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呉
譲
之
は
書
・
画
・
篆
刻
を
善
く
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
弱
年
包
世
臣

に
師
事
し
、
書
法
・
書
学
を
深
く
学
び
、
包
師
も
強
い
期
待
を
も
っ
て
聡
明
で

資
質
に
恵
ま
れ
た
若
き
呉
譲
之
を
懇
切
に
指
授
し
て
い
る
。
包
師
は
楷
・
行
・

草
は
自
ら
の
法
を
伝
授
し
、
一
画
を
気
で
満
ち
み
ち
た
独
自
の
筆
法
を
習
得
さ

せ
る
。
篆
・
隷
・
篆
刻
は
当
代
第
一
と
神
品
に
品
等
し
た
鄧
石
如
を
目
標
に
設

定
し
て
、
そ
の
法
を
忠
実
に
追
究
さ
せ
た
。
呉
譲
之
は
タ
イ
プ
の
異
な
る
鄧
包

二
人
の
法
を
、
我
を
抑
え
て
見
事
に
吸
収
し
消
化
す
る
。
こ
の
法
を
学
ぶ
基
本

的
な
ス
タ
ン
ス
に
呉
譲
之
な
ら
で
は
の
特
質
が
存
す
る
の
だ
が
、
古
法
を
学
ぶ

時
、
最
初
か
ら
強
烈
な
個
性
で
対
象
を
自
分
サ
イ
ド
に
引
き
ず
り
込
ん
で
対
応

す
る
趙
之
謙
や
呉
昌
碩
の
よ
う
な
態
度
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
呉
譲
之

は
没
我
の
姿
勢
で
貫
か
れ
、
趙
之
謙
・
呉
昌
碩
は
自
尊
の
構
え
が
濃
厚
で
あ
る
。

自
我
の
主
張
を
せ
ず
、
謙
虚
に
対
象
に
迫
る
呉
譲
之
だ
が
、
剛
毅
渾
朴
な
風
格

の
鄧
石
如
や
、
濃
厚
で
粘
液
質
の
底
知
れ
ぬ
深
淵
を
思
わ
せ
る
包
世
臣
の
趣
き

と
は
本
質
的
に
距
離
が
あ
る
。
呉
譲
之
は
滋
味
を
湛
え
て
清
爽
な
風
趣
が
認
め

ら
れ
、
自
然
体
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
濃こ
ま
やか

な
情
感
は
余
人
の
到
り
得
な
い
境
涯

を
示
し
て
い
る
。

　

筆
者
は
篆
書
の
筆
法
を
習
得
し
よ
う
と
第
一
に
手
掛
け
た
の
は
楊
沂
孫
の

『
龐
公
傳
』、
次
に
呉
昌
碩
の
『
臨
石
鼓
文
』（
林
少
東
氏
本
）
に
取
り
組
ん
だ
。

三
番
目
に
呉
譲
之
の
『
宋
武
帝
勅
』
を
二
十
八
歳
の
時
、
約
一
年
を
か
け
て
精

習
し
た
こ
と
を
想
い
出
す
。『
宋
武
帝
勅
』
は
白
紅
社
刊
の
折
本
仕
立
て
の
テ

キ
ス
ト
に
依
っ
た
が
、
伸
び
や
か
で
張
り
の
あ
る
線
条
の
表
現
に
苦
労
し
た
。

上
か
ら
下
に
伸
び
る
画
の
微
妙
な
弧
を
描
く
ふ
く
ら
み
や
、
収
筆
で
画
中
央
か

ら
筆
鋒
が
抜
き
出
さ
れ
る
中
鋒
の
こ
な
し
方
、
分
間
の
完
璧
な
調
整
と
緊
密
な

結
構
な
ど
そ
う
簡
単
に
は
身
に
付
か
ず
、
半
紙
で
四
字
を
五
十
枚
百
枚
と
書
き

込
ん
で
よ
う
や
く
体
を
な
し
た
こ
と
を
今
は
懐
か
し
く
振
り
返
っ
て
、
若
き
日

の
傾
倒
を
想
い
起
こ
し
て
い
る
。『
宋
武
帝
直
』
は
武
帝
が
太
子
時
代
の
一
文

だ
と
い
う
こ
と
で
、『
宋
劉
裕
與
蔵
燾
書
』
と
す
べ
き
だ
と
の
他
家
解
説
を
読

ん
で
知
っ
た
の
は
大
分
後
の
こ
と
で
あ
る
。
呉
譲
之
の
篆
書
作
は
相
当
数
あ
り
、
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百
字
前
後
の
多
字
数
大
作
も
数
種
あ
る
中
で
、
こ
の
『
宋
武
帝
勅
』
は
呉
氏
の

最
髙
の
傑
作
だ
と
確
信
す
る
。
河
井
荃
廬
翁
の
愛
蔵
品
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
昭

和
二
十
年
三
月
十
日
の
大
空
襲
で
灰
燼
に
帰
し
た
こ
と
は
非
常
に
惜
し
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
の
初
期
の
臨
書
歴
を
経
て
、
胡
澍
・
趙
之
謙
・
鄧
石
如
・
徐
三
庚
・
呉

大
澂
・
羅
振
玉
等
の
清
朝
諸
名
家
の
遍
歴
を
経
て
、
わ
が
邦
の
二
世
中
村
蘭

台
・
西
川
寧
先
生
の
篆
書
冊
な
ど
も
必
至
に
喰
い
下
が
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
筆

者
の
篆
書
の
筆
法
が
形
成
さ
れ
た
と
思
う
。
理
解
し
や
す
い
清
朝
諸
名
家
の
テ

キ
ス
ト
を
基
に
進
め
、
泰
山
や
瑯
邪
台
の
刻
石
類
や
金
文
へ
の
挑
戦
は
四
十
代

に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
清
朝
金
石
家
・
近
現
代
の
名
家
か
ら
秦
篆
の
大
元
へ

遡
源
し
た
の
だ
が
、
自
学
自
習
の
取
り
組
み
だ
っ
た
私
の
こ
の
方
法
は
、
技
法

の
理
解
と
習
得
の
道
筋
と
し
て
は
妥
当
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
篆
書
を
初
め

て
学
ぶ
時
に
い
き
な
り
泰
山
刻
石
や
西
周
の
金
文
に
飛
び
つ
い
て
も
大
抵
の
場

合
は
消
化
で
き
ず
、
途
方
に
暮
れ
る
か
、
早
々
に
諦
め
て
し
ま
う
人
が
多
い
よ

う
だ
。

　

四
十
七
歳
の
時
に
、
大
学
の
篆
書
・
篆
刻
の
講
座
や
社
会
人
教
育
で
篆
書
の

基
礎
を
指
導
す
る
時
の
教
材
と
し
て
『
篆
書
の
基
礎
学
習
』
と
い
う
小
冊
子
を

自
費
出
版
し
た
こ
と
は
、
篆
書
の
歴
史
や
技
法
習
得
の
方
法
を
自
分
な
り
に
再

確
認
す
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
説
文
建
首
五
四
〇
部
中
か

ら
康
熙
字
典
で
用
い
ら
れ
て
い
る
部
首
二
一
四
種
を
抽
出
し
、
説
文
に
無
い
五

種
は
造
字
し
て
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
画
の
「
一
」
か
ら
十
七
画
の

「
龠
」
へ
と
徐
々
に
複
雑
化
す
る
の
だ
が
、
初
学
の
人
で
も
習
い
易
く
、
二
一

四
部
を
理
解
す
れ
ば
、
篆
書
を
読
解
す
る
時
の
第
一
の
素
養
と
も
な
り
う
る
も

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
回
の
研
究
作
だ
が
、
呉
譲
之
の
三
十
四
歳
所
刻
印
で
あ
る
「
孟
子

語
六
字
印
」
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
印
は
現
在
制
作
年
が
特
定
で
き
る
最
年
少

の
篆
刻
作
品
で
、
呉
譲
之
得
意
の
小
篆
を
入
印
し
て
苦
も
な
く
ま
と
め
上
げ
、

爽
や
か
に
奏
刀
し
た
も
の
で
、
呉
氏
の
代
表
作
に
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
印
は
印

側
・
印
頂
の
五
面
に
わ
た
っ
て
百
余
字
の
草
書
款
が
刻
入
さ
れ
て
お
り
、
包
師

に
対
す
る
敬
慕
の
念
の
こ
も
っ
た
、
特
別
思
い
入
れ
の
強
い
印
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
語
は
呉
譲
之
の
意
に
適
っ
た
題
材
で
、
生
涯
に
わ
た
り
朱
白
大
小
に
五
種

制
作
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
取
り
組
み
が
尋
常
で
な
い
作
と
言
え
る
。
こ
の

刻
印
を
筆
で
摸
し
て
、
小
品
の
書
作
品
と
し
て
み
よ
う
と
試
作
し
た
の
が
今
次

の
制
作
意
図
で
あ
る
。
伸
び
や
か
な
細
め
の
線
条
を
駆
使
し
て
、
規
矩
の
整
っ

た
秀
潤
な
趣
き
に
仕
上
げ
よ
う
と
し
た
。
す
っ
き
り
と
し
た
刀
痕
の
篆
刻
作
品

か
ら
、
そ
の
結
体
・
章
法
を
基
本
的
に
は
極
力
生
か
し
て
取
り
込
も
う
と
し
た
。

た
だ
、「
觀
」
字
の
偏
上
部
は
「

」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
淑
し
た

鄧
石
如
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
説
文
篆
文
に
照
ら
し
て

み
て
も
「

」
と
す
べ
き
誤
写
な
の
で
修
正
を
加
え
た
。
清
朝
名
家
の
中
に
は

こ
う
し
た
誤
り
が
時
々
あ
る
の
で
、
鵜
呑
み
に
し
な
い
で
不
審
な
点
は
確
認
す

る
習
慣
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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今
回
、
呉
譲
之
の
印
か
ら
篆
書
作
へ
と
転
換
を
試
み
た
が
、
呉
譲
之
は
や
は

り
う
ま
い
も
の
だ
と
実
感
し
た
。
西
川
寧
先
生
が
『
猗
園
雑
纂
』
の
「
呉
譲
之

札
記
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
「
…
そ
の
極
く
平
正
な
、
何
の
変
哲
も
な
い
処
に
、

ど
こ
か
行
い
す
ま
し
た
安
心
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
呉
譲
之
の
諸
芸
の
本

質
を
見
事
に
表
現
し
得
て
い
る
と
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

　

印
か
ら
書
、
書
か
ら
印
へ
の
連
係
は
以
前
か
ら
度
々
ト
ラ
イ
し
て
来
た
が
、

新
し
い
発
見
も
あ
り
、
ま
た
興
味
深
い
題
材
と
の
出
遇
い
に
期
待
し
、
連
係
を

深
め
よ
う
と
強
く
自
覚
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

題
材　
　
「
觀
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者
難
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水
」
─
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─
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款　
　

讓
翁
卅
四
歳
所
刻
孟
子
語
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。
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朱
文
中
最
清
爽
者
。
乙
未
冬
日
鷹
之
。
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落
款
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「
隆
印
」
六
分
角
半
通
白
文
印
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「
晨
風
清
賞
」

　

墨　
　
　
「
杉
影
」
墨
運
堂
製

　

紙　
　
　
「
紅
星
牌
棉
料
夾
宣
」

　

印
泥　
　
「
箭
鏃
」
上
海
西
泠
印
社
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