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は
じ
め
に

　

太
僕
卿
元
公
墓
誌（

１
）（

以
下
、
元
公
墓
誌
と
略
称
す
る
）
は
、
隋
の
大
業
一
一
年

（
六一五）
の
刻
。
合
葬
さ
れ
た
夫
人
の
元
公
夫
人
姫
氏
墓
誌
と
と
も
に
、
清
の
嘉

慶
二
〇
年
（
一八一五）、
陝
西
省
咸
寧
県
よ
り
出
土
し
た
。
五
八
・
七
×
五
八
・

七
㎝
。
誌
文
は
三
七
行
、
満
行
三
七
字
。
出
土
の
十
数
年
後
の
咸
豊
年
間
、
こ

の
両
誌
を
入
手
し
た
陸
耀
遹
が
郷
里
毘
陵
に
運
ん
だ
が
、
咸
豊
一
〇
年
（
一八六〇）

に
太
平
天
国
の
戦
乱
で
両
誌
と
も
二
つ
に
断
裂
し
、
元
公
墓
誌
は
二
、
三
割
が

失
わ
れ
、
夫
人
姫
氏
墓
誌
も
わ
ず
か
に
百
七
十
余
字
を
残
す
だ
け
と
な
っ
た
。

「
書
法
は
勁
秀
、
刻
画
は
峻
抜
、
乃
ち
石
刻
中
の
妙
品
な
り
。
…
書
写
刊
刻
の

精
、実
に
愛
す
べ
し
宝
と
す
べ
き
の
み
。」（
瞿
中
溶
『
古
泉
山
館
金
石
文
編
残
稿
』

巻
一
）、「
上
は
北
朝
の
勁
抜
を
収
め
、
下
は
李
唐
の
秀
整
を
啓
く
。」（
趙
万
里

隋
・
太
僕
卿
元
公
墓
誌
の
収
筆
に
見
る
楷
書
刻
法
の
新
表
現

A
 new

 engraving expression of the regular script seen in Epitaph for T
aipuqing Y

uan Guan of the Sui 
dynasty

澤　

田　

雅　

弘

M
asahiro Saw

ada

『
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
三
）
と
評
さ
れ
る
と
お
り
、
お
そ
ら
く
同
筆
と
お
も

わ
れ
る
夫
人
姫
氏
墓
誌
と
と
も
に
隋
誌
を
代
表
す
る
名
品
で
、
両
誌
を
包
世
臣

は
欧
陽
詢
の
書
と
ま
で
論
じ
た（
２
）。
包
説
は
も
と
よ
り
荒
唐
無
稽
で
、
兪
樾
が
欧

陽
詢
の
自
出
と
い
い（
３
）、

陸
耀
遹
が
欧
陽
詢
・
虞
世
南
の
先
河（
４
）と

評
し
た
の
も
武

断
に
過
ぎ
る
が
、
初
唐
の
楷
書
碑
を
予
感
さ
せ
る
行
き
届
い
た
結
構
で
、
夫
人

姫
氏
墓
誌
と
同
様
に
風
趣
は
き
わ
め
て
清
爽
で
あ
る
。
そ
の
清
爽
の
効
果
を
齎

す
主
要
な
要
素
の
一
つ
に
、
横
画
の
収
筆
を
き
り
っ
と
結
ぶ
筆
押
え
の
形
状
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
元
公
墓
誌
・
夫
人
姫
氏
墓
誌
の
横
画
末
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
楷

書
の
筆
押
え
表
現
に
着
目
し
、
そ
の
表
現
が
筆
法
に
従
属
し
な
い
自
律
的
刻
法

に
よ
る
可
能
性
と
と
も
に
、
そ
の
表
現
が
筆
法
に
先
ん
ず
る
楷
書
石
刻
の
新
表

現
で
あ
る
可
能
性
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
上
、
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本
稿
で
は
元
公
墓
誌
の
み
を
対
象
と
し
、
夫
人
姫
氏
墓
誌
に
つ
い
て
は
別
稿
に

譲
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
の
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

継
続
「
北
朝
末
隋
代
墓
誌
中
に
混
在
す
る
自
律
的
刻
法
の
楷
書
新
表
現
に
関
す

る
基
礎
的
研
究
」（
課
題
番
号263701041

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

一　

元
公
墓
誌
中
に
混
在
す
る
諸
刻
法

　

稿
者
が
こ
れ
ま
で
北
魏
か
ら
初
唐
の
間
の
墓
誌
（
一
部
に
碑
も
含
む
）
に
つ

い
て
、
逐
一
具
体
的
に
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
、
一
定
の
規
模
を
有
す
る
碑
誌

の
鐫
刻
は
、
複
数
の
刻
者
に
よ
る
分
担
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
結

果
、
一
誌
中
に
種
々
の
書
風
が
複
雑
に
混
在
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る（
５
）。
そ
の

複
数
の
書
風
間
に
は
、
隔
絶
す
る
書
風
も
あ
れ
ば
、
同
派
と
思
し
い
類
似
書
風

も
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
は
一
様
で
は
な
い
。

　

元
公
墓
誌
の
鐫
刻
も
ま
た
例
外
で
な
く
、
複
数
の
刻
者
が
分
担
し
て
奏
刀
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
状
態
は
稿
者
が
検
出
し
た
元
公
墓
誌
中
に
認
め
ら
れ
る
、

そ
の
他
を
含
む
八
種
の
刻
法
を
対
照
し
た
図
一
（
一
箇
所
な
い
し
二
箇
所
か
ら
抽

出
し
て
構
成
し
た
）
に
自
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
混
在
す
る
刻
法
は
さ
ら
に
一
、

二
種
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
底
本
と
し
た
『
中
国
石
刻
大
観
精
粋
篇
19　

墓
誌
銘
集
（
二
）』（
北
京
市
文
物
商
店
所
蔵
、
同
朋
舎
出
版
）
の
ほ
か
に
も
、
書

跡
名
品
叢
刊
（
二
玄
社
）
本
、
中
国
法
書
選
本
（
二
玄
社
）
各
本
に
つ
い
て
分

図一　元公墓誌に混在する諸刻法
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析
を
試
み
た
が
、
な
お
確
信
を
待
て
な
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
そ

の
他
を
含
む
八
種
が
分
布
す
る
境
界
に
つ
い
て
も
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、

本
稿
で
は
慎
重
を
期
し
て
混
在
す
る
複
数
の
刻
法
の
分
布
図
を
提
示
し
な
い
こ

と
に
し
た
が
、
い
く
つ
か
補
足
す
る
と
、
図
一
に
掲
げ
た
そ
の
他
を
含
む
八
種

の
内
、
分
担
範
囲
が
広
い
の
は
Ⅳ
と
Ⅴ
で
あ
り
、
つ
い
で
Ⅵ
と
Ⅶ
で
あ
る
が
、

圧
倒
的
に
広
い
の
は
Ⅳ
Ⅴ
の
二
種
で
、
そ
の
奏
刀
者
が
元
氏
墓
誌
の
主
た
る
刻

者
で
あ
る
。
こ
の
四
種
中
、
分
布
域
を
明
確
に
し
う
る
の
は
、
他
の
三
者
と
の

違
い
が
比
較
的
顕
著
な
Ⅶ
だ
け
で
、
Ⅶ
が
分
担
し
た
範
囲
は
、
第
三
二
行
か
ら

第
三
四
行
の
第
二
〇
字
以
下
、
第
三
五
行
の
第
二
二
字
以
下
、
第
三
六
、
三
七

行
の
そ
れ
ぞ
れ
第
二
三
字
以
下
で
あ
る
。
Ⅳ
と
Ⅴ
は
、
熟
練
さ
で
は
Ⅳ
が
や
や

勝
り
、
刻
出
す
る
筆
画
が
Ⅴ
よ
り
も
遒
偉
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
横
画
の
収
筆

の
筆
押
え
を
Ⅳ
の
方
が
誇
張
す
る
率
が
や
や
高
い
と
い
う
程
度
で
、
両
者
に
格

段
の
差
は
な
い
（
図
二
参
照
）。
図
一
に
例
示
し
た
箇
所
で
は
、
一
見
し
て
Ⅵ

の
技
能
は
Ⅳ
Ⅴ
よ
り
も
劣
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
Ⅵ
の
「
低
」
の
よ
う
に
Ⅴ
と

の
差
が
や
や
不
明
瞭
に
な
る
要
素
も
あ
る
。
し
か
し
Ⅵ
は
Ⅶ
の
上
部
に
分
布
す

る
が
、
七
種
以
外
の
刻
法
が
介
在
す
る
可
能
性
も
含
め
て
分
布
状
態
は
複
雑
で

図
二　

主
た
る
刻
法
Ⅳ
と
Ⅴ
の
比
較
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あ
る
。
ま
た
元
氏
墓
誌
の
主
た
る
刻
法
で
あ
る
Ⅳ
Ⅴ
両
者
は
、
Ⅵ
Ⅶ
が
占
め
る

後
ろ
六
行
ほ
ど
を
除
い
て
、
Ⅴ
は
お
お
よ
そ
上
方
三
分
の
二
程
に
、
Ⅳ
は
お
お

よ
そ
そ
の
下
方
に
集
中
す
る
。
し
か
し
、
Ⅳ
Ⅴ
内
に
Ⅰ
～
Ⅲ
が
少
範
囲
に
そ
れ

ぞ
れ
混
在
し
、
八
種
以
外
の
刻
法
の
介
在
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
混
在
状
態

は
複
雑
で
あ
る
。
ち
な
み
に
図
一
に
掲
げ
た
箇
所
は
、
Ⅰ
は
第
一
行
第
四
～
七

字
と
第
八
行
第
六
字
、
Ⅱ
は
第
三
行
第
一
、
二
、
五
～
七
字
。
Ⅲ
は
第
四
行
第

七
～
九
字
と
第
五
行
第
七
、
八
字
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
は
一
八
、
二
四
、
二

六
～
三
一
行
の
そ
れ
ぞ
れ
上
辺
寄
り
に
集
中
す
る
。
な
お
図
一
の
そ
の
他
に
入

れ
た
類
は
、
奏
刀
も
ま
ま
な
ら
な
い
ほ
ど
の
極
め
て
拙
劣
な
数
人
の
刻
で
あ
り
、

一
部
だ
け
を
刻
し
た
残
り
の
字
画
を
手
錬
が
刻
し
補
っ
た
合
同
刻
で
あ
る
。

　

混
在
す
る
こ
れ
ら
刻
法
の
内
、
分
担
域
が
広
い
主
た
る
Ⅳ
と
Ⅴ
の
刻
法
を
、

同
字
で
比
較
し
た
の
が
図
二
で
あ
る
。
両
者
は
、
図
一
に
見
る
と
お
り
、
と
も

に
鐫
刻
技
術
が
優
れ
た
手
錬
で
あ
り
、
ま
た
図
二
に
見
る
と
お
り
そ
の
刻
法
も

近
似
し
、
両
者
の
別
を
瞬
時
に
見
極
め
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
図

二
の
と
く
に
「
年
・
司
・
不
・
辞
・
十
・
上
・
慎
・
僕
・
言
・
授
」
な
ど
か
ら

は
、
Ⅳ
が
Ⅴ
よ
り
も
遒
偉
の
趣
に
勝
り
、
や
や
温
潤
の
筆
画
を
刻
出
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
図
二
に
掲
げ
た
Ⅳ
Ⅴ
の
各
字
の
誌
面
に
お
け
る
位
置
は
図

三
の
と
お
り
で
、
先
述
し
た
と
お
り
、
Ⅳ
が
下
方
の
約
三
分
の
一
、
Ⅴ
が
上
方

の
約
三
分
の
二
に
分
布
す
る
。

　

さ
て
Ⅳ
・
Ⅴ
の
両
者
に
は
、
主
要
な
横
画
末
（
と
き
に
は
全
て
の
横
画
末
。
図

四
参
照
）
に
三
角
形
の
筆
押
え
（
収
筆
で
筆
鋒
を
突
き
戻
す
よ
う
に
挫
い
た
際
に

現
出
す
る
痕
跡
）
を
表
現
す
る
特
色
が
あ
る
。
三
過
折
を
も
っ
て
楷
書
筆
法
の

原
則
と
す
る
見
地
、
あ
る
い
は
唐
代
楷
書
を
念
頭
に
置
く
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

小
中
学
校
書
写
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
筆
写
の
楷
書
に
象
徴
的
で
あ
る
よ
う

に
、
主
要
横
画
の
収
筆
部
に
は
明
確
な
筆
押
え
が
あ
る
こ
と
が
常
識
で
あ
り
、

当
該
箇
所
が
三
角
形
に
現
れ
た
と
し
て
も
さ
し
た
る
違
和
感
を
抱
か
な
い
。

図三　図二所掲各字の誌中における位置
Ⅳ：■　　　　Ⅴ：◎　　　（上辺の数字は行数）
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し
か
し
管
見
で
は
、
唐
代
楷
書
の
先
河
と
も
い
う
べ
き
石
刻
の
楷
書
で
、
収

筆
の
筆
押
え
を
三
角
形
に
表
現
す
る
の
を
基
本
と
す
る
楷
書
表
現
は
、
実
は
元

氏
墓
誌
や
そ
の
夫
人
姫
氏
墓
誌
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、
ご
く
一
部
の
墓
誌
に
現
れ

る
だ
け
で
、
そ
れ
以
前
の
石
刻
の
多
く
は
、（
一
）
包
世
臣
の
説
く
「（
始
艮
）

終
乾
」、
す
な
わ
ち
収
筆
部
で
筆
鋒
が
右
斜
め
下
に
抜
け
る
、（
二
）
や
や
筆
鋒

を
開
い
た
直
後
に
右
斜
め
下
に
抜
け
る
、（
三
）
筆
鋒
を
開
い
て
紡
錘
形
に
近

い
肉
を
付
け
て
延
長
線
上
（
な
い
し
や
や
右
下
）
に
抜
け
る
、（
四
）
横
画
末
で

僅
か
に
上
方
に
張
り
出
す
よ
う
に
筆
鋒
を
操
っ
て
か
ら
右
下
に
抜
け
る
、（
五
）

筆
鋒
を
か
す
か
に
開
い
て
抜
け
る
、
な
ど
の
形
状
が
一
般
的
で
、
筆
鋒
を
突
き

戻
す
よ
う
に
挫
い
た
際
に
現
出
す
る
三
角
形
の
筆
押
え
は
、
偶
発
的
に
見
ら
れ

て
も
普
遍
的
に
刻
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
状
況
は
北
朝
か
ら
隋
代
の
碑

版
墓
誌
群
を
通
観
す
れ
ば
了
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
精
し
く
は
別
稿
に
譲

り
た
い
。

　

Ⅳ
Ⅴ
が
こ
の
三
角
形
の
筆
押
え
を
刻
出
す
る
頻
度
を
数
値
化
し
て
は
い
な
い

が
、
図
四
に
列
挙
し
た
よ
う
に
、
当
該
字
の
横
画
末
の
ほ
と
ん
ど
に
こ
の
三
角

形
の
筆
押
さ
え
を
刻
出
し
、
通
常
な
ら
ば
避
け
る
で
あ
ろ
う
「
儀
・
鐫
」
や

「
進
」
の
隹
な
ど
横
画
が
混
雑
す
る
箇
所
の
全
横
画
に
ま
で
、
筆
押
え
を
表
現

し
て
い
る
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
頻
度
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
三
角

形
の
筆
押
え
は
、
図
四
の
「
主
・
年
・
秊
（
年
）」
の
よ
う
に
、
ま
た
図
五
に

列
し
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
大
ぶ
り
に
作
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
図
五

の
「
仁
・
木
・
具
・
落
」
の
よ
う
に
、
自
然
な
運
筆
で
は
生
じ
な
い
形
状
を
呈

す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

二　

三
角
形
筆
押
え
形
状
刻
出
の
構
造

　

稿
者
が
北
朝
墓
誌
を
中
心
に
旧
稿
で
逐
一
指
摘
し
て
き
た
事
例
を
踏
ま
え
て

い
え
ば
、
鐫
刻
は
筆
跡
に
従
属
す
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
結
構
以
外
は
原
稿

図
四　

横
画
末
の
ほ
と
ん
ど
に
筆
押
え
を
附
し
た
例

図
五　

大
ぶ
り
の
筆
押
え
を
附
し
た
例
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の
筆
法
を
反
映
し
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
も
元
氏
墓
誌
の
場
合
は
、

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
及
び
末
六
行
下
半
を
占
め
る
Ⅶ
は
、
混
在
す
る
諸
刻
法
の
中
で
比
較
的

未
熟
で
分
担
域
も
少
な
い
刻
法
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
三
画
形
の
筆
押
え
が

認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
類
推
し
て
も
、
こ
の
三
画
形
の
筆
押
え
の
形
状

が
元
氏
墓
誌
の
原
稿
で
あ
る
（
書
丹
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
）
筆
跡
を
反
映
し
て
い

る
保
証
は
な
い（
６
）。

元
氏
墓
誌
中
の
三
画
形
の
筆
押
え
は
Ⅳ
Ⅴ
の
刻
法
の
主
要
横

画
に
ほ
ぼ
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
三
角
形
の
形
状
に
は
大
小

の
別
や
角
度
の
別
が
入
り
混
じ
っ
て
一
律
で
は
な
い
。
大
ぶ
り
の
三
角
形
の
筆

押
え
の
表
現
が
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
の
か
を
、
比
較
的
自
然
に
見
え
る

（
通
常
の
用
筆
で
具
現
さ
れ
う
る
）
筆
押
え
の
表
現
と
、
同
字
で
比
較
し
た
の
が

図
五
で
あ
る
。
Ａ
列
に
は
自
然
に
見
え
る
筆
押
え
を
、
Ｂ
列
に
は
不
自
然
に
大

ぶ
り
な
筆
押
え
を
列
挙
し
た
。
Ｂ
列
の
筆
押
え
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
い
ず

れ
も
通
常
の
自
然
な
用
筆
で
は
出
現
せ
ず
、
故
意
に
何
が
し
か
の
運
動
を
加
え

な
け
れ
ば
出
現
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中
で
も
「
太
・
乗
・
士
・
高
・

年
」
の
諸
字
に
い
た
っ
て
は
、
も
は
や
筆
跡
の
域
を
越
え
て
い
る
。
筆
跡
に
忠

実
に
刻
す
る
奏
刀
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
筆
押
え
が
出
現
す
る
理
由
が
な
い
。

し
か
も
、
Ｂ
列
の
各
字
は
元
氏
墓
誌
中
に
混
在
す
る
諸
刻
法
の
う
ち
の
手
練
の

Ⅳ
な
い
し
Ⅴ
の
奏
刀
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
列
中
の
一
部
に
意
に
反
し
て

図
六　

自
然
な
運
筆
を
思
わ
せ
る
筆
押
え
（
A
）
と
不
自
然
に
大
ぶ
り
な
筆
押
え
（
B
）
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大
ぶ
り
に
過
ぎ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
Ｂ
列
同
等
の
三
角
形
の

筆
押
え
の
多
く
が
ミ
ス
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
す
な
わ
ち
、
元
氏
墓
誌
中
の

手
練
で
あ
る
Ⅳ
あ
る
い
は
Ⅴ
の
分
担
域
に
限
っ
て
多
出
す
る
三
角
形
の
筆
押
え

は
、
当
該
刻
者
が
筆
跡
に
従
属
せ
ず
、
自
律
的
に
楷
書
の
収
筆
を
刻
出
し
た
結

果
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
三
角
形
の
筆
押
え
が
筆
跡
に
拠
ら
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
筆
押

図
七　

三
角
形
の
筆
押
え
の
構
造
（
当
該
字
と
そ
の
部
分
）
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え
は
何
を
も
っ
て
刻
出
さ
れ
る
の
か
。
三
角
形
の
筆
押
え
を
逐
一
観
察
し
て
い

く
と
、
こ
の
形
状
を
表
現
す
る
刻
法
の
構
造
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
図
示
し
た
の
が
図
七
で
あ
る
。
図
は
左
に
三
角
形
の
筆
押

え
が
見
え
る
当
該
字
を
、
そ
の
右
に
当
該
字
中
の
三
角
形
の
筆
押
え
箇
所
を
拡

大
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
当
該
部
は
、
そ
の
奏
刀
の
痕
跡
か
ら

便
宜
的
に
Ｘ
Ｙ
Ｚ
に
大
別
し
て
説
明
で
き
る
。

　

Ｘ
：
筆
押
え
直
前
の
横
画
末
端
の
上
辺
に
緩
や
か
に
湾
曲
し
た
窪
み
が
認
め

ら
れ
る
。
上
辺
の
こ
の
窪
み
の
延
長
線
を
思
い
描
い
て
い
く
と
、
右
下
に
向
か

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
斜
め
下
に
抜
け
る
収
筆
の
先
端
に
、
刀
を
入
れ
て

筆
押
え
を
刻
出
し
て
い
る
よ
う
に
観
察
で
き
る
。（
右
斜
め
下
に
抜
け
る
収
筆
は
、

図
七
で
は
Ⅹ
「
士
」
の
下
の
横
画
、
Ｙ
「
建
」
の
下
二
本
の
横
画
に
見
ら
れ
る
。）

　

Ｙ
：
筆
押
え
直
前
の
横
画
末
の
上
辺
に
下
向
き
の
緩
や
か
な
湾
曲
が
あ
り
、

下
辺
に
も
や
や
上
に
向
か
う
緩
や
か
な
湾
曲
が
あ
る
。
こ
の
上
下
両
辺
の
延
長

線
を
思
い
描
い
て
い
く
と
、
や
や
ふ
く
ら
み
を
も
っ
た
横
画
が
し
だ
い
に
抜
け

て
い
く
形
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
収
筆
の
先
端
に
、
刀
を
入
れ
て
筆
押
え

を
刻
出
し
て
い
る
よ
う
に
観
察
で
き
る
。（
ふ
く
ら
み
を
も
っ
た
後
に
抜
け
る
収

筆
は
、
図
二
Ⅴ
「
挙
」
の
下
か
ら
二
本
目
の
横
画
や
図
八
「
斎
」
の
最
下
の
横
画
に

見
ら
れ
る
。）

　

Ｚ
：
Ｘ
や
Ｙ
の
よ
う
に
上
辺
あ
る
い
は
下
辺
に
筆
鋒
が
閉
じ
て
い
く
緩
や
か

な
湾
曲
が
な
い
か
僅
か
で
あ
り
、
Ｘ
や
Ｙ
の
よ
う
に
は
収
筆
の
形
状
を
思
い
描

け
な
い
。
し
か
し
Ｘ
Ｙ
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
右
下
に
抜
け
る
収
筆
あ

る
い
は
ふ
く
ら
み
を
も
っ
た
後
に
抜
け
る
収
筆
部
の
先
端
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
、

刀
を
入
れ
て
筆
押
え
を
刻
出
し
て
い
る
よ
う
に
観
察
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
た
と
え
ば
Ｘ
「
極
・
古
・
大
・
遠
・
丞
」、
Ｙ
「
未
・
清
・
辛
」

な
ど
の
収
筆
の
形
状
は
、
収
筆
の
運
動
と
筆
押
え
と
に
一
体
感
が
な
く
、
用
筆

で
形
成
さ
れ
る
筆
押
え
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
三
角
形
の
筆
押
え
の
形
状
は
、
原
稿
で
あ
る
筆
跡
に
関
係
な
く
、

観
念
的
に
刻
出
し
た
結
果
と
見
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
原
稿
で
あ
る
筆
跡
に

図
八　

右
下
に
抜
く
収
筆
を
併
用
し
た
例
と
そ
の
部
分
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図九　初唐四碑に併用される楷書収筆の両種の鐫刻表現
　　左：右下に抜ける収筆　右：筆押えのある収筆
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従
属
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
用
筆
の
理
に
沿
う
こ
と
か
ら
も
逸
脱
し
、

習
い
覚
え
た
手
法
で
奏
刀
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
不
自
然
に
誇
張
さ
れ

た
三
角
形
の
筆
押
え
を
刻
出
す
る
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

図
八
は
、
Ⅳ
Ⅴ
の
分
担
域
か
ら
三
角
形
の
筆
押
え
を
作
る
横
画
と
、
そ
の
筆

押
え
を
作
ら
な
い
横
画
と
が
共
存
す
る
字
を
列
し
、
そ
の
右
に
は
三
角
形
の
筆

押
え
を
作
ら
な
い
当
該
の
横
画
末
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、

三
角
形
の
筆
押
え
の
収
筆
と
と
も
に
、
Ｘ
で
述
べ
た
右
下
に
抜
け
た
収
筆
、
あ

る
い
は
Y
で
述
べ
た
ふ
く
ら
み
を
も
っ
た
後
に
抜
け
た
収
筆
な
ど
が
、
明
瞭
に

刻
し
出
さ
れ
て
お
り
、
右
に
Ｘ
Ｙ
Ｚ
に
三
分
し
て
説
い
た
三
角
形
の
筆
押
え
の

構
造
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
。

　

お
わ
り
に

　

現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、
周
知
の
と
お
り
、
筆
法
を
突
き
戻
す
よ
う
に
挫
く
収

筆
を
第
三
ア
ク
セ
ン
ト
と
す
る
三
過
折
が
備
わ
っ
て
い
る
の
を
、
楷
書
要
件
と

認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
こ
の
観
点
で
北
朝
か
ら
隋
の
石
刻
を
通
観

す
る
と
、
元
氏
墓
誌
の
こ
ろ
ま
で
の
石
刻
楷
書
の
収
筆
表
現
は
、
一
般
に
右
下

か
延
長
線
上
に
抜
け
る
形
状
が
常
で
、
筆
押
え
を
備
え
る
こ
と
を
も
っ
て
収
筆

の
基
本
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
石
刻
楷
書
様
式
の
書
法
史
の
中
に
元
氏

墓
誌
を
置
い
て
み
る
と
、
元
氏
墓
誌
（
の
主
た
る
Ⅳ
Ⅴ
）
が
顕
著
に
ま
た
普
遍

的
に
表
現
す
る
三
角
形
の
筆
押
え
は
、
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

は
こ
の
こ
と
に
留
意
し
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
見
て
き
た
と
お
り
、
元
氏
墓
誌
の
主
た
る
刻
法
で
あ
る
Ⅳ
Ⅴ
に
は
、

大
ぶ
り
の
筆
押
え
が
多
数
あ
り
、
そ
の
当
該
部
を
精
査
し
て
い
く
と
、
用
筆
上
、

収
筆
と
は
連
動
な
い
不
自
然
な
形
状
が
認
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら

三
角
形
の
筆
押
え
は
観
念
的
に
奏
刀
し
て
刻
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
に
違
和
感
を
唱
え
ず
名
品
と
し
て
位
置
づ

け
て
き
た
の
は
、
筆
鋒
を
突
き
戻
し
た
際
に
で
き
る
筆
押
え
を
表
現
し
た
元
氏

墓
誌
の
三
角
形
が
、
三
過
折
を
楷
書
要
件
と
す
る
楷
書
書
法
の
表
象
に
一
致
し

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

管
見
の
限
り
で
は
、
初
唐
に
な
る
と
、
控
え
め
な
筆
押
え
表
現
が
碑
版
に
一

般
化
す
る
が
、
専
用
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
、
右
下
に
抜
け
る
収
筆
な
ど
と

の
併
用
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
様
相
の
一
端
は
図
九
に

明
ら
か
で
あ
る
。
図
九
は
「
昭
仁
寺
碑
」（
六
三
〇
）、「
皇
甫
誕
碑
」（
六
三
七

頃
）、「
孔
穎
達
碑
」（
六
四
八
）、「
李
靖
碑
」（
六
五
八
）
四
碑
を
例
に
、
各
碑

中
に
併
用
さ
れ
る
二
種
の
収
筆
を
対
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

筆
押
え
の
収
筆
を
基
本
と
し
て
多
用
あ
る
い
は
専
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

精
査
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
唐
の
名
碑
で
い
え
ば
、
欧
陽
通
「
道
因
法
師

碑
」（
六
六
三
）
あ
た
り
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
元
氏
墓
誌
中
の
主
要
刻
法
に
横
画
の
収
筆
に
顕
著
に
ま
た
普
遍

的
に
三
角
形
の
筆
押
え
を
刻
出
す
る
現
象
が
、
隋
代
書
法
史
に
お
い
て
極
め
て
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ま
れ
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
筆
押
え
の
根
拠
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
こ
の
三
角
形
に
類
型
化
し
、
あ
る
い
は
大
ぶ
り
に
誇
張
さ
れ
る

筆
押
え
に
は
、
収
筆
に
至
た
る
運
筆
と
ま
っ
た
く
連
動
し
な
い
も
の
が
少
な
か

ら
ず
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
角
形
の
筆
押
え
の
形
は
、
筆
跡
を
反

映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
筆
跡
に
従
属
し
な
い
自
律
的

刻
法
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
、
極
度
に
誇
張
さ
れ
る
三
角
形
は
、
石
刻
楷
書
を

表
現
し
よ
う
と
観
念
的
に
奏
刀
し
て
き
た
結
果
が
顕
在
化
し
た
も
の
と
見
る
の

が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
筆
押
え
を
明
確
に
普
遍
的
に
刻
出
す
る
の
は
、

初
唐
に
い
た
っ
て
な
お
右
下
に
抜
け
る
収
筆
表
現
な
ど
と
共
存
す
る
程
度
で
あ

っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
元
氏
墓
誌
（
お
よ
び
夫
人
姫
氏
墓
誌
）
に
普

遍
的
に
ま
た
顕
著
に
表
現
さ
れ
る
三
角
形
の
筆
押
え
表
現
は
、
い
わ
ば
後
世
の

石
刻
楷
書
表
現
を
先
取
り
し
た
刻
法
で
あ
り
、
筆
跡
に
従
属
せ
ず
自
律
的
に
刻

者
が
刻
出
し
た
楷
書
の
新
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 （
二〇一五・

一〇・

一）
　

注
１　

墓
主
は
北
魏
昭
成
帝
の
後
裔
で
、
諱
は
亶
。
た
だ
し
墓
誌
に
は
「
元
□
、
字

は
□
智
」
と
刻
し
て
二
字
を
空
格
（
未
刻
）
に
す
る
。

２　

包
世
臣
『
芸
舟
双
楫
』
巻
六
「
題
隋
誌
拓
本
」
に
「（
両
誌
）
字
画
雋
密
、

詞
理
高
華
、
玩
其
筆
勢
、
断
為
率
更
無
疑
也
。」

３　

趙
万
里
『
魏
晋
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
巻
三
元
智
墓
誌
、
及
び
方
若
『
校
碑
随

筆
』
元
公
夫
人
姬
氏
誌
に
「
徳
清
兪
樾
以
為
率
更
所
従
出
。」

４　

欧
陽
輔
『
集
古
求
真
』
巻
一
「
元
公
夫
人
姫
氏
墓
誌
」
に
「
陸
耀
遹
且
以
為

欧
虞
所
従
出
。」
と
い
う
。

５　

古
く
は
「
北
魏
墓
誌
の
鐫
刻
に
つ
い
て
」（『
大
東
書
道
研
究
』
第
七
号　

一九九

九）
ほ
か
。
最
近
で
は
、「
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
─
寧
贙
碑
・
孟
法
師
碑
の

場
合
─
」（
淑
徳
大
学
書
学
文
化
セ
ン
タ
ー
『
書
学
文
化
』
第
一
五
号
、
二〇一四）「
石

刻
に
お
け
る
刻
派
の
形
影
、
及
び
書
法
に
先
行
す
る
刻
法
の
可
能
性
─
北
朝
墓

誌
中
の
伝
播
す
る
特
定
刻
法
に
即
し
て
─
」（『
大
東
文
化
大
学
創
立
90
周
年
・
中

国
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
創
立
60
周
年
記
念
共
同
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
文

集
』
二〇一五）、「
欧
陽
通
「
泉
男
生
墓
誌
」
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
─
筆
法
に
先

行
す
る
刻
法
（
刻
法
に
よ
る
新
表
現
）
の
可
能
性
─
」（『
大
東
書
道
研
究
』
第
二

二
号
、
二〇一五）、「
道
因
法
師
碑
に
お
け
る
刻
法
の
混
在
と
混
在
状
態
が
提
起
す

る
新
た
な
論
点
」（『
書
論
』
第
四
一
号
、
二〇一五）
な
ど
。

６　

ま
た
、
た
と
え
ば
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
の
各
「
穴
宀
」
冠
を
比
較
し
た
左
図
の
と
お
り
、
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冠
の
第
三
筆
の
起
筆
書
法
（
起
筆
に
い
た
る
ま
で
の
筆
路
）
が
Ⅳ
で
は
他
者
よ
り

も
近
く
回
っ
て
落
筆
し
、
Ⅶ
は
他
者
よ
り
も
遠
く
回
っ
て
落
筆
す
る
な
ど
の
相

違
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
Ⅴ
Ⅵ
の
両
者
は
互
い
に
近
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
を
も
っ
て
Ⅴ
Ⅵ
が
筆
跡
に
も
っ
と
も
忠
実
な
奏
刀
で
あ
る
保
証
は
な

い
。




