
勰
は
、
文

学
と
し
て
の
「
文
」
の
価
値
を
形
而
上
学
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
企
図
し
た
自
ら
の
理
論
を

『
易
経
』
の

、

形
而
上
学
に
依
拠
し
て
打
ち
建
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

4

象
を
河
洛
に
取
り
、
数
を
蓍
亀
に
問
い
、
天
文
を
観
て
以
て
変
を
極
め
、
人
文
を
察
し
て
以
て
化
を
成

し

き

す
。
然
る
後
に
能
く
区
宇
を
経
緯
し
、
彝
憲
を
弥
綸
し
、
事
業
を
発
揮
し
、
辞
義
を

彪

炳
に
す
。
故
に

い

け
ん

び

り
ん

ひ
よ
う
へ
い

知
る
、
道
は
聖
に
沿
り
て
以
て
文
を
垂
れ
、
聖
は
文
に
因
り
て
道
を
明
ら
か
に
し
、

旁

く
通
じ
て

涯

よ

あ
ま
ね

か
ぎ
り

無
く
、
日
に
用
い
て

匱

し
か
ら
ざ
る
こ
と
を

『
易
』
に
曰
く
、
天
下
の
動
を
鼓
す
る
者
は
辞
に
存
す

。

ひ
び

と
ぼ
し

（
原
道
）

と
。
辞
の
能
く
天
下
を
鼓
す
る
所
以
の
者
は
、

迺

ち
道
の
文
な
れ
ば
な
り
。

す
な
わ

（
取
象
乎
河
洛
、
問
数
乎
蓍
亀
、
観
天
文
以
極
変
、
察
人
文
以
成
化
。
然
後
能
経
緯
区
宇
、
弥
綸
彝
憲
、
発
揮
事
業
、
彪
炳

辞
義
。
故
知
道
沿
聖
以
垂
文
、
聖
因
文
而
明
道
、
旁
通
而
無
涯
、
日
用
而
不
匱
。
易
曰
、
鼓
天
下
之
動
者
存
乎
辞
。
辞
之

所
以
能
鼓
天
下
者
、
迺
道
之
文
也
）

こ
の
一
節
は
ほ
と
ん
ど
『
易
経
』
に
依
拠
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
劉
勰
独
自
の
理
論
は

「
文
」
と
い
う

、

語
の
多
義
性
を
利
用
し
て
、
文
学
と
し
て
の
「
文
」
の
価
値
根
拠
と
し
て
い
る
部
分
に
あ
る
。

『
易
経
』
に
み
え
る
「
文
」
と
い
う
語
は
、
全
編
を
見
渡
し
て
も
、
直
接
的
に
文
字
な
い
し
文
章
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
文
字
を
意
味
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
書
」

あ
る
い
は
「
書
契
」
と
い
う
語
で
あ
る

「
天
地
の
文
」
あ
る
い
は
「
鳥
獣
の
文

な
ど
の
よ
う

。

」（
繋
辞
上
伝
）

5

に

「
文
」
と
は
第
一
に
自
然
や
動
植
物
に
観
察
さ
れ
る
文
様
で
あ
る
。

、
『
易
経
』
の
基
本
に
あ
る
思
想
は
、
内
に
隠
さ
れ
た
自
然
の
摂
理
や
万
物
の
変
化
の
法
則
は
、
外
に
現
れ
た

表
徴
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
易
』
は
占
い
の
書
で
あ
る
か
ら
、
占

い
か
ら
得
ら
れ
た
「
卦
象
」
に
よ
っ
て
、
複
雑
で
予
測
不
能
な
自
然
や
人
事
に
つ
い
て
判
断
し
う
る
と
考
え

る
。

「
文
」
と
は
そ
の
よ
う
な
外
在
的
な
表
徴
を
い
う
語
で
あ
る
。
天
空
に
煌
め
く
日
月
星
辰
は
「
天
文
」
で
あ

り
、
人
間
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の
制
度
文
物
は
「
人
文
」
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
自
然
の
変
化
を
読
み
と
り
、
ま

た
人
民
を
統
治
し
う
る
と
『
易
経
』
は
説
く
。

剛
柔

交
錯
す
る
は
、
天
文
な
り
。
文

明
ら
か
に
し
て
以
て
止
ま
る
は
、
人
文
な
り
。
天
文
を
観
て
、
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（
剛
柔
交
錯
天
文
也
。
文
明
以
止
人
文
也
。
観
乎
天

以
て
時
変
を
察
す
。
人
文
を
観
て
、
以
て
天
下
を
化
成
す
。

文
、
以
察
時
変
。
観
乎
人
文
、
以
化
成
天
下

（
賁
卦
・
彖
伝
）

）

易
は
天
地
と

準

う
。
故
に
能
く
天
地
の
道
を
弥
綸

す
。
仰
い
で
以
て
天
文
を
観
、
俯
し
て
以

〔
治
め
る
〕

な
ぞ
ら

び

り
ん（

易
與
天
地
準
。
故
能
弥
綸
天
地
之
道
。
仰
以
観
於
天
文
、
俯

て
地
理
を
察
す
、
是
の
故
に
幽
明
の
故
を
知
る
。

以
察
於
地
理
、
是
故
知
幽
明
之
故

（
繋
辞
上
伝
）

）

だ
が

「
文
」
は
必
ず
し
も
『
易
経
』
の
中
心
的
な
概
念
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
六
十

、

〔
ま
じ
り
あ
い

四
卦
を
指
す
「
象
」
と
い
う
概
念
を
説
明
し
補
足
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
も
の
だ

「
参
伍

。

し
て
以
て
変
じ
、
其
の
数
を
錯
綜
す
。
其
の
変
に
通
じ
て
、
遂
に
天
地
の
文
を
成
し
、
其
の
数
を
極

列
な
る
〕

参
伍
以
変

錯
綜
其
数

通
其
変

遂
成
天
地
之
文

極
其
数

遂
定
天
下
之
象

繋

め
て

遂
に
天
下
の
象
を
定
む

、

」（

、

。

、

、

、

）（

と
い
う
一
節
が
示
す
よ
う
に

「
文
」
と
は
あ
く
ま
で
「
象
」
の
前
段
階
に
あ
る
も
の
で
あ
る

「
聖

辞
上
伝
）

、

。

人
以
て
天
下
の
賾

を
見
る
こ
と
有
り
て
、
諸
を
其
の
形
容
に
擬
え
、
其
の
物
宜
に

象

る
。

〔
錯
雑
な
る
さ
ま
〕

さ
く

こ
れ

か
た
ど

是
の
故
に
之
を
象
と
謂
う

と
併
せ

」（
聖
人
有
以
見
天
下
之
賾
、
而
擬
諸
其
形
容
、
象
其
物
宜
。
是
故
謂
之
象

（
同
前
）

）

、

「

」

、

、

て
考
え
れ
ば

い
わ
ば
無
定
形
で
無
秩
序
な
現
象
で
あ
る

文

か
ら

聖
人
の
媒
介
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ

抽
象
化
さ
れ
た
法
則
性
が
「
象
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

『
易
』
に
お
い
て
「
文
」
は
「
象
」
よ
り
も

、

低
い
次
元
に
あ
る
。

し
か
る
に
劉
勰
は
、
そ
の
よ
う
な
『
易
経
』
の
「
文
」
を
敷
衍
し
て
文
章
・
文
学
と
し
て
の
「
文
」
に
接

合
す
る
。
た
と
え
ば
『
文
心
雕
龍
』
体
性
篇
の
「
夫
れ
情
動
い
て
言
形
わ
れ
、
理
発
し
て
文
見
わ
る
。
蓋
し

あ
ら

あ
ら

（
夫
情
動
而
言
形
、
理
発
而
文
見
。
蓋
沿
隠
以
至

隠
に
沿
り
て
以
て
顕
に
至
り
、
内
に
因
り
て
外
に
符
す
る
者
な
り
」

よ

顕
、
因
内
而
符
外
者
也
）

（
情
動
於
中
而

と
い
う
一
節
は

『
毛
詩
』
大
序
の
「
情
、
中
に
動
き
て
、
言
に
形
わ
る

、

」

「

」

、
「

」

「

」
、
「

」

「

」

形
於
言
）
と
い
う
章
句
に
自
ら

理
発
し
て
文
見
わ
る

の
句
を
対
置
し

情

と

言

理

と

文

の
関
係
を

「
隠
」
と
「
顕

「
内
」
と
「
外
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
。
内
在
的
な
感
情
と
外

、

」
、

在
的
な
装
飾
の
調
和
と
統
一
を
目
指
す
こ
と
を
意
図
し
た
劉
勰
の
理
論
は
、
美
学
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

存
在
論
に
お
い
て
も
通
底
し
て
い
る
。

そ
し
て
張
懐
瓘
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
劉
勰
の
方
法
論
を
承
け
継
い
で
書
の
価
値
を
措
定
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。

ೋ

ு
ջ
䛃
ͷ
ủ
ॻ
Ứ
ͷ
ଘ
ࡏ


、

『

』

、

、

す
で
に
触
れ
た
と
お
り

張
懐
瓘
の

書
断

は

歴
代
を
通
じ
て
最
も
大
部
の
書
論
の
ひ
と
つ
で
あ
り

そ
の
体
系
性
は
も
と
よ
り
、
古
今
の
文
献
を
博
捜
し
た
史
料
性
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
美
学
に
つ

い
て
は
、
前
章
で
論
じ
た
と
お
り
、
南
朝
の
芸
術
論
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
二
王
を
絶
対
視
す
る

当
時
の
風
潮
に
抗
っ
て
、
復
古
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
張
懐
瓘
の
書
論
に
お
い
て
真
に
ユ
ニ
ー

ク
な
の
は
、
書
と
は
何
か
と
い
う
存
在
論
的
な
問
い
を
め
ぐ
る
哲
学
的
議
論
で
あ
る
。
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張
懐
瓘
は
『
書
断
』
の
末
尾
に
お
い
て

『
易
経

『
春
秋

『
史
記
』
を
範
と
し
て
同
書
を
執
筆
し
た
と
述

、

』

』

べ
て
い
る
。

其
の
類
に
触
れ
て
変
を
生
じ
、
万
物
象
を
為
す
は
、
周
易
の
体
に
庶
し
。
其
の
一
字
の
褒
貶
、
微
言
の

ち
か

、

。

、

、

。

勧
戒
は

春
秋
の
意
を
窃
か
に
す

其
の
美
を
虚
し
う
せ
ず

悪
を
隠
さ
ざ
る
は

馬
遷
の
書
に
近
し

ひ
そ

冀

く
は
、
其
れ
美
を
衆
め
て
以
て
一
家
の
言
を
成
さ
ん
こ
と
を
。

こ
い
ね
が
わ

あ
つ

（

、

、

。

、

、

。

、

、

其
触
類
生
変

万
物
為
象

庶
乎
周
易
之
体
也

其
一
字
褒
貶

微
言
勧
戒

窃
乎
春
秋
之
意
也

其
不
虚
美

不
隠
悪

近
乎
馬
遷
之
書
也
。
冀
其
衆
美
以
成
一
家
之
言
）

「
其
の
一
字
の
褒
貶
、
微
言
の
勧
戒
は
、
春
秋
の
意
を
窃
か
に
す
」
と
は

『
春
秋
』
が
簡
潔
な
文
辞
を
も

、

ひ
そ

、「

、

」

、

『

』

っ
て
物
事
を
鋭
く
批
判
す
る
姿
勢
を

其
の
美
を
虚
し
う
せ
ず

悪
を
隠
さ
ず

と
は

司
馬
遷
の

史
記

が
歴
史
を
公
平
な
視
点
で
叙
述
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
張
懐
瓘
が
一
面
に
お
い
て
意
識
し
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
家
と
し
て
の
批
評
精
神
と
エ
ー
ト
ス
で
あ
る
。

だ
が
、
張
懐
瓘
が
何
よ
り
も
重
視
す
る
の
は
『
易
』
で
あ
る
。
張
懐
瓘
の
語
彙
や
思
想
に
は

『
易
』
の
影

、

響
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。

「
類
に
触
れ
て
変
を
生
じ
、
万
物
象
を
為
す
」
と
は

『
易
経
』
繋
辞
上
伝
の
「
引
き
て
之
を
伸
べ
、
類
に

、

触
れ
て
之
を
長
く
す
れ
ば
、
天
下
の
能
事
畢
る

と
い
う
言
葉
を

」（
引
而
伸
之
、
触
類
而
長
之
、
天
下
之
能
事
畢
矣
）

踏
ま
え
て
い
る
。
易
の
八
卦
を
組
み
合
わ
せ
て
六
十
四
卦
が
で
き
る
よ
う
に
、
類
に
応
じ
て
延
長
発
展
さ
せ

て
い
け
ば
、
天
下
に
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
書
も
、
書
体
の
発
展
を

基
礎
に
し
て
、
各
書
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
風
の
変
化
と
発
展
の
歴
史
が
拡
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
書
断
』

、

。

は

書
の
生
成
発
展
の
歴
史
す
べ
て
を
包
括
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

同
書
は
、
文
字
の
創
成
か
ら
説
き
起
こ
し
、
次
い
で
古
文
・
大
篆
・
籀
文
・
小
篆
・
八
分
・
隷
書
・
章
草
・

（
十

行
書
・
飛
白
・
草
書
の
「
十
体
」
の
源
流
を
述
べ
る

「
十
体
相
い
沿
い
、
互
い
に
創
革
を
明
ら
か
に
す

。

」

と
自
ら
い
う
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
書
体
が
い
か
に
連
関
し
て
い
る
か
、
そ
の
創
始
と
沿
革

体
相
沿
、
互
明
創
革
）

の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
神
品
・
妙
品
・
能
品
の
三
品
に
分
か
つ
品
第

の
形
式
に
よ
っ
て
、
書
人
の
評
伝
を
連
ね
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

『
書
断
』
に
先
行
す
る
芸
術
論
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
体
系
性
を
志
向
す
る
書
物
は
た
っ
た
ひ
と
つ
し
か
な

い
。
劉
勰
の
『
文
心
雕
龍
』
で
あ
る
。
劉
勰
は
、
文
学
と
は
何
か
と
い
う
哲
学
的
な
問
い
か
ら
始
め
、
文
学

の
全
歴
史
を
述
べ
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
『
文
心
雕
龍
』
を
著
し
た
。
た
と
え
ば
そ
の
「
序
志
」
篇
に

お
い
て
、
先
人
の
文
学
論
を
取
り
上
げ
て
そ
の
長
短
を
述
べ
た
後

「
並
び
に
未
だ
葉
を
振
る
い
て
以
て
根
を

、

尋
ね
、
瀾
を
観
て
源
を
索
む
る
能
わ
ず
」
と
断
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
劉
勰
は
文
学
の
根
源
を
探
究
す
る
こ

な
み

も
と

と
を
自
ら
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
張
懐
瓘
も
ま
た
、
書
を
そ
の
根
源
に
遡
っ
て
論
じ
よ
う
と

し
た
。

『
書
断
』
は
、
そ
の
品
第
の
形
式
に
よ
っ
て
、
先
行
す
る
鍾
嶸
『
詩
品
』
や
庾
肩
吾
『
書
品

、
ま
た
李
嗣

』

真
の
『
書
後
品
』
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

『
書
断
』
が
品
第
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
こ

。

、

。

『

』

と
は
た
し
か
だ
が

上
記
の
書
物
と
は
決
定
的
に
異
な
る
意
図
の
下
に
書
か
れ
て
い
る

た
と
え
ば

詩
品
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は
、
当
時
文
学
形
式
と
し
て
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
五
言
詩
の
み
に
対
象
を
絞
っ
て
評
論
し
た
も
の
で
あ

る

『
書
品
』
も
同
様
に
、
当
時
の
通
行
書
体
で
あ
る
隷
書

と
草
書
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る

『
書

。

。

（
楷
書
）

後
品
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
書
体
を
含
め
て
品
第
を
加
え
て
い
る
が
、
書
体
発
展
の
歴
史
を
欠
き
、
ま
た
、
書
と

は
何
か
と
い
う
形
而
上
学
的
な
問
い
が
な
い

『
書
断
』
は
、
書
の
全
歴
史
を
包
括
し
て
体
系
づ
け
、
書
の
本

。

質
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
に
お
い
て
、
む
し
ろ
『
文
心
雕
龍
』
と
共
通
す
る
も
の
を
も
っ

て
い
る
。

そ
の
形
而
上
学
的
枠
組
み
が
『
易
経
』
に
依
拠
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も

『
書
断
』
は
『
文
心
雕
龍
』

、

と
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
影
響
は
全
著
作
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
も
の
だ
。

た
と
え
ば
書
体
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
る
「
十
体
書
断
」
の
後
に
お
か
れ
た
「
論
」
は
、
全
面
的
に
『
易

経
』
に
基
づ
い
て
、
書
の
起
源
と
し
て
の
文
字
の
起
源
を
説
く
。

、

、

。

論
に
曰
く

夫
れ
卦
象
は
其
の
理
を
陰
騭
す
る
所
以
に
し
て

文
字
は
其
の
能
を
宣
載
す
る
所
以
な
り

い
ん
じ
つ

卦
は
則
ち
天
地
の
窈
冥
を
渾
べ
、
鬼
神
の
変
化
を
秘
し
、
文
は
能
く
以
て
其
の
道
を
発
揮
し
、
其
の
功

す

（

書
断
』
論
）

を
幽
賛
す
。
是
れ
、
卦
象
な
る
者
は
文
字
の
祖
、
万
物
の
根
な
る
を
知
る
な
り
。
『

（
論
曰
、
夫
卦
象
所
以
陰
騭
其
理
、
文
字
所
以
宣
載
其
能
。
卦
則
渾
天
地
之
窈
冥
、
秘
鬼
神
之
変
化
、
文
能
以
発
揮
其
道
、

幽
賛
其
功
。
是
知
卦
象
者
、
文
字
之
祖
、
万
物
之
根
）

張
懐
瓘
は
し
ば
し
ば
、
学
書
の
要
諦
を
説
く
の
に
、
文
章
を
学
ぶ
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
。
た
と
え
ば

（

書
苑
菁
華
』
巻
十
二
）

〔
詩
歌
〕

『
六
体
書
論

で
は
「
如
し
文
章
を
学
ば
ん
と
す
る
に
、
只
だ
今
人
の
篇
什

』
『

（
如
学
文
章
、
只
読
今
人
篇
什
、
不
渉
経

を
学
ぶ
の
み
に
し
て
、
経
籍
に
渉
ら
ざ
れ
ば
、
豈
に
偉
器
を
成
さ
ん
や
」

と
い
う
。
文
章
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
に
、
近
代
の
詩
歌
を
学
ぶ
だ
け
で
、
経
書
を
博
渉
し
な

籍
、
豈
成
偉
器
）

け
れ
ば
、
大
成
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
根
本
を
五
経
に
求
め
た
の
は
劉
勰
で
あ
る

『
文
心
雕
龍
』
宗
経

。

文

篇
は

そ
の
名
の
と
お
り

経
書
を
宗
と
す
る
こ
と
を
主
題
に
し
た
篇
で
あ
り

文
は
能
く
経
を
宗
と
す

、

、

、「

」（

）

（

、

能
宗
経

而
建
言
修
辞

と
述
べ
る

而
る
に

言
を
建
て
辞
を
修
む
る
に

克
く
経
を
宗
と
す
る
も
の
鮮
し

。「

、

、

」

よ

鮮
克
宗
経

。）

ほ
ぼ
同
内
容
の
主
張
が
『
評
書
薬
石
論

で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は

』（

書
苑
菁
華
』
巻
十
二
）

『

さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
文
学
論
を
展
開
し
て
い
る
。

仮
如
文
章
を
学
ば
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
先
ず
経
籍
子
史
を
覧
る
。
其
の
上
才
の
者
、
深
く
古
人
の
意

も

し

。

、「

」

。

を
酌
み
て
其
の
言
を
拾
わ
ず

故
に
陸
士
衡

云
う

或
い
は
故
き
を
襲
い
て
弥
い
よ
新
し

と

〔

〕
機

ふ
る

其
の
語
新
し
く
し
て
意
古
き
を
美
す
れ
ば
な
り
。
其
の
中
才
の
者
、
連
文
両
字
を
采
り
、
言
を
配
し
て

よ
み

以
て
章
を
成
す
。
将
に
故
実
を
為
ら
ん
と
す
る
に
、
典
拠
す
る
所
有
り
。
其
の
下
才
の
者
、
旧
文
を
模

つ
く

拓
し
、
頭
を
回
え
尾
を
易
う
。
或
い
は
新
制

を
相
い
呈
す
る
有
る
も
、
模
拓
の
文
を
見
れ
ば
、

〔
新
作
〕

か

か

之
が
為
に
愧
赧

す
。
其
の
才
無
く
し
て
上
を
好
む
者
は
、
但
だ
之
を
写
す
の
み
。
書
の
道
も
亦

〔
赤
面
〕

き

た
ん

た
然
り
。
臣
は
書
に
工
み
な
ら
ざ
る
と
雖
も
、
頗
る
其
の
道
を
知
る
。

（
仮
如
欲
学
文
章
、
必
先
覧
経
籍
子
史
。
其
上
才
者
、
深
酌
古
人
之
意
、
不
拾
其
言
。
故
陸
士
衡
云
、
或
襲
故
弥
新
。
美
其



同
篇
に
お
い
て
、
王
翰
が
「
兼
ね
て
公
の
与
に
書
断
の
後
序
を
作
ら
ん
と
欲
す
」
と
い
い
、
褚
思
光
が
「
其
の
書
断
三
巻

6
は
、
実
に
妙
絶
為
る
こ
と
、
猶
お
蓬
山
・
滄
海
の
風
雲
を
吐
納
す
る
が
ご
と
し
。
禽
獣
魚
龍
、
何
に
か
有
ら
ざ
ら
ん
。
見
る

者
心
酔
せ
ざ
る
は
莫
し
。
後
学
、
其
の
中
に
漁
猟
す
る
を
得
ん
。
実
に
不
朽
の
盛
事
な
り
」
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
を
み
れ

ば

『
文
字
論
』
は

『
書
断
』
の
成
書
の
後
ま
も
な
く
し
て
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
に
し
て
著
さ
れ
た
一
篇
で
あ
る
こ
と
は
明

、

、

ら
か
で
あ
る
。
薛
龍
春
は
、
本
文
で
「
吏
部
蘇
侍
郎
臣
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
蘇
晋
が
吏
部
侍
郎
の
官
に
あ
っ
た
の
が
開
元
十

四
年
（
七
二
六
）
の
冬
か
ら
十
九
年
（
七
三
〇
）
の
春
夏
の
間
で
あ
る
こ
と
か
ら

『
文
字
論
』
は
こ
の
期
間
に
成
立
し
た

、

と
推
定
し
て
い
る
（

張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
九
、
一
七
頁

。

『

）

友
人
等
と
の
議
論
と
い
う
体
裁
を
と
る
同
篇
は

『
書
断
』
が
あ
る
意
味
で
窮
屈
な
形
式
に
則
る
た
め
に
述
べ
き
れ
な
か

、

っ
た
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
書
と
は
何
か
と
い
う
形
而
上
学
的
な
問
い
を
め
ぐ
る
張
懐
瓘
の
議
論
は
真
に
ユ

ニ
ー
ク
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
許
慎
が
『
説
文
』
に
付
し
た
「
叙
」
の
よ
う
な
性
格
を
備
え
る
も
の
で
あ
る

『
文

。

字
論
』
と
い
う
篇
名
は
お
そ
ら
く
原
名
で
は
な
く
、
冒
頭
の
「
論
に
曰
く
、
文
字
と
は
総
じ
て
言
を
為
す
な
り
」
云
々
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
後
に
そ
う
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
主
題
は
「
文
字
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
書
」
で
あ
り

「
文

、

字
」
と
の
関
係
に
お
け
る
「
書
」
で
あ
る
か
ら
だ
。
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語
新
而
意
古
。
其
中
才
者
、
采
連
文
両
字
、
配
言
以
成
章
。
将
為
故
実
、
有
所
典
拠
。
其
下
才
者
、
模
拓
旧
文
、
回
頭
易

尾
。
或
有
相
呈
新
制
、
見
模
拓
之
文
、
為
之
愧
赧
。
其
無
才
而
好
上
者
、
但
写
之
写
而
已
。
書
道
亦
然
。
臣
雖
不
工
書
、

頗
知
其
道
）

「
文
章
」
に
お
い
て
、
才
能
の
高
き
者
は
、
古
人
の
意
を
深
く
汲
み
取
る
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
そ
の
も
の
を

真
似
す
る
の
で
は
な
い

「
書
道
」
も
同
じ
よ
う
に
、
古
人
の
書
跡
を
学
ん
で
も
、
そ
の
意
を
汲
み
取
る
の
で

。

あ
っ
て
、
姿
形
を
真
似
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
い
う
張
懐
瓘
は
、
深
く
文
学
の
素
養
を
具
え
た
人
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
ま
た
文
学
の
考
え
方
を
も
と
に
し
て
書
を
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

文
学
を
強
く
意
識
す
る
張
懐
瓘
の
姿
は

『
文
字
論
』
か
ら
も
浮
か
び
上
が
る
。
そ
こ
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

、

6

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

張
懐
瓘
が
「
朝
端

の
英
秀
、
詞
場

の
雄
伯

」
と
呼
ぶ
蘇
晋
と
王
翰
が
、

〔
朝
廷
〕

〔
文
壇
〕

〔
傑
出
し
た
人
物
〕

陸
機
の
「
文
賦
」
や
王
僧
虔
の
「
書
賦
」
に
な
ら
っ
て
「
書
賦
」
を
作
り
、
あ
わ
せ
て
『
書
断
』
の
後
序
を

書
い
て
や
ろ
う
と
思
い
立
っ
た
。
そ
こ
で
張
懐
瓘
に
書
の
奥
深
さ
に
つ
い
て
講
釈
を
受
け
た
の
だ
が
、
な
か

な
か
作
品
が
出
来
上
が
ら
な
い
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
張
懐
瓘
は
み
ず
か
ら
「
書
賦
」
を
作
り
、

蘇
晋
と
王
翰
を
は
じ
め
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
褚
思
光
・
万
希
荘
・
包
融
に
も
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
万
希

荘
が
「
文
と
書
と
は
、
公
と
陸
機
と
に
已
に
把
断

さ
る
な
り
。
世
、
応
に
敢
え
て
賦
を
為
る
者
無
か

〔
把
握
〕

る
べ
し

と
褒
め
そ
や
す
と
、
蘇
晋
も
「
此
の
事
必
ず

」（
文
與
書
、
被
公
與
陸
機
、
已
把
断
也
。
世
応
無
敢
為
賦
者
）

然
る
な
り

と
同
意
し
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
、
包
融
が
「
書
の
道
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
妍
華

」（
此
事
必
然
也
）

余
り
有
る
も
、
賦
の
体
を
考
す
れ
ば
、
則
ち
風
雅
足
ら
ず

云

」（
論
書
道
、
則
妍
華
有
余
、
考
賦
体
、
則
不
足
風
雅
）

々
と
評
す
る
と
、
褚
思
光
も
そ
れ
に
賛
同
し
て

「
賦
は
能
く
せ
ざ
る
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
張
に
于
い
て
は
当

、

に
之
を
中
に
分
か
つ
べ
き
も
、
乃
ち
小
小
な
る
者
の
み

な
ど
と

」（
賦
非
不
能
。
然
于
張
当
分
之
中
、
乃
小
小
者
耳
）

述
べ
た
と
い
う
。



- 110 - 第四章 文・書・画の存在論的統合

こ
こ
か
ら
張
懐
瓘
に
は
「
書
賦
」
と
題
す
る
賦
の
作
品
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
伝
わ
ら
ず
、
著

録
や
引
用
も
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
注
目
さ
れ
る
の
は

『
書
断
』
の
成
書
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
頃
、
張

、

懐
瓘
が
当
時
の
文
学
者
た
ち
と
交
わ
り
、
か
れ
ら
と
書
や
文
学
に
つ
い
て
活
潑
に
議
論
し
て
い
た
様
子
が
垣

間
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

張
懐
瓘
が
書
を
論
じ
る
の
に
し
ば
し
ば
文
学
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
理
論
の
上
で
先
行
す
る
文
学
の

知
見
を
書
論
に
応
用
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
文
学
論
を
根
底
に
し
て
書
論

を
練
り
上
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
少
な
く
な
い
。

張
懐
瓘

「
書
」
と
い
う
も
の
が
も
つ
自
律

は
く
り
か
え
し
書
を
「
文
」
と
の
関
係
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
。

『
書
断
』
の
書
き

的
な
価
値
を

「
文
」
あ
る
い
は
「
文
章
」
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
く
。
そ
れ
は

、

出
し
か
ら
す
で
に
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

昔
、
庖
犠
氏
は
卦
を
画
し
て
以
て
象
を
立
て
、
軒
轅
氏
は
字
を
造
り
て
以
て
教
を
設
く
。
堯
・
舜
の
世

に
至
り
て
、
則
ち
煥
と
し
て
文
章
有
り
。
…
…
文
章
の
用
を
為
す
や
、
必
ず
書
に
仮
る
、
書
の
徴
為
る

（
序
）

や
、
道
に
合
せ
ん
こ
と
を
期
す
。
故
に
能
く
文
を
発
揮
す
る
者
は
、
書
よ
り
近
き
は
莫
し
。

（
昔
庖
犠
氏
画
卦
以
立
象
、
軒
轅
氏
造
字
以
設
教
。
至
於
堯
舜
之
世
、
則
煥
乎
有
文
章
。
…
…
文
章
之
為
用
、
必
仮
乎
書
、

書
之
為
徴
、
期
合
乎
道
。
故
能
発
揮
文
者
、
莫
近
乎
書
）

文
章
」
が
十
全
に
意
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
は

「
書
」
の
力
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
張
懐
瓘
は
、
書
と

「

、

文
と
が
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

「
書
」
の
位
相
を
「
文
」
と
の
関
係
に
お
い
て
措
定
す
る

。

こ
と
に
よ
っ
て

「
書
」
を
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
の
基
礎

、

と
し
て
、
張
懐
瓘
の
書
論
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
の
が
文
学
論
で
あ
る
。

「

一
節
は
お
そ
ら
く
、

『
毛
詩
』
大

書
よ
り
近
き
は
莫
し
」
と
い
う

鍾
嶸
『
詩
品
』
上
品
序
に
も
引
か
れ
る

（
故
正
得
失
、

序
の
「
故
に
得
失
を
正
し
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
を
感
ぜ
し
む
る
は
、
詩
よ
り
近
き
は
莫
し
」

。

『

』

。

動
天
地

感
鬼
神

莫
近
於
詩

、

、

）
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う

同
じ
表
現
が

文
字
論

に
も
み
え
る

（
闡
典
墳
之
大
猷
、
成
国
家
之
盛
業

「
典
墳
の
大
猷
を
闡
き
、
国
家
の
盛
業
を
成
す
者
は
、
書
よ
り
近
き
は
莫
し
」

ひ
ら

「
典
墳
」
と
は
古
代
の
聖
王
、
三
皇
・
五
帝
の
著
し
た
伝
説
の
書
物
で
あ
り

「
大
猷
」
と
は

者
、
莫
近
乎
書
）
。

、

大
い
な
る
道
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
さ
ら
に
魏
の
文
帝
・
曹
丕
に
よ
る
文
学
論
『
典
論
』
論
文

の
「
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
、
不
朽
の
盛
事
な
り

を
踏
ま
え
て
も
い

」（
文
章
経
国
之
大
業
、
不
朽
之
盛
事
）

る
。こ

こ
で
張
懐
瓘
が
い
う
「
書
」
と
は
、
書
法
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
文
字
」
な
い
し
「
文
書
」
を
意
味

〔

〕

す
る

と
い
う
の
も

こ
の
文
章
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
く
か
ら
だ

其
の
後

能
者
之
に
加
う
る
に
元

。

、

。「

、

玄

妙
を
以
て
す
。
故
に
翰
墨
の
道
生
ず
る
有
り

。
し
か
し
、
張
懐
瓘

」（
其
後
能
者
加
之
以
元
妙
。
故
有
翰
墨
之
道
生
）

の
眼
目
は
、
芸
術
と
し
て
の
書
の
基
盤
に
は
国
家
統
治
を
支
え
る
文
字
と
文
書
の
政
治
的
な
力
が
あ
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
力
が
な
け
れ
ば
、
書
は
た
ん
に
目
を
喜
ば
す
だ
け
の
も
の
に
堕
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
張
懐
瓘
は
そ
う
し
た
耽
美
主
義
と
は
無
縁
で
あ
る
。
劉
勰
が
諷
諫
の
意
を
喪
っ
た
た
ん
に
綺
麗
な
文

、

、

。

学
を
斥
け
た
よ
う
に

張
懐
瓘
も
ま
た

文
章
の
力
を
根
底
に
も
た
ぬ
美
し
い
だ
け
の
書
を
斥
け
る
だ
ろ
う
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文
章
を
書
く
と
い
う
行
為
に
否
応
な
く
伴
う
物
質
的
な
側
面
か
ら
、
や
が
て
「
翰
墨
の
道
」
す
な
わ
ち
芸

術
と
し
て
の
書
が
生
ま
れ
た
。
つ
ま
り
張
懐
瓘
は
、
卦
象
―
文
字
―
文
章

―
書
と
い
う
発
展
の
系
譜

（
文
学
）

に
書
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
、
晩
年
の
『
書
議
』

に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

夫
れ
翰
墨
及
び
文
章
の
至
妙
な
る
者
は
、
皆
な
深
意
有
り
て
以
て
其
の
志
を
見
す
。
之
を
覧
れ
ば
即
ち

し
め

（

書
議

）

了
然
と
し
て
面
と
会
す
る
が
若
か
ら
し
む
。
『

』

ご
と

（
夫
翰
墨
及
文
章
至
妙
者
、
皆
有
深
意
以
見
其
志
。
覧
之
即
令
了
然
、
若
與
面
会
）

書
も
文
学
も
、
素
晴
ら
し
い
も
の
に
は
深
い
意
が
あ
り

「
志
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
。
張
懐
瓘
は
、
書
に

、

も
文
学
と
同
等
の
功
用
が
あ
る
こ
と
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
劉
勰
は

『
毛
詩
』
大
序
の
「
詩
は

、

（

）

（

）

志
の
之
く
所
な
り

に
基
づ
い
て

文
章
は
志
を
述
ぶ
る
を
本
と
為
す

」

、「

」

詩
者
志
之
所
之
也

文
章
述
志
為
本

ゆ

（

文
心
雕
龍
』
情
采
）

（
辞
為
肌
膚
、
志
実

『

と
い
っ
て
い
る
。
ま
た

「
辞
は
肌
膚
為
り
、
志
は
実
に
骨
髄
た
り

、

」

と
も
い
う
。
張
懐
瓘
は

『
詩
経
』
以
来
の
文
学
が
「
志
」
を
表
す
こ
と
を
重
ん
じ
る

骨
髄

（
同
、
体
性
・
賛
）

）

、

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
書
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

或
い
は
四
海
の
尺
牘
、
千
里
の
相
聞
は
、
迹
は
乃
ち
情
を
含
み
、
言
は
惟
だ
事
を
叙
ぶ
。
封
を
披
け
ば

ひ
ら

覚
え
ず
欣
然
と
し
て
独
り
笑
う
。
則
ち
面
せ
ず
と
雖
も
其
れ
面
す
る
が
若
し
。
妙
用
玄
通
は
神
化
に
隣

（

書
議

）

す
。
『

』

（
或
四
海
尺
牘
、
千
里
相
聞
、
迹
乃
含
情
、
言
惟
叙
事
。
披
封
不
覚
欣
然
独
笑
。
雖
則
不
面
、
其
若
面
焉
。
妙
用
玄
通
、
隣

于
神
化
）

遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
送
り
届
け
ら
れ
る
手
紙
は
、
こ
と
ば
は
事
柄
を
伝
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
筆
跡

に
は
「

情

」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
封
を
開
け
ば
思
わ
ず
嬉
し
く
な
っ
て
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
。
目
の
前
に
そ

お
も
い

の
人
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
人
と
対
面
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
―
―
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の

誰
も
が
日
常
的
に
経
験
し
て
い
る
書
の
力
で
あ
る
。
こ
の
一
節
を

『
文
心
雕
龍
』
の
よ
く
似
た
次
の
部
分
と

、

並
べ
て
み
る
と
き
、
張
懐
瓘
の
意
図
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

其
れ
文
を
綴
る
者
は
、
情
動
い
て
辞
発
し
、
文
を
観
る
者
は
、
文
を
披
い
て
以
て
情
に
入
る
。
…
…
世

遠
く
し
て
其
の

面

を
見
る
こ
と
莫
き
も
、
文
を

覘

え
ば
輒
ち
其
の
心
を
見
る

（
知
音
）

。

お
も
て

う
か
が

（
其
綴
文
者
、
情
動
而
辞
発
、
観
文
者
、
披
文
以
入
情
。
…
…
世
遠
莫
見
其
面
、
覘
文
輒
見
其
心
）

劉
勰
が
「
文
」
の
位
相
に
「
情
」
と
「
心
」
を
見
出
す
の
に
対
し
、
張
懐
瓘
は
「
迹
」
つ
ま
り
「
文
」
が

書
か
れ
た
そ
の
筆
跡
―
―
「
書
」
の
位
相
―
―
に
「
情
」
を
見
出
す

「
言
葉
は
た
だ
事
実
を
記
述
す
る
だ
け

。

だ
」
と
い
う
張
懐
瓘
は
、
言
語
と
は
異
な
る
位
相
に
存
在
す
る
「
書
」
の
力
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で

「
文
」
と
い
う
語
と
同
様
に
「
書
」
も
多
義
語
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

「
書
」
は
書
法

、

。



神
田
喜
一
郎
は
こ
の
点
に
注
目
し

「
書
道
」
と
い
う
語
が
、
張
懐
瓘
を
嚆
矢
と
し
て
、
董
其
昌
『
画
禅
室
随
筆
』
や
梁

、

7
同
書
『
頻
羅
庵
遺
集

、
包
世
臣
『
芸
舟
双
楫
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

「
書
法
」
と
い
う
の
と
は
ち
が
っ
て

』

、

精
神
的
な
含
意
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た

わ
が
国
で

書
道

と
い
う
言
葉
が
広
く
一
般
に
使
用
せ
ら

、「

「

」

れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
明
治
以
来
の
こ
と
で
、
江
戸
時
代
に
は
多
く

筆
道
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
せ
ら
れ
た

と
も
述

「

」

べ
て
い
る
（

画
禅
室
随
筆
講
義
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
三
九
―
四
二
頁

。

『

）

「
僧
虔

書
賦

を
著
し
、
倹
、
注
序
を
為
る
に
甚
だ
工
み
な
り

（
僧
虔
著
書
賦
、
倹
為
注
序
甚
工

。

「

」

」

）

8
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を
意
味
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
字
、
手
紙
、
書
籍
な
ど
を
も
意
味
す
る
。
ま
た
、
経
書
の
ひ
と
つ
『
書

経
』
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
多
義
性
は
す
べ
て
「
書
く
こ
と
」
と
い
う
原
義
か
ら
派
生
す

る
も
の
で
あ
っ
て

「
書
」
と
は
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
語
で
あ
る
。
劉
勰
が
「
文
」
と
い
う
語
の
多
義
性
を
も

、

「

」

、

「

」

「

」

と
に
文
学
を

道

に
基
礎
づ
け
た
よ
う
に

張
懐
瓘
は

書

と
い
う
語
の
多
義
性
に
よ
っ
て
書
法
を

道

に
基
礎
づ
け
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

張
懐
瓘
の
書
論
に
「
書
道
」
と
い
う
語
が
熟
語
と
し
て
た
び
た
び
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
書
は
卑
し
む
べ
き
「
芸
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
通
念
に
対
し
、
い
か
に
そ
の
価
値
づ
け
を
行

7

う
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
張
懐
瓘
を
書
論
家
と
し
て
衝
き
動
し
た
動
機
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

劉
勰
が
文
学
に
対
し
て
行
お
う
と
し
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
両
者
は
、
ま
さ
に
文
学
や
書
が
芸
術
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し
て
ゆ
く
そ
の
過
渡
期
的
な
時
代
に
、
理
論
的
な
裏
付
け
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

文
学
と
の
関
係
に
お
い
て
書
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
と
書
を
区
別
し
、
そ
の
差
異
を
語
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
先
に
触
れ
た
『
文
字
論
』
に
み
え
る

ら
と
の
や
り
と
り
は
、
か
れ
ら
が
書
と

蘇
晋
や
王
翰

文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
王
翰
は
張
懐
瓘
に
対
し
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

文
章
は
久
し
く
心
を
游
ば
す
と
雖
も
、
翰
墨
は
近
ご
ろ
甚
だ
意
を
留
む
。
此
の
若
き
妙
事
は
、
古
来
知

る
有
る
者
少
な
し
。
今
、
擬
し
て
之
を
討
論
し
、
書
賦
を
造
り
、
兼
ね
て
公
の
与
に
書
断
の
後
序
を
作

た
め

ら
ん
と
欲
す
。
王
僧
虔
に
賦
有
り
、
王
倹
、
其
の
序
を
製
す
と
雖
も
、
殊
に
人
を
動
か
す
に
足
ら
ず
。

陸
平
原

の
「
文
賦
」
の
如
き
は
、
実
に
名
作
為
り
。
其
の
極
境
に
造
ら
ざ
る
が
若
き
は
、
後
世
の

〔
機
〕

た

い
た

人
心
を
伏
せ
し
む
る
に
由
無
し
。
書
の
深
意
を
知
ら
ず
、
文
と
差
別
を
為
す
が
若
し
。

よ
し

（
文
章
雖
久
游
心
、
翰
墨
近
甚
留
意
。
若
此
妙
事
、
古
来
少
有
知
者
。
今
擬
討
論
之
、
欲
造
書
賦
、
兼
與
公
作
書
断
後
序
。

王
僧
虔
雖
有
賦
、
王
倹
製
其
序
、
殊
不
足
動
人
。
如
陸
平
原
文
賦
、
実
為
名
作
。
若
不
造
其
極
境
、
無
由
伏
後
世
人
心
。

不
知
書
之
深
意
、
與
文
若
為
差
別
）

王
僧
虔
に
は
「
書
賦
」
と
い
う
作
品
が
あ
り

『
南
史
』
巻
二
十
二
・
王
僧
虔
伝
に
は
甥
の
王
倹
が
そ
れ
に

、

序
と
注
を
付
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
『
芸
文
類
聚
』
巻
七
十
四
に
そ
の
一
部
を
載
せ
る
が
、

8

後
者
は
佚
し
た
。
王
翰
は
両
者
を
「
殊
に
人
を
動
か
す
に
足
ら
ず
」
と
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
陸
機
の
「
文

賦
」
は
名
作
と
認
め
つ
つ
も
、
書
の
深
意
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
文
と
書
と
を
別
個
の
も
の
と
考
え
て
い
る

と
不
満
を
漏
ら
す
。
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王
翰
の
「
文
賦
」
に
対
す
る
批
評
は
実
に
興
味
深
い
。
そ
の
視
点
は
、
文
学
と
書
の
領
域
を
横
断
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

「
文
章
は
久
し
く
心
を
游
ば
す
と
雖
も
、
翰

。

墨
は
近
ご
ろ
甚
だ
意
を
留
む
」
と
み
ず
か
ら
述
べ
る
と
お
り
、
自
身
の
経
験
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文

章
に
つ
い
て
は
長
い
間
親
し
ん
で
き
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
書
に
も
心
を
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
と

書
は
、
渾
然
一
体
に
存
在
す
る
が
、
別
々
の
力
を
も
っ
て
心
に
働
き
か
け
る
も
の
だ
と
気
付
い
た
―
―
王
翰

は
そ
う
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
か
れ
が
「
書
賦
」
を
作
り

『
書
断
』
の
後
序
を
書
こ
う
と
し
た
動
機

、

な
の
だ
。

簡
潔
な
が
ら
核
心
を
衝
く
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
張
懐
瓘
の
応
答
は
、

文
は
則
ち
数
言
に
し
て
乃
ち
其
の
意
を
成
し
、
書
は
則
ち
一
字
に
し
て
已
に
其
の
心
を

見

す
。

、

、

あ
ら
わ

（
文
則
数
言
、
乃
成
其
意
、
書
則
一
字
、
已
見
其
心
）

張
懐
瓘
の
思
想
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
一
文
に
尽
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い

「
文
」
は
、
組
み
合
わ
さ
れ
、

。

文
章
を
織
り
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
生
み
だ
す
。
し
か
る
に
「
書
」
は
、
一
字
で
そ
こ
に
こ
め

ら
れ
た
心
を
あ
ら
わ
す
。
こ
こ
で

は

「
文
」
と
「
書
」
と
を
弁
別
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

張
懐
瓘

、

ろ
「
書
」
の
自
律
的
な
力
を
「
文
」
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

『
文
字
論
』
の
冒
頭
で
す
で
に
「
文
」
と
「
字
」
と
「
書
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

論
に
曰
く
、
文
字
と
は
総
じ
て
言
を
為
す
な
り
。
若
し
分
か
ち
て
義
を
為
せ
ば
、
則
ち
文
な
る
者
は
祖

、

。

、

。

父

字
な
る
者
は
子
孫
な
り

其
の
物
形
を
察
し
て
其
の
文
理
を
得
る

故
に
之
を
謂
い
て
文
と
曰
う

母
子
相
い
生
じ
、
孳

乳

し
て

寖

く
多
し
。
因
り
て
之
に
名
づ
け
て
字
と
為
す
。
竹
帛

〔
繁
殖
・
派
生
〕

じ

に
ゆ
う

よ
う
や

に
題
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
目
し
て
書
と
曰
う
。
文
な
る
者
は
其
の
道
煥
た
り
。
日
月
星
辰
は
天
の
文
な

。

。

。

、

。

り

五
岳
四
瀆
は
地
の
文
な
り

城
闕
朝
儀
は
人
の
文
な
り

字
は
之
れ
書
と

理
も
亦
た
一
に
帰
す

文
に
因
り
て
用
を
為
し
、
相
い

て
成
る
。

須ま
つ

（
論
曰
、
文
字
者
総
而
為
言
。
若
分
而
為
義
、
則
文
者
祖
父
、
字
者
子
孫
。
察
其
物
形
、
得
其
文
理
、
故
謂
之
曰
文
。
母
子

相
生
、
孳
乳
寖
多
。
因
名
之
為
字
。
題
於
竹
帛
、
則
目
之
曰
書
。
文
也
者
其
道
煥
焉
。
日
月
星
辰
、
天
之
文
也
。
五
岳
四

瀆
、
地
之
文
也
。
城
闕
朝
儀
、
人
之
文
也
。
字
之
與
書
、
理
亦
帰
一
。
因
文
為
用
、
相
須
而
成
）

「
字
」
と
「
書
」
は
同
じ
原
理
に
基
づ
き

「
文
」
を

張
懐
瓘
の
認
識
は
最
後
の
一
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。

、

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
そ
の
は
た
ら
き
を
な
す
。
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
補
い
合
っ
て
は
じ
め
て
完
全
な
も
の
と
な

る
。冒

頭
の
「
文
字
」
と
「
書
」
に
関
す
る
説
明
は
『
説
文
』
叙
の
「
蒼
頡
の
初
め
て
書
を
作
る
、
蓋
し
類
に

依
っ
て
形
を
象
る
。
故
に
之
を
文
と
謂
う
。
其
の
後
、
形
声
相
い
益
す
、
即
ち
之
を
字
と
謂
う
。
文
な
る
者

は
物
象
の
本
、
字
な
る
者
は

」
を
踏
ま

孳
乳
し
て
寖
く
多
き
を
言
う
な
り
。
竹
帛
に
著
す
、
之
を
書
と
謂
う

え
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
物
の
形
を
写
し
取
っ
た
原
初
の
文
字
が
「
文
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
無
数
の

形
声
字
が
派
生
し
た
か
ら
「
字
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
を
竹
簡
や
帛
書
に
書
き
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
「
書
」
で
あ
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る
。
張
懐
瓘
が
こ
う
し
た
説
明
を
持
ち
出
す
意
図
は
、
文
―
字
―
書
と
い
う
発
展
の
系
譜
を
い
う
た
め
で
あ

り

「
文
」
こ
そ
が
「
書
」
の
起
源
で
あ
る
こ
と
を
説
く
た
め
で
あ
る
。

、

文
な
る
者
は
其
の
道
煥
た
り
」
と
は

『
易
』
に
も
『
説
文
』
に
も
直
接
依
拠

つ
づ
け
て
張
懐
瓘
が
い
う
「

、

、

、

す
る
記
述
を
見
出
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た

『
論
語
』
泰
伯
の
「
煥
乎
と
し
て
其
れ
文
章
有

、

を
踏
ま
え
る
と
し
て
も

『
論
語
』
に
由
来
し
な
い
思
想
が
あ
る

「
文
」
を
「
道
」

り
」

、

。

（
煥
乎
、
其
有
文
章
）

と
結
び
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
ほ
か
な
ら
ぬ
劉
勰
で
あ
る

『
文
心

。

雕
龍
』
原
道
篇
の
主
題
、
し
た
が
っ
て
同
書
全
体
の
根
幹
に
あ
る
主
題
は

「
文
」
が
「
道
」
の
顕
現
で
あ
る

、

と
説
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

夫
れ
玄
黄
色
雑
わ
り

方
円

体

分
か
れ

日
月
璧
を
畳
ね
て
以
て
麗
し
き
天
の
象
を
垂
れ

山
川
綺
を

煥

、

、

、

か
た
ち

か
さ

か
が
や

か
し
て
以
て
理
あ
る
地
の
形
を
舗
く
。
此
れ
蓋
し
道
の
文
な
り
。

、
、
、

し

（
夫
玄
黄
色
雑
、
方
円
体
分
、
日
月
畳
璧
以
垂
麗
天
之
象
、
山
川
煥
綺
以
舗
理
地
之
形
。
此
蓋
道
之
文
也
）

心
生
じ
て
言
立
ち
、
言
立
ち
て
文
明
ら
か
な
る
は
、
自
然
の
道
な
り
。

、

、

（
心
生
而
言
立
、
言
立
而
文
明
、
自
然
之
道
也
）

道
は
聖
に
沿
り
て
以
て
文
を
垂
れ
、
聖
は
文
に
因
り
て
道
を
明
ら
か
に
す
。

、

、

、

、

（
道
沿
聖
以
垂
文
、
聖
因
文
而
明
道
）

辞
の
能
く
天
下
を
鼓
す
る
所
以
の
者
は
、

逎

ち
道
の
文
な
れ
ば
な
り
。

、
、
、

す
な
わ

（
辞
之
所
以
能
鼓
天
下
者
、
逎
道
之
文
也
）

『
論
語
』
泰
伯
の
「
煥
乎
と
し
て
其
れ
文
章
有
り

張
懐
瓘
が
好
ん
で
引
く
も
の
で
あ
る
。

」
は
、

（

書
断
』
序
）

堯
舜
の
世
に
至
り
て
、
則
ち
煥
乎
と
し
て
文
章
有
り
。
『

（
至
於
堯
舜
之
世
、
則
煥
乎
有
文
章
）

（

書
議

）

堯
舜
天
下
に
主
た
る
や
、
煥
乎
と
し
て
文
章
有
り
。
文
章
発
揮
し
て
書
道
尚
ば
る
。
『

』

（
堯
舜
王
天
下
、
煥
乎
有
文
章
。
文
章
発
揮
、
書
道
尚
矣
）

（
唐
虞
文
章
、
則
煥
乎
為
盛

（

文
心
雕

劉
勰
も
ま
た
「
唐
虞
の
文
章
、
則
ち
煥
乎
と
し
て
盛
ん
な
り
と
為
す
」

）
『

と
引
い
て
い
る
。
孔
子
が
い
う
「
文
章
」
と
は
、
文
字
に
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
言
葉
を
意
味
す
る

龍
』
原
道
）

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
周
王
朝
に
お
い
て
文
王
や
周
公
が
築
き
上
げ
た
文
化
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
劉

勰
は
、
そ
の
意
味
を
ず
ら
し
、
テ
ク
ス
ト
を
意
味
す
る
「
文
章
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学

と
し
て
の
「
文
」
の
価
値
を
説
い
た
。
張
懐
瓘
は
、
そ
の
よ
う
な
劉
勰
の
思
想
に
「
書
道
」
を
接
合
し
て
い

。

、

「

」

「

」

る

言
い
換
え
れ
ば

張
懐
瓘
が
劉
勰
の
文
学
論
で
展
開
し
て
い
る

文

の
存
在
論
を
敷
衍
す
る
形
で

書



吉
田
教
専
・
神
谷
順
治
訳
『
書
議

『
中
国
書
論
大
系
』
第
二
巻
、
二
玄
社
、
一
九
七
七
年
、
二
一
〇
頁
。

』
、

9

潘
運
告
編
著
『
張
懐
瓘
書
論
』
中
国
書
画
論
叢
書
、
湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
三
三
頁
。

10
「
少
な
く
と
も
前
漢
の
時
代
に
は
、
既
に
書
か
れ
た
文
字
の
独
自
の
美
し
さ
が
注
意
さ
れ
て
お
り
、
文
字
書
写
が
そ
の
実

11
用
性
と
と
も
に

鑑
賞
の
対
象
と
し
て
も
尊
重
さ
れ
た

杉
村
邦
彦

書

の
生
成
と
評
論
―
中
国
書
論
史
序
説
―

東

、

」（

「

」

『

「

」

洋
史
研
究
』
第
二
五
巻
、
第
二
号
、
一
九
六
六
年
、
三
七
頁

。
）
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を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「

」

、

。

張
懐
瓘
が
い
か
に
執
拗
に

文

を
意
識
し
て
い
る
か
は

以
上
の
引
用
に
よ
っ
て
充
分
に
知
ら
れ
よ
う

そ
れ
は
、
当
時
す
で
に
「
文
」
と
い
う
も
の
が
一
般
的
に
高
い
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

た
と
え
ば
、
張
懐
瓘
が
「
文
」
を
「
書
」
以
上
に
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
文
か
ら
あ

き
ら
か
で
あ
る
。

人
の
才
能
を
論
ず
る
に
は
文
を
先
に
し
て
墨
を
後
に
す
。
羲

・
献

等
十
九
人
は
、
皆
な
文
墨

〔
之

〔
之
〕

〕

（
論
人
才
能
、
先
文
而
後
墨
。
羲
献
等
十
九
人
、
皆
兼
文
墨

（

書
議

）

を
兼
ぬ
。

）
『

』

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
文
」
が
何
を
指
す
の
か
、
に
わ
か
に
は
断
じ
が
た
い
。
吉
田
教
専
・
神
谷
順
治
は
こ

れ
を
「
文
徳
」
と
訳
し
、
潘
運
告
は
「
文
彩
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
全
体
の
意
味
と
し
て
、

9

10

前
者
は
「
人
の
才
能
を
論
評
す
る
に
は
文
徳
を
先
に
し
て
墨
技
を
後
に
す
る
」
と
い
う
意
味
に
と
り
、
後
者

、
、

は
「
書
家
の
才
能
を
論
じ
る
に
は
、
書
に
文
彩
が
あ
る
か
ど
う
か
が
第
一
で
、
力
強
い
筆
勢
が
あ
る
か
ど
う

、
、

か
は
二
の
次
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
が
正
し
い
と
い
う
問
題
で
は

、

。

「

」

、

な
く

張
懐
瓘
は
敢
え
て
多
義
性
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

こ
こ
で
の

文

は

あ
ら
ゆ
る
多
義
性
を
包
括
す
る
理
念
の
よ
う
な
も
の
だ
。

そ
れ
は
張
懐
瓘
自
身
の
価
値
観
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
普
遍
的
な
価
値
観
だ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
唐
代
、
文
学
は
す
で
に
確
乎
た
る
地
位
を
築
い
て
い
た
。
六
朝
を

通
じ
て
著
さ
れ
た
文
学
論
が
理
論
の
面
で
そ
れ
を
支
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
則
天
武
后
の
頃
に
科
挙
が

整
備
さ
れ
て
以
降
、
官
吏
を
目
指
す
者
に
は
詩
文
の
能
力
が
試
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
書

は
、
文
学
に
比
べ
れ
ば
、
い
ま
だ
低
い
価
値
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
書
」
は
周
代
の
官
制
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
周
礼
』
に
お
い
て
、
王
侯
貴
族
の
子
弟
が
身
に
つ
け
る
べ
き

技
芸
で
あ
る
「
六
芸
」
す
な
わ
ち
「
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
」
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
文
字
を
読
み
書
き
す
る
実
用
的
能
力
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
書
か
れ
た
筆
跡
が
も
つ
美
し
さ
が

意
識
さ
れ
、
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
の
は
、
お
よ
そ
前
漢
の
頃
で
あ
る
。

11

わ
れ
わ
れ
が
知
る
能
書
家
の
固
有
名
と
し
て
は
、
よ
う
や
く
後
漢
に
な
っ
て
崔
瑗
、
張
芝
、
蔡
邕
、
張
芝

と
い
っ
た
人
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
漢
代
に
書
か
れ
た
隷
書
碑
の
傑
作
の
数
々
は
、
名
も
知
ら
ぬ

職
人
た
ち
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
碑
が
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ず
っ
と
後
世
の
こ
と
で
あ

り
、
当
時
、
批
評
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
芸
術
性
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
皆
無
だ
っ
た
。



張
天
弓
「
趙
壹
《
非
草
書
》
質
疑

「
趙
壹
《
非
草
書
》
質
疑
続

『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
栄
宝
斎
出
版
社
、

」
、

」
、

12
二
〇
〇
九
年
。

張
懐
瓘
が
文
献
史
料
の
扱
い
に
す
ぐ
れ
て
慎
重
で
あ
り
、
来
歴
不
明
の
文
献
や
通
俗
書
論
を
排
除
し
て
い
る
こ
と
は
、
薛

13
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論

（
天
津
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
お
よ
び
成
田
健
太
郎
「
張
懐
瓘
『
書
断
』
の

』

史
料
利
用
と
通
俗
書
論

（
書
学
書
道
史
学
会
編
『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

」
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、

「

」

、「

、

後
漢
の
頃
の
書
に
ま
つ
わ
る
言
説
と
し
て
は

趙
壹

非
草
書

が

草
書
の
人
は

（
『

』

）

法
書
要
録

巻
一

蓋
し
伎
芸
の
細
な
る
者
の
み

な
ど
と
当
時
の
草
書
の
流
行
を
非
難
し
て
い
る
こ

」（
草
書
之
人
、
蓋
伎
藝
之
細
者
）

と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
草
書
の
美
し
さ
が
注
目
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
草

書
に
熱
中
す
る
人
た
ち
が
つ
ま
ら
ぬ
芸
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
と
非
難
さ
れ
る
ほ
ど
、
書
が
一
般
的
に

低
く
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
真

偽
に
つ
い
て
は
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
張
天
弓
は
、
現
在
伝
わ
る
テ
ク
ス
ト
は
趙
壹
に
よ
る
も
の
と
し

て
は
信
用
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
簡
単
に
そ
の
要
点
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。

張
天
弓
は
、
つ
ぎ
の
四
点
か
ら
趙
壹
「
非
草
書
」
の
テ
ク
ス
ト
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

一

「
非
草
書
」
の
推
定
成
立
年
代
と
趙
壹
の
没
年
に
矛
盾
が
あ
る
。

、
二
、
趙
壹
に
よ
る
賦
作
品
「
刺
世
疾
邪
賦
」
と
「
非
草
書
」
の
政
治
的
な
観
点
が
著
し
く
異
な
る
。

三

「
非
草
書
」
が
描
く
草
書
の
流
行
は
、
後
漢
末
、
戦
乱
が
頻
繁
に
お
こ
っ
て
い
た
西
州
で
は
あ
り
え
な

、い
。

四

「
非
草
書
」
が
書
か
れ
た
目
的
は
広
く
世
の
中
に
伝
え
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
盛

、唐
の
張
懐
瓘
以
前
に
こ
れ
を
引
用
す
る
者
が
み
ら
れ
ず
、
ま
た

「
心
性
説
」
と
い
う
重
要
な
書
法
美
学

、

思
想
が
、
後
漢
末
か
ら
初
唐
に
至
る
ま
で
の
五
〇
〇
年
間
、
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。

12

だ
が

「
非
草
書
」
が
偽
作
だ
と
し
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
歴
史
的
事
実
は
、
張
懐
瓘
の
『
書
断
』
が
そ

、

の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
張
彦
遠
が
編
纂
し
た
書
論
集
成
『
法
書
要
録
』
の
巻
頭

に
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
張
懐
瓘
の
時
代
に
は

こ
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
し
、
史
料
の
収
集
と
選
別
と
に
周
到
で
あ
っ
た
張
懐
瓘
も
張
彦
遠
も
そ
れ
を
史
料
と

し
て
扱
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る

「
非
草
書
」
が
偽
作
で
あ
っ
て
も
、
張
懐
瓘
や
張
彦
遠
が
書
法
史

。
13

を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
上
で
、
な
お
重
要
な
史
料
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

張
懐
瓘
は
趙
壹
が
芸
術
を
解
さ
な
い
こ
と
を
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。

趙
壹
に
草
を
貶
す
る
の
論
有
り
。
仍
ち
張
芝
の
書
を
重
ん
じ
て
秘
宝
と
為
す
者
を
笑
う
。
嗟
、
夫
れ
道

あ
あ

同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
相
い
為
に
謀
ら
ず
。
夫
れ
芸
の
己
に
在
る
は
、
木
の
実
を
加
え
、
草
の
葉
を
増
す

が
如
し
。
絵
は
衆
色
を
以
て
章
を
為
し
、
食
は
五
味
を
以
て
美
な
る
こ
と
、
亦
た
猶
お
八
卦
の
列
を
成

し
、
八
音
の
克
く
諧
う
が
ご
と
し
。
聾
瞽
の
人
、
其
の
謂
を
知
ら
ず
。
若
し
其
の
故
を
知
り
、
耳
想
い

よ

か
な
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（

書
断
』
巻
下
・
評
）

心
識
ら
ば
、
自
ら
該
に
通
審
す
べ
し
。
其
れ
知
ら
ざ
る
は
則
ち
聾
瞽
者
の
み
。
『

ま
さ

（

。

。

、

。

、

、

。

趙
壹
有
貶
草
之
論

仍
笑
重
張
芝
書
為
秘
宝
者

嗟
夫
道
不
同

不
相
為
謀

夫
芸
之
在
己

如
木
之
加
実

草
之
増
葉

絵
以
衆
色
為
章
、
食
以
五
味
而
美
、
亦
猶
八
卦
成
列
、
八
音
克
諧
。
聾
瞽
之
人
、
不
知
其
謂
。
若
知
其
故
、
耳
想
心
識
、

自
該
通
審
。
其
不
知
則
聾
瞽
者
耳
）

張
彦
遠
は
お
そ
ら
く
張
懐
瓘
の
こ
の
批
評
を
承
け
て
『
法
書
要
録
』
に
「
非
草
書
」
を
収
録
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も

「
非
草
書
」
は
普
通
の
意
味
で
の
〝
書
論
〟
で
は
な
く
、
ま
た
、
張
天
弓
が
指

、

摘
し
て
い
る
通
り
、
張
懐
瓘
以
前
に
「
非
草
書
」
に
言
及
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
だ
。
張
彦
遠
は
み
ず
か
ら

書
論
を
著
す
代
わ
り
に
『
法
書
要
録
』
を
編
ん
だ
。
そ
れ
は
単
に
史
料
を
集
め
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
自
体
が
書
の
歴
史
の
祖
述
で
あ
り
、
か
つ
、
書
法
思
想
の
理
論
的
発
展
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

書
を
否
定
す
る
「
非
草
書
」
を
『
法
書
要
録
』
巻
一
の
巻
頭
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
が
芸
術
的
と
な
る

弁
証
法
的
過
程
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
非
草
書
」
を
除
い
た
と
し
て
も
、
漢
末
か
ら
魏
に
か
け
て
、
書
の
社
会
的
な
地
位
が
低
か
っ
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
テ
ク
ス
ト
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
や
は
り
『
法
書
要
録
』
に
収
め
ら
れ
る
羊
欣
『
古
来

能
書
人
名
』
や
『
世
説
新
語
』
巧
芸
に
み
え
る
韋
誕
の
故
事
で
あ
る
。
魏
の
明
帝
が
凌
雲
閣
を
建
て
た
際
、

書
で
名
を
知
ら
れ
た
韋
誕
に
命
じ
て
扁
額
を
書
か
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
字
を
書
く
前
に
大
工
が
誤
っ

て
扁
額
を
釘
付
け
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
韋
誕
は
籠
に
乗
せ
ら
れ
、
高
く
吊
り
上
げ
ら
れ
た
ま
ま
字
を
書

く
羽
目
に
な
っ
た
。
書
き
終
え
て
下
に
降
り
て
く
る
と
、
顎
髭
も
頭
髪
も
真
っ
白
に
な
っ
て
、
息
も
た
え
だ

〔
八
分
の
書
法
〕

（
誡

え
で
あ
っ
た
。
か
く
て
「
子
孫
に
誡
め
て
此
の
楷
法

を
絶
た
し
め
、
之
を
家
令
に
著
す
」

し
る

能
書
家
と
し
て
、
扁
額
の
揮
毫
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
名
誉
な
こ
と
で

子
孫
、
絶
此
楷
法
、
著
之
家
令

。
）

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
平
安
時
代
末
期
に
藤
原
伊
行
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
書
論
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』

こ
れ
ゆ
き

に
「
一
、
額
は
第
一
大
事
な
り
」
と
い
う
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

張
懐
瓘
は
『
書
断
』
巻
中
の
王
献
之
の
条
に
お
い
て
、
こ
の
韋
誕
の
故
事
に
触
れ
て
い
る
。

大
元
中
、
新
た
に
太
極
殿
を
起
す
や

安
、
子
敬
を
し
て
榜
に
題
せ
し
め
、
以
て
万
世
の
宝
と
為

、〔
謝
〕

さ
ん
と
欲
す
。
而
れ
ど
も
之
を
言
う
こ
と
を

難

る
。
乃
ち
韋
仲
将

、
凌
雲
台
に
題
す
る
の
事
を
説

〔
誕
〕

は
ば
か

く
。
子
敬
、
其
の
指
を
知
り
、
乃
ち
色
を
正
し
て
曰
く

「
仲
将
は
魏
の
大
臣
な
り
。
寧
ぞ
此
の
事
有
ら

、

ん
や
。
使
し
其
れ
此
の
若
く
な
れ
ば
、
魏
徳
の
長
か
ら
ざ
る
を
知
る
」
と
。
安
、
遂
に
之
に
逼
ら
ず
。

も

（
大
元
中
新
起
太
極
殿
、
安
欲
使
子
敬
題
榜
、
以
為
万
世
宝
。
而
難
言
之
。
乃
説
韋
仲
将
題
凌
雲
台
事
。
子
敬
知
其
指
、
乃

正
色
曰
、
仲
将
魏
之
大
臣
。
寧
有
此
事
。
使
其
若
此
、
知
魏
徳
之
不
長
。
安
遂
逼
之
）

歴
代
皇
帝
の
中
で
も
と
り
わ
け
書
を
深
く
愛
し

保
護
し
た
太
宗
で
さ
え

書
を

小
道

あ
る
い
は

芸

、

、

「

」

「

業
」
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
て
い
た
。

学
書
は
小
道
に
し
て
、
初
め
よ
り
急
務
に
非
ざ
れ
ど
、
時
に
或
い
は
心
を
留
む
れ
ば
、
猶
お
日
を
棄
つ

る
に
勝
る
。
凡
そ

諸

の
芸
業
は
、
未
だ
学
び
て
得
ざ
る
も
の
有
ら
ざ
る
な
り
。
病
は
心
力
懈
怠
し
て

も
ろ
も
ろ



島
田
修
二
郎
「
詩
書
画
三
絶

（

書
道
全
集
』

、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年

、
三
一
頁
。

」
『

）

14

17
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（

論
書

『
墨
池
編
』
巻
二
）

専
ら
精
し
く
す
る
能
わ
ざ
る
に
在
る
の
み
。
「

」

（
学
書
小
道
、
初
非
急
務
、
時
或
留
心
、
猶
勝
棄
日
。
凡
諸
藝
業
、
未
有
学
而
不
得
也
。
病
在
心
力
懈
怠
、
不
能
専
精
耳
）

さ
ら
に

『
書
断
』
に
半
世
紀
ほ
ど
先
ん
じ
る
孫
過
庭
の
『
書
譜
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

、

然
れ
ど
も
君
子
の
身
を
立
つ
る
や
、
其
の
本
を
修
む
る
を
務
む
。
楊
雄
謂
え
ら
く

「
詩
賦
は
小
道
に
し

、

て
壮
夫
は
為
さ
ず
」
と
。
況
ん
や
復
た
思
い
を
豪
氂
に
溺
ら
せ
、
精
を
翰
墨
に
淪
む
る
者
を
や
。
夫
れ

ご
う

り

し
ず

神
を
対
奕
に
潜
む
る
も
、
猶
お
坐
隠
の
名
を
標
げ
、
志
を
垂
綸
に
楽
し
ま
し
む
る
も
、
尚
お
行
蔵
の
趣

た
い
え
き

か
か

す
い
り
ん

を
体
す
。
詎
に
功
は
礼
楽
を
定
め
、
妙
は
神
仙
に
擬
え
、
猶
お
埏

埴

の
窮
り
罔
き
が
ご
と
く
、
工
鑪
と

あ

せ
ん
し
よ
く

こ
う

ろ

与
に
し
て
並
び
運
く
も
の
に
若
か
ん
や
。

う
ご

（
然
君
子
立
身
、
務
修
其
本
。
楊
雄
謂
、
詩
賦
道
、
壮
夫
不
為
。
況
復
溺
思
豪
氂
、
淪
精
翰
墨
者
也
。
夫
潜
神
対
奕
、
猶
標

坐
隠
之
名
、
楽
志
垂
綸
、
尚
体
行
蔵
之
趣
。
詎
若
功
定
礼
楽
、
妙
擬
神
仙
、
猶
埏
埴
之
罔
窮
、
與
工
鑪
而
並
運
）

孫
過
庭
が
書
を
、
囲
碁

、
釣
り

、
陶
芸

、
鋳
金

と
並
べ
論
じ
て
い
る
こ
と

（
対
奕

（
垂
綸

（
埏
埴

（
工
鑪
）

）

）

）

に
は
、
少
な
か
ら
ず
驚
き
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
ろ
ん
孫
過
庭
は
、
書
を
「
小
道

、
す
な
わ
ち
取
る
に

」

足
ら
ぬ
技
芸
と
み
な
す
考
え
に
反
駁
し
、
そ
の
創
造
性
を
儒
家
・
道
家
の
両
思
想
か
ら
意
味
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
。
だ
が
逆
に
、
そ
の
よ
う
に
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
必
要
こ
そ
が
、
当
時
の
書
が
未
だ
確
固
た
る
社
会

。

。

的
地
位
を
獲
得
し
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
照
明
し
て
い
る

島
田
修
二
郎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う

中
国
で
は
詩
文
は
も
っ
と
も
特
別
の
意
義
を
賦
与
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
芸
術
以
上
の
も
の
に
な
っ
て

い
た
…
…
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
書
画
は
、
時
代
の
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
地
位
は
向
上
し
て
い
っ
た
け
れ

ど
も
、
詩
文
と
全
く
同
等
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ど
う
か
す
る
と
小
技
末
技
と
言
い
く

。

だ
さ
れ
る
、
畢
竟
ひ
と
つ
の
芸
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
る14

文
字
学
を
古
来
「
小
学
」
と
呼
ぶ
の
は
、
文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
崇
高
な
目
的
、
す
な
わ
ち

正
統
的
な
学
問
た
る
経
学
と
、
そ
れ
が
め
ざ
す
国
家
統
治
、
す
な
わ
ち
政
治
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
を
暗
に

示
し
て
い
る
。
書
も
ま
た
、
こ
う
し
た
儒
教
的
な
価
値
観
か
ら
い
え
ば
、
リ
テ
ラ
シ

と
し
て
は
重
要
で
あ

ー

っ
て
も

「
小
道
」
な
い
し
「
末
芸
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
が
、
近
代
に
至
る
ま
で
根
強
く
残
っ
た
の
で

、
。

、

、

。

あ
る

張
懐
瓘
の
企
て
は

書
を
文
に
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
で
あ
っ
た

に
と
っ
て
、
芸
術
と
し
て
の
書
を
、
お
な
じ
く
言
語
に
根
ざ
す
芸
術
で
あ
る

書
の
理
論
家
で
あ
る
張
懐
瓘

文
学
に
比
肩
し
う
る
も
の
と
し
て
理
論
づ
け
る
こ
と
が
切
実
な
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
論
的
基
礎

に
見
出
さ
れ
る
の
が
、
劉
勰
の
「
文
」
の
思
想
で
あ
る
。



中
村
茂
夫
「
歴
代
名
画
記
論
攷

『
中
国
画
論
の
展
開
』
二
七
〇
―
二
八
一
頁
。

」

15

余
紹
宋
『
書
画
書
録
解
題
』
巻
一
、
一
一
三
頁
。

16

同
前
、
一
一
五
頁
。

17

中
村
茂
夫
「
歴
代
名
画
記
論
攷
」
二
九
〇
頁
。

18
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１

張
懐
瓘
と
張
彦
遠

『
歴
代
名
画
記
』
全
十
巻
は
、
巻
一
か
ら
巻
三
は
張
彦
遠
の
画
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
り

「
画
の
源

、

流

「
画
の
興
廃
」
と
い
っ
た
画
の
起
源
と
そ
の
歴
史
の
展
開
、
謝
赫
が
唱
え
た
「
画
の
六
法
」
に
基
づ
く
画

」
の
基
礎
的
な
美
学
、
書
と
画
と
が
用
筆
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
説
く
。
巻
四
か
ら
巻
十
ま
で
は
、
上
古
か
ら

唐
末
に
至
る
ま
で
の
歴
代
画
家
の
伝
記
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
伝
わ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
明
代
の
版
本
、
す
な

わ
ち
王
世
貞
『
王
氏
書
画
苑
』
本
、
毛
晋
『
津
逮
秘
書
』
本
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
そ
の
編
次
に
は
少
な
か

ら
ず
混
乱
が
あ
り
、
後
世
の
錯
簡
と
も
張
彦
遠
の
編
集
過
程
に
か
か
わ
る
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

15

余
紹
宋
は
『
歴
代
名
画
記
』
に
最
上
の
賛
辞
を
贈
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
。

是
の
編
、
画
史
の
祖
と
為
し
、
亦
た
画
史
中
の
最
良
の
書
と
為
す
。
後
来
の
作
者
多
し
と
雖
も
、
或
い

（

画
史
彙
伝
』
等
の
如
し

（
下
の
専
史
一
類
の
書
の

は
類
書
の
体
裁
を
為
し

、
或
い
は
則
ち
時
地
に
限
ら
る

『

）

如
し

〔
見
事
な
才

）
。
即
ち
歴
代
の
作
に
通
ず
る
有
り
、
亦
た
多
く
承
襲
す
る
所
有
る
も
、
未
だ
自
ら
手
眼

を
出
し
、
独
り
卓
裁
を
具
う
る
も
の
有
る
を
見
ず
。
是
の
如
き
書
は
真
の
傑
作
な
り
。

能
〕

16

（
是
編
為
画
史
之
祖
、
亦
為
画
史
中
最
良
之
書
。
後
来
作
者
雖
多
、
或
為
類
書
体
裁
（
如
『
画
史
彙
伝
』
等

、
或
則
限
於

）

時
地
（
如
下
専
史
一
類
之
書

。
即
有
通
於
歴
代
之
作
、
亦
多
有
所
承
襲
、
未
見
有
自
出
手
眼
、
独
具
卓
裁
。
如
是
書
真

）

傑
作
也
）

、「

、

、

、

、

『

』

。

そ
し
て

余

恒
に
謂
え
ら
く

画
史
の
是
の
書
有
る
は

猶
お
之

正
史
の

史
記

有
る
が
ご
と
し

お
も

『

』

、

。

、

、

図
画
見
聞
志

之
を
継
ぐ
も

略
ぼ
遜
色
有
り

亦
た
猶
お
班

氏

司
馬

氏
の
書
を
継
ぐ
も

〔

〕

〔

〕

固

遷

（
余
恒
謂
、
画
史
之
有
是
書
、
猶
之
正
史
之
有
史
記
。
図
画
見
聞
志
継
之
、
略
有
遜
色
、
亦

逮
ば
ざ
る
所
有
る
が
ご
と
し
」

17

と
い
い

『
史
記
』
に
比
し
て
い
る
。

猶
班
氏
継
司
馬
氏
之
書
、
有
所
弗
逮
也
）

、

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
中
村
茂
夫
は

「

歴
代
名
画
記
』
の
内
容
は
、
史
的
記
述
や
品
評
に
関
す
る
限

、
『

り
で
は
、
先
人
の
諸
書
を
採
綴
し
て
こ
れ
を
後
代
に
伝
え
た
と
い
う
資
料
的
意
義
を
除
け
ば
、
彦
遠
の
創
見

に
帰
せ
ら
る
べ
き
部
分
は
非
常
に
乏
し
い
と
い
っ
て
よ
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

18

張
彦
遠
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
張
懐
瓘
で
あ
る
。
張
懐
瓘
と
張
彦
遠
の
あ
い
だ
に
き
わ
め
て

大
き
な
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
従
来
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
誰
の
目
に
も
あ
き
ら
か
な
の
は
、
張
彦
遠
が
編
集
し
た
書
論
集
成
『
法
書
要
録
』
全
十
巻
の
う
ち
、



宇
佐
見
文
理
『
歴
代
名
画
記
―
―
〈
気
〉
の
芸
術
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
三
七
頁
。

19

大
野
修
作
『
書
論
と
中
国
文
学
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
七
六
頁
。

20

岡
村
繁
「
張
懐
瓘
の
書
論
と
張
彦
遠
の
画
論

『
中
国
書
論
大
系
』
月
報
四
、
一
九
七
八
年
、
三
頁
。

」

21

- 120 - 第四章 文・書・画の存在論的統合

張
懐
瓘
の
著
作
と
し
て

『
書
断
』
が
三
巻
を
占
め
る
ほ
か

『
書
估

『
二
王
等
書
録

『
書
議

『
文
字
論
』

、

、

』

』

』

を
採
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
張
彦
遠
は
、
張
懐
瓘
の
書
論
か
ら

（

六
体
書
論
』
は
目
録
の
み
で
本
文
は
未
収

『

）

決
定
的
な
影
響
を
受
け
、
画
論
・
画
史
と
し
て
自
ら
『
歴
代
名
画
記
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
宇
佐
見
文
理
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
書
估

「
書
議

「
文
字
論
」
と
『
書
断
』
を
合
わ
せ
れ
ば

『
歴
代
名
画
記
』
と
同
様
の
体
裁
を
な
す

」

」

、

と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
張
彦
遠
は
、
張
懐
瓘
が
書
に
つ
い
て
著
し
た
書
物
と
同
じ
も
の
を
、
絵
画
に

つ
い
て
作
っ
た
、
と
い
う
言
い
方
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

19

、

、

。

ま
た

大
野
修
作
は

張
彦
遠
の
語
彙
が
多
く
張
懐
瓘
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

張
彦
遠
は
『
法
書
要
録
』
を
編
纂
し
な
が
ら
、
書
論
の
語
彙
を
輯
集
し
、
そ
れ
を
『
歴
代
名
画
記
』
の

中
に
持
ち
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
輯
集
に
際
し
、
最
も
強
く
依
拠
し
、
借
用
し
た
の
が
、
張
懐
瓘

の
書
論
で
あ
る
『
書
断
』
や
『
二
王
等
書
録
』
で
あ
っ
た
。

20

余
紹
宋
の
賞
讃
に
反
し
て
、
岡
村
繁
は
、
張
彦
遠
の
『
歴
代
名
画
記
』
の
文
章
の
「
拙
劣
さ
と
未
熟
さ
」

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
同
書
が
ほ
と
ん
ど
文
献
の
寄
せ
集
め
か
ら
成
る
と
い
う
事
実
は

『
法
書
要
録
』
の

、

編
集
態
度
と
変
わ
ら
な
い
と
述
べ
る
。

張
彦
遠
の
こ
う
し
た
文
章
の
不
得
意
さ
が
、
お
の
ず
か
ら
彼
の
業
績
を
性
格
づ
け
、
彼
独
自
の
著
述

、

。

よ
り
も
む
し
ろ
既
往
史
料
を
編
纂
す
る
方
向
へ

よ
り
強
く
彼
を
傾
け
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

事
実

『
歴
代
名
画
記
』
に
し
て
も
、
そ
の
お
お
む
ね
の
傾
向
は
、
既
往
の
文
献
や
資
料
の
抜
粋
編
纂
に

、

主
力
が
注
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
同
じ
く
彼
が
編
纂
し
た
書
論
関
係
の
宝

典
『
法
書
要
録
』
十
巻
と
本
質
的
な
相
違
は
な
い
。

、

、

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合

張
彦
遠
自
身
が
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
文
章
そ
の
も
の
に
お
い
て
さ
え
も

や
は
り
他
人
の
著
述
か
ら
の
大
幅
な
借
用
、
な
い
し
は
そ
の
焼
き
直
し
の
部
分
が
相
当
に
介
在
し
て
い

る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
…
…
『
歴
代
名
画
記
』
の
中
で
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
も
の
は
張
懐
瓘
の

書
論
か
ら
の
借
用
で
あ
る
。

21

、

、

。

こ
の
よ
う
に

張
彦
遠
が
張
懐
瓘
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る

し
か
し
、
両
者
の
著
述
を
具
体
的
に
比
較
検
討
し
そ
の
影
響
関
係
を
論
じ
た
も
の
を
み
な
い
。
以
下
で
は
、

わ
ず
か
な
が
ら
そ
れ
を
試
み
た
い
。



こ
の
箇
所
は
原
文
に
錯
誤
が
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
岡
村
繁
・
谷
口
鉄
雄
の
推
定
に
従
っ
て
修
正
し
た
（
目

22
加
田
誠
編
『
文
学
芸
術
論
集
』
中
国
古
典
文
学
大
系

、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
、
三
六
四
頁
）

54
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２

書
画
同
体
論

張
彦
遠
は
『
歴
代
名
画
記
』
巻
第
一
の
「
画
の
源
流
を
述
ぶ
」
に
お
い
て
、
画
が
書
と
同
源
で
あ
る
こ
と

か
ら
論
を
は
じ
め
て
い
る
。
蒼
頡
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
文
字
創
成
伝
説
を
引
き

「
是
の
時
、
書
と
画
と
は
同

、

体
に
し
て
未
だ
分
か
れ
ず
、
象
制

肇
め
て
創
ら
る
る
も
、
猶
お
略
な
り
。
以
て
其
の
意
を
伝
う
る
無
し
、
故

（
是
時
也
、
書
画
同
体
而
未
分
。
象
制
肇
創
而
猶
略
。
無

に
書
あ
り
。
以
て
其
の
形
を
見
わ
す
な
し
、
故
に
画
あ
り
」

あ
ら

と
述
べ
る
。
さ
ら
に

「
六
書
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
象
形
」
に
つ
い
て

「
又
、
周
官
、

以
伝
其
意
、
故
有
書
）

、

、

国
子
に
教
う
る
に
六
書
を
以
て
し
、
其
の
三
に
象
形
と
曰
う
は
則
ち
画
の
意
な
り
。
是
の
故
に
知
る
、
書
画

（
又
周
官
教
国
子
以
六
書
、
其
三
曰
象
形
、
則
画
之
意
也
。
是
故
知
、
書
画
異
名
而

は
異
名
に
し
て
同
体
な
る
こ
と
を
」

と
説
く
。

同
体
也
）

こ
れ
は
書
と
画
が
そ
の
起
源
を
同
じ
く
し
、
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
り

「
書
画
同
体

、

論
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
考
え
を
提
出
し
た
の
は
、
張
彦
遠
が
初
め
て
で
は
な
い
。
南
朝
宋
の
王

微

の
「
叙
画

に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

（
四
一
五
―
四
四
三
）

（

歴
代
名
画
記
』
巻
第
六
所
引
）

」
『

顔
光
禄

の
書
を

辱

く
す
る
に
以
え
ら
く
、
図
画
は
止
だ
に
芸
術

な
る
の
み
に
非
ず

〔
延
之
〕

〔
技
芸
〕

か
た
じ
け
な

い

た

し
て
、
成
当
ず
易
象
と
体
を
同
じ
く
す
べ
し
、
と
。
而
る
に
篆
隷
に
工
な
る
者
は
自
ら
書
の
巧
な
る
を

か
な
ら

以
て
高
し
と
為
す
。
其
の
藻
絵

を
も
並
辯
し
て
、
其
の
同
じ

攸

を
覈
べ
ん
と
欲
す
。

〔
絵
画
〕

と
こ
ろ

し
ら

22

（

、

、

。

、

。

、

）

辱
顔
光
禄
書

以
図
画
非
止
芸
術

成
当
與
易
象
同
体

而
工
篆
隷
者

自
以
書
巧
為
高

欲
其
並
辯
藻
絵

覈
其
攸
同

こ
こ
に
は
、
絵
画
は
単
な
る
技
芸
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
通
念
の
存
在
が
透
け
て
見
え
る
。
そ
し
て
、
篆
書

や
隷
書
に
工
み
な
人
々
が
書
を
画
よ
り
も
高
い
も
の
と
し
て
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
王
微
は
、

、

。

、

そ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て

書
と
画
と
の
共
通
点
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る

張
彦
遠
は

そ
う
し
た
考
え
を
発
展
さ
せ
、
完
成
さ
せ
た
と
い
え
る
。

張
彦
遠
が
画
の
枢
要
を
論
じ
る
と
き
に
つ
ね
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
書
の
こ
と
で
あ
る
。

。

。

、

夫
れ
物
を
象
る
に
は
必
ず
形
似
に
在
り

形
似
は
須
く
其
の
骨
気
を
全
う
す
べ
し

骨
気
と
形
似
と
は

(

巻
一

皆
な
立
意
に
本
づ
き
、
而
し
て
用
筆
に
帰
す
。
故
に
画
を
工
に
す
る
者
は
、
多
く
書
を
善
く
す
。

「
画
の
六
法
を
論
ず
」)

（
夫
象
物
必
在
於
形
似
。
形
似
須
全
其
骨
気
。
骨
気
形
似
、
皆
本
於
立
意
、
而
帰
乎
用
筆
。
故
工
画
者
多
善
書
）

「
形
似

「
骨
気

「
用
筆
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
む
ろ
ん
先
行
す
る
画
論
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
顧
愷

」

」
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佩

之
の

論
画

は

書
画
論
に
お
い
て
初
め
て

骨

と
い
う
概
念
を
導
入
し
た

謝
赫
の

古
画
品
録

「

」

、

「

」

。

『

』（
『

、

「

」

「

」

。

文
斎
書
画
録

巻
十
七

』

）
は

そ
れ
を
継
承
し
て

画
の
六
法

の
一
つ
と
し
て

骨
法
用
筆

を
掲
げ
て
い
る

「

」

。「

、〔

〕

。

形
似

の
語
も
同
書
に
み
え
る
も
の
で
あ
る

古
画
は
略
に
し
て

衛

協
に
至
っ
て
始
め
て
精
な
り

六
法
の
中

迨
ん
ど
善
を
兼
ぬ
る
と
為
す

形
似
を
該
備
せ
ざ
る
と
雖
も

頗
る
壮
気
を
得
た
り

群
雄
を

凌

跨

、

。

、

。

、
、

り
よ
う

こ

〔
し
の
ぎ
超
え
る
〕

（
古
画
之
略
、
至
協
始
精
。
六
法
之
中
、
迨
為
兼
善
。
雖
不
該
備
形
似
、
頗

し
、
曠
代
の
絶
筆
な
り
」

。

得
壮
気
。
凌
跨
群
雄
、
曠
代
絶
筆
）

し
か
る
に

「
骨
気
と
形
似
と
は
、
皆
な
立
意
に
本
づ
き
、
而
し
て
用
筆
に
帰
す
」
と
述
べ
て
、
伝
統
的
な

、

画
の
論
点
で
あ
る
「
骨
気
」
と
「
形
似
」
と
が
「
用
筆
」
に
帰
す
と
し
た
観
点
は
張
彦
遠
独
自
の
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
張
彦
遠
は
、
画
の
重
要
な
要
素
は
結
局
「
用
筆
」
に
基
づ
く
と
説
く
の
で
あ
る
。
謝
赫
が
あ

く
ま
で
六
法
の
ひ
と
つ
と
し
た
も
の
を
、
張
彦
遠
は
最
重
要
な
も
の
に
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
用
筆
一
元

論
と
で
も
呼
び
う
る
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
や
は
り
、
画
は
書
と
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主

張
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
用
筆
が
最
も
大
切
で
あ
る
か
ら
、
画
を
工
み
に
す
る
人
は
、
多
く
書
を
善
く
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

顧
愷
之
・
陸
探
微
・
張
僧
繇
・
呉
道
玄
と
い
っ
た
画
史
上
の
重
要
人
物
に
つ
い
て
批
評
す
る
際
、
張
彦
遠

が
最
も
重
視
す
る
の
が
「
用
筆
」
で
あ
り
、
つ
ね
に
書
家
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
つ
ぎ
の
一
節
で
は
、
顧
愷
之
の
画
の
筆
跡
を
草
書
に
擬
え
て
説
明
し
、
さ
ら
に
陸
探
微
の
「
一

筆
画
」
を
王
献
之
の
「
一
筆
書
」
に
比
し
て
い
る
。

顧
愷
之
の
迹
は
緊
勁
に
し
て
連
綿
、
循
環
に
し
て
超
忽
、
調
格
は
逸
易
に
し
て
、
風
趨
電
疾
す
。
意
は

筆
先
に
存
し
、
画
尽
く
る
も
意
は
在
り
。
神
気
を
全
う
す
る
所
以
な
り
。
昔
、
張
芝
は
崔
瑗
・
杜
度
に

草
書
の
法
を
学
び
、
因
り
て
之
を
変
じ
、
以
て
今
の
草
書
の
体
勢
を
成
す
。
一
筆
に
し
て
成
り
、
気
脈

通
連
し
、
行
を
隔
つ
る
も
断
た
ず
。
唯
だ
、
王
子
敬
の
み
其
の
深
旨
を
明
ら
か
に
す
。
故
に
行
首
の
字

。

、

。

、

、

は
往
往
其
の
行
前
を
継
ぐ

世
上

之
を
一
筆
書
と
謂
う

其
の
後

陸
探
微
も
亦
た
一
筆
画
を
作
り

（
巻
二
「
顧
・
陸
・
張
・
呉
の
用
筆
を
論
ず

）

連
綿
と
し
て
断
た
ず
。

」

（
顧
愷
之
之
迹
、
緊
勁
連
綿
、
循
環
超
忽
、
調
格
逸
易
、
風
趨
電
疾
。
意
存
筆
先
、
画
尽
意
在
。
所
以
全
神
気
也
。
昔
張
芝

学
崔
瑗
杜
度
草
書
之
法
、
因
而
変
之
、
以
成
今
草
書
之
体
勢
。
一
筆
而
成
、
気
脈
通
連
、
隔
行
不
断
。
唯
王
子
敬
明
其
深

旨
。
故
行
首
之
字
、
往
往
継
其
行
前
。
世
上
謂
之
一
筆
書
。
其
後
、
陸
探
微
亦
作
一
筆
画
、
連
綿
不
断
）

ま
た
、
張
僧
繇
の
画
を
構
成
す
る
点
画
は
衛
夫
人
の
『
筆
陣
図
』
の
筆
法
に
依
る
と
説
く
。

張
僧
繇
の
点
・
曳
・
斫
・
払
は
衛
夫
人
の
筆
陣
図
に
依
り
、
一
点
一
画
を
別
に
是
れ
一
巧
あ
り
。
鉤
戟

〔
た
る
が
ご
と
し

（
同
前
）

・
利
剣
の
森
森
然

。
又
た
、
書
と
画
と
は
用
筆
の
同
じ
こ
と
を
知
る

〕

。

（
張
僧
繇
点
曳
斫
払
、
依
衛
夫
人
筆
陣
図
、
一
点
一
画
、
別
是
一
巧
。
鉤
戟
利
剣
森
森
然
。
又
知
書
画
用
筆
同
矣
）

さ
ら
に
、
呉
道
玄
は
筆
法
を
張
旭
よ
り
授
か
っ
た
と
述
べ
る
。



- 123 - 第四章 文・書・画の存在論的統合

国
朝
の
呉
道
玄
は
古
今
独
歩
に
し
て
、
前
に
顧
・
陸
を
見
ず
、
後
に
来
者
無
し
。
筆
法
は
張
旭
よ
り
授

か
る
。
此
れ
又
た
書
と
画
は
用
筆
の
同
じ
こ
と
を
知
る
。
張

は
既
に
書
顛
と
号
す
。
呉
は
宜
し
く

〔
旭
〕

（
同
前
）

画
聖
と
為
す
べ
し
。

（
国
朝
呉
道
玄
、
古
今
独
歩
、
前
不
見
顧
陸
、
後
無
来
者
。
授
筆
法
於
張
旭
。
此
又
知
書
画
用
筆
同
矣
。
張
既
号
書
顛
。
呉

宜
為
画
聖
）

張
彦
遠
が
い
か
に
画
を
書
に
比
し
て
捉
え
て
い
る
か
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
画
家
た
ち
の
「
用
筆
」
が
、
書

人
た
ち
の
筆
法
に
基
づ
く
こ
と
を
執
拗
に
論
じ

「
書
と
画
は
用
筆
の
同
じ
こ
と
を
知
る
」
と
繰
り
返
し
て
い

、

る
。
か
く
し
て
、
書
と
画
は
存
在
論
的
に
統
合
さ
れ
る
。

（
画
之
臻
妙
、
亦
猶
於
書

（
巻
二
「
名
価
と
品
第
と

画
の
臻
妙
な
る
も
の
亦
た
猶
お
書
に
於
け
る
が
ご
と
し
。

）

を
論
ず

）」

（
夫
識
書
人
多
識
画

（
巻
二
「
鑑
識
・
収
蔵
・
購
求
・
閲
玩
を
論
ず

）

夫
れ
書
を
識
る
人
は
多
く
画
を
識
る
。

）

」

こ
の
よ
う
に
、
張
彦
遠
は
画
を
「
用
筆
」
の
観
点
か
ら
書
の
よ
う
に
観
る
こ
と
を
明
確
に
打
ち
建
て
た
。

だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
張
懐
瓘
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
。

朱
景
玄
『
唐
朝
名
画
録
』
序
に
「
張
懐
瓘
の
『
画
品
』
の
神
妙
能
の
三
品
に
断
ず
る
を
以
て
、
其
の
等
格

（
以
張
懐
瓘
画
品
断
神
妙
能
三
品
、
定
其
等
格
上
中
下
、
又
分
為
三
）

の
上
中
下
を
定
め
て
又
た
分
か
ち
て
三
と
為
す
」

と
み
え
る
よ
う
に
、
張
懐
瓘
に
は
『
画
断
』
と
呼
ば
れ
る
画
論
の
著
作
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
佚
し
て
伝

わ
ら
な
い
。
し
か
る
に
『
歴
代
名
画
記

「
歴
代
能
画
の
人
名
を
叙
ぶ
」
の
顧
愷
之
・
陸
探
微
・
張
僧
繇
・
呉

』

道
玄
の
各
条
に
お
い
て

「
張
懐
瓘
曰
く
」
と
し
て
そ
の
画
論
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
散
佚
し
た
『
画

、

断
』
か
ら
の
引
用
と
み
ら
れ
る
。

象
人
の
美
は
張

は
其
の
肉
を
得
、
陸

は
其
の
骨
を
得
、
顧

は
其
の
神
を
得
た

〔
僧
繇
〕

〔
探
微
〕

〔
愷
之
〕

〔

〕

〔

〕

り

神
妙
方
ぶ
な
し

顧
を
以
て
最
と
為
す

之
を
書
に
喩
う
れ
ば
則
ち
顧
・
陸
は
之
を
鍾

張

。

。

。

繇

・

芝

な
ら

〔
王
羲
之
〕

（
巻
五
・
顧
愷
之
の
条
）

に
比
し
、
僧
繇
は
之
を
逸
少

に
比
す
。
倶
に
古
今
の
独
絶
と
為
す
。

（
象
人
之
美
、
張
得
其
肉
、
陸
得
其
骨
、
顧
得
其
神
。
神
妙
無
方
。
以
顧
為
最
。
喩
之
書
、
則
顧
陸
比
之
鍾
張
、
僧
繇
比
之

逸
少
。
倶
為
古
今
之
独
絶
）

陸
公
は
霊
を
参
え
妙
を
酌
み
、

動

れ
ば
神
と
会
す
。
筆
迹
の
勁
利
な
る
こ
と
、
錐
刀
の
如
し
。
秀
骨

や
や
も
す

清
像
、
生
動
を
覚
ゆ
る
が
似
し
。
人
を
し
て
懍
懍

と
し
て
神
明
に
対
す
る

〔
り
り
し
く
威
厳
が
あ
る
さ
ま
〕

ご
と

が
若
か
ら
し
む
。
妙
は
象
中
に
極
む
る
と
雖
も
、
思
い
は
墨
外
に
融
け
ず
。
夫
れ
象
人
の
風
骨
は
、
張

（
巻
六
・
陸
探
微
の
条
）

は
顧
・
陸
に
亜
ぐ
。

つ

（

、

。

、

。

、

。

。

、

陸
公
参
霊
酌
妙

動
與
神
会

筆
迹
勁
利

如
錐
刀
焉

秀
骨
清
像

似
覚
生
動

令
人
懍
懍
若
対
神
明

雖
妙
極
象
中

思
不
融
乎
墨
外
。
夫
象
人
風
骨
、
張
亜
顧
陸
）
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張
懐
瓘
の
画
論
は
、
こ
の
よ
う
に
ご
く
断
片
的
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
は
に
画
を

書
に
た
と
え
て
論
じ
る
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
顧
愷
之
の
条
で
は
、
画
を
書
に
喩
え
て
、
顧
愷
之
と
陸
探

微
を
鍾
繇
に
、
張
僧
繇
を
王
羲
之
に
比
し
て
い
る
。
ま
た
、
陸
探
微
の
条
で
は

「
筆
迹
」
の
強
さ
と
い
う
点

、

か
ら
画
を
評
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
張
彦
遠
が
画
を
書
に
擬
え
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
張
懐
瓘
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

「
用
筆
」
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
書
と
画
と
を
存
在
論
的
に
統
合
し
た
こ
と

、

は
、
張
彦
遠
の
創
見
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

３

画
聖
・
呉
道
玄
と
「
山
水
の
変
」

新
し
い
理
論
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
つ
ね
に
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
作
品
が
現
れ
た
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
を

、

。

、

、

理
解
し

意
味
づ
け
る
の
が
理
論
の
役
割
で
あ
る

そ
の
意
味
に
お
い
て

張
彦
遠
を
駆
り
立
て
た
存
在
は

玄
宗
期
の
画
家
・
呉
道
玄
で
あ
っ
た
。

〔
道
玄
〕

（
山
水
之
変
始
於
呉

（
巻
一
「
山
水
・
樹
石
を
描
く
を
論
ず

）

張
彦
遠
は
「
山
水
の
変
は
呉

に
始
ま
る
」

）

」

と
い
い
、
呉
道
玄
に
よ
っ
て
山
水
画
に
革
新
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
、
均
一
に
統
御
さ
れ
た
描
線
に
よ
る
輪
郭
と
緻
密
な
彩
色
を
特
徴
と
す
る
画
と
は
ち
が
っ
て
、
変

化
に
富
む
筆
墨
の
線
描
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
彩
色
の
伴
わ
な
い
画
の
誕
生
を
指
す
。
後
者
は
描
線
の
表
現

を
主
体
と
す
る
た
め
、
写
実
性
や
技
巧
の
高
さ
よ
り
も
描
線
に
あ
ら
わ
れ
た
「
気
」
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
画
は
書
と
の
親
和
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
張
彦
遠
は
呉
道
玄
に
つ
い
て

「
書
を
張
長
史
旭
、
賀
監

、

（
学
書
於
張
長
史
旭
、
賀
監
知
章
。
学
書
不
成
、
因
工

知
章
に
学
ぶ
。
書
を
学
ん
で
成
ら
ず
、
因
り
て
画
を
工
に
す
」

と
い
い

「
其
の
書
迹
は
薛
少
保

に
似
て
、
亦
た
甚
だ
便
利

な

画

（
巻
九
・
呉
道
玄
の
条
）

〔
稷
〕

〔
す
ば
や
い
〕

）

、

り

と
評
す
る
。

」（
其
書
迹
似
薛
少
保
、
亦
甚
便
利

（
同
前
）

）

さ
ら
に
、
張
旭
が
公
孫
大

娘

の
剣
器
の
舞
を
観
て
狂
草
と
呼
ば
れ
る
筆
法
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
、
呉
道

こ
う
そ
ん
た
い
じ
よ
う

玄
も
ま
た
裴
旻
の
剣
舞
を
観
て
筆
が
進
ん
だ
と
述
べ
る
。

は
い
び
ん

開
元
中
、
将
軍
裴
旻
は
善
く
剣
を
舞
う
。
道
玄
は
旻
の
剣
を
舞
う
を
観
、
出
没
神
怪
な
る
を
見
、
既
に

畢
り
て
毫
を
揮
い
益
ま
す
進
む
。
時
に
又
た
公
孫
大
娘
有
り
、
亦
た
善
く
剣
器
を
舞
う
。
張
旭
は
之
を

見
て
因
り
て
草
書
を
為
る
。
杜
甫
の
歌
行
に
其
の
事
を
述
ぶ
。
是
れ
書
画
の
芸
は
、
皆
な
意
気
を
須
て

も
つ

〔
意
気
地
の
無
い
男
〕

（
同
前
）

成
り
、
亦
た
懦
夫

の
能
く
作
す
所
に
非
ざ
る
を
知
る
。

だ

ふ

（

、

。

、

、

、

。

、

。

開
元
中

将
軍
裴
旻
善
舞
剣

道
玄
観
旻
舞
剣

見
出
没
神
怪

既
畢

揮
毫
益
進

時
又
有
公
孫
大
娘

亦
善
舞
剣
器

張
旭
見
之
、
因
為
草
書
。
杜
甫
歌
行
述
其
事
。
是
知
書
画
之
藝
、
皆
須
意
気
而
成
、
亦
非
懦
夫
所
能
作
）

こ
う
し
た
論
述
は
す
べ
て
、
呉
道
玄
の
画
法
の
根
底
に
書
法
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る

「
是

。

れ
書
画
の
芸
は
、
皆
な
意
気
を
須
て
成
る

。
だ
が
こ
れ
は
事
実
の
陳
述
で
は
な
く
、
む
し
ろ
画
を
書
と
同
じ

」

よ
う
に
観
よ
と
い
う
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
見
方
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
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し
い
「
画
」
の
定
義
を
措
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

た
と
え
ば
巻
二
「
画
体
・
工
用
・
搨
写
を
論
ず
」
に
お
い
て
、
湿
ら
せ
た
白
絹
に
胡
粉
を
撒
き
、
口
で
吹

「

」

、

「

」

、

「

」

き
散
ら
し
て
雲
気
を
描
く

吹
雲

の
法
や

山
水
画
の

潑
墨

の
法
を

と
も
に

之
を
画
と
謂
わ
ず

す
い
う
ん

と
否
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
「
筆
蹤
」
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。

好
手
の
画
人
有
り
て
、
自
ら
能
く
雲
気
を
画
く
と
言
う
。
余
、
謂
い
て
曰
く

「
古
人
の
雲
を
画
く
は
未

、

〔

〕

〔

〕

〔

〕

〔

〕

だ
臻
妙
な
ら
ず

能
く

綃

素

を
沾
湿

し

軽
粉

を
点
綴

。

、

素
絹

ぬ
ら
す

軽
い
胡
粉

ち
り
ば
め
る

し
よ
う

そ

て
ん
し
つ

し
、
口
に
縦
せ
て
之
を
吹
き
、
之
を
吹
雲
と
謂
う
が
若
き
は
、
此
れ
天
理
を
得
た
り
。
妙
解
と
曰
う
と

ま
か

。

。

。

雖
も
筆
蹤
を
見
ず

故
に
之
を
画
と
謂
わ
ず

山
水
家
の
潑
墨
有
る
が
如
き
も
亦
た
之
を
画
と
謂
わ
ず

倣
効
す
る
に
堪
え
ざ
る
な
り
」
と
。

（
有
好
手
画
人
、
自
言
能
画
雲
気
。
余
謂
曰
、
古
人
画
雲
、
未
為
臻
妙
。
若
能
沾
湿
綃
素
、
点
綴
軽
粉
、
縦
口
吹
之
、
謂
之

吹
雲
。
此
得
天
理
。
雖
曰
妙
解
不
見
筆
蹤
。
故
不
謂
之
画
。
如
山
水
家
有
潑
墨
、
亦
不
謂
之
画
。
不
堪
倣
効
）

ま
た

「
今
の
画
人
は
粗
ぼ
写
貌
を
善
く
す
る
も
、
其
の
形
似
を
得
れ
ば
則
ち
其
の
気
韻
無
く
、
其
の
彩
色

、

（

、

、

、

、

を
具
う
れ
ば
則
ち
其
の
筆
法
を
失
う

豈
に
画
と
曰
わ
ん
や

。

」
今
之
画
人

粗
善
写
貌

得
其
形
似

則
無
其
気
韻

と
い
い
、
た
と
え
「
形
似
」
と
「
彩
色
」
に

具
其
彩
色
、
則
失
其
筆
法
。
豈
曰
画
也

（
巻
一
「
画
の
六
法
を
論
ず

）

）

」

優
れ
て
い
た
と
し
て
も

「
気
韻
」
と
「
筆
法
」
の
な
い
も
の
は
画
で
は
な
い
と
断
じ
る
。

、

す
な
わ
ち
張
彦
遠
は
、
筆
跡
の
生
動
感
を
画
の
心
髄
と
み
な
す
の
で
あ
り
、
筆
跡
に
よ
ら
な
い
画
法
を
厳

し
く
斥
け
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
画
が
あ
く
ま
で
専
門
的
技
術
を
前
提
と
す
る
画
工
に
よ
る
仕
事
だ
と
す
れ
ば
、
呉
道
玄
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
新
し
い
画
の
潮
流
は
、
専
門
の
画
家
で
は
な
い
文
人
に
よ
る
水
墨
画
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
宋

代
に
隆
盛
を
迎
え
る
文
人
画
の
基
盤
に
は
、
書
の
ご
と
く
絵
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
美
学
の
成
立
が
あ
っ
た
。

中
国
画
が
世
界
的
に
み
て
独
特
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
書
に
も
と
づ
く
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
画
を
理
解

す
る
に
は
、
書
に
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
確
立
し
た
の
が
張
彦
遠

で
あ
る
。

４

画
の
社
会
的
地
位

で
は

張
彦
遠
の
書
画
同
体
論
に
は
い
か
な
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か

そ
れ
は

先
に
挙
げ
た
王
微
の

叙

、

。

、

「

画
」
に
み
た
と
お
り
、
画
が
書
に
比
べ
て
一
段
低
い
技
芸
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。

『

』

）

張
彦
遠
は

巻
一

画
の
源
流
を
述
ぶ

に
お
い
て

画
に
対
し
て
否
定
的
な
王
充
の
発
言

、

「

」

、

（

論
衡

別
通

を
取
り
上
げ
て
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。

余
、
嘗
て
王
充
の
言
を
知
ら
ざ
る
を
恨
む
。
云
う

「
人
の
図
画
を
観
る
は
上
に
画
く
所
の
古
人
な
り
。

、

古
人
を
画
け
る
を
観
る
は
死
人
を
視
る
が
如
し
。
其
の
面
を
見
る
は
其
の
言
行
を
観
る
に
若
か
ず
。
古

賢
の
道
は
竹
帛
の
載
す
る
所
、
燦
然
た
り
。
豈
に
徒
だ
に
牆
壁
の
画
の
み
な
ら
ん
や
」
と
。
余
、
以
え
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ら
く
、
此
等
の
論
は
夫
の
大
い
に
其
の
道
を
笑
い
、
其
の
儒
を
詬
病

し
、
食
を
以
て
耳
に

〔
の
の
し
る
〕

こ
う
へ
い

与
え
、
牛
に
対
し
て
簧

を
鼓
す
る
も
の
と
又
た
何
ぞ
異
な
ら
ん
や
、
と
。

〔
笛
〕

こ
う

（
余
嘗
恨
王
充
之
不
知
言
。
云
、
人
観
図
画
上
所
画
古
人
也
。
観
画
古
人
如
視
死
人
。
見
其
面
而
不
若
観
其
言
行
。
古
賢
之

道
、
竹
帛
之
所
載
燦
然
矣
。
豈
徒
牆
壁
之
画
哉
。
余
以
此
等
之
論
、
與
夫
大
笑
其
道
、
詬
病
其
儒
、
以
食
與
耳
、
対
牛
鼓

簧
、
又
何
異
哉
）

、

「

」

、

王
充
は

古
の
賢
者
の
道
は

竹
帛
の
載
す
る
所

す
な
わ
ち
書
物
に
こ
そ
燦
然
と
輝
い
て
い
る
と
い
い

画
を
「
死
人
を
視
る
が
如
し
」
と
し
て
斥
け
る
。
書
物
は
貴
い
も
の
で
あ
る
が
、
画
は
卑
賤
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
見
方
は
、
そ
の
後
も
な
が
ら
く
文
人
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
た
通
念
で
あ
っ
た
。

唐
代
に
お
い
て
も
な
お
画
が
卑
賤
な
技
芸
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
張
彦
遠
も
巻
九
に
引

く
閻
立
本
の
故
事

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

（

唐
書
』
巻
一
〇
〇
お
よ
び
『
旧
唐
書
』
巻
七
七
の
閻
立
本
伝
に
み
え
る
）

『

春
苑
で
舟
遊
び
を
し
て
い
た
太
宗
が
、
池
を
泳
ぐ
珍
し
い
水
鳥
を
見
て
、
閻
立
本
に
写
生
さ
せ
よ
う
と
言

い
出
し
た
。
そ
こ
で
宮
中
に
「
画
師
閻
立
本
」
と
呼
び
回
っ
た
。
大
い
に
恥
じ
た
閻
立
本
は
わ
が
子
に
こ
う

戒
め
た

「
吾
は
少
き
と
き
よ
り
読
書
・

属

詞

を
好
む
。
今
、
独
り
丹
青

を

。

〔
文
章
を
つ
づ
る
こ
と
〕

〔
絵
画
〕

し
よ
く

し

以
て
知
ら
れ
、
厮
役
の
務
を

躬

ら
す
。

辱

こ
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

爾

は
宜
し
く
深
く
戒
め
て
此
の

し
も
べ

み
ず
か

は
ず
か
し
め

な
ん
じ

芸
を
習
う
こ
と
勿
れ

。
」

こ
の
あ
と
に
張
彦
遠
が
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
韋
誕
の
故
事
で
あ
る
。
張
彦
遠
は
、
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
い
た
王
献
之
が
「
仲
将
は
魏
の
大
臣
な
り
。
豈
に
こ
の
こ
と
有
ら
ん
や
。
若
し
所
説
の

如
く
な
ら
ば
、
魏
の
徳
、
長
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
」
と
い
っ
た
言
葉
に
共
感
を
示
し
て
い
る
。

彦
遠
嘗
て
以
え
ら
く
、
子
敬
は
有
識
の
言
を
為
す
と
。
閻
令
、
芸
は
絵
事
を
兼
ぬ
と
雖
も
、
時
已
に
位

〔
恩
賞
が
過
ぎ
る
こ
と
は
あ

は
星
郎
に
列
す
。
況
ん
や
太
宗
皇
帝
、
近
侍
を

洽

す
に
、
抜

貂

の
恩
有
る
も

う
る
お

ば
つ
ち
よ
う

、
下
臣
に
接
し
て
撞
郎
の
急
亡
し

。
豈
に
直
だ
画
師
と
呼
び
、

っ
て
も

〔
苛
酷
な
要
求
を
す
る
は
ず
は
な
い

〕

〕

官
籍
に
通
ぜ
ざ
る
を
得
ん
や
。
名
を
丹
青
に
馳
せ
、
才
は
補
佐
に
非
ざ
る
に
至
っ
て
は
、
閻
の
才
識
を

以
て
す
れ
ば
亦
た
厚
誣

と
謂
う
べ
し
。
浅
薄
の
俗
、
芸
を
軽
ん
じ
能
を
嫉
み
、
一
に
此
に

〔
嘘
、
悪
口
〕

至
る
は
、

良

に
悒
う
べ
し
。

ま
こ
と

う
れ

（
彦
遠
嘗
以
子
敬
為
有
識
之
言
。
閻
令
雖
藝
兼
絵
事
、
時
已
位
列
星
郎
。
況
太
宗
皇
帝
洽
近
侍
、
有
抜
貂
之
恩
、
接
下
臣
亡

撞
郎
之
急
。
豈
得
直
呼
画
師
、
不
通
官
籍
。
至
於
馳
名
丹
青
、
才
非
補
佐
、
以
閻
之
才
識
、
亦
謂
厚
誣
。
浅
薄
之
俗
、
軽

藝
嫉
能
、
一
至
於
此
、
良
可
於
悒
也
）

つ
ま
り
張
彦
遠
は
、
閻
立
本
は
立
派
な
高
官
で
あ
っ
て
、
か
れ
が
善
く
し
た
画
は
決
し
て
卑
俗
な
技
芸
な

ど
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
と
画
と
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

画
の
社
会
的
な
地
位
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
図
は
、
書
と
画
と
の
共
通
点
を
説
く
一
方
で
、
文
と
画
の
差
異
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に

。

、

。

も
表
れ
て
い
る

張
彦
遠
は

文
の
功
用
と
の
比
較
に
よ
っ
て
画
の
存
在
意
義
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る



庾
肩
吾
『
書
品
』
上
之
下
に
「
長
胤
の

狸
骨
の
方

は
擬
す
る
も
迨
び
難
し

（
長
胤
狸
骨
方
擬
而
難
迨
）
と
い
い
、

「

」

」

23
王
僧
虔
『
論
書

（
中
間
の
蕭
子
良
の
尺
牘
と
考
え
ら
れ
る
部
分
）
に
「
長
胤
の

狸
骨

は
、
右
軍
以
為
え
ら
く
、
絶
倫

』

「

」

な
り
。
其
の
功
及
ぶ
べ
か
ら
ず

（
長
胤
狸
骨
、
右
軍
以
為
絶
倫
、
其
功
不
可
及
）
と
あ
る
。
岡
村
繁
・
谷
口
鉄
雄
訳
『
歴

」

代
名
画
記

（

文
学
芸
術
論
集
』
二
七
一
頁
）
の
注
を
参
照
し
た
。

』
『
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記
伝
は
其
の
事
を
叙
ぶ
る
所
以
な
れ
ど
も
、
其
の
容
を
載
す
る
能
わ
ず
。
賦
頌
は
以
て
其
の
美
を
詠
ず

〔

〕

る
こ
と
有
る
も

其
の
象
を
備
う
る
能
わ
ず

図
画
の
制
は
こ
れ
を
兼
ぬ
る
所
以
な
り

故
に
陸
士
衡

、

。

。

機

云
う

「
丹
青
の
興
る
は
雅
頌

の
述
作
と
比
び
大
業
の
馨
香

に
類
す
。
物
を
宣

、

〔

詩
経

〕

〔
香
り
高
い
徳
〕

『

』

な
ら

け
い
こ
う

（

「

」
）

ぶ
る
に
言
よ
り
大
な
る
は
な
く

形
を
存
す
る
に
画
よ
り
善
き
は
な
し

と

、

」

。
巻
一

画
の
源
流
を
叙
ぶ

（
記
伝
所
以
叙
其
事
、
不
能
載
其
容
。
賦
頌
有
以
詠
其
美
、
不
能
備
其
象
。
図
画
之
制
、
所
以
兼
之
也
。
故
陸
士
衡
云
、
丹

青
之
興
、
比
雅
頌
之
述
作
、
類
大
業
之
馨
香
。
宣
物
莫
大
於
言
、
存
形
莫
善
於
画
）

歴
史
や
伝
記
は
物
事
を
記
述
す
る
手
段
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
学
は
物
事

の
美
し
さ
を
歌
に
う
た
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
形
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
、
絵
画

こ
そ
は
、
こ
の
二
つ
の
機
能
を
兼
ね
備
え
る
も
の
で
あ
る
―
―
張
彦
遠
は
、
画
は
詩
文
に
劣
る
も
の
で
は
な

い
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
引
か
れ
る
陸
機
の
言
葉
は
『
陸
士
衡
文
集
』
に
み
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
も
し

信
ず
る
な
ら
ば
、
画
を
文
学
と
対
等
の
も
の
と
す
る
主
張
の
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
張
彦
遠
は
、
南
朝
宋
の
袁
質
の
条
に
お
い
て
、
姚
最
『
続
画
品
』
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
評
を
引
い

て
い
る
。

若
し
之

を
体
物

に
方
ぶ
れ
ば
則
ち
伯
仁

の
「
龍
馬
の
詞

、
之
を
書
翰

〔
袁
質
の
画
〕

〔
詩
文
〕

〔

周

顗
〕

」

し
ゆ
う

ぎ

に
比
ぶ
れ
ば
則
ち

長

胤

の
「
狸
骨
の
方
」
な
ら
ん
。
語
と
迹
と
は
途
を
異
に
す
と
雖
も
、
妙

〔
荀
輿
〕

ち
よ
う
い
ん

（
巻
六
）

理
は
同
帰
一
致
す
。

（
若
方
之
体
物
、
則
伯
仁
龍
馬
之
詞
、
比
之
書
翰
、
則
長
胤
狸
骨
之
方
。
雖
語
迹
異
途
、
而
妙
理
同
帰
一
致
）

「

」

、

、

『

』

狸
骨
の
方

と
は

晋
の
荀
輿
が
狸
の
骨
で
疲
労
を
治
す
薬
方
を
書
い
た
法
書
で
あ
り

王
僧
虔

論
書

や
庾
肩
吾
『
書
品
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
書
翰
」
と
は
書
跡
の
意
味
に

23

解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
姚
最
は
画
を
詩
文
と
書
の
両
方
に
比
し
、
文
学
と
書
画
と
は
方
法
こ
そ
異
な

れ
、
そ
の
深
い
道
理
は
一
緒
だ
と
い
う
の
だ
。
魏
晋
南
北
朝
を
通
し
て
文
学
・
書
・
画
の
批
評
が
発
達
す
る

に
つ
れ
、
批
評
に
用
い
ら
れ
る
語
彙
は
三
者
に
共
有
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
表
現
す
る
手
段
は
違
っ
て
も
、

表
現
さ
れ
る
も
の
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
張
彦
遠
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
に
お
い

て
、
陸
機
や
姚
最
を
継
承
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
歴
代
名
画
記
』
の
書
き
出
し
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
始
ま

っ
て
い
る
。

、

、

、

、

夫
れ
画
は
教
化
を
成
し

人
倫
を
助
け
神
変
を
極
め

幽
微
を
測
り

六
籍

と
功
を
同
じ
く
し

〔

〕

六
経

（
巻
一
「
画
の
源
流
を
叙
ぶ

）

四
時
と
運
を
并
ぶ
。
天
然
に
発
す
る
な
り
、
述
作
に
由
る
に
非
ず
。

」



「
中
国
に
お
い
て
詩
画
の
一
致
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
十
一
世
紀
、
北
宋
の
頃
か
ら
で
あ
り
、
…
…
こ
の
主

24
張
は
、
一
四
世
紀
、
現
代
以
後
、
文
人
画

物
の
形
を
写
す
こ
と
よ
り
も
、
物
の
形
を
借
り
て
己
れ
の
〝
意
〟
を
写
す
こ

―

と
を
第
一
義
と
す
る
清
新
の
芸
術

が
盛
行
す
る
と
と
も
に
中
国
芸
術
論
の
主
流
と
な
る
。
そ
こ
で
は
言
語
に
よ
っ
て
〝

―

意
〟
を
写
す
詩
の
芸
術
が
、
物
象
を
借
り
て
〝
意
〟
を
写
す
絵
画
の
芸
術
と
一
体
化
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
詩
画
に
よ
っ
て

写
さ
れ
る
〝
意
〟
を
深
め
豊
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
老
荘
の
自
然
の
哲
学
や
禅
の
心
源
の
教
が
ま
た
詩
画
と
一
体
化
さ
れ

る
。
芸
術
の
諸
形
式
が
相
互
に
結
合
さ
れ
一
体
化
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
芸
術
が
ま
た
思
想
と
一
体
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ま

た
哲
学
・
宗
教
と
一
体
化
さ
れ
て
、
中
国
人
の
生
命
の
自
覚
は
無
限
の
空
間
と
時
間
に
羽
ば
た
き
、
彼
ら
の
生
命
の
躍
動
は
、

そ
の
表
現
の
全
一
性
と
根
源
性
を
求
め
て
多
面
化
し
多
角
化
す
る
。
中
国
人
の
生
命
体
験
は
、
視
覚
体
験
が
聴
覚
体
験
と
結

び
つ
き
、
聴
覚
体
験
は
ま
た
他
の
感
覚
器
官
の
諸
体
験
と
結
び
つ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
や
思
惟
、
表
象
や
観
念
と
結
び
つ

い
て

『
荘
子
』
の
い
わ
ゆ
る
〝
生
き
た
渾
沌
〟
を
形
成
す
る
。
詩
画
の
一
致
も
し
く
は
詩
書
画
の
一
致
と
は
、
そ
の
〝
生

、

き
た
渾
沌
〟
の
多
面
的
・
多
角
的
な
表
現
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い

（
福
永
光
司
『
芸
術
論
集
』
一
五
―
一
六
頁

。

」

）

成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
訳
注
第
七
冊
、
一
三
頁
。

25

蘇
軾
「
鄢
陵
の
王
主
簿
の
画
く
所
の
折
枝
に
書
す
」

26
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（
夫
画
、
成
教
化
、
助
人
倫
、
極
神
変
、
測
幽
微
、
與
六
籍
同
功
、
四
時
并
運
。
発
於
天
然
、
非
由
述
作
）

、

。

、

こ
う
し
た
論
法
は

張
懐
瓘
が
書
を
文
と
の
関
係
に
お
い
て
基
礎
づ
け
た
の
と
相
似
で
あ
る

張
彦
遠
は

書
画
同
体
を
説
く
と
と
も
に
、
画
は
文
に
は
な
い
効
用
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

張
懐
瓘
も
張
彦
遠
も
、
そ
れ
ぞ
れ
書
や
画
と
い
っ
た
個
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
み
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
く
、

文
・
書
・
画
の
〝
関
係
〟
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
北
宋
以
降
に
は
、
詩
・
書
・
画
を
同
列
に
扱
う
見
方
が
普
遍
的
な
も
の
と
な
っ
た

「
文
な
る

。
24

者
は
無
形
の
画
、
画
な
る
者
は
有
形
の
文
な
り

「
詩
は
是
れ
無
形
の
画
、

」

、

（
孫
武
仲
「
東
坡
居
士
画
怪
石
賦
」
）

画
は
是
れ
有
形
の
詩
な
り

と
い
っ
た
例
の
よ
う
に
、
北
宋
の
は
じ
め
で
は
、
と
り

」（
張
舜
民
「
跋
百
之
詩
画

）
」

わ
け
詩
と
画
を
同
一
の
も
の
と
し
て
論
じ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
蘇
軾
の
つ
ぎ
の
詩
の
一

25

節
も
、
そ
う
し
た
状
況
を
示
す
も
の
だ
。

論
画
以
形
似

画
を
論
ず
る
に
形
似
を
以
て
す
る
は

見
與
児
童
隣

見

児
童
と
隣
す

け
ん

賦
詩
必
此
詩

詩
を
賦
す
る
に
此
の
詩
を
必
と
す
る
は

定
非
知
詩
人

定
め
て
詩
を
知
る
人
に
非
ず

詩
画
本
一
律

詩
画
は
本
と
一
律
に
し
て

天
工
與
清
新

天
工
と
清
新
と
な
り26

右
に
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
引
用
に
お
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
い
ず
れ
も
詩
と
画
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
た
と
え
ば
劉
勰
は
「

傍

く
万
品
に
及
ぼ
せ
ば
、
動
植
も
皆
な
文
あ
り
。
…
…
雲
霞
の
雕
色

あ
ま
ね

」

。

、

は
画
工
の
妙
を
踰
ゆ
る
有
り

と
い
う

劉
勰
は
文
学
が
自
然
に
基
づ
く
こ
と
を
説
く
が

（
『

』

）

文
心
雕
龍

原
道

こ

か
れ
に
と
っ
て
、
自
然
が
も
つ
「
文

と
人
工
の
絵
画
と
は
比
べ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
劉

」（
色
彩
や
模
様
）



大
野
修
作
『
書
論
と
中
国
文
学
』
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
。

27
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勰
は
、
画
を
見
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
蘇
軾
に
お
い
て
は
、
従
来
同
等
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
詩
と
画
が
「
本
と
一
律
」
な

。

「

、

」

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

ほ
か
に
も
蘇
軾
は
王
維
の
詩
と
画
を
評
し
て

詩
中
に
画
有
り

画
中
に
詩
有
り

と
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
異
は
、
劉
勰
か
ら
蘇
軾
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
画
に
対
す
る
価
値
観
に
重
大
な

変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

、「

」

、

。

た
と
え
ば

三
絶

と
い
っ
て
も

唐
代
以
前
に
は
必
ず
し
も
詩
・
書
・
画
を
指
す
わ
け
で
は
な
か
っ
た

し
か
し
、
盛
唐
の
頃
、
鄭
虔
が
時
の
皇
帝
玄
宗
に
よ
っ
て
そ
の
詩
・
書
・
画
を
「
三
絶
」
と
称
え
ら
れ
て
以

降

「
三
絶
」
と
い
え
ば
一
般
的
に
詩
・
書
・
画
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

、

27

張
彦
遠
が
『
歴
代
名
画
記
』
を
著
し
た
時
代
背
景
に
は
、
画
と
い
う
も
の
が
文
学
や
書
に
並
ぶ
芸
術
と
し

て
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
情
況
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
が
、
新
し
い
画
の
理
論
を
要
求
し
た
の

で
あ
る
。
張
彦
遠
は
書
画
同
体
論
に
よ
っ
て
そ
の
要
求
に
応
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
が
意
図
し
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
画
を
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
画

が
書
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
画
を
書
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
価
値
づ
け

よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
第
二
に
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
書
の
美
学
を
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
画

の
美
学
を
構
築
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
専
門
の
画
工
に
よ
る
精
巧
な
画
に
で
は
な
く
、
文
人
の
余
技

と
し
て
の
画
に
新
し
い
価
値
を
与
え
た
の
だ
っ
た
。

以
上
に
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
、
劉
勰
は
文
章
と
し
て
の
「
文
」
を

『
易
経
』
の
形
而
上
学
に
依

、

拠
し
て
「
道
」
に
基
礎
づ
け
た
。
張
懐
瓘
は

「
書
」
が
も
つ
自
律
的
な
力
を
「
文
」
と
の
関
係
に
お
い
て
見

、

出
し
た
。
そ
し
て
張
彦
遠
は

「
画
」
と
い
う
も
の
が
「
書
」
と
同
じ
原
理
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を

、

示
し
た
。
か
く
て
文
・
書
・
画
と
い
う
芸
術
が
存
在
論
的
に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
統
合
を
経

て
、
北
宋
に
は
詩
・
書
・
画
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
普
遍
化
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
書
論
が
文
学
論
と
画
論
を
媒
介
し
、
架
橋
す
る
役
割
を
果
た

し
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る

「
詩
・
書
・
画
」
と
は
、
単
に
三
つ
の
主
要
な
芸
術
を
並
称
す
る
も
の
で

。

は
な
い
。
三
つ
の
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
が
三
位
一
体
と
し
て
分
か
ち
が
た
く
結
び
あ
っ
て
い
る
と
い
う
中
国
芸

術
の
特
異
な
あ
り
よ
う
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、
書
の

存
在
で
あ
る
。



「
漢
字
文
化
圏
」
と
い
う
名
称
お
よ
び
概
念
は
亀
井
孝
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
亀
井
孝
ほ
か
『
文
字
と
の
め
ぐ
り
あ
い
』

1
日
本
語
の
歴
史
２
、
平
凡
社
、
一
九
六
三
年
、
八
八
頁

。
）
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東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
書
―
―
正
倉
院
宝
物
と
『
東
大
寺
献
物
帳
』

Ұ


ࣈ
จ
Խ
ݍ
ͷ

ཱ
ͱ
ॻ

書
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
展
開
さ
れ

る
議
論
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
古
代
日
本
の
例
を
取
り
上
げ
て
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で

古
代
日
本
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
れ
が
日
本
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア

ジ
ア
世
界
に
お
け
る
書
の
在
り
方
を
典
型
的
に
物
語
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
中
国
で
は
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
貴
重
な
史
料
が
日
本
に
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

書
の
文
化
の
前
提
に
は
漢
字
文
化
が
あ
り
、
そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
書
の
歴
史
は
漢
字
文
化
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

近
代
以
前
、
中
国
は
つ
ね
に
東
ア
ジ
ア
文
明
の
中
心
に
あ
っ
た
。
周
辺
諸
国
は
、
中
国
の
先
進
文
化
に
倣

。

、

う
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
体
制
を
整
え
て
い
っ
た

な
か
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
文
字

す
な
わ
ち
漢
字
の
存
在
で
あ
る
。
漢
字
を
受
容
し
た
朝
鮮
、
日
本
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
ひ
と
つ
の
自
律
的
な
政

治
文
化
圏
を
形
成
し

「
漢
字
文
化
圏
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
を
媒
体
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
基

、

1

盤
を
共
有
す
る
一
大
圏
域
が
築
き
上
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、
古
代
日
本
を
例
に
し
て
、
い
か
に
漢

字
文
化
と
書
が
受
容
さ
れ
た
か
を
概
観
し
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
書
の
存
在
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

古
代
日
本
が
中
国
と
交
渉
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
記
録
と
し
て
も
っ
と
も
古
い
も
の
は

『
漢
書
』

、

地
理
志
に
み
え
る
「
楽
浪
海
中
に
倭
人
あ
り
。
分
か
れ
て
百
余
国
と
為
し
、
歳
時
を
以
て
来
た
り
て
献
見
す

と
云
う
」
と
い
う
記
述
で
、
前
一
〇
八
年
に
前
漢
の
武
帝
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
の
楽
浪
郡
を
介

し
て
両
者
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
頃
、
日
本
列
島
で
文
字
が
使
わ
れ
て
い
た

形
跡
は
な
い
。
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
字
史
料
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
一
世
紀

の
頃
で
あ
る
。

建
武
中
元
二
年

、
倭
の
奴
国
か
ら
の
朝
貢
を
受
け
、
後
漢
の
光
武
帝
が
印
綬
を
授
け
た
こ
と

（
西
暦
五
七
年
）

が
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
に
み
え
る
。
福
岡
県
の
志
賀
島
か
ら
出
土
し
た
「
漢
委
奴
国
王
」
印
が
そ
れ
に
比
定

し
か
の
し
ま

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
当
時
の
印
章
は
、
官
爵
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
皇
帝
か
ら
下

賜
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
簡
牘

に
し
た
た
め
ら
れ
た
文
書
を
封
印
す
る
粘
土
に
捺
す
た
め
の

（
木
簡
や
竹
簡
）

も
の
で
あ
り
、
文
書
行
政
の
発
達
を
背
景
に
生
ま
れ
た
。
西
嶋
定
生
は
、
両
国
間
で
文
書
の
や
り
と
り
が
実

際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く

「
中
国
王
朝
か
ら
金
印
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
国

、
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西
嶋
定
生
『
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
と
日
本
』
李
成
市
編
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
九
頁
。

2

識
字
層
の
広
が
り
は
、
法
隆
寺
五
重
塔
の
組
木
に
見
つ
か
っ
た
落
書
き
な
ど
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
大
島
正
二
『
漢
字
伝

3
来
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
四
七
頁
。
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と
の
国
際
関
係
の
維
持
の
た
め
に
は
、
朝
貢
に
伴
っ
て
国
書
の
伝
送
と
い
う
文
書
の
作
成
と
送
付
が
必
要
と

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

2

三
世
紀
に
は
、
邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
が
三
国
魏
に
使
者
を
送
っ
て
「
親
魏
倭
王
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ

と
が
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
み
え
る
ほ
か

『
晋
書
』
東
夷
伝
に
は
、
二
六
六
年
、
倭
の
女
王
が
晋
の
武
帝
に
朝

、

貢
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
一
五
〇
年
ほ
ど
の
空
白
を
経
て
、
五
世
紀
に
は
、
倭
の
五
王
が
東

。

、

、

晋
末
か
ら
南
朝
の
諸
王
朝
に
相
次
い
で
朝
貢
し
た

こ
れ
ら
の
記
述
は

倭
国
が
断
続
的
に
中
国
に
朝
貢
し

冊
封
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
冊
封
と
は
、
そ
も
そ
も
周
王
朝
の
封
建
制
に
お
い
て
、
王

が
諸
侯
に
対
し
て
冊
書
を
も
っ
て
官
位
を
与
え
る
こ
と
を
い
う
が
、
漢
代
以
降
で
は
、
中
国
の
皇
帝
が
周
辺

国
か
ら
の
朝
貢
に
対
し
て
官
位
を
与
え
、
君
臣
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
領
土
の
自
治
を
認
め
る
こ

と
を
意
味
し
た
。
西
嶋
定
生
は
、
漢
代
か
ら
隋
唐
時
代
に
か
け
て
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
の

秩
序
が
、
こ
う
し
た
冊
封
体
制
を
基
盤
に
し
て
築
か
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
う
し
た
外
交
活
動
に
お
い
て
、
漢
字
・
漢
文
を
操
る
能
力
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
、
五
世
紀
ま
で
の
倭
国

に
お
け
る
漢
字
の
運
用
の
実
態
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
も

（
ヤ
マ
ト
政
権
）

の
で
あ
っ
た
。
南
朝
宋
へ
の
朝
貢
に
際
し
、
四
七
八
年
に
倭
王
武
が
奉
じ
た
漢
文
に
よ
る
上
表
文
が
記
録
さ

れ
て
い
る
し

、
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
辛
亥
銘
鉄
剣

や
、
同
時
期
の
熊

（

宋
書
』
倭
国
伝

（
四
七
一
年
）

『

）

本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
鉄
刀
銘
の
よ
う
に
、
漢
字
を
表
音
文
字
と
し
て
用
い
る
万
葉
仮
名
的
な
使
用
を

示
す
史
料
も
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
当
時
こ
う
し
た
文
章
を
書
き
綴
る
技
能
は
、
も
っ
ぱ
ら
史
部
と
呼
ば
れ
る

ふ
ひ
と
べ

渡
来
人
の
職
掌
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
に
は
、
応
神
天
皇
期

に
百
済
か
ら
派
遣
さ
れ
た
和

（
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
初
頭
と
推
定
さ
れ
る
）

わ

『

』

『

』

。

、

『

』

邇
吉
師
が

論
語

と

千
字
文

を
も
た
ら
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る

だ
が

今
日
伝
わ
る

千
字
文

に

き

し

は
六
世
紀
の
梁
の
周
興
嗣
が
撰
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い

『
日
本
書
紀
』
に
は
阿
直
岐
と
そ
の
後
任
の
王
仁
が
太
子
菟
道
稚
郎
子
の
師
と
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い

。

あ

ち

き

わ

に

う
ぢ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

る
。
王
仁
は
「

書
首

＝
「

文
首

の
始
祖
で
あ
る
と
い
う
の
は

「
書
」
＝

」

」

、

（

日
本
書
紀

）

（

古
事
記

）

『

』

『

』

ふ
み
の
お
び
と

ふ
み
の
お
び
と

ふ
み

「
文
」
を
司
る
専
門
家
と
し
て
渡
来
人
の
一
族
が
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

ふ
み漢

字
を
扱
う
者
が
渡
来
人
の
専
門
家
に
限
ら
れ
て
い
た
理
由
は
、
単
音
節
孤
立
語
の
中
国
語
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
複
音
節
膠
着
語
の
日
本
語
を
話
し
て
い
た
倭
人
に
と
っ
て
、
漢
字
を
受
容
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
か
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
半
島
を
介
し

て
漢
字
と
の
接
触
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
本
格
的
に
受
容
し
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ

を
積
極
的
に
採
り
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
実
際
、
六
世
紀
に
よ
う
や
く
ご
く
一
部
の
貴
族
階
級

に
よ
っ
て
漢
文
の
学
習
が
は
じ
め
ら
れ
た
後
、
七
世
紀
あ
る
い
は
八
世
紀
は
じ
め
に
は
庶
民
ま
で
識
字
層
が

広
が
っ
た
。
わ
ず
か
一
、
二
世
紀
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
漢
字
が
普
及
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の

3

学
習
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
か
ら
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
漢
字
・
漢
文
の
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齊
藤
希
史
『
漢
字
世
界
の
地
平
―
―
私
た
ち
に
と
っ
て
文
字
と
は
何
か
』
新
潮
新
書
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
二
頁
。

4
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使
用
が
あ
く
ま
で
外
交
を
目
的
と
す
る
限
り
、
専
門
家
に
担
当
さ
せ
て
お
け
ば
よ
く
、
内
政
的
に
は
そ
れ
以

上
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
上
に
、
外
来
の
文
字
を
採
り
入
れ
る
こ
と
へ
の
抵
抗
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

中
国
の
周
辺
民
族
の
な
か
に
は
、
漢
字
を
採
り
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
も
の
も
少
な
く
な
い
。
同
化
な
い
し

（
五
五
二
―
七
一

文
化
的
従
属
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
が
本
格
的
に
漢
字
を
導
入
す
る
の
は
、
飛
鳥
時
代

に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
の
変
動
を
契
機
と
し
て
、
や
む
に
や

〇
）

ま
れ
ず
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。

五
八
一
年
に
隋
王
朝
が
成
立
し
、
五
八
九
年
に
南
朝
の
陳
を
滅
ぼ
し
て
中
国
を
統
一
す
る
と
、
高
句
麗
に

た
び
た
び
遠
征
を
行
い
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
緊
張
が
高
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
外
圧
に
対
応
す
る
た
め
、
日

本
列
島
で
は
、
そ
れ
ま
で
豪
族
の
連
合
体
と
し
て
あ
っ
た
政
治
体
制
を
脱
し
て
中
央
集
権
化
を
図
ろ
う
と
し

た
。
以
来
、
倭
国
が
従
来
中
国
王
朝
と
結
ん
で
き
た
冊
封
関
係
を
放
棄
し
た
の
も
、
独
立
し
た
政
治
体
制
を

築
こ
う
と
す
る
意
図
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
漢
字
の
本
格
的
な
導
入
の
契
機
と
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
日
本
の
漢
字
受
容
は
、
冊
封
体
制
へ
の
編
入
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら

の
離
脱
を
契
機
に
し
て
主
体
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
一
気
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

漢
字
を
採
り
入
れ
る
こ
と
は
、
漢
字
文
化
圏
に
共
通
の
政
治
・
社
会
制
度

、
思
想

、
宗

（
律
令
制

（
儒
教

）

）

教

、
芸
術
と
い
っ
た
文
化
基
盤
を
採
り
入
れ
る
こ
と
と
切
り
離
し
え
な
い
。
そ
れ
は
文
化
の
総
体
を

（
仏
教
）

受
容
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
百
済
を
経
由
し
た
儒
教
と
仏
教
の
伝
来
が
、
日
本
に
お
け
る
漢
字
の
本
格
的
な

使
用
の
開
始
と
ほ
ぼ
同
時
期

で
あ
る
こ
と
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
齊
藤
希
史
は

「
書
記
言
語

（
六
世
紀
）

、

の
導
入
が
日
本
と
い
う
国
家
の
成
立
を
促
し
た
」
と
い
う
。

中
国
大
陸
に
お
け
る
漢
字
の
伝
播
と
異
な
り
、
日
本
列
島
で
漢
字
が
用
い
ら
れ
始
め
た
時
期
は
、
す
で

に
体
系
立
っ
た
書
記
言
語
が
確
立
し
、
外
交
文
書
が
そ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
規
範
と
な
る
べ
き
典
籍

も
成
立
し
、
つ
ま
り
漢
字
に
よ
る
世
界
は
す
で
に
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
中
国
大

陸
の
東
に
位
置
す
る
地
域
の
政
治
情
勢
は
、
漢
字
世
界
へ
の
参
入
を
い
か
に
し
て
行
う
べ
き
か
を
迫
る

も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
列
島
に
お
け
る
漢
字
の
使
用
は
、
道
具
と
し
て
の
書
記
言
語
が
到
来
し
た
の
で

は
な
く
、
そ
の
書
記
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
世
界
へ
の
参
入
で
あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

4

こ
こ
で
「
漢
字
に
よ
る
世
界
は
す
で
に
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
た
」
と
い
う
と
き
、
そ
こ

に
「
書
」
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
国
で
は
、
漢
字
の
創
造
以
来
、
各
時
代
に
規
範
と
な
る
書
体

・
書
法
が
存
在
し
て
い
た
。
聖
徳
太
子
が
初
め
て
の
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
の
は
西
暦
六
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
は
朝
鮮
半
島
を
介
し
て
大
陸
文
化
を
受
容
し
て
い
た
日
本
は
、
以
降
、
中
国
文
化
を
直
接
的

に
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
国
家
を
築
い
て
ゆ
く
。

隋
王
朝
は
、
約
四
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
分
裂
し
て
い
た
南
北
を
統
一
し
た
が
、
書
に
お
い
て
も
南
北
の
書

法
を
融
合
し
、
初
唐
に
か
け
て
楷
書
の
完
成
期
に
当
た
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
観



張
彦
遠
編
『
法
書
要
録
』
巻
三
、
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
四
頁
。
原
文
は
「
梁
大
同
中
。
武
帝
勑
周
興

5
嗣
撰
千
字
文
。
使
殷
鐵
石
模
次
羲
之
之
迹
。
以
賜
八
王

。
」
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（
五
五
七
―
六
四

が
確
立
す
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
当
時
、
王
羲
之
書
法
を
継
承
し
た
智
永
に
加
え
、
欧
陽
詢

、
虞
世
南

ら
が
す
で
に
活
躍
し
て
い
た
。
今
日
に
伝
わ
る
か
れ
ら
の
作
品
が
示
す
と

一

（
五
五
八
―
六
三
八
）

）
お
り
、
す
で
に
王
羲
之
書
法
が
規
範
と
し
て
深
く
内
面
化
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
一
端
を
示
す
の
が

識
字
書
と
し
て
の

千
字
文

で
あ
る

法
書
要
録

巻
三
所
収
の
武
平
一

徐

、

『

』

。『

』

「

氏
法
書
記
」
に
「
梁
の
大
同

中
、
武
帝
、
周
興
嗣
に
勅
し
て
千
字
文
を
撰
せ
し
め
、
殷
鉄

〔
五
三
五
―
五
四
六
〕

（
梁
大
同
中
、
武
帝
勅
周
興
嗣
撰
千
字
文
、
使
殷
鉄
石
模

石
を
し
て
羲
之
の
迹
を
模
次
せ
し
め
、
以
て
八
王
に
賜
う
」

5

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
漢
字
習
得
の
た
め
の
教
本
と
し
て
使
わ
れ
た
『
千
字
文
』

次
羲
之
之
迹
、
以
賜
八
王
）

は
、
王
羲
之
の
書
を
集
字
し
て
作
ら
れ
た
。
つ
ま
り

『
千
字
文
』
に
よ
っ
て
漢
字
を
習
う
者
は
、
同
時
に
王

、

羲
之
の
書
法
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、
書

法
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
触
れ
た
と
お
り

『
古
事
記
』
応
神
天
皇
の
と

、

き
に
『
千
字
文
』
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
記
述
は
そ
の
ま
ま
史
実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
遅
く
と
も
奈
良

天
平
時
代
に
は
『
千
字
文
』
が
広
く
識
字
書
と
し
て
習
わ
れ
て
い
た
。

（

庚
午
年
籍

、
六
七
〇

（
六

律
令
国
家
と
し
て
の
体
制
は
、
初
の
全
国
的
な
戸
籍
の
作
成

、
飛
鳥
浄
御
原
令

）

こ
う
ご
ね
ん
じ
や
く

あ
す
か
き
よ
み
は
ら
り
よ
う

、
大
宝
律
令

な
ど
を
経
て
急
速
に
整
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
は
文
書
に
も
と
づ
く
行
政
機
構

八
九

（
七
〇
一
）

）

の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
。
正
倉
院
文
書
の
な
か
に
は
、
戸
籍
や
税
帳
の
紙
背
を
再
利
用
し
た
も
の
が
あ

る
。
ま
た
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
遺
跡
か
ら
大
量
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
奈
良
時

。

、

代
に
本
格
的
な
文
書
行
政
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る

文
書
に
よ
る
指
示
命
令
・
報
告
は

伝
達
の
途
中
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
恣
意
的
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
中
間
に
存
在
す
る
人
々
の

権
力
を
殺
ぐ
。
ゆ
え
に
、
中
央
集
権
的
な
統
治
は
文
書
行
政
な
く
し
て
成
り
立
た
な
い
。

天
武
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
川
原
寺
に
お
け
る
一
切
経
の
書
写

以
降
、
国
家
事
業
と

（
六
七
二
）

し
て
写
経
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
光
明
皇
后
は
各
地
に
官
立
の
写
経
所
を
設
立
し
た
。
下
級

官
吏
と
し
て
大
量
の
写
経
生
が
雇
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
識
字
層
の
拡
大
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

か
れ
ら
写
経
生
は
、
中
国
書
法
を
手

本
と
し
て
学
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
以

前
に
、
写
経
生
の
採
用
試
験
に
お
い

て
、
謹
厳
な
楷
書
を
身
に
つ
け
て
い

る
こ
と
が
試
さ
れ
た
。
正
倉
院
文
書

に
は

「
試
字
」
と
呼
ば
れ
る
写
経

、

生
候
補
の
答
案
用
紙
が
残
さ
れ
て
い

る

。
そ
れ
を
み
る
と
、
す
で
に

（
図
）

写
経
体
の
楷
書
法
を
身
に
つ
け
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
ら
は
写
経

「村主作麻呂試字」
（正倉院事務所編『正倉院の書蹟』図版114）



『
東
大
寺
献
物
帳
』
か
ら
の
引
用
は
、
藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料

寺
院
篇
』
中
巻
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七

6
五
年
）
に
基
づ
く
。
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生
と
し
て
採
用
さ
れ
る
以
前
に
何
ら
か
の
形
で
書
法
を
学
ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

く
り
か
え
す
と
、
漢
字
・
漢
文
に
よ
る
書
記
言
語
は
、
律
令
制
、
儒
教
、
仏
教
と
い
っ
た
諸
文
化
と
一
体

に
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
書
は
、
漢
字
・
漢
文
を
用
い
た
書
記
言
語
の
運
用
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
要
素
と

し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
律
令
国
家
と
し
て
の
体
制
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
大
陸
か
ら
輸
入
さ
れ
た
諸
文
化
の
ひ
と
つ
に
書
と
い
う
芸
術
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
漢
字
・
漢
文
に
よ
る
書
記
言
語
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
漢
字
・
漢
文
を
操
る
た
め
に
必
要
な
技
能
の

一
部
だ
っ
た
。
だ
か
ら
書
は
そ
も
そ
も
、
近
代
的
な
芸
術
観
、
す
な
わ
ち
芸
術
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
作
品

と
い
っ
た
も
の
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
唐
代
に
定
着
す
る
「
書
法
」
と
い
う
熟
語
は
、
ほ
ぼ
同
時
代

の
日
本
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
書
は
、
自
由
に
個
性
を
表
現
す
る
媒
体
と
し
て
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず

則
る
べ
き
「
法
」
と
し
て
東
ア
ジ
ア
世
界
に
共
有
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ೋ


Ԧ
ே
͔
Β
ಸ
ྑ
ே

ͱ
ड
͚
ܧ
͕
Ε
ͨ
ೋ
Ԧ
ਸ
ഈ

東
は
海
を
隔
て
た
日
本
、
西
は
ペ
ル
シ
ャ
や
イ
ス
ラ
ム
諸
国
、
北
は
モ
ン
ゴ
ル
、
南
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
イ

ン
ド
ま
で
、
交
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
げ
て
い
た
世
界
帝
国
た
る
唐
、
そ
の
首
都
長
安
に
集
め
ら
れ
た
当

、

。

時
世
界
最
高
水
準
の
美
術
品
の
ほ
と
ん
ど
は

相
次
ぐ
戦
乱
や
王
朝
の
交
替
の
過
程
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

し
か
し
、
そ
の
一
端
を
伝
え
る
き
わ
め
て
貴
重
な
美
術
品
の
一
群
が
日
本
に
残
っ
て
い
る
―
―
正
倉
院
宝
物

。

、

、

で
あ
る

そ
の
多
く
は

計
一
五
回
に
わ
た
る
遣
唐
使
に
よ
っ
て
大
陸
よ
り
請
来
さ
れ
た
美
術
品
か
ら
な
り

国
際
都
市
に
集
っ
た
文
物
の
水
準
の
高
さ
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。

正
倉
院
宝
物
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
の
は
、
光
明
皇
后
に
よ
っ
て
東
大
寺
盧
舎
那
仏

に
献
納
さ

（
大
仏
）

れ
た
聖
武
天
皇
の
遺
品
で
あ
る
。
そ
れ
ら
献
納
品
の
目
録
で
あ
る
『
東
大
寺
献
物
帳
』
は
、
い
ま
は
失
わ
れ

6
、

、

て
し
ま
っ
た
宝
物
を
含
む
当
初
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
貌
を
伝
え
る
の
み
な
ら
ず

中
国
文
化
の
影
響
の
下

奈
良
時
代
に
お
い
て
文
物
や
美
術
が
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
貴
重
な
史
料
と
な

っ
て
い
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は

『
献
物
帳
』
に
占
め
る
書
の
存
在
の
大
き
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、

、

唐
を
中
心
と
し
た
七
、
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
書
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
か
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
目
を
惹
く
の
が
、
中
国
書
法
の
正
統
な
経
典
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

四
回
に
わ
た
る
献
納
の
た
び
に
編
ま
れ
た
『
献
物
帳
』
全
五
巻
の
う
ち
、
天
平
勝
宝
八
年

六
月

（
七
五
六
）



同
前
、
二
三
二
頁
。

7
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二
一
日
付
け
の
『
国
家
珍
宝
帳
』

に
は

書
法
廿
巻

と
し
て

搨

、「

」

、「

晋
右
将
軍
王
羲
之
草
書
巻
第
一
」

以
下
「
同
羲
之
第
行
書
巻
六
十
」

の
う
ち
一
九
巻
と

「
同
羲
之
扇
書

、

一
巻
」
を
列
記
す
る
。
す
べ
て
王

羲
之
の
書
で
あ
る
が

「
搨
」
と
い

、

う
語
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
そ
れ

ら
は
真
跡
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も

模
本
で
あ
る
。
今
日
、
二
王
の
真

跡
は
一
点
た
り
と
も
伝
わ
ら
ず
、

現
存
す
る
王
羲
之
の
双
鉤
填
墨
本
も
十
指
に
満
た
な
い
が

「
喪
乱
帖

や
「
孔
侍

、

」（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
）

中
帖

は
、
そ
の
一
部
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
巻
第
五
十
一
の
「
真
草
千

」（
前
田
育
徳
会
蔵
）

字
文
二
百
三
行
」
云
々
と
記
さ
れ
る
も
の
は
、
東
晋
の
王
羲
之
が
梁
の
周
興
嗣
に
よ
っ
て
撰
さ
れ
た
『
千
字

文
』
を
書
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
た
め
、
そ
の
目
録
が
ど
の
程
度
正
確
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
疑

問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
内
藤
湖
南
は
こ
れ
を
智
永
の
真
跡
本
「
真
草
千
字
文
」
に
同
定
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ

『
国
家
珍
宝
帳
』
に
載
せ
る
王
羲
之
の
模
本
の
な
か
に
、
唐
王
朝
の
宮
廷
に
お
い
て
作
ら

、

れ
た
双
鉤
填
墨
本
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
唐
太
宗
が
王
羲
之
の
「
蘭
亭
序
」
を
手
に
入
れ
る

顛
末
を
記
し
た
何
延
之
の
「
蘭
亭
記

に

「
帝
、
供
奉
搨
書
人

趙
模
・
韓
道
政
・
馮
承

」

、

（

法
書
要
録
』
巻
三
）

『

（
帝
命

素
・
諸
葛
貞
等
四
人
に
命
じ
て
、
各
お
の
数
本
を
搨
せ
し
め
、
以
て
皇
太
子
、
諸
王
、
近
臣
に
賜
う
」

と
あ
る
よ
う
に
、
太
宗

供
奉
搨
書
人
趙
模
、
韓
道
政
、
馮
承
素
、
諸
葛
貞
等
四
人
、
各
搨
数
本
、
以
賜
皇
太
子
諸
王
近
臣
）

は
「
搨
書
人
」
と
呼
ば
れ
る
双
鉤
填
墨
本
製
作
の
専
門
家
に
命
じ
て
二
王
の
書
の
模
本
を
作
ら
せ
、
冊
封
関

係
に
あ
る
諸
国
王
に
下
賜
し
て
い
た
。
韋
述
の
「
叙
書
録

に
は
、
玄
宗
の
開
元
年
間
に

」（

法
書
要
録
』
巻
四
）

『

も
同
様
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
唐
代
に
は
、
中
国
と
日
本
は

冊
封
関
係
に
な
か
っ
た
が
、
遣
唐
使
を
通
じ
た
朝
貢
は
行
わ
れ
て
い
た
。
貢
物
に
対
す
る
回
賜

と

（
お
返
し
）

し
て
与
え
ら
れ
た
第
一
級
の
文
物
の
な
か
に

『
献
物
帳
』
に
記
さ
れ
た
書
跡
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

、

さ
ら
に

『
国
家
珍
宝
帳
』
と
同
時
に
納
め
ら
れ
た
『
屛
風
花
氈
帳

に
は

「
欧
陽
詢
真
跡
屏
風

、

』

、

（
七
五
六
）

（
七
五

十
二
扇
」
お
よ
び
「
王
羲
之
臨
書
屏
風
十
二
扇
」
が
み
え
る
ほ
か
、
そ
の
翌
年
の
『
大
小
王
真
跡
帳
』

は
、
そ
の
名
の
通
り
王
羲
之
・
献
之
の
真
跡
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
巻
の
末
尾
に
、
藤

八
）

原
仲
麻
呂
が
「
右
の
書
法
は
是
れ
奕
世
の
伝
珍
、
先
帝
の
玩
好
、

篋

笥
に
遺
さ
る
。
追
感
し
、
瞿
然
と
す
。

き
よ
う

し

く

ぜ
ん

謹
ん
で
以
て
奉
献
す

と
記
す
と
お

」（
右
書
法
是
奕
世
之
伝
珍
。
先
帝
之
玩
好
。
遺
在
篋
笥
。
追
感
瞿
然
。
謹
以
奉
献
）

7

り
、
代
々
皇
室
に
伝
え
ら
れ
、
聖
武
天
皇
が
と
り
わ
け
愛
玩
し
た
二
王
の
真
跡
が
箱
の
中
に
遺
さ
れ
て
い
た

の
を
見
つ
け
、
特
別
に
奉
納
し
た
と
い
う
。

『国家珍宝帳 （部分）』
（正倉院事務所編『正倉院の書蹟』図版５）
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神
田
喜
一
郎
「
鑑
真
和
上
と
書
道

『
大
和
文
化
研
究
』
第
八
巻
五
号
、
一
九
六
三
年
。

」

8
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神
田
喜
一
郎
は

『
大
小
王
真
跡
帳
』
に
記

、

さ
れ
た
こ
の
二
王
の
真
蹟
は
鑑
真
の
招
来
品
の

一
部
だ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
鑑
真
は
、
五

8

度
に
わ
た
っ
て
日
本
へ
の
渡
航
を
試
み
た
が
失

敗
を
重
ね
、
天
平
勝
宝
五
年

、
六
度

（
七
五
三
）

目
に
し
て
よ
う
や
く
日
本
に
辿
り
着
い
た
と
き

に
は
す
で
に
失
明
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
の
招

来
品
の
目
録
が
淡
海
三
船
に
よ
る
『
唐
大
和
上

お
う
み
の

み

ふ
ね

東
征
伝

に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

』（
七
七
九
）

に
は
「
王
羲
之
真
蹟
行
書
一
帖
」
お
よ
び
「
王

献
之
真
蹟
行
書
三
帖
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
唐
王
朝
に
お
い
て
二
王
の
真
蹟
が

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
を
示
す
文
献
上

の
記
述
を

『
法
書
要
録
』
に
収
め
ら
れ
る
張

、

懐
瓘
「
二
王
等
書
録

と

」（

法
書
要
録
』
巻
四
）

『

徐
浩
「
古
蹟
記

か
ら
辿

」（

法
書
要
録
』
巻
三
）

『

っ
て
み
よ
う
。

梁
武
帝
、
唐
太
宗
、
玄
宗
と
い
っ
た
皇
帝
た

、

、

ち
は

天
下
を
博
捜
し
て
二
王
の
書
を
購
求
し

内
府
に
集
め
た

「
二
王
等
書
録
」
に
は
「
貞

。

観
十
三
年

、
勅
し
て
右
軍
の
書
を
購

〔
六
三
九
〕

求
せ
し
め
、
並
び
に
貴
価
も
て
之
に
酬
ゆ
。
四

む
く

方
の
妙
蹟
、

畢

く
至
ら
ざ
る
靡
し
。
起
居
郎

こ
と
ご
と

な

褚
遂
良
・
校
書
郎
王
知
敬
等
に
勅
し
て
、
玄
武

〔
審

門
の
西
の
か
た
長
波
門
外
に
於
い
て
科
簡

定
〕

（
貞
観
十
三
年
、
勅
購
求
右
軍
書
、
並
貴
価
酬
之
。
四
方
妙
蹟
、
靡
不
畢
至
。
勅
起
居
郎
褚
遂
良
校
書
郎
王
知

せ
し
む
」

と
記
す
。

敬
等
、
於
玄
武
門
西
長
波
門
外
科
簡
）

こ
の
貞
観
十
三
年
の
太
宗
の
命
に
よ
る
大
規
模
な
法
書
の
収
集
・
整
理
事
業
の
後
、
二
王
の
真
跡
は
目
睹

す
る
こ
と
さ
え
容
易
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
「
古
蹟
記
」
か
ら
窺
わ
れ
る
。

十
三
年
従
り
書
は
更
に
出
だ
さ
ず
、
外
人

見
る
こ
と
莫
し
。
直
だ
大
足
中
に
至
っ

〔
貞
観
〕

〔
外
部
の
者
〕

て
、
則
天
太
后
、
納
言
狄
仁
傑
の
書
を
能
く
す
る
を
賞
す
。
仁
傑
云
う

「
臣
、
幼
き
自
り
以
来
、
好
本

、

を
見
ず
、
只
だ
愚
性
に

率

う
の
み
。
何
に
由
り
て
か
能
を
得
ん
や
」
と
。
則
天
乃
ち
内

よ
り

〔
内
府
〕

し
た
が

（
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の
書
蹟
』
図
版
７
）

『
大
小
王
真
蹟
帳
』



、

「
大
足
」
は
、
則
天
武
后
の
年
号
。
津
逮
秘
書
本
『
法
書
要
録
』
お
よ
び
『
墨
池
編
』
は
こ
れ
を
「
大
定
」
に
つ
く
る
が

9
『
書
苑
菁
華
』
に
拠
っ
て
改
め
た
。
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〔
宮
中
か
ら
の
使
者
〕

〔
狄
仁
傑
〕

二
王
の
真
迹
二
十
巻
を
出
だ
し
、
五
品
の
中
使

を
遣
わ
し
て
諸
を
宰
相

こ
れ

に
示
す
。
看
訖
え
て
謝
を
表
す
る
に
、
登
時

、
将
に
入
れ
ん
と
す
。

〔
す
ぐ
さ
ま
〕

お

9

（
従
十
三
年
書
更
不
出
、
外
人
莫
見
。
直
至
大
足
中
、
則
天
太
后
賞
納
言
狄
仁
傑
能
書
。
仁
傑
云
、
臣
自
幼
以
来
、
不
見
好

本
。
只
率
愚
性
。
何
由
得
能
。
則
天
乃
内
出
二
王
真
迹
二
十
巻
、
遺
五
品
中
使
示
諸
宰
相
。
看
訖
表
謝
、
登
時
将
入
）

狄
仁
傑
が
二
王
の
真
跡
を
見
終
わ
っ
て
お
礼
を
告
げ
る
と
、
そ
の
書
は
す
ぐ
さ
ま
内
府
に
戻
さ
れ
た
と
い

う
。
二
王
の
書
が
内
府
か
ら
供
出
さ
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
た
か
想
像
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
つ
ぎ
の
中
宗
の
治
世

に
な
る
と
、
事
情
が
変
わ

（
在
位
七
〇
五
―
七
一
〇
）

っ
て
く
る
。
つ
づ
け
て
「
古
蹟
記
」
を
引
こ
う
。

中
宗
の
時
に
至
り
て
、
中
書
令
宗
楚
客
、
奏
事

し
て
恩
を
承
く

。
乃
ち
大
小

〔
上
奏
〕

〔
恩
賜
を
受
け
る
〕

二
王
の
真
蹟
を
乞
い
、
二
十
巻
、
大
小
各
お
の
十
軸
を
勅
賜
さ
る
。
楚
客
、
遂
に
装
し
て
十
二
扇
の
屏

〔
身
分
の
高

風
を
作
り
、
褚
遂
良
の
「
閑
居
賦

・

枯
樹
賦
」
を
以
て
脚
と
為
す
。
因
り
て
大
い
に
貴
要

」
「

に
会
う
に
、
張
り
て
以
て
之
を
示
す
。
時
に
薛
稷
・
崔

湜

・
盧
蔵
用
、
食
を
廃
し
て
美
を
歎

貴
な
人
〕

さ
い
し
よ
く

じ
、
復
た
宴
楽
せ
ず
。
安
楽
公
主

の
婿

武
延
秀
、
坐
に
在
り
。
帰
り
て
以
て
公
主
に
告
げ

〔
中
宗
の
娘
〕

て
曰
く

「
主
、
恩
を
承
く
と
言
う
も
、
未
だ
富
貴
為
ら
ず
。
適
た
ま
宗
令

に
過
る
に
、
別
に

、

〔
宗
楚
客
〕

た

た
ま

よ
ぎ

特
別
に

翌

〔

〕

〔

書
を
賜
い
得
た
り

一
席

之
を
観
る
に

餐
を
輟
め
て
食
を
忘
る

と

明
に
及
び
て

。

、

、

」

。

や

謁
見
す
る
に
、
頗
る
怨
言
有
り
。
帝
、
緘
を
開
け
令
め
、
庫
を
傾
け
て
悉
く
之
を
与
う
。
延
秀
、
復

朝
〕

し

た
賓
客
に
会
え
ば
、
櫃
を
挙
げ
て
看
せ
令
め
、
分
散
す
。
朝
廷
、
復
た
宝
惜
す
る
無
し
。

し

（
至
中
宗
時
、
中
書
令
宗
楚
客
奏
事
承
恩
。
乃
乞
大
小
二
王
真
蹟
、
勅
賜
二
十
巻
、
大
小
各
十
軸
。
楚
客
遂
装
作
十
二
扇
屏

風
。
以
褚
遂
良
閑
居
賦
、
枯
樹
賦
為
脚
。
因
大
会
貴
要
、
張
以
示
之
。
時
薛
稷
、
崔
湜
、
盧
蔵
用
、
廃
食
歎
美
、
不
復
宴

楽
。
安
楽
公
主
婿
武
延
秀
在
坐
。
帰
以
告
公
主
曰
、
主
言
承
恩
、
未
為
富
貴
。
適
過
宗
令
、
別
得
賜
書
。
一
席
観
之
、
輟

餐
忘
食
。
及
明
謁
見
、
頗
有
怨
言
。
帝
令
開
緘
、
傾
庫
悉
與
之
。
廷
秀
復
会
賓
客
、
挙
櫃
令
看
分
散
、
朝
廷
無
復
宝
惜
）

つ
ま
り
、
中
宗
が
宗
楚
客
に
二
王
の
真
蹟
を
下
賜
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
娘
の
安
楽
公
主
が

恨
み
言
を
い
っ
て
き
た
の
で
、
中
宗
は
倉
庫
の
封
印
を
解
い
て
、
し
ま
っ
て
あ
っ
た
書
を
娘
に
み
な
与
え
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
婿
で
あ
る
武
廷
秀
は
、
客
が
来
る
た
び
に
そ
れ
を
箱
か
ら
出
し
て
見
せ
、
分
け
与
え
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果

「
此
れ
自
り
内
庫
の
真
蹟
、
諸
家
に
散
落
す

と

、

」（
自
此
内
庫
真
蹟
、
散
落
諸
家
）

い
う
。

そ
の
後
、
内
府
に
あ
っ
た
多
く
の
法
書
は
さ
ら
に
散
佚
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
二
王
が
顧
み
ら

。「

」

、

。

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

二
王
等
書
録

は

そ
う
し
た
時
代
の
変
化
を
簡
潔
に
描
写
し
て
い
る
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文
皇
帝

価
を
尽
く
し
て
購
求
す
る
こ
と
、
天
下
畢
く
至
れ
り
。
大
王
は
、
真
書
は
惟
だ
五
十
紙

〔
太
宗
〕

を
得
る
の
み
、
行
書
は
二
百
四
十
紙
、
草
書
は
二
千
紙
、
並
び
に
金
宝
を
以
て
装
飾
す
。
今
、
天
府
の

有
す
る
所
は
、
真
書
は
十
紙
に
満
た
ず
、
行
書
は
数
十
紙
、
草
書
は
数
百
紙
、
共
に
二
百
一
十
八
巻
有

り
。
張
芝
一
巻
、
張
昶
一
巻
、
並
び
に
旃
檀
軸

・
錦

〔
白
檀
製
の
軸
。
金
や
珊
瑚
の
軸
と
比
べ
て
価
値
が
低
い
〕

せ
ん
だ
ん

褾
あ
る
の
み
。
既
に
尚
ば
れ
ず
、
人
間
に
散
在
す
。
或
い
は
進
献
す
る
も
の
有
る
も
、
多
く
翰
林
の
雑

書
中
に

堆

く
、
玉
石
混
居
、
薫
蕕

器
を
同
じ
く
す
。

〔
香
草
と
臭
草
〕

う
ず
た
か

く
ん
ゆ
う

（
文
皇
帝
尽
価
購
求
、
天
下
畢
至
。
大
王
真
書
惟
得
五
十
紙
、
行
書
二
百
四
十
紙
、
草
書
二
千
紙
、
並
以
金
宝
装
飾
。
今
天

府
所
有
、
真
書
不
満
十
紙
、
行
書
数
十
紙
、
草
書
数
百
紙
、
共
有
二
百
一
十
八
巻
。
張
芝
一
巻
、
張
昶
一
巻
、
並
旃
檀
軸

錦
褾
而
已
。
既
所
不
尚
、
散
在
人
間
、
或
有
進
献
、
多
堆
於
翰
林
雑
書
中
、
玉
石
混
居
、
薫
蕕
同
器
）

同
篇
の
末
尾
に
は
「
乾
元
三

年
五
月
日
」
と
い
う
紀
年
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
今
」
と

〔
七
六
〇
〕

は
、
安
史
の
乱

の
只
中
に
あ
る
粛
宗

の
治
世
を
指
す
だ
ろ
う
。

（
七
五
五
―
七
六
三
）

（
在
位
七
五
六
―
七
六
二
）

七

『

』

、

東
大
寺
献
物
帳

に
載
せ
る
宝
物
が
大
仏
に
献
納
さ
れ
た
の
は

そ
の
わ
ず
か
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
（

。
こ
の
時
す
で
に
大
陸
は
混
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
、
七
六
一
年
と
翌
七
六

五
六
年
以
降
）

二
年
の
遣
唐
使
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
が
中
国
に
倣
っ
て
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
観

を
確
立
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
中
国
で
は
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
書
法
観
に
翳
り
が
見
え
始
め
、
新

し
い
時
代
へ
と
大
き
く
転
回
し
て
い
く
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
鑑
真
が
よ
う
や
く
日
本
に
辿
り
着
い
た
の

は
七
五
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
太
宗
や
則
天
武
后
の
治
世
と
は
ち
が
っ
て
、
当
時
二
王
の
真
蹟
は
内

府
か
ら
相
当
流
出
し
て
い
た
。

（

法
書
要
録
』

と
は
い
え
、
二
王
の
書
の
価
値
は
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
高
か
っ
た
。
張
懐
瓘
の
「
書
估
」
『

）

〔

〕

巻
四

七
五
四

は

文
字
通
り
当
時
の
書
の
経
済
的
価
値
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が

天
宝
十
三
載

、

、「

正
月
十
八
日
」
の
紀
年
が
あ
り
、
鑑
真
が
来
日
し
た
当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
書
が
市
場
で
取
引
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
ま
た
そ
の
価
値
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
羲
之
の
草
書
百

五
字
は
行
書
一
行
に
値
し
、
行
書
三
行
は
真
書

一
行
に
値
し
た
と
い
う

「
近
日
、
鍾
尚
書
紹
京
有

（
楷
書
）

。

り
、
亦
た
好
事
と
為
し
、
大
費
を
惜
し
ま
ず
、
産
を
破
り
て
書
を
求
む
。
計
え
て
数
百
万
貫
銭
を
用
て
、
惟

か
ぞ

も
つ

（

、

、

だ
右
軍
の
行
書
五
紙
を
市
い
得
る
の
み
に
し
て

真
書
一
字
を
致
す
能
わ
ず

、

」
近
日
有
鍾
尚
書
紹
京

亦
為
好
事

か

神
田
喜
一
郎
が
注
目
す
る

不
惜
大
費
、
破
産
求
書
。
計
用
数
百
万
貫
銭
、
惟
市
得
右
軍
行
書
五
紙
、
不
能
致
真
書
一
字

。
）

の
は
、
こ
の
鍾
紹
京
が
羲
之
の
行
書
五
紙
を
買
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
り
、
鑑
真
が
渡
航
前
、
虔
州
に
お
い

て
鍾
紹
京
に
授
戒
し
た
と
い
う
『
東
征
伝
』
の
記
事
と
併
せ
て
、
鑑
真
が
招
来
し
た
二
王
の
真
跡
は
鍾
紹
京

か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
と
推
理
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
府
か
ら
決
し
て
出
さ
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
法
書
が
市
場
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
価
値
に
絶
対
的
な
変
化
が
生

じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

奈
良
時
代
の
日
本
の
朝
廷
に
お
い
て
、
中
国
の
歴
代
皇
帝
が
二
王
の
書
を
尊
び
、
か
つ
国
家
的
事
業
と
し

て
特
別
に
庇
護
し
て
き
た
こ
と
は
、
十
分
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
聖
武
天
皇
が
二
王
の
真
蹟
を
身

近
に
置
い
て
愛
玩
し
た
こ
と
は
、
中
国
皇
帝
の
二
王
尊
崇
に
倣
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
聖
武
天
皇
は
、
仏

教
を
保
護
し
て
鎮
護
国
家
を
図
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
最
も
早
く
芸
術
と
し
て
の
書
の



関
根
真
隆
『
正
倉
院
へ
の
道
―
―
天
平
美
術
へ
の
招
待
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
三
七
頁
。

10
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価
値
を
認
め
た
天
皇
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
仏
教
へ
の
帰
依
が
国
家
統
治
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
た
ん
な
る
個
人
の
嗜
好
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
先
進
文
化
の
輸
入
に
よ
っ

て
国
家
体
制
を
盤
石
に
し
よ
う
と
す
る
文
化
政
策
の
一
端
で
あ
っ
た
。

（
在
位
七
八
一
―
八
〇
六
）

聖
武
天
皇
以
降
も
、
書
を
深
く
愛
す
る
天
皇
の
姿
勢
は
継
承
さ
れ
た
。
桓
武
天
皇

は
、
天
応
元
年

「
雑
集
」
ほ
か
の
御
筆

「
王
羲
之
書
法

『
大
小
王
真
蹟
帳
』
を
出
蔵
し
、
三
年

（
七
八
一
）
、

、

」
、

か
け
て
す
べ
て
返
納
し
た
こ
と
が
、
宝
物
の
出
入
を
記
録
し
た
文
書

に
記
さ
れ
て

（

出
入
帳
」
と
総
称
す
る
）

「

い
る
。
関
根
真
隆
は
「
屏
風
と
か
楽
器
の
た
ぐ
い
は
出
蔵
さ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
桓
武
天
皇
に

つ
い
て
「
書
以
外
の
宝
物
類
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
桓
武
天
皇
は
、
正
倉

10

院
に
納
め
ら
れ
た
豪
華
絢
爛
た
る
宝
物
の
数
々
の
な
か
で
、
何
よ
り
も
書
を
愛
し
た
の
で
あ
る
。

（
八

そ
の
子
、
嵯
峨
天
皇
は
「
平
安
の
三
筆
」
の
一
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
能
書
で
あ
る
が
、
弘
仁
一
一
年

一
〇
月

『
大
小
王
真
跡
帳
』
と
王
羲
之
の
「
真
草
書
廿
巻
」
を
出
蔵
さ
せ
、
百
五
十
貫
文
で
買
い
上

二
〇
）

、

げ
た
こ
と
が
や
は
り
出
入
帳
に
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
書
は
返
納
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
の
行
方
は
知
れ

な
い
。
こ
の
た
め
、
今
日
に
伝
わ
る
正
倉
院
宝
物
に
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
二
王
の
書
が
残
っ
て
い
な
い
。

ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
天
平
以
降
、
歴
代
天
皇
が
い
か
に
書
を
尊
ん
だ
か
、
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で

（
古
之
名
書
、
歴
代
帝
王
莫
不
珍
貴

（

二

あ
る
。
張
懐
瓘
の
「
古
の
名
書
、
歴
代
帝
王

珍
貴
せ
ざ
る
も
の
莫
し
」

）
「

と
い
う
言
葉
は
、
か
れ
ら
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

王
等
書
録

）
」

唐
代
は
魏
晋
以
来
の
書
の
黄
金
期
を
迎
え
、
初
唐
に
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
史
観
と
楷
書
の
完
成
と

い
う
重
要
な
転
機
を
画
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
書
は
、
中
国
に
お
い
て
芸
術
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い

、

。

地
位
を
確
立
し
た
が

奈
良
時
代
の
日
本
も
遣
唐
使
を
通
じ
て
こ
う
し
た
書
の
文
化
を
受
容
し
た
の
で
あ
る

『
東
大
寺
献
物
帳
』
は
、
奈
良
時
代
の
朝
廷
に
お
い
て
二
王
の
書
が
際
立
っ
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
事
実
を
伝
え

て
い
る
。
そ
う
し
た
態
度
は
唐
王
朝
の
皇
帝
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
正
倉
院
宝
物
と
『
東
大
寺
献
物
帳
』

が
示
す
の
は
、
日
本
書
道
史
の
み
な
ら
ず
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
書
の
在
り
方
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

ứ
౦
େ
ࣉ
ݙ

ா
Ừ
ʹ
͓
͚
Δ
ॻ

三
１

「
芸
術
家
の
始
ま
り
」
と
し
て
の
書
家

さ
て

『
献
物
張
』
に
お
い
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
書
跡
に
二
王
や
欧
陽
詢
な
ど
筆
者
の
名
前

、

が
冠
さ
れ
て
い
る
一
方

「
山
水
画

「
宮
殿
画

「
本
草
画

「
子
女
画

「
舞
馬

「
鳥
画
」
と
い
っ
た
主
題

、

」

」

」

」

」

が
み
え
る
絵
屏
風
に
は
画
家
の
名
前
は
ひ
と
つ
も
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
屏
風
の
な
か
に

は
「
欧
陽
詢
真
跡
屏
風
」
や
「
王
羲
之
臨
書
屏
風
」
な
ど
、
書
跡
を
貼
り
込
ん
で
仕
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る



板
倉
聖
哲
に
よ
る
講
演
「
東
山
御
物
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？

（
於
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
三

」

11
月
七
日
）
お
よ
び
配
付
資
料
を
参
照
。

池
上
英
洋
『
ル
ネ
サ
ン
ス
―
―
歴
史
と
芸
術
の
物
語
』
光
文
社
新
書
、
二
〇
一
二
年
。

12

』

。

春
名
好
重
ほ
か
編
『
書
道
基
本
用
語
詞
典

（
中
教
出
版
、
一
九
九
一
年
）
の
「
落
款
」
の
項
目
（
九
三
一
頁
）
を
参
照

13
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も
の
が
あ
り
、
書
家
の
名
前
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
板
倉
聖
哲
は
、
日
本

に
お
け
る
「
芸
術
家
の
始
ま
り
」
を
書
家
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
絵
画
や
工
芸
品
の
作
者
た

11

、

、

、

ち
が
み
な
名
も
な
き
工
人

で
あ
り

そ
の
地
位
は
決
し
て
高
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

ま
た

（

）

職
人

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
例
外
的
に
、
書
家
は
す
で
に
固
有
名
を
記
す
べ
き
「
芸
術
家
」
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
す
で
に
紹
介
し
た
初
唐
に
画
家
と
し
て
活
躍
し
た
閻
立
本

の
故
事
は
、
当
時
に

（
？
―
六
七
三
）

お
け
る
画
家
の
社
会
的
地
位
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
閻
立
本
に
と
っ
て
、
自
身
が
画
家
と
し
て
名
を
知
ら

れ
る
こ
と
は
屈
辱
に
等
し
い
も
の
だ
っ
た
。

す
で
に
く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
太
宗
の
治
世
に
あ
っ
て
、
書
は
芸
術
と
し
て
確
固
た
る
地
位

を
獲
得
し
た
。
欧
陽
詢
、
虞
世
南
、
褚
遂
良
と
い
っ
た
当
時
第
一
級
の
書
家
た
ち
は
、
み
な
側
近
と
し
て
太

宗
に
仕
え
た
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
画
家
の
社
会
的
地
位
が
い
か
に
低
い
も
の
で
あ
っ
た
か

を
閻
立
本
の
故
事
は
伝
え
て
い
る
。
天
平
文
化
に
は
、
こ
う
し
た
初
唐
の
芸
術
観
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
美
術
工
芸
品
に
作
者
の
名
が
記
さ
れ
る
の
は
、
か
な
り
時
代
が
下
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
作
品
に
署
名
す
る
こ
と
は
、
作
者
が
職
人
集
団
の
一
人
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
時

代
様
式
と
い
っ
た
も
の
に
も
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
固
有
名
を
も
っ
た
一
個
の
人
間
と
し
て
認
知
さ
れ
る

こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
、
作
品
が
そ
の
作
者
の
名
前
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
の
よ
う
な

意
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
作
品
も
ま
た
、
積
極
的
に
他
者
と
異
な
ら
ん
と
す
る
だ
ろ
う
。
西
洋
に
お
い
て
絵

画
に
署
名
が
残
さ
れ
た
最
も
早
い
例
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
人
画
家
グ
リ
エ
ル
モ
に
よ
る
一
一
三
八
年
の
「
磔

刑
図
」
が
あ
り
、
絵
画
に
署
名
を
入
れ
る
習
慣
は
十
五
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
に
定
着
し
た
。

12

一
方
、
中
国
で
も
、
古
く
は
書
画
に
署
名

を
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
漢
の
霊
帝
期
を
中
心

（
落
款
）

に
作
ら
れ
た
漢
碑
に
は
書
丹
者
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
東
晋
に
王
羲
之
が
現
れ
て
以
降
、
貴

族
の
あ
い
だ
で
書
が
芸
術
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
落
款
の
習
慣
は
未
だ
生
じ
て
い
な
い
。
そ

も
そ
も
当
時
の
「
作
品
」
の
中
心
は
尺
牘
で
あ
り
、
生
活
に
根
ざ
し
た
書
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
場
で
書
技

を
競
う
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
書
そ
れ
自
体
を
芸
術
作
品
と
し
て
制
作
す
る
と
い
う
よ
う
な
意

識
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
魏
晋
南
北
朝
を
通
じ
て
数
多
く
の
石
刻
書
が
現
れ
る
が
、
墓
誌
銘
や
造
像
記
に
も

書
丹
者
の
名
は
み
え
な
い
。
た
だ
し
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
北
魏
の
太
和
二
二
年

の

（
四
九
八
）

「
始
平
公
造
像
記
」
の
末
尾
に
「
太
和
廿
二
年
九
月
十
四
日
、
訖
。
朱
義
章
書
。
孟
達
文
」
と
あ
る
の
が
知

ら
れ
て
い
る
。
碑
に
書
者
名
を
記
す
こ
と
が
一
般
化
す
る
の
は
、
初
唐
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
事
業
と
し
て

13

企
画
さ
れ
た
立
碑
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
に
書
丹
す
る
者
は
書
名
の
き
こ
え
た
一
流
の
高
級
官
僚
で
あ
っ
て
、

も
は
や
無
名
の
工
人
で
は
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
書
と
い
う
も
の
に
対
す
る
価
値
観
の
変
化
を
反
映
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し
て
い
る
。

古
来
、
美
術
の
担
い
手
は
職
人
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
往
々
に
し
て
集
団
で
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
。
個
々

の
職
人
も
、
伝
統
的
な
様
式
を
継
承
し
、
そ
れ
を
固
守
し
よ
う
と
し
た
。
と
く
に
芸
術
が
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
や
宗
教
に
従
属
し
て
い
る
限
り
、
個
性
と
か
自
己
と
い
っ
た
も
の
は
抑
圧
さ
れ
る
。
芸
術
と
い
う
意
識

は
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、
い
わ
ば
自
我
の
覚
醒
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

作
品
を
作
者
の
名
前
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
芸
術
に
関
す
る
観
念
が
存
在
し
て
こ
そ
な
さ
れ

る
。
作
品
に
作
者
の
人
格
、
思
想
、
精
神
性
と
い
っ
た
も
の
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
両
者
を
切
り
離

し
え
な
い
も
の
と
し
て
認
識
す
る
と
き
、
そ
の
作
者
は
匿
名
の
誰
か
で
は
あ
り
え
ず
、
ひ
と
つ
の
人
格
―
―

固
有
名
が
要
請
さ
れ
る
。
い
か
な
る
美
術
工
芸
品
に
も
ま
し
て
書
が
一
早
く
芸
術
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
し

て
そ
れ
が
海
を
隔
て
日
本
に
正
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２

献
納
品
の
記
載
順
序
に
み
る
書
の
扱
い

『
東
大
寺
献
物
帳
』
の
根
本
を
な
す
『
国
家
珍
宝
帳
』
に
は
、
光
明
皇
后
に
よ
る
願
文
に
つ
づ
い
て
、
奉
献

さ
れ
る
六
百
数
十
点
に
も
及
ぶ
品
目
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
順
番
通
り
に
一
般
的
な
名
称
の
も
と

に
整
理
す
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。

①

袈
裟

②

厨
子

と
そ
の
中
に
納
め
ら
れ
た
も
の

（
天
武
天
皇
よ
り
歴
代
天
皇
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
）

③

厨
子

と
そ
の
中
に
納
め
ら
れ
た
も
の

（
百
済
の
義
慈
王
か
ら
内
大
臣
藤
原
鎌
足
に
贈
ら
れ
た
も
の
）

④

楽
器

⑤

遊
戯
具

⑥

武
器

⑦

香
木

⑧

鏡

⑨

屏
風

⑩

肘
置
き
と
ベ
ッ
ド

ま
ず
聖
武
天
皇
が
身
に
つ
け
て
い
た
袈
裟
、
そ
し
て
聖
武
天
皇
が
生
前
愛
玩
し
て
い
た
品
物
を
収
め
た
厨

子
、
そ
の
な
か
に
納
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
書
、
楽
器
、
遊
戯
具
、
武
器
武
具
、
調
度
品
と
い
っ
た
も
の

が
並
ぶ
。
そ
の
順
序
に
つ
い
て
関
根
真
隆
は

「
初
め
の
方
に
重
要
な
品
目
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で

、



関
根
真
隆
「

国
家
珍
宝
帳
』
と
光
明
皇
后
―
―
「
除
物
」
と
法
華
滅
罪
の
寺

『
正
倉
院
と
上
代
絵
画
』
日
本
美
術
全
集

『

」

14
３
、
講
談
社
、
一
九
九
二
年
、
一
七
六
―
一
七
七
頁
。

「
聖
武
天
皇
着
用
の
袈
裟
に
始
ま
り
、
身
近
に
置
い
た
品
々
を
挙
げ
た
の
ち
、
側
衛
・
近
侍
を
想
起
さ
せ
る
武
具
・
調
度

15
を
列
挙
し
、
最
後
に
ご
く
内
輪
の
く
つ
ろ
ぎ
の
空
間
を
思
わ
せ
る
座
臥
具
に
ふ
た
た
び
収
束
し
て
い
く
。
あ
た
か
も
「
も

の
」
の
配
列
が
、
天
皇
に
仕
え
た
多
く
の
人
々
の
見
立
て
と
な
っ
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る

（
杉
本
一
樹
「
正
倉
院
の
宝

」

物

『
東
大
寺
・
正
倉
院
と
興
福
寺
』
日
本
美
術
全
集
３
、
奈
良
時
代
Ⅱ
、
小
学
館
、
二
〇
一
三
年
、
二
〇
六
頁

。
た
だ
し

」

）

同
書
で
は
「
先
学
の
指
摘
す
る
よ
う
に
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
だ
け
で
、
誰
の
説
で
あ
る
か
は
未
詳
。

藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料

寺
院
篇
』
中
巻
、
一
九
六
頁
。

16

- 142 - 第五章 東アジア世界における書

あ
ろ
う
」
と
い
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
品
目
の
羅
列
は
宮
廷
の
空
間
を
暗
示
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

14

15

②
の
厨
子

は
、
天
武
天
皇
以
来
、
孝
謙
天
皇
に
至
る
ま
で
歴
代
の
天
皇
に
受
け
継

（

赤
漆
文
欟
木
御
厨
子

）

せ
き
し
つ
ぶ
ん
か
ん
ぼ
く
の
お
ん
ず
し

が
れ
て
き
た
由
緒
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
『
国
家
珍
宝
帳
』
に
特
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
納
め
ら

れ
る
も
の
と
し
て
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
聖
武
天
皇
や
光
明
皇
后
の
書
跡
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ

づ
い
て
、
先
に
触
れ
た
「
王
羲
之
書
法
廿
巻
」
が
並
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
よ
う
。
最
も
由
緒
正
し
い

厨
子
に
聖
武
天
皇
以
下
の
書
跡
と
と
も
に
王
羲
之
の
書
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
か

れ
ら
の
身
近
に
あ
っ
て
大
切
に
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
絵
画
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
屏
風
の

形
式
で
⑨
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
書
の
重
視
は
な
お
際
立
っ
て
い
る
。

②
の
厨
子
に
お
さ
め
ら
れ
た
聖
武
天
皇
以
下
の
書
に
つ
い
て

『
国
家
珍
宝
帳
』
の
記
載
を
左
に
引
用
し
よ

、

う
。
後
太
上
天
皇
は
聖
武
天
皇
、
中
太
上
天
皇
は
元
正
天
皇
、
皇
太
后
は
光
明
皇
后
を
指
す
。

白
麻
紙

紫
檀
軸

綺
帯

雑
集
一
巻

右
平
城
宮
御
宇

後
太
上
天
皇
御
書

麻
紙

瑪
瑙
軸

減
紫
紙
褾

綺
帯

孝
経
一
巻

右
平
城
宮
御
宇

中
太
上
天
皇
御
書

麻
紙

紫
檀
軸

紫
羅
褾

綺
帯

頭
陁
寺
碑
文
并
杜
家
立
成
一
巻

白
麻
紙

瑪
瑙
軸

紫
羅
褾

綺
帯

楽
毅
論
一
巻

右
二
巻

皇
太
后
御
書16

右
の
う
ち
聖
武
天
皇
の
「
雑
集

と
、
光
明
皇
后
の
「
杜
家
立
成
雑
書
要
略
」
お
よ
び
「
楽
毅
論
」
が
い
ず

」

れ
も
正
倉
院
に
伝
存
す
る

「
杜
家
立
成
」
は

「
頭
陁
寺
碑
文
并
杜
家
立
成
一
巻
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ

。

、

う
に

「
頭
陁
寺
碑
文
」
と
あ
わ
せ
て
一
巻
を
成
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
切
り
分
け
ら
れ
、
い
ま
は
「
杜
家
立

、

成
」
の
み
が
伝
わ
る
。
聖
武
天
皇
「
雑
集
」
は
、
明
瞭
に
褚
遂
良
の
書
法
に
倣
っ
た
も
の
で
、
聖
武
天
皇
三

十
一
歳
の
と
き
の
比
較
的
若
書
き
の
書
で
あ
る
が
、
す
で
に
褚
法
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し
て
い
る
こ
と



「
雑
集
」
が
褚
遂
良
の
書
法
に
も
と
づ
く
こ
と
を
細
か
い
分
析
に
よ
っ
て
論
じ
た
の
は
内
藤
乾
吉
で
あ
る
（

褚
遂
良
の
書

「

17
法

『
書
道
全
集
』
第
八
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年

。
た
だ
し
、
古
谷
稔
は

雑
集
」
は
本
来
写
本
で
あ
る

こ
と
に

」

）

、
「
「

」

注
目
し
、
同
作
品
が
聖
武
天
皇
の
自
運
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も

「
唐
か
ら
請
来
さ
れ
た
原
本
が
別
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見

、

な
が
ら
比
較
的
忠
実
に
書
写
し
た
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
推
定
し
て
い
る
（

中
国
書
法
を
基
盤
と
す
る
日
本
書
道

『

史
研
究
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
八
年
、
二
九
頁

。）
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が
窺
わ
れ
る
。
光
明
皇
后
の
「
楽
毅
論
」
は
王
羲
之
の
臨
書
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
書
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま

17

な
評
価
が
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
権
力
の
頂
点
に
位
置
し
た
か
れ
ら
が
、
中
国
の
正
統
な
書
法
を
身
に
つ

け
よ
う
と
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
払
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

隋
の
智
永
に
よ
る
「
題
右
軍
楽
毅
論
後

に
「
楽
毅
論
は
、
正
書
の
第
一
な
り
。
梁
世

」（

法
書
要
録
』
巻
二
）

『

〔
子
雲

〔
研
〕

（
楽
毅
論
者
、
正
書
第

に
模
出
し
、
天
下
之
を
珍
と
す
。
蕭

・
阮

の
流
自
り
、
臨
学
せ
ざ
る
莫
し

〕

」

よ

と
あ
る
こ
と
か
ら

「
楽
毅
論
」
は
王
羲
之
の
楷
書
と
し
て

一
。
梁
世
模
出
、
天
下
珍
之
。
自
蕭
阮
流
、
莫
不
臨
学
）

、

当
時
最
も
評
価
が
高
く
、
盛
ん
に
臨
書
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
褚
遂
良
の
「
晋
右
軍
王
羲

之
書
目

は
、
当
時
内
府
に
あ
っ
た
王
羲
之
の
正
書
お
よ
び
行
書
の
目
録
で
あ
る
が
、
正

」（

法
書
要
録
』
巻
三
）

『

書
の
第
一
に
「
楽
毅
論
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
光
明
皇
后
が
「
楽
毅
論
」
を
臨
書
し
て
い
る
の
は
、
こ
う

し
た
中
国
で
の
評
価
を
踏
ま
え
た
も
の
に
違
い
な
い
。
聖
武
天
皇
や
光
明
皇
后
は
、
中
国
の
宮
廷
に
お
け
る

書
の
尊
崇
を
熟
知
し
、
自
ら
も
積
極
的
に
こ
れ
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

聖
武
天
皇
や
光
明
皇
后
は
、
唐
の
太
宗
、
則
天
武
后
、
玄
宗
と
い
っ
た
歴
代
皇
帝
が
書
を
重
ん
じ
、
自
ら

書
を
善
く
し
た
こ
と
を
、
遣
唐
使
と
そ
の
請
来
品
を
と
お
し
て
十
分
に
知
っ
て
い
た
。
唐
に
倣
い
、
律
令
国

家
を
建
設
し
よ
う
と
腐
心
し
た
聖
武
天
皇
ら
に
と
っ
て
、
書
を
学
ぶ
こ
と
は
、
国
家
統
治
の
帝
王
学
を
学
ぶ

こ
と
と
切
り
離
し
え
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
帝
王
の
書
は
、
誰
よ
り
も
威
厳
と
権
威
と
を
具
え
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
国
の
最
先
端
の
書
法
を
極
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
国
家
宗
教
と
し

て
仏
教
を
導
入
し
、
写
経
事
業
を
通
し
て
識
字
の
拡
大
を
図
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
の
文
化
・
制
度

を
貪
欲
に
摂
取
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
、
書
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
決
し
て
別
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

奈
良
時
代
の
日
本
と
中
国
の
関
係
を
振
り
返
る
と
き
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
書
の
文
化
は
、
国
家
統
治
の
根

幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
芸
術
は
政
治
的

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
を
減
じ
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
の
逆
に
、
政
治
的
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
芸
術
と
し
て
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
社
会
性
や
政
治
性
を
欠
い
た
芸
術
は
、
た
ん
に
享
楽

的
・
遊
戯
的
な
も
の
に
堕
し
、
緊
張
感
を
失
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
い
か
な
る
芸
術
で
あ
れ
、
そ
の
歴
史
を

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
自
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
と
し
て
の
書
を
論
じ
る
に
せ
よ
、
そ
れ

が
現
実
社
会
と
は
無
関
係
な
趣
味
の
問
題
で
は
あ
り
え
な
い
。



ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
講
義
』
上
、
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
二
二
二
―
二
二
四
頁
。
強
調
は
原
文
。

1

ヘ
ー
ゲ
ル
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
第
四
五
九
節
（
邦
訳
『
精
神
哲
学
―
―
哲
学
の
集
大
成
・
要
綱

第
三
部
』
長
谷
川

2
宏
訳
、
作
品
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
四
頁

。）
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書
が
芸
術
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
ま
で
、
い
か
な
る
思
想
の
発
展
が
あ
っ
た
の
か
。
私
が
本
論
で
な

そ
う
と
し
た
の
は
、
書
の
歴
史
の
裏
に
潜
む
思
想
の
歩
み
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
最
後

に
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
思
想
を
育
み
伝
え
て
き
た
人
々
、
す
な
わ
ち
史
＝
吏
の
存
在
に
つ

い
て
で
あ
る
。
文
字
を
操
る
技
能
を
職
掌
と
し
て
き
た
か
れ
ら
の
存
在
が
、
漢
字
と
い
う
文
字
体
系
を
継
承

さ
せ
、
特
異
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
思
想
を
育
ん
だ
。
か
れ
ら
ほ
ど
文
と
書
の
力
を
理
解
し
、
ま
た
そ
れ
を

実
際
に
行
使
し
て
い
た
者
は
い
な
い
。
そ
れ
は
や
が
て
書
が
芸
術
と
な
る
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

漢
字
は
古
代
か
ら
滅
び
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
続
け
て
い
る
唯
一
の
文
字
体
系
で
あ
る
。
そ
の
他
の
古
代
文

字
が
す
べ
て
そ
の
文
明
の
崩
壊
と
と
も
に
滅
び
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
中
国
文
明
と
漢
字
の
生
命

。

、

、

。

力
に
は
驚
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い

し
か
し

ま
た
一
方
で

漢
字
ほ
ど
批
判
に
晒
さ
れ
て
き
た
文
字
も
な
い

た
と
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
漢
字
に
普
遍
的
記
号
の
可
能
性
を
見
出
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
反
し
て
、
漢
字
の

非
合
理
性
を
こ
と
ご
と
く
斥
け
て
い
る
。

文
字
の
性
質
か
ら
し
て
学
問
の
発
展
を
大
き
く
阻
害
す
る
も
の

〔
中
国
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
〕

、
、

で
す
。
い
や
、
む
し
ろ
逆
で
、
真
の
学
問
的
関
心
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
思
想
と
表
現
と
伝
達
に
ふ
さ

わ
し
い
道
具
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

…
…
一
見
す
る
と
、
漢
字
は
大
き
な
利
点
を
そ
な
え
て
い
る
か
に
見
え
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
は
じ
め

と
す
る
多
く
の
偉
人
た
ち
が
感
心
し
て
い
ま
す
。
が
、
利
点
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
文
字
と
そ
れ
ら
が

あ
ら
わ
す
音
を
比
較
し
た
だ
け
で
そ
の
欠
点
は
あ
き
ら
か
で
、
文
字
と
音
が
分
離
し
て
い
る
中
国
語
で

は
、
そ
の
む
す
び
つ
き
が
き
わ
め
て
不
完
全
で
す
。

1

中
国
人
の
よ
う
な
精
神
形
成
の
停
滞
し
た
民
族
に
と
っ
て
し
か
、
象
形
文
字
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
し

か
も
、
こ
の
種
の
書
き
こ
と
ば
を
読
み
書
き
で
き
る
の
は
、
精
神
文
化
を
自
分
た
ち
だ
け
の
占
有
物
と

す
る
、
ご
く
一
部
の
特
権
階
級
に
限
ら
れ
る
。

2

そ
の
逆
に
賞
讃
さ
れ
る
の
が
表
音
文
字
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

表
音
文
字
の
ほ
う
が
文
句
な
く
知
的
で
あ
る
。
知
性
に
固
有
の
、
知
性
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
、
観

結 論



同
前
。

3

同
前
、
二
九
六
頁
。

4
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念
の
表
現
形
式
た
る
「
単
語
」
は
、
表
音
文
字
に
お
い
て
こ
そ
意
識
に
も
た
ら
さ
れ
、
反
省
の
対
象
と

な
る
。

3

…
…
表
音
文
字
の
読
み
書
き
の
学
習
が
測
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
貴
重
な
教
育
手
段
と
な
る
…
…
。
と
い

う
の
も
、
そ
の
学
習
に
際
し
て
、
精
神
は
感
覚
的
な
具
体
物
か
ら
も
っ
と
形
式
的
な
も
の
―
―
音
と
な

っ
た
単
語
や
、
そ
の
抽
象
的
な
要
素
―
―
へ
と
注
意
を
む
け
、
内
面
性
の
土
台
を
主
観
の
う
ち
に
据
え

て
純
化
す
る
、
と
い
う
本
質
的
な
作
業
に
取
り
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。

4

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
文
字
は
あ
く
ま
で
声
の
代
替
物
に
す
ぎ
な
い
。
声
の
直
接
的
再
現
で
あ
る
限
り
に

お
い
て
表
音
文
字
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
み
な
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
洋
思
想
の
系
譜
に
「
音
声
中
心
主
義
」
を
見
出
し
た
の
が

デ
リ
ダ
で
あ
る

。
一
般
に
、
西
洋
が
声
＝
音
声
を
優
位
に
置
く
の
に
対
し
て
、

（

グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て

『

』
）

中
国
で
は
文
字
が
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
に
も
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
忌

避
す
る
思
想
の
根
強
い
伝
統
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
荘
子
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
「
書
」
を
斥
け
た
。

世
の
道
に
貴
ぶ
所
の
者
は
書
な
り
。
書
は
語
に
過
ぎ
ず
。
語
は
貴
ぶ
有
り
。
語
の
貴
ぶ
所
の
者
は
意
な

り
。
意
は
随
う
所
有
り
。
意
の
随
う
所
の
者
は
、
言
を
以
て
伝
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
而
も
世
は
因
り

て
言
を
貴
び
、
書
を
伝
う
。
世
は
之
を
貴
ぶ
と
雖
も
、
我
猶
お
貴
ぶ
に
足
ら
ず
と
す
る
な
り
。
其
の
貴

（

荘
子
』
天
道
）

ぶ
べ
き
に
非
ざ
る
を
貴
ぶ
が
為
な
り
。
『

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
書
」
と
は
、
文
字
な
い
し
書
物
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
通
し
て
学
ば
れ
る
知
識
の
こ

と
で
あ
る
。
荘
子
が
直
接
的
な
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る
の
が
「
書
」
を
重
ん
じ
る
儒
家
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
荘
子
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ

で
は
、
文
字
や
書
物
は
「
知
恵
の
外
見
」
あ
る
い
は
「
言
葉
の
影
」
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
荘
子
も
プ

ラ
ト
ン
も
、
文
字
を
言
葉
の
形
骸
と
み
な
す
考
え
に
お
い
て
興
味
深
い
一
致
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

中
国
に
お
い
て

「
書
」
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
は
、
そ
の
後
も
長
く
受
け
継
が
れ
た

『
易
経
』
繋
辞

、

。

下
伝
に
「
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
。
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
」
と
い
う
の
は
、
あ
き
ら
か
に
荘
子
の
思
想
を
継
承

す
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
に
お
け
る
言
語
思
想
の
基
礎
と
な
っ
た
。
ほ
か
に
も
『
淮
南
子
』
本
経
訓
に
み
え

る
「
蒼
頡
の
書
を
造
る
や
、
天
は
粟
を
雨
ふ
ら
せ
、
鬼
は
夜
哭
す
」
と
い
う
伝
説
は

「
偽
の
生
ず
る
に
及
ん

、

で
、
知
を
飾
り
て
以
て
愚
を
驚
か
す
」
と
い
う
上
文
と
と
も
に
高
誘
注
に
従
え
ば
、
文
字
と
い
う
新
し
い
技

能
が
人
々
を
堕
落
さ
せ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
物
語
る
。
の
ち
に
禅
仏
教
が
「
不
立
文
字
」
を
唱
え
た
の
も
、

結 論
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そ
の
よ
う
な
思
想
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
驚
く
べ
き
は
、
中
国
に
お
い
て
、
文
字
を
忌
避
す
る
思
想
の
脈
流
が
根
強
く
存
在
し
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
文
と
書
―
―
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
―
が
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
、
漢
字
と
い
う
文
字
体
系
が
古
代
よ
り
途
切
れ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
き
た
と

い
う
事
実
が
証
し
て
い
る
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
楔
形
文
字
や
、
エ
ジ
プ
ト
の
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を
は
じ
め
と
し

て
、
漢
字
を
除
く
古
代
文
字
は
こ
と
ご
と
く
滅
び
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
を
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
象
形

文
字
か
ら
出
発
し
た
文
字
が
、
表
意
性
を
棄
て
て
表
音
化
の
方
向
に
進
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
地
中
海
世
界
に
は
、
異
な
る
言
語
を
話
す
多
数
の
民
族
が
興
亡
し
た
が
、
文
字
は
借

用
を
繰
り
返
さ
れ
て
、
表
音
化
を
進
め
て
い
っ
た
。
か
く
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
を

起
源
と
す
る
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
に
母
音
を
加
え
る
と
い
う
改
良
を
経
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
完
成
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

他
方
、
漢
字
は
、
甲
骨
文
に
す
で
に
表
音
的
用
法
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
表
音
的
な
要
素

を
具
え
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
完
全
な
表
音
化
の
方
向
へ
と
進
む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
民

族
的
同
一
性
に
よ
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
中
国
で
は
、
多
数
の
異
な
る
民
族
が
興
亡
を
繰
り
返
し
た
。

中
国
の
歴
代
王
朝
も
、
漢
民
族
以
外
に
よ
る
支
配
が
お
よ
そ
半
分
を
占
め
て
い
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
や
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
の
文
字
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
中
国
に
お
い
て
、
漢
字
の
体
系
が
古
代
か
ら
重
大
な
改
変
も
な
く

維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
和
辻
哲
郎
は
漢
字
に
、
中
国
の
文
化
が
空

間
的
に
も
時
間
的
に
も
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
文
化
と
み
な
さ
れ
る
「
窮
極
の
根
拠
」
を

見
出
し
て
い
る
。

言
語
は
必
ず
し
も
音
声
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
音
声
を
表
示
す
る

、
、
、
、
、
、

記
号
の
み
が
文
字
な
の
で
は
な
い
。
音
声
の
媒
介
を
経
ず
に
直
接
に
意
味
を
現
し
て
も
、
そ
れ
は
文
字

と
し
て
の
資
格
に
欠
く
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
も
し
か
か
る
形
象
が
使
用
上
に
お
い
て
も
大
な
る
不
便
な

く
作
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
字
と
し
て
は
む
し
ろ
そ
の
本
質
に
忠
な
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
漢
字
は
直
感
性
と
抽
象
性
と
の
適
度
な
る
交
錯
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
か
か
る
形
象
と
し
て
成

功
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ひ
と
た
び
か
か
る
文
字
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
音
綴
文
字

と
は
は
な
は
だ
し
く
異
な
っ
た
効
用
を
発
揮
し
始
め
る
。
す
な
わ
ち
同
一
の
文
字
が
音
声
的
に
異
な
っ

た
言
語
を
表
現
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
語
が
地
方
的
に
い
か
に
異
な
っ
た
訛
り
を
帯
び
て
来

よ
う
と
も
、
文
字
的
表
現
に
お
い
て
は
常
に
同
一
で
あ
り
得
る
。
ま
た
時
代
的
に
発
音
が
変
遷
し
て
行

っ
て
も
、
文
字
は
毫
も
変
わ
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
漢
字
の
機
能
の
ゆ
え
に
、
シ
ナ

の
地
域
に
お
け
る
方
言
の
著
し
い
相
違
や
、
ま
た
時
代
的
な
著
し
い
言
語
の
変
遷
が
、
か
な
り
の
程
度

ま
で
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
シ
ナ
に
お
い
て
、
も
し
語
ら
れ
る
通
り
に
音

表
文
字
を
も
っ
て
現
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
言
語
の
多
様
な
る
こ
と
は
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
シ
ナ
の
古
語
が
音
表
文
字
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
先
秦
や
秦
漢

や
唐
宋
な
ど
の
言
語
が
現
代
の
言
語
と
異
な
る
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
や
ゲ
ル
マ
ン
語
が

現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
異
な
る
に
譲
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
漢
字
は
こ
れ
ら
一
切
の
相
違
を
貫

結 論



和
辻
哲
郎
『
孔
子
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
二
七
―
二
九
頁
。
傍
点
は
原
文
。

5

」

、

高
野
義
弘
「
甲
骨
文
史
料
の
集
計
・
分
析
を
中
心
と
す
る
史
字
の
再
解
釈

『
歴
史
学
研
究
』
第
九
一
六
号
、
青
木
書
店

6
二
〇
一
四
年
。

平
㔟

郎
『
都
市
国
家
か
ら
中
華
へ
』
中
国
の
歴
史

、
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
三
頁
。

7
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ぬ
い
て
共
通
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
書
か
れ
た
言
葉
」
が
地
方
的
時
代
的
に
同
一
な
の
で
あ
る
。

言
い
か
え
れ
ば
シ
ナ
の
地
域
に
お
い
て
は
二
千
数
百
年
間
の
間
同
一
の
言
語
が
支
配
し
た
。
こ
れ
は
一

つ
の
文
化
圏
の
統
一
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
有
力
な
も
の
に
見
え
る
。

こ
こ
に
我
々
は
先
秦
の
文
化
や
漢
文
化
が
一
つ
の
文
化
の
異
な
っ
た
時
代
と
考
え
ら
れ
る
窮
極
の
根
拠

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
見
い
だ
し
得
る
と
思
う
。

5

つ
ま
り
、
中
国
文
明
の
同
一
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
漢
字
と
い
う
文
字
体
系
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
中

国
文
明
の
存
在
に
よ
っ
て
漢
字
が
生
き
延
び
て
き
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
に
、
漢
字
の
存
在
に
よ
っ
て
、

中
国
文
明
は
命
脈
を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
辻
は
、
な
ぜ
漢
字
が
表
音
化
の
方
向
に
進
ま
な

か
っ
た
か
を
問
わ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判
し
た
漢
字
の
非
合
理
性
は
、
あ
る
意
味
で
、
意
図
的
に
維
持
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
習
得
が
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
字
を
操
る
能
力
を
身
に
つ
け
た
者
は
、
そ
れ
を

独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
力
を
も
っ
た
。
そ
れ
は
特
殊
な
知
識
で
あ
り
技
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
支
え
た
の

が
、
官
僚
層
の
存
在
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
漢
字
を
発
明
し
た
と
さ
れ
る
蒼
頡
は
、
黄
帝
に
仕
え
る
「
史

で
あ
っ
た
と
い
う
。

」（
書
記
官
）

こ
の
よ
う
な
伝
説
は
、
の
ち
に
史
が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
投
影
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
甲
骨
文

に
み
え
る
「
史
」
は
、
固
有
名
や
使
者
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
書
記
官
と
し
て
の
意
味
に
は
用
い

。

「

」

、

。

、

ら
れ
て
い
な
い

書
記
官
を
意
味
す
る

史

は

西
周
中
期
以
降
の
金
文
に
は
じ
め
て
現
れ
る

し
か
し

6

殷
代
以
来
、
文
字
の
取
り
扱
い
は
特
定
の
職
能
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
か
れ
ら
が
そ
の
知
識
と
技
能
を
独

占
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
殷
代
の
甲
骨
文
は
た
ん
に
宗
教
的
な
占
い
の
記
録
で
あ
る
の
で
は
な
く
、

祭
司
長
た
る
王
が
神
託
を
受
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
を
執
り
行
っ
た
記
録
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
書
し
た
者
た

ち
が
い
か
な
る
立
場
に
あ
っ
て
、
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
の
ち
に
史
と
呼
ば
れ
る
職
掌
と
の

。

、

繋
が
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
な
お
可
能
だ
ろ
う

春
秋
時
代
の
晋
国
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
侯
馬
盟
書
に
は

「
巫

「
覡

「
祝
」
と
い
っ
た
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
起
源
を
も
つ
神
官
と
並
ん
で
「
史
」
と
い
う
官
職
が

」

」

げ
き

記
さ
れ
て
い
る

。
平
㔟

郎
に
よ
れ
ば

「
こ
れ
ら
は
、
祭
祀
を
司
る
者
た
ち
で
あ
る
。
本
来
盟
誓
参
加

（
図
）

、

者
が
所
属
し
た
国
の
祭
祀
の
場
で
、
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の

史

が

文
字
書
き
で
あ

「

」

（
中
略
）

る
。
そ
う
し
た
者
た
ち
が
各
国
に
い
る
か
ら
、
盟
誓
を
行
っ
た
後
、
盟
書
を
作
っ
て
持
ち
帰
り
、
祭
祀
の
場

（
盟
誓
）

で
内
容
が
確
認
で
き
る

。
か
れ
ら
が
執
り
行
う
祭
祀
の
場
に
お
い
て
、
神
の
下
に
諸
侯
間
で
約
束

」
7

が
交
わ
さ
れ
、
盟
書
と
し
て
記
録
が
残
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
太
古
の
宗
教
観
念
が
希
薄
化
し
、
す
で
に
書

記
官
と
し
て
の
史
と
い
う
名
称
が
一
般
化
し
た
春
秋
時
代
に
も
、
な
お
あ
る
種
の
呪
術
的
な
技
能
を
有
す
る

神
官
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
ら
史
こ
そ
が
〝
書
家
〟
の
祖
で
あ
る
。
宮
崎
市
定
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。



宮
崎
市
定
「
中
国
の
歴
史
思
想

、
礪
波
護
編
『
中
国
文
明
論
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
二
五
九
頁
。

」
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後
世
、
最
古
の
権
威
あ
る
資
料
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
『
書
経
』
の
各
篇
は
、
い
ず
れ
も
帝
王
の
史
官
の
手

に
な
っ
た
記
録
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
中
国
の
文
字
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
史
官
が
世
襲
的

に
掌
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
帝
王
の
記
録
た
る
『
書
経
』
が
永
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
私
の
個

人
的
な
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
模
範
文
と
し
て
保
存
さ
れ
、
文
字
を
習
う
手
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
か

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
帝
王
個
人
の
み
な
ら
ず
、
国
家
の
大
事
に
関
す
る
祭
祀
や
軍
令
で

あ
り
、
少
し
く
文
字
を
置
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
場
合
に
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

8

周
王
朝
の
官
制
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
周
礼
』
に
は
、
祭
祀
官
を
列
記
し
た
「
春
官
」
の
も
と
に
、
書
記

官
の
長
で
あ
る
「
大
史
」
を
は
じ
め

「
小
史

「
内
史

「
外
史

「
御
史
」
と
い
っ
た
史
官
の
職
制
が
み
え

、

」

」

」

る
。
む
ろ
ん
『
周
礼
』
は
、
実
際
に
は
戦
国
時
代
に
成
っ
た
書
物
で
あ
り
、
儒
家
が
仮
構
し
た
理
想
の
官
制

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
漢
に
儒
教
が
国
家
の
正
統
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
認
め
ら
れ
て
以
降
、

そ
う
し
た
「
史
」
の
観
念
が
受
け
継
が
れ
た

『
説
文
解
字
』
叙
に
「
尉
律
に
、
学
僮
十
七
已
上
、
始
め
て
試

。

み
、
書
九
千
字
を
諷
籀
す
れ
ば
、
乃
ち
史
為
る
を
得
。
又
た
八
体
を
以
て
之
に
試
み
、
郡
は
大
史
に
移
し
并

せ
て
課
し
、
最
な
る
者
は
以
て
尚
書
令
と
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
秦
漢
の
頃
、
史
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に

は
、
九
千
字
に
及
ぶ
法
律
の
文
章
を
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
大
史
と
な
る
に
は
八
つ
の
書
体
を

。

「

」

、

「

」

書
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
こ
で
い
う

八
体

と
は

許
慎
が

秦
の
八
体

と
呼
ぶ
も
の
で
、
大
篆
、
小
篆
、
刻
符
、
虫
書
、
摹
印
、
署
書
、
殳
書
、
隷
書
を
い
う
。
そ
の
名
か
ら
想
像

さ
れ
る
よ
う
に
、
正
式
な
書
体
で
あ
る
大
篆
・
小
篆
と
実
用
通
行
体
の
隷
書
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
・

媒
体
に
応
じ
て
異
な
る
書
体
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
に
固
有
の
〝
書
法
〟
を
も

同
時
に
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
漢
の
許
慎
は
、
古
文
学
派
の
立
場
か

ら
、
当
時
す
で
に
伝
統
的
な
「
小
学

が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で

」（
文
字
の
知
識
）

、

、

、

あ
る
が

官
吏
と
し
て
立
つ
に
は
正
統
な
書
体
と
書
法
に
精
通
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は

隋
代
に
成
立
し

山
西
省
文
物
工
作
委
員
会
編
『
侯
馬
盟
書
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
一
四
二
、
二
六
七
頁
）

侯
馬
盟
書
に
み
え
る
「
巫
覡
祝
史
」
（

結 論



。

「
大
史
書
し
て
曰
く
、
崔
杼
其
の
君
を
弑
す
、
と
。
崔
子
之
を
殺
す
。
其
の
弟
、
嗣
ぎ
て
書
す
。
而
し
て
死
す
る
者
二
人

9
其
の
弟
、
又
書
す
。
す
な
わ
ち
之
を
舎
す
。
南
史
氏
、
大
史
尽
く
死
せ
り
と
聞
き
、
簡
を
執
り
て
以
て
往
く
。
既
に
書
せ
り

ゆ
る

と
聞
き
、
乃
ち
還
る

（
鎌
田
正
『
春
秋
左
氏
伝
』
三
、
新
釈
漢
文
大
系

、
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
四
九
頁

。

」

）

32

原
田
種
成
『
貞
観
政
要
』
下
、
新
釈
漢
文
大
系

、
明
治
書
院
、
一
九
七
九
年
、
五
六
五
頁
。

10
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清
朝
が
滅
ぶ
ま
で
続
い
た
科
挙
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
一

握
り
の
識
字
層
は
、
書
物
に
記
さ
れ
た
知
識
を
占
有
し
、
上
意
下
達
の
強
固
な
官
僚
制
を
支
え
た
。
か
れ
ら

は
、
古
代
に
お
い
て
は
祭
司
で
あ
り
、
秦
漢
以
降
は
官
僚
で
あ
っ
た

「
史

「
吏

「
使

「
事
」
は
も
と
同

。

」

」

」

形
の
文
字
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
字
源
的
に
い
っ
て
も
、
官
吏
の
祖
型
は
史
で
あ
る
。
官
僚
の
力
は
、
何
よ
り

も
文
字
を
操
る
知
識
と
技
能
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

史
は
歴
史
を
記
す
こ
と
に
対
し
て
非
常
な
執
念
を
燃
や
し
続
け
て
き
た
。
中
国
ほ
ど
、
古
代
か
ら
途
切
れ

る
こ
と
な
く
歴
史
書
が
著
さ
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
文
明
は
ほ
か
に
な
い

『
礼
記
』
玉
藻
に
「
動
け
ば
則
ち
左

。

、

」

、『

』

「

。

史
之
を
書
し

云
え
ば
則
ち
右
史
之
を
書
す

と
あ
り

漢
書

芸
文
志
に

古
の
王
者
に
世
よ
史
官
有
り

君
の
挙
は
必
ず
書
す
。
言
行
を
慎
み
法
式
を
昭
か
に
す
る
所
以
な
り
。
左
史
は
言
を
記
し
、
右
史
は
事
を
記

す
。
事
を
春
秋
と
為
し
、
言
を
尚
書
と
為
す
。
帝
王
、
之
に
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
莫
し
」
と
い
う
よ
う
に
、

古
来
、
史
は
権
力
者
の
言
動
を
逐
一
記
録
し
て
き
た

『
尚
書
』
の
な
か
の
「
周
書
」
や

『
逸
周
書
』
と
し

。

、

て
伝
わ
る
文
献
は
、
そ
う
し
た
史
た
ち
に
よ
る
周
王
朝
の
記
録
に
基
づ
い
て
い
る
。
春
秋
時
代
に
な
る
と
、

広
域
的
に
漢
字
が
普
及
し
、
各
国
で
歴
史
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
記
録
は
、
戦
国
時
代

、

『

』
、

『

』

『

』
、

に
書
物
の
形
に
ま
と
め
ら
れ

魯
・
斉
の
年
代
記

春
秋

そ
の
注
釈
書
で
あ
る

公
羊
伝

と

左
伝

魏
の
『
竹
書
紀
年

、
中
山
国
の
『
穀
梁
伝
』
な
ど
、
今
日
そ
の
一
部
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

』

史
は
、
少
な
く
と
も
建
前
上
は
、
王
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
に
事
実
を
記

し
伝
え
る
こ
と
を
本
分
と
し
た

『
左
伝
』
は
、
権
力
者
の
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
事
実
を
記
録
す
る
こ

。

と
に
命
を
か
け
た
大
史
三
兄
弟
の
話
を
伝
え
て
い
る

。
春
秋
時
代
、
斉
の
崔
杼
は
、
か
れ
が

（
襄
公
二
十
五
年
）

さ
い
ち
よ

主
君
の
荘
公
を
殺
し
た
こ
と
を
記
録
に
書
い
た
大
史
を
殺
し
た
。
兄
の
後
を
継
い
だ
弟
も
同
じ
こ
と
を
書
い

、

。

、

た
の
で

崔
杼
は
こ
の
弟
も
殺
し
た

と
こ
ろ
が
か
れ
ら
の
末
弟
が
み
た
び
同
じ
こ
と
を
書
き
記
し
た
の
で

つ
い
に
崔
杼
は
こ
れ
を
許
し
た
。
大
史
兄
弟
が
殺
さ
れ
た
と
聞
い
た
別
の
史
が
竹
簡
を
も
っ
て
駆
け
つ
け
た

が
、
す
で
に
正
し
く
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

9

こ
の
よ
う
な
古
代
の
史
官
の
エ
ー
ト
ス
は
、
後
世
の
歴
史
家
た
ち
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
後
漢
の
明
帝
以

降
、
皇
帝
の
挙
動
は
「
起
居
注
」
と
し
て
記
録
さ
れ
、
正
史
を
書
く
た
め
の
基
礎
史
料
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ

は
皇
帝
が
求
め
て
も
閲
覧
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
唐
太
宗
は
、
諌
議
大
夫
で
あ
り
起
居
注
の
主
管

で
も
あ
っ
た
褚
遂
良
に
そ
の
記
録
を
見
せ
て
く
れ
な
い
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ

「
今
の
起
居
は
、
古
の
左
右
史

、

に
し
て
、
以
て
人
君
の
言
行
を
記
す
。
善
悪
必
ず
書
し
、
人
主
の
非
法
を
為
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
庶
幾
う
。
帝

こ
い
ね
が

（

貞
観
政
要
』
論
文
史
や
『
旧
唐
書
』
巻
八
十
・
褚

王
の
躬
、
自
ら
史
を
観
る
を
聞
か
ず
」
と
諫
め
ら
れ
た
と
い
う

『

み

10

。
司
馬
遷
の
『
史
記
』
以
降
、
各
王
朝
の
歴
史
は
、
つ
ぎ
の
王
朝
に
お
い
て
正
史
と
し

遂
良
伝
な
ど
に
み
え
る
）

。

、

て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
定
着
し
た

そ
れ
は
少
な
か
ら
ず
権
力
者
に
よ
る
恣
意
的
な
捏
造
や
粉
飾
を
防
ぎ

歴
史
記
録
の
客
観
性
を
担
保
す
る
仕
組
み
と
し
て
機
能
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
歴
代
の
皇
帝
は
つ
ね
に
後
世



ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
易
』
の
六
十
四
卦
を
二
進
法
に
付
会
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
か
れ
の
中
国
学
へ
の
関
心
が
示
す

11
と
お
り
、
当
時
（
一
七
世
紀
末
）
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
般
に
中
国
文
化
に
対
す
る
尊
敬
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
世

紀
に
入
る
と
、
法
王
庁
の
方
針
を
受
け
て
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
活
動
は
衰
退
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
中
国
を
軽
視
す
る
風
潮
が

広
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
蔑
視
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
最
新
中
国
情
報
』
序
文

『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
』

、
山
下
正
男
ほ
か
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
一

、

12

10

年
、
九
七
頁
。
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の
評
価
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
政
治
を
執
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
太
宗
は

「
朕
、
若
し
事
を
制
し
令
を
出
し
、
人
に
益
有
る
者
は
、
史
則
ち
之
を
書
し
、
不
朽
と
為
る
に
足
ら
ん
。
若

し
事
、
古
を
師
と
せ
ず
、
政
を
乱
り
物
を
害
せ
ば
、
詞
藻

有
り
と
雖
も
、
終
に
後
代
の
笑

〔
す
ぐ
れ
た
詩
文
〕

い
を
貽
さ
ん

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
権
力
者
の
倫
理
性
は
、
近
代
西
洋
の
知
識

」（

貞
観
政
要
』
論
文
史
）

『

の
こ

人
の
目
に
も
驚
嘆
す
べ
き
も
の
と
し
て
映
っ
た
よ
う
だ
。
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
以
来
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た

ち
の
報
告
を
通
し
て
中
国
文
化
の
実
態
に
触
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
清
の
康
煕
帝
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

11

現
在
に
お
い
て
す
べ
て
の
権
力
を
も
っ
て
い
る
偉
大
な
皇
帝
が
、
後
代
の
人
間
に
対
し
て
宗
教
的
な
ま

で
の
恐
れ
を
抱
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
皇
帝
が
等
族
懐
疑
や
議
会
を
気
に
す
る
以
上
に
、
正
史
に
載
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
記
述
を
気
に
し
、
皇
帝
の
治
世
を
記
す
た
め
の
材
料
の
蒐
集
を
任
と
す
る
史
官
が
、
後

世
の
そ
し
り
を
よ
ぶ
恐
れ
の
あ
る
記
録
を
、
い
っ
た
ん
密
封
さ
れ
れ
ば
も
う
誰
も
手
が
触
れ
ら
れ
な
い

箱
に
し
ま
い
込
み
は
し
な
い
か
と
真
剣
に
う
れ
え
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
ほ
ど
報
告
の
し
が
い
が
あ
る

こ
と
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

12

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
中
国
の
史
官
が
絶
対
的
な
権
力
を
握
る
皇
帝
を
も
抑
制
し
う
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て

い
る
こ
と
に
驚
嘆
し
た
の
だ
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
武
官
に
対
す
る
文
官
の
優
位
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族

が
騎
士
で
あ
り
騎
士
道
を
標
榜
し
た
こ
と
や
、
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
以
降
、
武
家
が
政
権
を
握
り
、
武
士
の

身
分
が
高
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
特
異
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
孔
子
以
来
、
殷
王
朝
を

倒
し
た
武
王
で
は
な
く
、
周
王
朝
の
礼
楽
制
度
を
築
き
上
げ
た
文
王
お
よ
び
そ
れ
を
補
佐
し
た
周
公
が
尊
敬

。『

』

、

「

」

、「

」

の
対
象
と
さ
れ
た

論
語

に
は

孔
子
が
理
想
と
し
た
周
王
朝
の
文
化
の
理
念
を

文

と
名
指
し

道

と
並
ん
で
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
古
来

「
武
」
よ
り
も
「
文
」
が
尊
重
さ
れ
、
実
際
に
も
力

、

を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
歴
代
王
朝
の
お
よ
そ
半
分
は
異
民
族
に
よ
る
征
服
王
朝
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
武
力
に
よ
っ
て
前
王

朝
を
滅
ぼ
し
た
が
、
権
力
を
手
に
す
る
と
漢
民
族
の
文
化
を
尊
重
し
、
多
く
は
そ
れ
に
順
応
し
よ
う
と
努
め

た
。
こ
れ
は
、
一
面
か
ら
み
れ
ば

「
夷
狄
」
に
よ
る
「
中
華
」
へ
の
憧
憬
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
別
の
面

、

か
ら
み
れ
ば
、
行
政
を
担
う
文
官
の
官
僚
層
が
強
固
に
存
在
し
て
お
り
、
い
か
な
る
強
大
な
権
力
を
も
っ
て

し
て
も
か
れ
ら
を
斥
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
征

（

）

服
王
朝
で
あ
る
元
は
折
衷
的
な
漢
化
政
策
を
採
っ
た
が

科
挙
を
排
し

新
た
に
パ
ク
パ
文
字

、

、

パ
ス
パ
文
字



同
前
、
九
八
頁
。
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を
国
字
に
定
め
、
諸
機
関
の
長
官
に
す
べ
て
モ
ン
ゴ
ル
人
を
充
て
る
な
ど
し
て
、
既
存
の
官
僚
層
の
力
を
抑

え
よ
う
と
し
た
。
だ
が
結
局
、
パ
ク
パ
文
字
は
ほ
と
ん
ど
実
用
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
従
来
通
り
漢
字
が

通
行
し
た
。
武
力
に
よ
る
征
服
王
朝
も
、
実
際
に
行
政
を
担
う
文
官
か
ら
な
る
官
僚
層
に
従
属
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
中
国
文
化
に
お
け
る
文
字
の
力
で
あ
り
、
書
記
言
語
に
対
す

エ
ク
リ
チ
ユ
ー
ル

る
あ
る
種
の
信
仰
で
あ
る
。
製
紙
法
や
印
刷
術
の
発
明
も
、
世
界
に
先
駆
け
て
中
国
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
文
字
文
化
が
中
国
文
化
の
核
心
を
構
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

書
も
ま
た
、
こ
う
し
た
文
字
文
化
を
背
景
と
し
て
花
開
い
た
。
書
と
い
う
も
の
が
、
世
界
に
例
を
見
な
い
ほ

ど
に
重
ん
じ
ら
れ
た
理
由
は
、
書
記
言
語
に
対
す
る
深
い
尊
崇
と
信
頼
を
根
底
に
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
逆
に
、
書
と
い
う
芸
術
の
存
在
が
書
記
言
語
へ
の
尊
崇
を
支
え
た
。
文
字
を
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い
て

つ
ね
に
美
意
識
が
大
切
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
第
一
期
甲
骨
文
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
書
の
担
い
手
の

中
心
は
、
殷
周
か
ら
春
秋
に
か
け
て
は
祭
司
、
戦
国
か
ら
秦
漢
で
は
史
官
、
魏
晋
南
北
朝
で
は
文
学
を
愛
で

た
貴
族
官
僚
、
隋
唐
以
降
は
科
挙
官
僚
で
あ
っ
た
。
書
は
、
テ
ク
ス
ト
と
切
り
離
さ
れ
た
造
形
芸
術
と
し
て

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
書
記
言
語
の
構
成
要
素
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
限
り

に
お
い
て
尊
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
、
文
人
の
手
に
な
ら
な
い
工
芸
的
な
書
は
蔑
ま
れ
た
の
だ

っ
た
。

、

、

、

。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

先
の
引
用
の
す
ぐ
後
で

や
は
り
康
煕
帝
に
つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

彼
は
中
国
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
を
子
供
の
と
き
か
ら
、
驚
く
べ
き
勤
勉
さ
で
習
得
し
た
の
で
、
栄
誉
と
官

位
を
与
え
る
た
め
の
官
吏
登
用
試
験
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
試
験
官
ぶ
り
を
発
揮
し
た
。
ま
た
彼
は
自

ら
の
意
見
を
、
す
ば
ら
し
い
筆
蹟
で
（
こ
れ
は
中
国
人
の
間
で
は
最
高
の
教
養
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
傍
点
引
用
者
）

あ
か
し
で
あ
る
）
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

、
、
、
、
、
、

13

も
は
や
そ
の
よ
う
な
認
識
は
消
滅
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
書
を
善
く
す
る
こ

と
は
「
最
高
の
教
養
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
か
し
」
で
あ
っ
た
。

中
国
に
お
い
て
書
と
い
う
独
特
の
芸
術
形
式
が
発
展
し
た
そ
の
背
景
に
は
、
漢
字
と
い
う
独
自
の
文
字
体

系
を
有
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
発
展
し
た
、
文
字
や
書
く
こ
と
―
―
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
―
に
ま
つ
わ
る
独
特

の
思
想
が
あ
る
。
芸
術
と
し
て
の
書
が
成
り
立
つ
の
は
、
書
を
め
ぐ
る
批
評
を
基
盤
と
し
て
、
存
在
論
や
美

学
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
書
論
」
と
し
て
結
実
す
る
が
、
そ
こ
に
は

言
葉
や
文
字
に
関
す
る
思
想
、
文
学
論
や
画
論
で
育
ま
れ
た
思
想
が
流
れ
込
ん
で
い
る
。
本
論
で
は
、
書
に

ま
つ
わ
る
思
想
を
包
括
し
て
「
書
法
思
想
」
と
呼
び
、
そ
の
成
立
の
過
程
を
他
領
域
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
辿
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
単
な
る
造
形
芸
術
の
一
形
式
と
し
て
は
捉
え
き
れ
な
い
書
の
存

在
根
拠
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
。
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書
は
文
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
―
―
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
認
識
が
本
論
の
結
論
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
い
ま
や
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
書
は
造
形
芸
術
と
み
な
さ
れ
、
絵
画
の
派
生
態
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
私
が
な
そ
う
と
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
通
念
を
転
倒
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
書
は
画
に
準
ず
る
の
で
は
な
く
、
文
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
伝
統
的
な
芸
術
観
に
お

い
て
は
、
む
し
ろ
画
こ
そ
書
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
書
は
、
文
と
の
関
係
に
お
い
て
み
た
と
き
、
そ
の
独

自
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
逆
に
、
文
と
切
り
離
し
て
し
ま
え
ば
、
書
は
造
形
芸
術
に
還
元
さ
れ
て
し
ま

う
ほ
か
な
い
。

同
時
に
、
本
論
を
通
し
て
強
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
芸
術
に
お
け
る
思
想

の
存
在
意
義
で
あ

（
理
論
）

る
。
私
た
ち
は
、
芸
術
作
品
が
批
評
や
理
論
と
い
っ
た
言
説
と
は
無
関
係
に
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
作
品
や
芸
術
家
ば
か
り
に
目
を
奪
わ
れ
、
理
論
や
批
評
を
軽
視

す
る
と
い
っ
た
態
度
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
か
を
芸
術
と
し
て
観
る
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
理

論
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

書
も
ま
た
、
そ
の
実
用
的
な
価
値
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
意
味
を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

前
景
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
理
論
の
発
展

と
と
も
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
書
の
芸
術
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
書
論
の
発
展
の
歩
み
と
表
裏

一
体
で
あ
る
。
た
と
え
ば
金
石
書
や
簡
牘
と
い
っ
た
も
の
は
、
後
世
に
な
っ
て
よ
う
や
く
書
と
し
て
見
出
さ

れ
た
。
理
論
が
そ
れ
ら
を
芸
術
と
し
て
観
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
理
論
と
実
践
は
切
り
離
し
え
な
い
。
私
は
本
論
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
理
論
を
研

究
対
象
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
書
の
作
品
や
書
家
と
切
り
離
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
第
二
章
で
、

南
朝
の
書
論
に
み
え
る
王
献
之
か
ら
王
羲
之
へ
の
回
帰
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
の
意
図
は
理
論
の
意
義
を

示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
王
羲
之
の
評
価
は
、
そ
の
死
後
、
二
世
紀
ほ
ど
か
け
て
、
批
評
の
ア
リ
ー
ナ
の
な
か

で
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
と
く
に
王
献
之
の
否
定
と
い
う
弁
証
法
的
契
機
を
必
要
と
し
た
。
王
羲
之
を
典

、

。

、

型
と
す
る
書
法
観
の
確
立
こ
そ

書
の
芸
術
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る

と
す
れ
ば

書
を
芸
術
に
し
た
の
は
、
王
羲
之
そ
の
人
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
批
評
で
あ
り
、
書
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
と
は
、
何
を
い
か
に
観
照
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
理
論
的
構
え
な
し
に
芸
術
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

と
は
い
え
、
主
題
の
大
き
さ
に
比
し
て
、
本
論
の
試
み
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
や
り
残
し
た
こ
と
は
な
お
多
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
古
代
の
言
語
思
想
・
文
字
思
想
の
な
か
に
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
論
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は

『
論
語

『
荘
子

『
易
経

『
淮
南
子

『
説
文
』
な

、

』

』

』

』

ど
に
そ
れ
を
認
め
う
る
。
実
は
、
か
つ
て
私
は
修
士
論
文
で
そ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
未

熟
か
つ
不
十
分
で
あ
っ
た
。
博
士
論
文
で
は
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た

が
、
な
し
え
な
か
っ
た
。

ま
た
、
さ
ら
に
深
刻
な
瑕
疵
と
し
て
、
各
章
が
必
ず
し
も
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
構
成
に
な
っ
て
い
な
い

こ
と
を
認
め
る
。
と
く
に
第
一
章
と
第
五
章
は
孤
立
し
た
印
象
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
研
究
が
全
体
的
な

構
想
の
下
に
始
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く

漠
然
と

文
と
書

と
い
う
主
題
だ
け
を
頼
り
に

い
わ
ば

発
見
的

、

「

」

、

ヒ
ユ
ー
リ
ス
テ
ィ
ツ
ク

に
、
手
探
り
で
進
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
論
点
は
た
え
ず
予
期
せ
ぬ
方
向
へ
と
拡
散
し
、
と
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き
に
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
。
結
論
は
、
そ
の
瑕
疵
を
少
し
で
も
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
最
後
に
全
体

を
統
合
す
る
視
点
を
与
え
よ
う
と
し
て
書
か
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
領
域
横
断
的
な
視
座
か
ら
書
の
思
想

を
炙
り
出
そ
う
と
い
う
本
研
究
の
試
み
は
、
方
法
論
的
に
未
確
立
で
あ
り
、
よ
う
や
く
端
緒
に
つ
い
た
ば
か

り
に
す
ぎ
な
い
。
本
論
文
を
「
試
論
」
と
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
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何
炳
武
主
編
『
中
国
書
法
思
想
史
』
陝
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年

邱
振
中
『
書
法
的
形
態
与
闡
釈
』
修
訂
版
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年

邱
振
中
『
筆
法
と
章
法
』
河
内
利
治
監
訳
・
浅
野
天
童
訳
、
芸
術
新
聞
社
、
二
〇
一
四
年

姜
澄
清
『
中
国
書
法
思
想
史
』
甘
粛
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年

興
膳
宏
『
新
版

中
国
の
文
学
理
論
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
１
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年

興
膳
宏
『
中
国
文
学
理
論
の
展
開
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
２
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年

葉
朗
『
中
国
美
学
史
大
綱
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年

宗
白
華
『
美
学
散
歩
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年

張
克
鋒
『
魏
晋
南
北
朝
文
学
与
書
画
的
会
通
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年

張
彦
遠
編
『
法
書
要
録
』
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年

中
村
茂
夫
『
中
国
画
論
の
展
開
―
―
晋
唐
宋
元
篇
』
中
山
文
華
堂
、
一
九
六
五
年

白
謙
慎
『
白
謙
慎
書
法
論
文
選
』
当
代
書
法
理
論
文
集
系
列
、
栄
宝
斎
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年

方
聞
「
東
洋
画
の
発
生
源
と
し
て
の
書
」
阿
部
修
英
・
板
倉
聖
哲
訳

『
美
術
史
論
叢
』
第
二
十
号
、
東
京
大
学
大

、

学
院
人
文
社
会
研
究
科
・
文
学
部
美
術
史
研
究
室
、
二
〇
〇
四
年

余
紹
宋
『
書
画
書
録
解
題
』
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年

李
沢
厚
『
夏
華
美
学
・
美
学
四
講
』
李
沢
厚
集
、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
八
年

ୈ
Ұ
ষ

赤
塚
忠
『
稿
本
金
文
考
釈
』
私
家
版
、
一
九
五
九
年

石
川
忠
久
『
詩
経
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
九
七
―
二
〇
〇
〇
年

ウ
ェ
ー
バ
ー
，
マ
ッ
ク
ス
『
宗
教
社
会
学

（

経
済
と
社
会
』
第
二
部
第
五
章
）
武
藤
一
雄
ほ
か
訳
、
創
文
社
、

』
『

一
九
七
六
年

エ
リ
ア
ー
デ
，
ミ
ル
チ
ア
『
世
界
宗
教
史
』
３
、
島
田
裕
巳
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年

于
省
吾
主
編
『
甲
骨
文
字
詁
林
』
中
華
書
局

大
野
峻
『
国
語
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年

落
合
淳
思
『
殷
王
世
系
研
究
』
立
命
館
大
学
東
洋
史
学
会
、
二
〇
〇
二
年

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
字
小
辞
典
』
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
一
年

落
合
淳
思
『
甲
骨
文
に
歴
史
を
よ
む
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
八
年

貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
『
古
代
中
国
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年

参考文献一覧
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郭
沫
若
主
編
『
甲
骨
文
合
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年

加
藤
常
賢
『
漢
字
の
発
掘
』
角
川
選
書
、
一
九
七
一
年

加
藤
常
賢
『
書
経
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年

鎌
田
正
『
春
秋
左
氏
伝
』
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年

許
進
雄
『
中
国
古
代
社
会
―
文
字
与
人
類
学
的
透
視
―
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
四
年

高
野
義
弘
「
逸
周
書
研
究
序
説
―
「
声
の
文
化
」
の
観
点
か
ら
―

『
東
洋
文
化
』
一
〇
六
号
、
東
洋
文
化
学
会
、

」

二
〇
一
一
年

呉
其
昌
『
殷
墟
書
契
解
詁
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
一
年

徐
中
舒
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
四
川
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
八
年

島
邦
夫
『
祭
祀
卜
辞
の
研
究
』
弘
前
大
学
文
理
学
中
国
研
究
会
、
一
九
五
三
年

白
川
静
『
殷
文
札
記
』
白
川
静
著
作
集
別
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
九
頁

白
川
静
『
金
文
の
世
界
』
東
洋
文
庫
、
一
九
七
一
年

白
川
静
『
甲
骨
金
文
学
論
叢
』
白
川
静
著
作
集
別
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年

白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』
東
洋
文
庫
、
一
九
七
二
年

白
川
静
『
詩
経

中
国
の
古
代
歌
謡
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
二
年

―

白
川
静
『
字
統
』
新
訂
・
普
及
版
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年

白
川
静
『
中
国
古
代
の
文
化
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
七
九
年

成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年

大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所

中
国
美
学
研
究
班
『

中
国
美
学
範
疇
辞
典

訳
注
』
第
一
―
七
冊
、
大
東
文

『

』

化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
報
告
書
、
二
〇
〇
二
―
二
〇
一
〇
年
度

張
亜
初
編
著
『
殷
周
金
文
集
成
引
得
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年

平
㔟

郎
『
よ
み
が
え
る
文
字
と
呪
術
の
帝
国
―
―
古
代
殷
周
王
朝
の
素
顔
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
一
年

松
丸
道
雄
・
高
嶋
謙
一
『
甲
骨
文
字
字
釈
総
覧
』
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年

李
沢
厚
『
華
夏
美
学
・
美
学
四
講
』
増
訂
本
、
李
沢
厚
集
、
三
聨
書
店
、
二
〇
〇
八
年

李
沢
厚
『
中
国
の
伝
統
美
学
』
興
膳
宏
ほ
か
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
五
年

ୈ
ೋ
ষ

網
裕
次
『
中
国
中
世
文
学
研
究

南
斉
永
明
時
代
を
中
心
に
し
て
』
新
樹
社
、
一
九
六
〇
年

―

大
野
修
作
「
王
僧
虔
『
論
書
』
よ
り
『
法
書
要
録
』
を
見
直
す

『
書
学
書
道
史
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇
〇
六
年

」

大
野
修
作
「
梁
武
帝
と
陶
弘
景
を
め
ぐ
る
書
論
―
往
復
書
簡
を
中
心
に
―

『
研
究
紀
要
』
第
九
号
、
京
都
女
子
大

」

学
宗
教
・
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年

川
勝
義
雄
『
魏
晋
南
北
朝
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年

河
内
利
治
『
書
法
美
学
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年

川
本
芳
昭
『
中
華
の
崩
壊
と
拡
大
―
―
魏
晋
南
北
朝
』
中
国
の
歴
史

、
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年

05

興
膳
宏
『
新
版

中
国
の
文
学
理
論
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
１
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
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興
膳
宏
『
中
国
文
学
理
論
の
展
開
』
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
２
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年

島
田
修
二
郎
「
詩
書
画
三
絶

『
書
道
全
集
』

、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年

」

17

朱
長
文
編
『
墨
池
編
』
上
・
下
、
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年

杉
村
邦
彦
「
張
懐
瓘
の
書
論

『
文
学
芸
術
論
集
』
中
国
古
典
文
学
大
系

、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年

」

54

杉
村
邦
彦
『
中
国
書
論
史
概
説
』
書
学
大
系
・
研
究
篇
４
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
八
年

薛
龍
春
「
王
僧
虔
『
論
書
』
管
見
兼
及
蕭
子
良
『
答
王
僧
虔
書
』
的
本
義

『
書
法
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第
四
期

」

薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
南
京
芸
術
学
院
学
位
論
文
、
二
〇
〇
四
年

孫
蓉
蓉

劉
勰
与

文
心
雕
龍

考
論

中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年

『

』

『

』

堂
谷
憲
勇
「
古
画
品
録
考

『
支
那
美
術
史
論
』
一
九
四
四
年

」

張
栄
慶
「
王
愔
『
文
字
志
』
考
略

『
書
法
研
究
』
一
九
九
五
年
、
六
期

」

張
彦
遠
編
『
法
書
要
録
』
中
国
美
術
論
著
叢
刊
、
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年

張
天
弓
『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
栄
宝
斎
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

陳
思
編
『
書
苑
菁
華
』
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年

戸
田
浩
暁
『
文
心
雕
龍
』
上
・
下
、
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
四
・
一
九
七
八
年

中
田
勇
次
郎
編
『
中
国
書
論
大
系
』
第
一
巻
・
魏
晋
南
北
朝
、
二
玄
社
、
一
九
七
七
年

中
村
茂
夫
『
中
国
画
論
の
展
開

晋
唐
宋
元
篇
』
中
山
文
華
堂
、
一
九
六
五
年

―

「

『

』

」『

』

、

、

成
田
健
太
郎

張
懐
瓘

書
断

の
史
料
利
用
と
通
俗
書
論

書
学
書
道
史
研
究

第

号

書
学
書
道
史
学
会

22

二
〇
一
二
年

「

」『

』

西
林
昭
一

王
羲
之
父
子
に
対
す
る
書
の
優
劣
論
―
唐
太
宗
と
六
朝
期
の
書
論
か
ら
―

跡
見
学
園
国
語
科
紀
要

第
一
七
号
、
一
九
六
九
年

西
林
昭
一
『
書
の
文
化
史
』
中
、
二
玄
社
、
一
九
九
七
年

林
田
愼
之
助
『
中
国
中
世
文
学
評
論
史
』
東
洋
学
叢
書
、
創
文
社
、
一
九
七
九
年

潘
運
告
主
編
・
雲
告
訳
注
『
漢
魏
六
朝
書
画
論
』
中
国
書
画
論
叢
書
、
湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年

日
原
利
国
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
。

樋
口
靖
「
四
声
か
ら
平
仄
へ

、
内
山
知
也
編
『
中
国
文
学
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
東
方
書
店
、
一
九
九
〇
年

」

福
永
光
司
『
芸
術
論
集

、
中
国
文
明
選

、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
年

』

14

ヘ
ー
ゲ
ル
『
歴
史
哲
学
講
義
』
上
、
長
谷
川
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年

前
野
直
彬
『
中
国
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年

目
加
田
明
子
「
王
僧
虔
小
考

『
書
論
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年

」

目
加
田
誠
『
中
国
の
文
芸
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年

目
加
田
誠
『
詩
経
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年

目
加
田
誠
『
文
学
芸
術
論
集
』
中
国
古
典
文
学
大
系
、
第
五
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年

森
野
繁
夫
『
六
朝
詩
の
研
究
』
第
一
学
習
社
、
一
九
七
六
年

横
山
伊
勢
雄
・
伊
藤
虎
丸
編
『
中
国
の
文
学
論
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年

吉
川
忠
夫
『
王
羲
之
―
―
六
朝
貴
族
の
世
界
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
〇
年

劉
躍
進
『
永
明
文
学
研
究
』
大
陸
地
区
博
士
論
文
叢
刊

、
文
津
出
版
社
、
一
九
九
二
年

15
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若
槻
俊
秀
「
蕭
子
良
の
仏
教
信
仰
の
性
格

、
木
村
英
一
博
士
頌
寿
紀
年
会
編
『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
模
索
』
創

」

文
社
、
一
九
七
六
年

ୈ
ࡾ
ষ「

」『

』

大
川
忠
三

建
安
風
骨
考

建
安
文
学
論
に
お
け
る

風
骨

の
概
念
に
つ
い
て

大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌

―

「

」

第
二
四
号
、
一
九
八
五
年

大
野
修
作
『
述
書
賦
全
訳
注
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年

黄
侃
『
文
心
雕
龍
札
記
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
三
年

河
内
利
治
『
書
法
美
学
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年

興
膳
宏
『
合
璧

詩
品
・
書
品
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
一
年

興
膳
宏
「
詩
品
か
ら
詩
話
へ

『
中
国
文
学
報
』
第
四
七
冊
、
一
九
九
三
年

」

河
野
道
房
「
釈
彦
悰
撰
『
後
画
録
』
考

『
人
文
学
論
集
』
第
一
四
集
、
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
一
九
九
六
年

」

小
守
郁
子
「

風
骨

論

文
心
雕
竜
に
お
け
る

『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
第
五
七
号
、
一
九
七
二

「

」

―

」

年
財
前
謙
「
篆
隷
の
筆
法
で
―
顔
真
卿
評
釈
史
―

『
大
東
書
道
研
究
』
第
一
四
号
、
大
東
文
化
大
学
書
道
研
究
所
、

」

二
〇
〇
七
年

朱
長
文
編
『
墨
池
編
』
上
・
下
、
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年

葉
朗
『
中
国
美
学
史
大
綱
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年

成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
訳
注
、
第
四
冊
、
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
中
国
美
学
研
究
班
、

二
〇
〇
七
年

薛
龍
春
『
張
懐
瓘
書
学
著
作
考
論
』
南
京
芸
術
学
院
学
位
論
文
、
二
〇
〇
四
年

張
克
鋒
『
魏
晋
南
北
朝
文
学
与
書
画
的
会
通
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年

張
彦
遠
編
『
法
書
要
録
』
中
国
美
術
論
著
叢
刊
、
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年

張
天
弓
『
張
天
弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』
栄
宝
斎
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

陳
思
編
『
書
苑
菁
華
』
北
京
図
書
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年

戸
田
浩
暁
『
文
心
雕
龍
』
上
・
下
、
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
一
九
七
四
・
一
九
七
八
年

中
田
勇
次
郎
編
『
中
国
書
論
大
系
』
第
二
巻
・
唐
１
、
二
玄
社
、
一
九
七
七
年

中
田
勇
次
郎
編
『
中
国
書
論
大
系
』
第
三
巻
・
唐
２
、
二
玄
社
、
一
九
七
八
年

中
田
勇
次
郎
「
中
国
書
論
史

『
中
田
勇
次
郎
著
作
集
』
第
一
巻
、
二
玄
社
、
一
九
八
四
年

」

潘
運
告
主
編
・
雲
告
訳
注
『
漢
魏
六
朝
書
画
論
』
中
国
書
画
論
叢
書
、
湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年

星
川
淸
孝
「
風
骨
論

『
宇
野
哲
人
先
生
白
寿
祝
賀
記
念
東
洋
学
論
集
』
宇
野
哲
人
先
生
白
寿
祝
賀
記
念
会
、
一
九

」

七
四
年

古
原
宏
伸
「
画
雲
台
山
記

『
中
国
画
論
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年

」

宮
下
聖
俊
「

河
岳
英
霊
集
』
の
詩
論
研
究
」
大
東
文
化
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
〇
年

『

目
加
田
明
子
「
王
僧
虔
小
考

『
書
論
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年

」
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目
加
田
誠
『
中
国
の
文
芸
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
年

目
加
田
誠
「
劉
勰
の
風
骨
論

『
目
加
田
誠
著
作
集
』
第
四
巻
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
五
年

」

余
紹
宋
『
書
画
書
録
解
題
』
中
国
芸
術
文
献
叢
刊
、
浙
江
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
二
年

『

』

『

』

綿
本
誠

風
骨

を
め
ぐ
る
一
考
察

劉
勰
の

文
心
雕
龍

風
骨
篇
を
中
心
に

国
士
館
短
期
大
学
紀
要

「

」

「
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範
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〇
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〇
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叢
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〇
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〇
九
年

陳
寅
恪
『
金
明
館
叢
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古
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華
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〇
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史
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華
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〇
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書
き
下
ろ
し
。

序
論

「
〈

〉

」（

『

』

第
一
章

文

の
起
源

「

」

…
…

文

の
起
源

東
ア
ジ
ア
の
美
学
研
究
班
編

中
国
美
学
範
疇
研
究
論
集

第
一
集
、
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
〇
日

。
）

…
…
書
き
下
ろ
し
。
た
だ
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、
同
章
第
二
節
「
永
明
文
学
と

第
二
章

魏
晋
南
北
朝
に
お
け
る
文
論
と
書
論

永
明
書
学
」
は
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文
・
書
・
画
の
理
論
的
統
合
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劉
勰
・
張
懐
瓘
・
張
彦
遠
―

（

書
学
書
道
史
研
究
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第

、

」
『

二
四
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、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
〇
日
）
の
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一
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改
稿
し
た
も
の
で
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。

…
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風
骨
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勰
と
張
懐
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懐
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た
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し
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懐
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史
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史
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節
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。

…
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第
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文学史 文学論 書法史 書論 絵画史 画論

甲骨文 青銅器装飾紋

文王
武王
周公旦

金文

春秋
前77１-403

東周
前771-255

孔子（前551-479）
孫子（前535?-?）
墨子（前450-390?）

孔子『論語』
「詩を誦すること三百、之に授くるに政を以てして達せず、四
方に使いして、専対する能わざれば、多しと雖も、また奚を以
てなさんや」（子路）
 
「詩は以て興す可く、以て観る可く、以て羣す可く、以て怨む
可し。之を邇くしては父に事え、之を遠くしては君に事え、多
く鳥獣草木の名を識る」（陽貨）

春秋列国金文

戦国
前403-221

商鞅（前390-338）
孟子（前372-289）
荘子（前369?-286?）
荀子（前313頃-238頃）
老子（?-?）
韓非子（前280?-233）

戦国末期『易』成立

屈原（前340?-277?）ほか
『楚辞』南方楚の歌謡

諸子百家による散文の発達

印章の発達

古文
大篆
石鼓文
簡牘
帛書

『荘子』外篇「田子方篇」
「宋の元君、将に画図せんとす。衆史皆な至る。受けて揖して
立ち、筆を舐め、墨を和し、外に在る者半ばなり。一史の後れ
て至る者有り。儃儃然として趨（はし）らず。受けて揖する
も、立たず。因りて舎に之く。公、人をして之を視しむれば、
則ち衣を解き、槃礴（はんばく）して臝（ら）す。君曰く、可
なり。是れ真の画者なり、と」
＝絵画について記した文献として最古のもの

李斯（?-前208） 小篆
李斯（?-前208） 宮殿壁画

宮廷詩人による辞賦の全盛期
賈誼（前201-169）
枚乗（?-前140）
司馬遷（前145-86）『史記』
司馬相如（前79-前119）
王褒（前１ｃ中期）
揚雄（前53-後18）

『毛詩』大序
「詩は志の之く所なり。心に在るを志と為し、言に発するを詩
と為す。情は中に動いて言に形わる」

揚雄（前53-後18）
『法言』吾子
「或る人問う、吾子少きより賦を好めるかと。曰く、然り。童
子の雕虫篆刻。俄かにして曰く、壮夫は為さざるなりと」

隷書
草書

墓室壁画

馬王堆帛画（前193-186頃）
楚辞の世界を背景にした神仙思想
を表現

蔡邕（132?-192）

後漢末、文学の主流は賦から五言
詩へ移行

杜度（?-?）
崔瑗（77-142）
張芝（?-?）
蔡邕（133-192）

楷書の萌芽
鍾繇（151-220）

崔瑗「草書勢」（『四体書勢』所引）

趙壹（130-185）「非草書」（『要録』巻１）
「草書の人は、蓋し伎芸の細なる者のみ」
※張天弓によれば偽作

蔡邕「篆勢」（『四体書勢』所引）
※「筆論」「九勢」は偽作

絵画を教化の手段と考える儒家の
実利的な芸術観＝勧戒主義
聖賢、忠臣、孝子節婦を描く

画像石、画像磚

蔡邕

王充（27-100頃）『論衡』別通
「古人を画けるを観るは死人を視るが如し。其の面を見るは其
の言行を観るには若かず。古賢の道は竹帛の載するところ燦然
たり。豈に徒だに牆壁の画のみらんや」

『易伝』
「書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」（繋辞上伝）
「古者、包犠氏の天下に王たるや、仰いでは象を天に観、俯しては法を地に観、鳥獣の文と地の宜を観、近くはこれを身に取り、遠くはこれを物に取る。ここにおいて始めて八卦を作り、もって神明の徳を通じ、もって万物の情を類す」（繋辞下伝）
「上古は結縄して治まる。後世の聖人、これに易うるに書契をもってし、百官もって治め、万民もって察（あきら）かなりは、蓋しこれを夬（かい）に取る」（繋辞下伝）

揚雄『法言』問神：「言は心の声なり。書は心の画なり」※日原利国によれば、ここでいう「書」とは「文字＝文書（著述）」の意

後漢
25-220

陰陽五行説に基づく讖緯説が盛んになる＝儒教の神秘主
義化

仏教信仰の出現（伝来時期については諸説あり）

班固（32-92）『漢書』

許慎（58?-147?）『説文解字』（100）

蔡倫（50?-121?）による紙の改良（105）
（『後漢書』蔡倫伝）

王充『論衡』元気自然論＝神秘主義的儒教を批判

蔡邕『熹平石経』(183、隷書)

立碑の禁（205）

許慎『説文解字』叙（『法書要録』未収、北宋・朱長文編『墨池』巻第一「字学」所収）：
「文なる者は王者の朝廷に教えを宣べ化を明らかにす」
「倉頡の初めて書を作る、蓋し類に依って形を象る。故に之を文と謂う。其の後、形声相い益す、即ち之を字と謂う。文なる者は物象の本、字なる者は孳乳して寖く多きを言うなり。竹帛に著す、之を書と謂う。書なる者は如なり」
「蓋し文字なる者は、経学の本、王政の始めなり。前人の後に垂る所以、後人の古を識る所以なり」

文学論・書論・画論史 年表 (1) 古代・秦漢

時代 関連文化史事項
文 書 画

殷
前1600頃-1100頃

西周
前1100頃-771

『詩経』
西周～春秋中期（前６ｃ）にかけ
て黄河流域を中心に謡われた歌謡
を集める

秦
前221-206

前漢
前206-後8

新
8-24

董仲舒（前176?-104?）災異説

武帝（前156-87）
五経博士の設置＝儒教の国教化

『淮南子』本経訓

最古の音楽論『楽記』の成立
「徳成りて上にあり、芸成りて下にあり」（楽情篇）



文学史 文学論 書法史 書論 絵画史 画論

三国
220-280

魏の文帝・曹丕によって官吏登用制度として九品官人法が
始められる（220）

魏の末期、竹林の七賢が活躍、清談をおこなう
阮籍（210-263）
嵆康（224-262）音楽論「声無哀楽論」「琴賦」

玄学の創始
王弼（226-249）『老子』『易』の注釈書を著す
何晏（?-249）

『正始石経』(240-248、古文・小篆・隷書）

建安の文学
建安七子
曹丕（187-226）
曹植（192-232）
阮籍（210-263）

曹丕（187-226）『典論』論文
「文章は経国の大業にして不朽の盛事なり」
「文は気を以て主と為す。気の清濁に体有り、力めて強いて致
すべからず」

曹植「楊徳祖に与うる書」
「辞賦は小道なり。固より未だ大義を揄揚し、来世に彰示する
に足らず。……豈に徒に翰墨を以て勲績と為し、辞賦を以て君
子と為さんや」

曹不興（呉）「仏画の祖」

画論の嚆矢
曹植（192-232）「画賛序」（『名画記』所引）
「蓋し画なる者は、鳥書の流なり」
「鑑戒を存する者は図画なり」

西晋
280-316

新メディアとしての紙の普及：
左思の「三都賦」が「洛陽の紙価を高からしむ」（『晋
書』文苑伝）

修辞主義的文学の流行
潘岳（247-300）
陸機（261-303）
摯虞編『文章流別集』：詩文選集
の嚆矢（佚）

陸機（261-303）「文賦」
「詩は情に縁りて綺靡」

摯虞『文章流別志論』（佚）

索靖（229-303）
陸機（261-303） 衛恒（252-291）『四体書勢』（『晋書』衛恒伝）

陸機「丹青の興るは雅頌の述作と比（なら）び、大業の声香に
類す。物を宣ぶるには言より大なるはなく、形を存するには画
より善きはなし」（『名画記』所引）

東晋
317-420

江南に逃れた門閥貴族が文化の担い手となる

郭璞（276-324）

玄言詩の流行
孫綽（314-371）
許詢（?-?）

陶淵明（365-428）

山水詩の創始
謝混

李充『翰林論』（佚）

衛鑠（272-349）
王羲之（307-365）
謝安（320-385）
王献之（344-388）
王珣（349-400）

衛鑠「筆陣図」（偽、『要録』巻１）

王羲之
「自論書」（偽＝張天弓、『要録』巻１）
「題衛夫人「筆陣図」後」（偽、『要録』巻１）

文人画家の出現
王廙（276-322）
顧愷之（344-406?）
「洛神賦図」「女史箴図」
「列女仁智図」

王廙（276-322）「与羲之論学画」（『名画記』所引）

顧愷之（約345-407）
「論画」
「魏晋勝流画賛」「骨法」「奇骨」「天骨」「骨趣」「隽骨」
「画雲台山記」（偽、古原宏伸）
（上記はいずれも『名画記』巻五所引）
「四体の妍蚩は本と妙処に関する無し。伝神写照、正に阿堵の
中に在り」（『世説新語』巧芸）

宋
420-479

山水詩の流行
顔延之（384-456）
謝霊運（385-433）
鮑照（414-466）

劉義慶（403-444）編『世説新
語』

范華（398-445）「獄中諸甥姪に与うる書」：
「文の患は、其れ事は形に尽き、情は藻に急（せま）り、義は
其の旨を牽き、韻は其の意を移すにあり。（…）常に謂えら
く、情志託する所、故より当に意を以て主と為し、文を以て意
を伝うべしと。意を以て主と為せば、則ち其の旨必ず見（あら
わ）れ、文を以て意を伝うれば則ち其の詞流れず」

王献之の書風の流行

孔琳之（369-423）
羊欣（370-422）
薄紹之（?-?）

羊欣「古来能書人名」（『要録』巻１）
「骨勢は父に及ばざるも、媚趣は之に過ぐ」（王献之の条）
※張天弓は唐代の偽作とする。一方、薛龍春は、書家の姓名の
み羊欣によるものとし、書人伝は王僧虔による記述という。

「張、字形は右軍に及ばず、自然は小王に如かず」（虞龢「論
書表」所引）

虞龢「論書表」（470）（『要録』巻２）＝品第の嚆矢
「凡そ書は同じく一巻に在りと雖も、要（かなら）ず優劣有
り。今此の一巻の中に、好なる者を以て首に在らしめ、下なる
者は之に次ぎ、中なるものは最も後ならしむ」

山水画の成立
宗炳（375-443）
王微（415-443）

陸探微（?-485頃）宋の明帝の信
任厚い宮廷画家。人物画、仏画に
優れる。謝赫『古画品録』では第
一品の筆頭に挙げ、「古今に独立
す」と称える。

宗炳『画山水序』（『名画記』巻五所引）
「聖人は道を含みて物を映し、賢者は懐を澄ませて象を味わ
う」

王微「叙画」（『名画記』巻六所引）
「顔光禄〔延之〕の書を辱（かたじけな）くするに以えらく、
図画は止だに芸術なるのみに非ずして、成当（かなら）ず易象
と体を同じくすべし。而るに篆隷に工なる者は自ら書の巧なる
を以て高しと為す、と。其の藻絵をも並辯して、其の同じき攸
（ところ）を覈（しら）べんと欲す」
＝書画同体論の嚆矢

斉
479-502

永明５年、竟陵王・蕭子良が西邸を開き、当時一流の学
者や文人を集め、文化事業や社会事業を行う。そこには
沈約、のちの梁武帝・蕭衍もいた。

詠物詩

永明年間（483-493）、「竟陵
の八友」を中心にした音律美を追
求する詩風「永明体」の流行

沈約（441-513）
蕭子良（460-494）
謝朓（464-499）
王融（467-493）

沈約「四声八病説」

蕭子顕（489-537）『南斉書』文学伝論：
「文章は蓋し情性の風標、神明の律呂なり。蘊思 毫を含み、遊
心 内に運らし、言を放ち、紙に落（くだ）せば、気韻天成し、
稟くるに生霊を以て、愛嗜を遷さざるは莫し」

任昉『文章縁起』（佚）

王僧虔（426-485）

永明書学
王僧虔
「論書」（『要録』巻１）（王僧虔「答竟陵王蕭子良書」と蕭
子良「答王僧虔書」から成る）「天然は羊欣に勝り、功夫は欣
に及ばず」（宋文帝の条）
「書賦」（『芸文類聚』巻74）
「筆意賛」（『菁華』巻18、張天弓によれば、唐代の偽作）
「書の妙道は、神彩を上と為し、形質は之に次ぐ」

王倹（452-489、王僧虔の甥）「書賦序注」（佚）
蕭子良『古今篆隷文体』（日本に鎌倉時代の写本が伝わる）
劉絵（458-502）『能書人名』（佚）
王融『図古今雑体六十四書』（佚）
王愔『文字志』（佚、『要録』巻１に目録のみを載せる。書法
史著作の嚆矢（張栄慶））

梁
502-557

江南文化の黄金期
武帝による学術奨励策により、学問、芸術、仏教、道教
が活況を呈す

555年、梁元帝が退位に際して宮廷に所蔵する二十万点
を超える書画を焼き払う。南京で活躍していた南朝の書画
家の作品の多くが失われる。

劉峻（462-521）『世説新語
注』

蕭統編『文選』

蕭綱を中心とした文壇の詩風「宮
体詩」の流行
蕭綱（503-551）
徐摛（474-551）
徐陵（507-583）編『玉台新
詠』
庾肩吾（487-551）
庾信（513-581）

華美に流れる斉梁の修辞主義を批判
劉勰（466?-532?）『文心雕龍』（501）
裴子野（467-530）『雕蟲論』

昭明太子蕭統（501-531）『文選』序

鍾嶸（468頃-518）『詩品』（513-518頃）
「天地を動かし、鬼神を感ぜしむるは、詩より近きは莫し」
（『詩経』大序からの引用）
「気は物を動かし、物は人を感ぜしむ。故に性情を揺蕩し、こ
れを舞詠に形わす」
「（曹植の詩を評して）骨気は奇高、詞彩は華茂なり」

顔之推（531-595頃）『顔氏家訓』文章篇

鄭道昭（北魏、?-516）
陶弘景（451-536）
梁武帝（464-549）
蕭子雲（487-549）

陶弘景「与梁武帝論書啓」（『要録』巻２）
梁武帝「観鍾繇書法十二意」「答陶隠居論書啓」（『要録』巻
２）
江式（北魏・?-523）「論書表」（『要録』巻２）

庾肩吾『書品』（536以降）（『要録』巻２）
「張は工夫第一、天然之に次ぐ。…鍾は天然第一、工夫之に次
ぐ。…王は、工夫は張に及ばざるも、天然之に過ぐ。天然は鍾
に及ばざるも、工夫之に過ぐ」

蕭子雲「蕭子雲啓」（『要録』巻１）

袁昻（461-540）「古今書評」（523）（『要録』巻２）
顔之推（531-595頃）『顔氏家訓』雑芸

梁元帝・蕭繹(508?-554)
最も古い皇帝の画家
「職貢図」

張僧繇（?-?）宮廷画家
「没骨青緑法」を生む
インドの画法の影響を受けたとさ
れる陰影を浮き彫りにして立体感
を表す凹凸画を得意とする。

謝赫（?-?）『古画品録』（原名『画品』、532以降成書）
「画の六法」
 気韻生動・骨法用筆・応物象形・随類賦彩・経営位置・伝移
模写
「其の風骨を観るに、名は豈に虚しく成らんや」（曹不興の
条）
※『名画記』は謝赫を斉代の人とするが、梁代の人であり、
『画品』が書かれたのは、『文心雕龍』の30数年後である（中
村茂夫）

陳
557-589

庾元威（?-?）「論書」（『要録』巻２） 姚最（536?-603?）『続画品』（『佩文斎書画譜』所収）
「心は造化を師とす」

文学論・書論・画論史 年表 (2) 魏晋南北朝

時代 関連文化史事項
文 書 画

魏
220-265

五胡十六国
304-439

北魏
386-534

西魏
535-556

東魏
534-550

北周
556-581

北斉
550-577



文学史 文学論 書法史 書論 絵画史 画論

隋
581-618

文帝・楊堅（541-604）
九品官人法を廃止し、科挙制度を設立（587）
律令制の導入
仏教の保護。国家の軸足が儒教から仏教へ移行
＝貴族制の解体を企図
倭国からの第一回遣隋使（600）

智永（?-?） 智永「題右軍「楽毅論」後」（『要録』巻２）

南北画風の融合
展子虔（550?-604）河北出身
「游春図」伝存する最古の山水画
巻
董伯仁（6～7C）江南出身

初唐
618-712

太宗による貞観の治

欧陽詢ほか編『芸文類聚』（624）
顔師古『顔氏字様』（633、佚）
孔穎達編『五経正義』（653）

則天武后（623-705、在位690-705）、科挙の改革。進
士科で詩賦が課される。南朝以来の貴族社会を解体し官
吏登用試験による官僚制へ。文化の担い手が貴族から士
大夫へと移行。

斉梁の詩風を継ぐ宮体詩が行われ
る

初唐四傑
王勃（649-676）
楊炯（650-695?）
盧照鄰（637-689）
駱賓王（640?-684?）

陳子昂（661-702）

李嗣真（?-696）『詩後品』（佚）

陳子昂「修竹篇序」
「文章の道弊れて五百年なり。漢魏の風骨は、晋宋伝うる莫
し」

元兢『詩髄脳』（『宋約詩格』）（佚）

楷書の完成と標準書体化
欧陽詢（557-641）
虞世南（558-638）
褚遂良（596-658）
陸柬之（585-638）
唐太宗（598-649）
則天武后（623-705）
孫過庭（?-?）
薛稷（649-713）

唐太宗
「王羲之伝論」（『晋書』王羲之伝）
「筆意」（『墨池』巻一）

孫過庭『書譜』（687）（『菁華』巻８）

李嗣真『書後品』（690）（『要録』巻３）
上之上から下之下品までの９品に「逸品」を加えて品第

閻立徳（?-656）
閻立本（?-673）「歴代帝王図」
画師閻立本のエピソード＝画家の
身分の低さを伝える
薛稷 花鳥画

彦悰（7c中葉から末に活躍）『後画録』（『名画記』所引、
『津逮秘書』、『王氏書画苑』所収）

裴孝源
『画品録』（佚、『名画記』所引）
『貞観公私画録』（『百川学海』『王氏書画苑』『説郛』所
収）

李嗣真『画後品』（佚、『名画記』に十余条を引く）

中唐
766-835

印刷術（木版印刷）の実用化（800年前後に民間で白居
易の詩集が印刷される）

世襲による貴族官僚が没落し、士大夫（科挙官僚）が台
頭する

古文復古運動：南朝以来の貴族の
文体「四六駢儷体」への批判
＝貴族文化への反発
韓愈（768-824）
柳宗元（773-819）
白居易（772-846）

高仲武『中興間気集』（779以降）

皎然（720?-844?）
『詩式』（789）
『詩評』（佚）

白居易「元九に与うる書」
「上は詩を以て時の政を補け察（はか）り、下は歌を以て人の
情を洩（あら）わし導く」
＝風刺と教化を詩の本質とみなす「諷諭詩」に「詩道」をみる

柳宗元「韋中立に答えて師道を論ずる書」
「文は以て道を明らかにす」

王起『大中新行詩格』（佚）

革新書法の興隆
顔真卿（709-785）
懐素（725-?）
李陽冰（?-?）

竇臮（?-?）『述書賦』（769）（『要録』巻5-6）
竇蒙（?-?）『述書賦注』『述書賦語例字格』（775）

韓愈
「送高閑上人序」（『墨池』巻２、『菁華』巻18）
「石鼓歌」（『墨池』巻４）

韓方明「授筆要説」（『菁華』巻20）

陸羽
「僧懐素伝」（『菁華』巻18）
「論徐顔二家書」（『菁華』巻18）

劉禹錫「論書」（『墨池』巻２）

周昉（766-804）
「豊肌秀骨」「穠麗豊肥」な美人
画

辺鸞 花鳥画

逸品画家の登場
張璪 「撥墨（破墨）法」による
山水画
張志和
王墨（8c後半-9c初頭に活躍）
「撥墨」
李霊省

竇蒙『画拾遺録』（佚、『名画記』所引）

晩唐
836-907

『開成石経』（837）

会昌の廃仏（仏教弾圧）（845）＝貴族制への反発

黄巣の乱（845）

唐の衰微に伴い耽美主義的な艶体
詩が流行する

杜牧（803-853）
李商隠（812-858）
温庭筠（812-?）

姚合『詩例』（佚）

司空図（837-908）『二十四詩品』

柳公権（778-865）

杜牧（803-852）
張彦遠（815-?）（編）『法書要録』（853頃） 逸品画風の隆盛

張彦遠『歴代名画記』（847）＝書画同体論
「書画は異名にして同体」
筆法による伝統的画法を重視し、張璪ら新画風を否定。呉道玄
を画聖として称える。

朱景玄『唐朝名画録』
正統的画法を神・妙・能の三品に品等したほか、「逸品」を立
てて「画の本法に非ざる者」としながらも、王墨、李霊省、張
志和に一定の存在意義を認める。

荊浩（唐末～五代）「筆法記」：新しい水墨山水画を基礎づけ
る画論

李思訓（653-718）
李昭道（?-735）
色彩の絢爛な「青緑山水」＝工筆
派

水墨画の発達：「山水の変」
”画聖” 呉道玄（680-760に活
躍）
六朝風の繊細巧緻な画風を一変す
る「写意派」。色彩を施さない線
のみによる「白描」による人物画
を得意とした。

王維
李思訓の彩色法に異を唱え、純粋
な水墨画法を採る。文人画（南
画）の祖。

張懐瓘『画断』（佚、『名画記』に顧愷之、陸探微、張僧繇、
呉道玄の四条を引く）
「夫れ象人の風骨は張は顧・陸に亜（つ）ぐ。張は其の肉を
得、陸は其の骨を得、顧は其の神を得たり。神妙方ぶる亡し、
顧を以て最と為す。之を書に喩うれば、則ち顧・陸は之を鍾・
張に比せられ、僧繇は之を逸少に比せらる」
顧愷之・陸探微＝鍾繇・張芝
張僧繇＝王羲之
顧愷之を最も高く評価する。書では、王羲之以上に鍾繇・張芝
を重んじる。
呉道玄は張僧繇の「後身」(生まれかわり)と評する。

顔元孫『干禄字書』

玄宗による開元の治（713-741）

安史の乱（755-763）

唐詩の黄金期：近体詩の確立、盛
唐の気象
李白（701-762）
杜甫（712-770）
王維（699?-761）
孟浩然（689-740?）

殷璠『河岳英霊集』（753以降）
「蕭氏（梁代）自り以還、……声律・風骨始めて備わる」
（叙）
＝南朝から初唐にかけての貴族的詩風への批判

王昌齢（698-755）『詩格』（佚、空海『文鏡秘府論』に節
録）

李白「古風」其一「大雅久しく作（おこ）らず／吾衰えなば竟
に誰か陳べん……建安自り来（このかた）／綺麗なるも珍とす
るに足らず／聖代 元古に復し／垂衣して清真を貴ぶ」

元結（723-772）「篋中集序」（760）
「風雅興らざること幾ど千歳に及ばんとす。……近世の作者、
更ごも相い沿襲し、声病に拘限して形似を喜尚す。且つ流易を
以て辞を為し、雅正を喪うを知らず」

賀知章（659-744）
李邕（678-747）
張旭（?-?）
徐浩（703-783）

張懐瓘（７C末-760後）
『書断』（724頃成書、727修訂＝薛龍春）（『要録』巻5-
7）
「書賦」（佚）
「文字論」（726-730＝薛龍春）（『要録』巻４）
「六体書論」（『菁華』巻12）
「書估」（754）(『要録』巻４ )
「評書薬石論」（『菁華』巻12）
『書議』（758）（『要録』巻４）
「二王書録」（760）（『要録』巻４）

※「論用筆十法」（『菁華』巻２）、「玉堂禁経」（『墨池』
巻２）は偽作（薛龍春）

何延之「蘭亭記」（『要録』巻３）

蔡希綜「法書論」（『菁華』巻12）

徐浩
「論書」（『要録』巻３）
「古跡記」（783）（『要録』巻３）唐

618-907

文学論・書論・画論史 年表 (3) 隋唐

時代 関連文化史事項
文 書 画

盛唐
713-765



- 1 -

ത
࢜

จ
ủ
ॻ
๏
ࢥ

࢙
ݚ
ڀ
ࢼ

Ổ
Ổ
จ
ͱ
ॻ
Λ
࣠
ʹ
͠
ͯ
Ứ
ཁ
ࢫ

亀

澤

孝

幸

序
論

書
は
中
国
に
お
い
て
、
詩
や
画
と
並
ぶ
最
高
の
芸
術
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
文
学
や
絵
画
、
あ
る
い
は
ま

た
音
楽
と
い
っ
た
芸
術
は
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
が
、
書
は
中
国
を
中
心
と
す

る
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
固
有
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
発
達
し
た
。
だ
が
、
な
ぜ
い
か
に
し
て
、
こ
の
よ

う
な
独
特
の
芸
術
形
式
が
成
立
し
た
の
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
書
は
実
用
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
が
芸
術
と
し
て
見
出
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
た
め
の

理
論
的
枠
組
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
書
を
芸
術
と
し
て
観
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
よ
う
な
「
思
想
」
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
は
い
か
に
芸
術
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
い
は
、

そ
の
よ
う
な
思
想
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
問
い
に
転
ず
る
。

書
を
批
評
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
後
漢
の
頃
に
は
じ
ま
り
、
魏
晋
南
北
朝
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
い

わ
ゆ
る
「
書
論
」
と
し
て
結
実
す
る
。
書
に
つ
い
て
の
思
想
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
な
ら
、
第
一
に
参
照
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
う
し
た
書
論
で
あ
ろ
う
。
従
来
、
書
論
は
独
立
し
た
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
書
と
い
う
芸
術
を
支
え
る
思
想
の
形
成
過
程
を
考
え
る
と
き
、
狭
義
の
書
論
の
み
を
研
究

対
象
と
す
る
の
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
書
論
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

実
際
、
書
に
か
か
わ
る
思
想
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
書
物
の
な
か
に
散
在
し
、
伏
流
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
書
論
に
先
行
す
る
文
学
論
や
画
論
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
。
書
論
は
、
そ
れ
ら
か
ら
多
く
を
採
り
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
相
互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
、
そ
の
理
論
体
系
を
築
い
て
い
っ
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
よ
り
根
本
的
に
、
そ
こ
に
は
文
字
や
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
思
想
の
系
譜
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
中
国
文
化
は
強
迫
的
な
ま
で
に
書
く
こ
と
に
取
り
憑
か
れ
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
。
漢
字
は
古
代

か
ら
滅
び
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
続
け
て
い
る
唯
一
の
文
字
体
系
で
あ
り
、
文
字
を
扱
う
知
識
と
技
能
を
も
つ

官
僚
層
（
文
官
）
が
、
度
重
な
る
王
朝
の
交
替
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巨
大
な
国
家
運
営
を
維
持
し
て
き
た
。
豊

富
な
文
字
史
料
、
歴
史
記
録
を
は
じ
め
と
す
る
膨
大
な
文
献
、
世
界
に
先
駆
け
て
製
紙
法
や
印
刷
術
が
発
明

さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
中
国
文
化
の
核
心
を
支
え
て
い
る
の
は
文
字
だ
と
さ
え
い
い
う
る

か
も
し
れ
な
い
。

デ
リ
ダ
は
西
洋
文
化
に
潜
む
音
声
中
心
主
義
を
暴
い
た
が
、
中
国
は
い
わ
ば
「
文
字
中
心
主
義
」
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
書
は
、
そ
の
よ
う
な
土
壌
に
育
ま
れ
た
文
字
や
書
く
こ
と
―
―
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―

―
を
め
ぐ
る
独
自
の
思
想
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
座
に
立
つ
本
研
究
の
主
題
は
、
書
が

芸
術
と
し
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
、
「
文
」
と
「
書
」
を
め
ぐ
る
思
想
の
歩
み
と
し
て
辿
る
こ
と
で
あ

る
。く

り
か
え
せ
ば
、
書
を
理
解
す
る
に
は
、
専
門
領
域
を
異
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
総
合
す
る
視
点
が

2015/03/26
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不
可
欠
で
あ
る
。
も
と
よ
り
書
は
、
領
域
横
断
的
な
文
化
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
で
は
、
書
論
の

み
な
ら
ず
、
文
字
学
、
言
語
哲
学
、
文
学
論
、
画
論
と
い
っ
た
分
野
に
敢
え
て
踏
み
込
む
こ
と
を
厭
わ
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
互
い
に
接
続
し
、
交
差
さ
せ
て
読
む
こ
と
、
そ
れ
が
本
研
究
が
採
る
方
法
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

ୈ
Ұ
ষ

ợ
จ
Ụ
ͷ
ى
ݯ

無
数
に
あ
る
漢
字
の
な
か
で
も
、
〈
文
〉
ほ
ど
多
様
な
意
味
を
も
つ
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
い
ま
な
お
、
文

化
、
文
明
、
文
様
、
天
文
、
人
文
、
文
章
、
文
学
、
文
芸
な
ど
と
い
っ
た
わ
た
し
た
ち
に
身
近
な
語
彙
の
な

か
に
生
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
も
そ
の
一
端
が
知
ら
れ
る
と
お
り
、
〈
文
〉
は
た
ん
に
文
字
や
文

章
と
い
っ
た
意
味
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
・
自
然
・
学
問
・
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
わ
た

る
語
彙
を
形
成
し
て
い
る
。

〈
文
〉
に
は
特
別
な
価
値
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
「
文
人
」
や
「
文
化
」
と
い
う
語
は
、
文
字
を

読
み
書
き
す
る
技
能
を
有
す
る
こ
と
が
立
派
な
教
養
人
た
る
こ
と
の
指
標
で
あ
り
、
ま
た
文
字
こ
そ
が
社
会

の
発
展
の
指
標
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

本
章
で
は
、
文
献
資
料
と
し
て
最
古
の
記
録
を
含
む
と
さ
れ
る
『
尚
書
』
や
『
詩
経
』
の
み
な
ら
ず
、
殷

代
の
甲
骨
・
金
文
、
西
周
金
文
と
い
っ
た
文
字
史
料
に
み
え
る
〈
文
〉
の
用
例
を
抽
出
し
、
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
古
代
に
お
い
て
〈
文
〉
が
い
か
な
る
意
味
を
担
っ
て
い
た
か
を
探
ろ
う
と
し
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
は
、
〈
文
〉
と
は
そ
も
そ
も
、
文
字
や
文
章
を
意
味
す
る
も
の
で
も
、
あ
る
い
は

『
説
文
』
が
説
く
よ
う
に
、
た
ん
に
線
の
交
錯
に
よ
る
美
し
い
模
様
を
い
う
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
甲
骨
文
・
金
文
に
み
え
る
〈
文
〉
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
死
せ
る
祖
先
を
た
た
え
る
美
称
と
し
て
の
用

例
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
文
人
」
と
い
う
語
は
、
早
く
も
西
周
金
文
や
『
詩
経
』
に
見
出
さ
れ

る
が
、
文
章
を
読
み
書
き
す
る
教
養
を
備
え
た
人
と
い
う
後
世
の
意
味
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は

死
せ
る
祖
先
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
た
輝
か
し
い
文
化
を
〈
文
〉

と
名
指
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
〈
文
〉
は
美
し
い
も
の
の
謂
い
と
も
な
る
。

だ
が
、
〈
文
〉
は
た
ん
な
る
「
美
称
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
〈
文
〉
は
専
ら
祖
先
の
遺
徳
を
た
た
え
る

た
め
の
語
で
あ
り
、
そ
の
美
し
さ
と
道
徳
的
な
偉
大
さ
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
儒
教
の
倫
理
学
的

教
義
の
根
本
に
あ
る
の
も
、
こ
の
祖
先
崇
拝
で
あ
る
。
そ
れ
は
孔
子
の
「
文
王
既
に
没
し
た
れ
ど
も
、
文
茲こ

こ

に
在
ら
ず
や
。
天
の
将
に
斯
文
を
喪
ぼ
さ
ん
と
す
る
や
、
後
死
者
は
斯
文
に

与

る
を
得
ず
」（
『
論
語
』
子
罕
）

あ
ず
か

と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
〈
文
〉
の
理
念
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
儒
家
思
想
の
な
か
に
生
き

続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
最
古
の
文
字
資
料
と
文
献
資
料
か
ら
わ
か
る
の
は
、
〈
文
〉
と
い
う
観
念
が
す
で
に
審
美
的

で
あ
る
と
同
時
に
倫
理
的
な
価
値
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
善
美
の
一
致
と
い
う
中

国
の
伝
統
的
な
美
学
の
祖
型
を
示
し
て
い
る
。
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文
学
・
書
・
画
は
い
ず
れ
も
、
後
漢
末
ま
で
、
娯
楽
あ
る
い
は
卑
賤
な
職
人
の
技
芸
と
み
な
さ
れ
る
か
、

せ
い
ぜ
い
学
問
に
資
す
る
基
礎
的
な
教
養
と
し
て
の
み
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、

魏
晋
南
北
朝
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
芸
術
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
末
ま
で
に
は
確
固
た
る
地

位
を
築
く
に
至
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
形
式
に
並
行
し
て
発
達
し
た
批
評
の
存
在
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
形
式
そ
れ
自
体
の
発
展
は
、
批
評
＝
芸
術
論
の
発
展
と
相
即
す
る
現
象
と
し
て
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
じ
め
に
発
達
し
た
の
が
文
学
論
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
、
文
学
は
、
諸
芸
術
の
な
か
で
最
も
早
く
そ

の
地
位
を
確
立
し
た
。
そ
の
た
め
文
学
論
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
理
論
の
基
礎
と
な
っ
た
。
書
論
や
画
論
は
、
文

学
論
の
理
論
的
枠
組
を
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
理
論
体
系
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

魏
晋
南
北
朝
に
お
い
て
、
文
学
形
式
と
し
て
は
、
漢
代
の
賦
に
代
わ
っ
て
五
言
詩
が
主
流
と
な
る
一
方
、

文
学
論
で
は
、
文
学
一
般
を
指
す
「
文
」
を
い
か
に
価
値
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
主
題
と
さ
れ
た
。

曹
丕
『
典
論
』
論
文
は
、
文
字
通
り
「
文
を
論
ず
」
る
も
の
で
あ
り
、
「
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
不
朽
の

盛
事
な
り
」
と
述
べ
て
、
「
文
章
」
に
国
家
統
治
と
対
等
の
価
値
を
見
出
し
た
。
つ
づ
い
て
陸
機
「
文
賦
」
、

摯
虞
『
文
章
流
別
志
論
』（
佚
）
、
任
昉
『
文
章
縁
起
』（
佚
）
と
い
っ
た
も
の
が
書
か
れ
た
後
、
劉
勰
に
よ
っ
て

『
文
心
雕
龍
』
が
著
さ
れ
た
。「
文
の
徳
た
る
や
大
な
り
」
と
い
う
高
ら
か
な
詠
嘆
か
ら
始
ま
る
同
書
は
、「
文
」

を
「
道
」
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
普
遍
的
な
価
値
を
説
く
。『
文
選
』
は
そ
う
し
た
「
文
」
の
価

値
の
確
立
を
象
徴
す
る
詞
華
集
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
魏
晋
南
北
朝
を
通
じ
て
、
文
学
、
ひ
い
て
は
文
章
を

書
く
こ
と
自
体
が
、
特
別
な
価
値
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。

書
は
、
魏
晋
南
北
朝
に
お
い
て
、
文
学
と
密
接
な
関
係
を
む
す
ぶ
こ
と
を
通
し
て
芸
術
と
な
っ
た
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
代
ま
で
、
文
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
書
の
舞
台
も
公
的
な
場
を
中
心
と
し

て
い
た
。
文
字
・
文
章
を
書
く
行
為
が
、
ほ
と
ん
ど
政
治
や
学
問
と
い
っ
た
公
的
な
目
的
に
限
定
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、
個
人
の
存
在
は
抑
圧
さ
れ
る
。
書
は
権
力
や
権
威
の
象
徴
と

し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
式
に
よ
っ
て
政
治
的
な
力
を
発
揮
す
る
。
反
対
に
、
尺
牘
や
詩
を
通
し

て
個
人
の
内
面
を
文
章
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、
書
も
ま
た
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
タ

イ
ル
を
獲
得
す
る
。
私
的
な
感
情
を
表
現
す
る
文
学
の
成
立
に
付
随
し
て
、
書
も
ま
た
芸
術
と
し
て
自
覚
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
芸
術
と
し
て
の
書
が
成
立
す
る
前
提
に
は
、
文
学
の
成
立
が
あ
る
。

南
朝
斉
の
竟
陵
王
蕭
子
良
が
西
邸
に
開
い
た
サ
ロ
ン
に
は
、
沈
約
や
謝
朓
を
は
じ
め
と
す
る
「
竟
陵
の
八

友
」
が
集
い
、
「
永
明
体
」
と
呼
ば
れ
る
詩
風
を
生
ん
だ
。
中
国
語
が
も
つ
音
韻
と
詩
の
声
律
上
の
禁
則
で
あ

る
「
四
声
八
病
説
」
は
こ
の
と
き
の
理
論
的
成
果
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
は
、
王
僧
虔
を
筆
頭
に
し
て
、
蕭
子
良
の
周
り
で
書
に
関
す
る
研
究
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
書
の
研
究
は
学
術
的
に
深
め
ら
れ
、
理
論
の
面
で
も
文
学
論
や
画
論
を
採
り
入

れ
て
大
き
く
発
展
し
た
。

一
般
的
に
、
東
晋
の
王
羲
之
の
登
場
に
よ
っ
て
、
書
は
芸
術
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

2015/03/26
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不
正
確
で
あ
る
。
当
時
、
書
と
は
い
か
な
る
芸
術
で
あ
る
か
と
い
う
理
論
も
、
書
を
批
評
す
る
美
学
も
未
成

熟
で
あ
り
、
ま
た
当
初
か
ら
王
羲
之
が
特
別
に
崇
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
南
朝
の
宋

か
ら
斉
に
か
け
て
は
、
む
し
ろ
王
献
之
の
書
風
が
流
行
し
、
王
羲
之
は
古
臭
い
と
し
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
、
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
観
が
、
そ
の
後
、
梁
か
ら
初
唐
に
か
け
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
転
回
点
を
印
し
て
い
る
の
が
王
僧
虔
の
『
論
書
』
の
テ
ク
ス
ト
に
挿
入
さ
れ
る
蕭
子
良
か
ら
王
僧
虔

へ
の
尺
牘
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
竟
陵
の
八
友
」
の
ひ
と
り
と
し
て
蕭
子
良
か
ら
大
き
な
影
響

を
受
け
た
梁
武
帝
蕭
衍
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
鍾
嶸
を
持
ち
上
げ
、
王
献
之
や
そ
れ
を
継
ぐ
羊
欣
の
書
を
斥
け

た
。
こ
う
し
た
復
古
主
義
的
思
潮
に
よ
っ
て
、
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
観
が
固
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
、
劉
勰
に
は
じ
ま
る
復
古
主
義
的
思
潮
と
同
期
す
る
現
象
で
あ
る
。
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中
国
の
古
典
的
芸
術
論
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
が
、
美
学
的
な
概
念
を
あ
ら
わ
す
特
殊
な
術
語
で
あ
る
。

「
語
り
え
ぬ
も
の
」
を
語
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
美
学
概
念
の
数
々
は
、
当
時
の
人
々
が
芸
術
を
い
か
に

受
け
止
め
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
本
章
が
主
題
と
す
る
「
風
骨
」
も
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
美
学
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

劉
勰
の
『
文
心
雕
龍
』
は
、
中
国
に
お
い
て
著
さ
れ
た
最
も
体
系
的
な
文
学
論
と
し
て
知
ら
れ
る
。
同
書

は
文
学
の
本
質
か
ら
技
巧
に
至
る
ま
で
、
実
に
多
岐
に
わ
た
る
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
「
風
骨
」

と
題
さ
れ
た
一
篇
は
、
劉
勰
が
文
学
に
求
め
る
理
想
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
劉
勰
は
、
「
瘠
義
肥

辞
、
繁
雑
に
し
て
統
を
失
う
が
若
き
は
、
則
ち
骨
無
き
の
徴
な
り
。
思
い
環
周
せ
ず
、
索
莫
と
し
て
気
に
乏

し
き
は
、
則
ち
風
無
き
の
験
な
り
」
と
述
べ
、
五
経
に
文
学
の
理
想
を
見
出
し
た
。
劉
勰
が
『
文
心
雕
龍
』

を
書
い
た
の
は
、
「
永
明
体
」
の
修
辞
的
な
技
巧
を
凝
ら
し
た
五
言
詩
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
「
風

骨
」
と
は
、
修
辞
に
捕
ら
わ
れ
て
精
神
性
を
失
っ
た
当
時
の
文
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
提
示
さ
れ
た
復
古

主
義
的
な
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

劉
勰
が
提
示
し
た
「
風
骨
」
の
美
学
は
、
そ
の
後
、
鍾
嶸
や
昭
明
太
子
蕭
統
を
経
て
、
唐
代
に
継
承
さ
れ

た
。
た
と
え
ば
初
唐
の
陳
子
昂
は
、
「
文
章
の
道
弊
れ
て
五
百
年
な
り
。
漢
魏
の
風
骨
は
晋
宋
伝
う
る
莫
し
」

と
書
い
た
。
李
白
や
杜
甫
は
、
こ
う
し
た
文
学
思
想
の
体
現
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
ら
盛

唐
の
詩
人
た
ち
は
、
た
く
ま
し
い
古
代
の
詩
を
理
想
と
し
、
み
ず
か
ら
の
表
現
へ
と
昇
華
し
た
。『
河
嶽
英
霊

集
』
を
編
ん
だ
殷
璠
は
、
か
れ
ら
の
詩
を
「
声
律
・
風
骨
始
め
て
備
う
」
と
評
し
て
い
る
。
や
が
て
こ
の
よ

う
な
潮
流
は
、
韓
愈
や
柳
宗
元
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
古
文
復
古
運
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

李
白
や
杜
甫
、
そ
し
て
殷
璠
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
張
懐
瓘
は
、
「
風
骨
」
の
美
学
を
書
論
に
全
面
的
に

導
入
し
て
い
る
。
南
朝
以
来
の
書
論
に
み
え
る
「
天
然
と
功
夫
」
と
い
う
二
元
論
的
枠
組
を
踏
襲
し
て
、
「
風

神
骨
気
の
者
を
以
て
上
に
居
き
、
妍
美
功
用
の
者
を
下
に
居
く
」（
『
書
議
』
）
と
い
う
。
ま
た
、
「
逸
少
は
損
益

宜
し
き
に
合
す
と
雖
も
、
其
の
風
骨
の
精
熟
な
る
に
於
て
は
、
之
〔
張
芝
〕
を
去
る
こ
と
尚
お
遠
し
」（
『
六
体
書

論
』
）
と
述
べ
、
初
唐
の
太
宗
以
来
固
定
化
し
た
王
羲
之
を
頂
点
と
す
る
書
法
観
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
。
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の
み
な
ら
ず
、
張
彦
遠
の
『
歴
代
名
画
記
』
に
引
用
さ
れ
る
張
懐
瓘
の
画
論
の
佚
文
に
も
「
風
骨
」
の
語
が

み
え
る
。
い
ず
れ
の
例
か
ら
も
、
張
懐
瓘
は
、
華
麗
で
優
美
な
も
の
よ
り
も
、
質
朴
で
力
強
い
も
の
を
志
向

す
る
復
古
主
義
的
な
理
念
と
し
て
「
風
骨
」
と
い
う
美
学
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、

劉
勰
以
来
の
文
学
思
潮
と
通
底
す
る
も
の
だ
。

領
域
を
横
断
す
る
芸
術
思
潮
と
し
て
の
「
風
骨
」
の
美
学
は
、
貴
族
制
が
崩
壊
に
向
か
う
な
か
、
科
挙
を

背
景
に
登
場
し
て
き
た
新
し
い
士
大
夫
層
の
志
向
を
象
徴
し
て
い
る
。

ୈ
࢛
ষ

จ
ɾ
ॻ
ɾ
ը
ͷ
ଘ
ࡏ

త
౷
߹
Ổ
Ổ
ཱུ
㠛
ɾ
ு
ջ
䛃
ɾ
ு

ԕ

劉
勰
・
張
懐
瓘
・
張
彦
遠
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
文
」
と
は
何
か
、
「
書
」
と
は
何
か
、
「
画
」
と
は
何
か
と
い
う

存
在
論
に
お
い
て
繋
が
り
を
示
す
。
劉
勰
は
、
『
易
経
』
を
下
敷
き
に
し
て
「
文
」
は
「
道
」
の
顕
現
で
あ
る

と
説
き
、
文
学
と
し
て
の
「
文
」
の
普
遍
的
な
価
値
を
理
論
づ
け
た
。
そ
れ
を
承
け
る
よ
う
に
、
張
懐
瓘
は
、

「
文
」
と
「
書
」
と
は
一
体
の
も
の
と
し
て
存
在
し
な
が
ら
、
「
文
」
と
は
異
な
る
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
と

し
て
「
書
」
の
位
相
を
見
出
す
。
「
文
章
の
用
を
為
す
や
、
必
ず
書
に
仮
る
。
…
…
故
に
能
く
文
を
発
揮
す
る

者
は
、
書
よ
り
近
き
は
莫
し
」（
『
書
断
』
序
）
。
「
文
は
則
ち
数
言
に
し
て
乃
ち
其
の
意
を
成
し
、
書
は
則
ち
一

字
に
し
て
已
に
其
の
心
を

見

す
」（
「
文
字
論
」
）
。
そ
し
て
張
彦
遠
は
、
「
書
画
同
体
」
を
説
い
て
、
画
の
本
質

あ
ら
わ

を
、
書
の
そ
れ
と
同
様
に
、
筆
跡
の
生
動
感
に
帰
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
劉
勰
・
張
懐
瓘
・
張
彦
遠
の
三
者
の
芸
術
論
に
は
、
文
学
と
書
と
画
が
三
位
一
体
的
に
結
び

つ
い
て
い
く
理
論
的
過
程
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
書
の
理
論
家
で
あ
る
張
懐
瓘
に
と
っ
て
、
芸
術
と
し

て
の
書
の
価
値
を
理
論
づ
け
る
こ
と
が
切
実
な
課
題
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
た
め
に
「
書
」
を
「
文
」
と
の

相
互
依
存
的
な
関
係
に
お
い
て
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
張
彦
遠
は
「
画
」
を
「
書
」
と
の
関

係
に
お
い
て
基
礎
づ
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

詩
・
書
・
画
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
北
宋
に
普
遍
化
す
る
の
は
、
唐
末
ま
で
に
三
者
の
統
合
が
理

論
的
に
完
成
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
。
詩
・
書
・
画
と
は
、
単
に
三
つ
の
芸
術
を
並
称
す
る
も
の
で

は
な
い
。
三
つ
の
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
が
三
位
一
体
と
し
て
分
か
ち
が
た
く
結
び
あ
っ
て
い
る
と
い
う
中
国
芸

術
の
特
異
な
あ
り
よ
う
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
学
と
画
を
架
橋
し
媒
介
し
て
い
る
の
が
、
書
の
存

在
で
あ
る
。

ୈ
ޒ
ষ

౦
Ξ
δ
Ξ
ੈ
ք
ʹ
͓
͚
Δ
ॻ
Ổ
Ổ
ਖ਼

Ӄ
ๅ

ͱ
ứ
౦
େ
ࣉ
ݙ

ா
Ừ

中
国
を
中
心
と
す
る
漢
字
文
化
圏
は
、
朝
鮮
半
島
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
そ
し
て
日
本
列
島
へ
と
拡
が
り
、
東

ア
ジ
ア
世
界
と
も
い
う
べ
き
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
日
本
が
無
文
字
時
代
を
脱
し
、

朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
、
大
陸
か
ら
文
字
・
社
会
制
度
・
仏
教
・
儒
教
と
い
っ
た
先
進
文
化
を
吸
収
し
て
律

令
制
国
家
体
制
を
築
い
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
書
の
文
化
も
ま
た
日
本
に
受
容
さ
れ
た
。
そ
れ
を
示
す
の

が
、
正
倉
院
宝
物
で
あ
る
。
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周
知
の
と
お
り
、
正
倉
院
宝
物
は
、
遣
隋
使
・
遣
唐
使
を
通
し
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
物
を
中
心

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
は
喪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
い
が
、
光
明
皇
后
が
献
納
し
た
宝
物
の
リ
ス

ト
『
東
大
寺
献
物
帳
』
全
五
巻
が
残
っ
て
お
り
、
正
倉
院
に
収
め
ら
れ
た
当
初
の
宝
物
の
全
貌
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。『
献
物
張
』
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
書
の
存
在
の
大
き
さ
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
聖
武
天
皇
の
「
雑
集
」
、
光
明
皇
后
の
「
楽
毅
論
」
「
杜
家
立

成
雑
書
要
略
」
な
ど
の
書
蹟
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
か
れ
ら
は
、
中
国
の
歴
代
皇
帝
が
書
を
保
護
し
、

か
つ
自
ら
書
を
善
く
し
た
こ
と
を
、
遣
唐
使
や
渡
来
人
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
聖
武
天
皇

の
「
雑
集
」
は
、
唐
の
最
新
モ
ー
ド
で
あ
っ
た
褚
遂
良
の
書
法
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
光
明
皇
后
の
「
楽

毅
論
」
は
、
唐
に
お
い
て
王
羲
之
の
楷
書
の
第
一
と
評
価
さ
れ
て
い
た
も
の
の
臨
書
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
中

国
に
お
け
る
最
新
の
書
の
情
況
に
精
通
し
て
お
り
、
自
ら
熱
心
に
そ
れ
を
学
ん
で
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
ら
は

物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
献
物
帳
』
に
は
、
王
羲
之
・
王
献
之
・
欧
陽
詢
の
書
（
真
蹟
・
模
本
）
が
数
多
く
み
え
る
。
さ
ら
に

は
、
聖
武
天
皇
が
二
王
の
真
跡
を
手
元
に
お
い
て
と
り
わ
け
愛
玩
し
て
い
た
こ
と
も
特
記
さ
れ
て
い
る
。
今

日
正
倉
院
に
伝
わ
る
あ
の
き
ら
び
や
か
な
美
術
工
芸
品
の
数
々
に
混
じ
っ
て
、
も
っ
と
も
地
味
に
み
え
る
に

ち
が
い
な
い
書
が
、
当
時
き
わ
め
て
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ほ
か
に
も
、
書
に
対
す
る
当
時
の
価
値
観
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
作
者
」
の
記
載
で
あ
る
。

『
献
物
張
』
に
記
載
さ
れ
る
宝
物
の
ほ
と
ん
ど
に
は
「
作
者
」
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

屏
風
に
描
か
れ
た
山
水
画
や
美
人
画
に
は
、
「
作
者
」
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
、
書
蹟
に
は
例
外

な
く
「
作
者
」
の
名
前
が
冠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
絵
画
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
美
術
に
先
駆

け
て
、
書
が
「
作
者
」
個
人
の
表
現
で
あ
る
「
芸
術
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

以
上
の
と
お
り
、
正
倉
院
宝
物
と
『
東
大
寺
献
物
帳
』
は
、
中
国
で
成
立
し
た
書
と
い
う
芸
術
が
東
ア
ジ

ア
世
界
に
共
有
さ
れ
た
事
実
を
も
っ
と
も
よ
く
伝
え
る
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
書
が
い

か
に
重
視
さ
れ
て
い
た
か
を
物
語
る
史
料
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

݁


書
は
文
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
―
―
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
認
識
が
本
論
の
結
論
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
い
ま
や
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
書
は
造
形
芸
術
と
み
な
さ
れ
、
絵
画
の
派
生
態
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
私
が
な
そ
う
と
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
通
念
を
転
倒
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
書
は
画
に
準
ず
る
の
で
は
な
く
、
文
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
伝
統
的
な
芸
術
観
に
お

い
て
は
、
む
し
ろ
画
こ
そ
書
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
書
は
、
文
と
の
関
係
に
お
い
て
み
た
と
き
、
そ
の
独

自
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
。
逆
に
、
文
と
切
り
離
し
て
し
ま
え
ば
、
書
は
造
形
芸
術
に
還
元
さ
れ
て
し
ま

う
ほ
か
な
い
。

本
論
を
通
し
て
強
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
芸
術
に
お
け
る
思
想
の
存
在
意
義
で
あ
る
。
私
は
本
論
に

お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
理
論
を
研
究
対
象
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
書
の
作
品
や
書
家
と
切
り
離
さ
れ
て
あ
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る
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
芸
術
作
品
が
思
想
や
理
論
と
い
っ
た
言
説
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
か
を
芸
術
と
し
て
観
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
な
し
に
は
不

可
能
で
あ
る
。

書
は
、
そ
の
実
用
的
な
価
値
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
意
味
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
前
景
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
理

論
の
発
展
と
と
も
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
書
の
芸
術
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
書
論
の
発
展

の
歩
み
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
王
羲
之
の
評
価
は
、
そ
の
死
後
、
二
世
紀
ほ
ど
か

け
て
、
批
評
の
ア
リ
ー
ナ
の
な
か
で
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
王
献
之
の
否
定
と
い
う
弁
証
法
的
契

機
を
必
要
と
し
た
。
王
羲
之
を
典
型
と
す
る
書
法
観
の
確
立
こ
そ
、
書
の
芸
術
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
メ

ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
書
を
芸
術
に
し
た
の
は
、
王
羲
之
そ
の
人
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
批
評

で
あ
り
、
書
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
羲
之
だ
け
で
は
な
い
。
顔
真
卿
は
、
北
宋
の
蘇
軾

や
黄
庭
堅
ら
に
よ
る
評
価
を
経
て
、
は
じ
め
て
王
羲
之
に
並
ぶ
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
し
、
金
石
書
は

清
朝
の
阮
元
や
包
世
臣
ら
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
書
と
し
て
見
出
さ
れ
た
。
理
論
が
そ
れ
ら
を
芸
術
と
し
て
観

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
理
論
と
実
践
は
切
り
離
し
え
な
い
。
芸
術
と
は
、
何
を
い
か
に
観
照
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
構
え
な
し
に
芸
術
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。


