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呉
讓
之
と
呉
昌
碩
の
風
を
折
衷
し
た
白
文
多
字
印
が
今
作
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

細
密
な
構
成
と
な
る
た
め
、
よ
り
繊
細
な
刀
技
と
字
形
の
処
理
が
必
要
で
あ
る
。

小
字
数
と
は
違
っ
た
視
点
も
必
要
と
な
る
。

　

多
字
印
の
章
法
に
つ
い
て
、
黄
士
陵
が
、
自
刻
印
の
印
款
に
「
多
字
印
は
排

列
易
か
ら
ず
。
停
匀
（
均
）
な
れ
ば
便
ち
板
滞
を
嫌
い
、
疎
密
な
れ
ば
側
ち
安

閑
に
見
ゆ
。」
と
述
べ
て
い
る
。
均
等
に
揃
え
て
並
べ
る
だ
け
で
は
堅
苦
し
い
、

疎
密
の
配
置
に
意
を
用
い
れ
ば
ゆ
っ
た
り
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

筆
画
の
繁
簡
に
応
じ
て
各
文
字
の
占
め
る
領
域
を
変
え
、
あ
る
い
は
恣
意
的

に
位
置
の
疎
密
を
調
整
し
、
且
つ
、
線
に
必
ず
強
弱
を
つ
け
て
単
調
を
避
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
字
形
個
々
の
み
な
ら
ず
、
文
字
群
と
し
て
の
調
和

と
字
間
行
間
の
按
配
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
本
作
で
效
法
し
た
呉
讓
之
と
呉
昌
碩
の
優
品
を
挙
げ
、
白
文
多
字

印
の
章
法
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
図
①
～
④
は
呉
讓
之
六
十
代
の
作
、
図

⑤
～
⑧
は
呉
昌
碩
五
十
代
の
も
の
で
、
筆
者
の
最
も
好
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

讓
翁
は
、
自
ら
「
讓
頭
舒
足
（
頭
を
す
ぼ
め
た
り
足
を
延
ば
し
た
り
）
を
多

事
と
な
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
字
配
置
の
互
讓
と
字
間
の
穿
挿
を
重
ん
じ
た
。

そ
の
た
め
印
面
の
各
字
が
有
機
的
に
相
呼
応
す
る
。
翁
の
獨
創
的
な
章
法
で
、

朱
文
印
に
そ
の
特
徴
が
顯
著
で
あ
る
。

　

一
方
、
白
文
は
漢
印
の
章
法
で
表
し
た
た
め
各
字
の
動
き
が
制
約
さ
れ
る
。

し
か
し
、
字
形
は
書
法
に
従
っ
た
圓
轉
流
暢
な
も
の
で
、
全
て
の
筆
画
に
展
勢

を
求
め
、
窮
屈
な
ら
ば
動
き
を
圧
縮
し
て
調
整
す
る
。
字
間
の
互
讓
と
疎
密
の

配
分
が
巧
み
で
あ
る
。
論
者
の
多
く
が
翁
の
朱
文
を
評
価
す
る
が
、
白
文
多
字

印
の
章
法
こ
そ
、
伸
縮
自
在
「
讓
頭
舒
足
」
の
能
事
を
盡
し
た
、
翁
獨
到
の
も

の
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
讓
翁
法
を
得
た
の
が
呉
昌
碩
で
あ
る
。

　

讓
翁
は
印
面
を
舐
め
る
よ
う
に
刀
を
浅
く
入
れ
、
篆
勢
に
合
わ
せ
て
自
在
に

操
っ
た
。
し
か
も
補
刀
の
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
豊
潤
で
姿
や

か
な
タ
ッ
チ
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
補
刀
を
必
要
と
し
な
い
練
達
の
技
術

は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
衝
刀
で
一
気
に
運
び
、
転
折
や
接
合
部
で
は
巧
み
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に
切
刀
を
交
え
、
行
雲
流
水
の
如
く
滞
り
が
な
い
。

　

翁
は
ま
た
、「
六
十
年
の
刻
印
、
萬
を
以
っ
て
計
る
」、「
年
力
久
し
く
手
指

皆
實
な
り
」
と
い
い
、
長
年
の
修
練
に
よ
っ
て
手
が
覚
え
、
技
法
に
習
熟
し
た

こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
高
度
の
技
術
を
理
想
と
し
て
、「
刻
印
は
老
實
を
以
っ

て
正
と
為
す
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

　

図
①
は
翁
の
刻
印
中
最
も
長
文
の
も
の
。
運
刀
の
み
な
ら
ず
結
構
も
意
が
至

り
、
二
十
一
文
字
す
べ
て
が
謹
厳
で
あ
り
破
綻
は
み
ら
れ
な
い
。
各
文
字
が
そ

の
占
め
る
地
を
讓
り
合
い
、
四
行
の
文
字
群
が
見
事
に
呼
応
し
て
い
る
。
ま
さ

に
「
老
實
」
の
姿
で
あ
る
。

　

図
②
は
更
に
文
字
が
圧
縮
さ
れ
て
い
る
が
、
①
同
様
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
滋

味
溢
れ
る
作
で
あ
る
。
筆
圧
の
強
弱
豊
か
で
、
消
え
入
る
よ
う
な
細
線
に
も
筆

意
が
至
り
実
に
流
麗
で
あ
る
。
前
述
の
浅
行
の
運
刀
が
良
く
分
か
る
。
線
の
太

さ
も
、
均
一
に
な
り
過
ぎ
る
と
表
情
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
緊
密
で
あ
り
な
が
ら
窮
し
て
い
な
い
の
は
、
線
の
強
弱
だ
け
で
は
な

く
、
字
間
行
間
に
適
度
な
空
間
を
配
し
て
い
る
た
め
で
、
空
き
す
ぎ
れ
ば
力
の

均
衡
を
失
な
い
、
詰
め
す
ぎ
れ
ば
息
苦
し
く
な
り
、
た
ち
ま
ち
凡
庸
な
作
と
な

る
。

　

そ
の
空
間
も
均
等
に
過
ぎ
れ
ば
単
調
と
な
る
た
め
、
上
下
左
右
の
字
形
の
脈

絡
に
応
じ
て
変
化
が
必
要
で
あ
る
。
繁
画
の
「
懷
」、
右
旁
が
詰
ま
る
ぶ
ん
、

左
偏
の
上
下
を
そ
っ
と
離
す
。
二
つ
の
「
字
」、
子
の
足
を
小
さ
く
曲
げ
て
下

図
①

図
②

図
③

図
④

呉
譲
之
刻

海
陵
陳
寶
晉

甫
氏
鑒
蔵

經
籍
金
石
文
字

書
畫
之
印
章

呉
懐
祖
字
慰
之

亦
字
蓮
生
行
大

呉
攘
之
所
橅

秦
漢
六
朝
字

攘
之
手
摹

漢
魏
六
朝
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の
字
と
の
距
離
を
つ
め
、
屋
根
の
縦
画
を
抑
え
て
間
を
確
保
。「
生
」、
中
央
の

縦
画
を
す
ぼ
め
て
間
を
作
り
、
辵
の
足
を
ゆ
っ
た
り
さ
せ
る
。「
行
」、「
生
」

と
の
横
画
が
重
な
る
苦
し
さ
を
、「
行
」
の
左
右
の
脚
を
略
し
た
間
で
助
け
て

い
る
。
行
間
も
、
隣
ど
う
し
文
字
の
位
置
を
ズ
ラ
し
な
が
ら
、
引
き
つ
け
た
り

そ
っ
と
離
し
た
り
、
巧
み
に
響
き
合
っ
て
い
る
。
多
字
印
は
字
形
処
理
の
緻
密

さ
ば
か
り
に
目
が
い
く
が
、
実
は
空
間
の
照
応
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空

き
で
魅
せ
る
の
で
あ
る
。

　

図
③
は
よ
り
間
を
取
っ
て
涼
や
か
な
表
情
で
あ
る
。「
呉
」「
所
」「
秦
」「
六
」

の
動
き
の
省
略
、
横
に
伸
び
や
か
な
「
朝
」
の
表
情
、「
之
」
の
躍
動
と
変
化
、

「
橅
」「
漢
」
の
筆
画
の
簡
略
、「
字
」
の
穏
と
、
左
偏
を
縮
め
た
「
攘
」
の
安

閑
。
意
の
至
ら
な
い
所
は
な
い
。
図
④
は
ふ
く
よ
か
な
線
で
よ
り
温
和
な
表
情

を
み
せ
て
い
る
。「
魏
」
や
「
摹
」
の
屮
形
な
ど
、
刃
先
で
軽
妙
に
さ
ば
い
て

い
る
。

　

図
①
～
④
に
含
む
疎
画
の
「
之
」
は
み
な
圧
縮
処
理
さ
れ
て
い
る
が
、
線
の

角
度
と
動
き
、
転
折
の
呼
吸
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
表
情
を
作
っ
て
い
る
。
限

ら
れ
た
条
件
下
で
も
常
に
変
化
を
盡
く
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

呉
昌
碩
は
三
十
代
か
ら
讓
之
を
学
ん
で
い
る
。
図
⑤
の
款
に
「
呉
家
の
讓
翁

に
擬
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
類
の
多
字
印
に
関
し
て
は
五
十
三
～
五
十
五

歳
頃
に
集
中
し
て
お
り
、
既
に
獨
自
の
風
格
で
あ
る
。
丁
度
こ
の
頃
リ
ュ
ウ
マ

図
⑤

図
⑥

図
⑦

呉
昌
碩
刻

安
得
百
家
金

石
聚
鴻
編

烜
赫
中
興
年

如
皐
冐
大
所

見
金
石
書

畫
圖
記

陶
文
沖

五
十
以
後

書

図
⑧

貴
池
文

獻
世
家
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チ
を
患
い
、
制
作
に
難
が
あ
っ
た
こ
と
が
印
跋
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
同
時
に

目
疾
の
記
事
が
み
ら
れ
る
の
も
こ
の
頃
で
、
老
眼
に
よ
る
視
力
の
衰
え
も
感
じ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
降
、
繊
細
な
多
字
印
は
追
々
見
ら
れ
な
く
な
る
。

　

図
⑤
は
、
か
つ
て
先
師
小
林
斗
盦
先
生
が
、「
常
に
こ
れ
を
目
標
と
し
て
い

る
」
と
い
わ
れ
て
い
た
優
品
で
、
程
よ
く
力
が
抜
け
た
率
意
の
作
で
清
々
し
い
。

例
え
ば
一
行
目
、「
安
」
の
脚
の
動
き
を
省
略
し
て
繁
画
の
得
の
字
形
を
生
か

し
、「
得
」
と
「
百
」
の
横
画
を
細
く
連
ね
て
窮
屈
を
避
け
る
。「
家
」
の
斜
画

は
真
横
に
放
り
出
し
て
字
形
を
圧
縮
、「
金
」
の
上
部
は
そ
れ
に
呼
応
し
て
角

度
を
ひ
ろ
げ
、
字
中
の
三
点
に
動
き
を
つ
け
て
左
右
対
称
に
変
化
を
持
た
せ
る
。

二
行
目
の
「
鴻
・
編
」
の
鳥
と
糸
を
あ
え
て
軽
く
し
て
風
を
通
す
。
火
形
や
手

形
な
ど
圓
轉
す
る
筆
画
の
多
い
三
行
目
は
、
動
き
を
最
小
限
に
抑
え
て
、
横
線

構
成
が
強
い
前
二
行
に
合
わ
せ
て
い
る
。

　

各
行
と
も
、
字
高
と
位
置
が
字
形
に
合
わ
せ
て
巧
み
に
調
整
さ
れ
、
文
字
群

と
し
て
安
定
し
た
表
情
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
同
質
の
字
形
が
横
並
び
に

な
ら
ぬ
よ
う
、
三
行
相
互
の
呼
応
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
印
文
全
体
を
吊

り
上
げ
て
下
邊
を
わ
ず
か
に
広
く
と
っ
て
い
る
が
、
朱
白
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に

よ
っ
て
重
厚
感
を
演
出
す
る
、
缶
翁
の
白
文
印
常
習
の
処
理
法
で
あ
る
。

　

図
⑥
は
よ
り
直
線
的
な
仕
上
が
り
で
、
強
弱
の
あ
る
簡
古
な
横
画
が
響
き
合

っ
て
い
る
。
転
折
は
前
作
よ
り
ひ
と
当
た
り
強
く
、
縦
画
を
一
息
細
く
切
り
下

し
て
全
体
を
引
き
締
め
て
い
る
。
所
々
右
下
が
り
に
な
っ
て
字
形
は
拙
で
あ
る

が
、
全
体
が
相
呼
応
し
て
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
な
い
。

　

構
成
の
不
揃
い
、
筆
圧
線
質
の
軽
重
、
疎
密
の
変
化
、
筆
画
の
連
ね
方
に
よ

る
呼
応
な
ど
、
巧
妙
に
調
整
し
た
た
め
に
変
化
に
富
ん
だ
表
情
と
な
っ
て
い
る
。

多
字
印
に
限
ら
ず
、
翁
の
刻
印
の
特
質
で
あ
る
。
翁
の
印
面
布
字
は
当
た
り
を

つ
け
る
程
度
の
ご
く
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
性
格
か
ら
し
て
、
周

到
な
設
計
の
も
と
に
刀
を
下
し
た
の
で
は
な
く
、
ほ
り
な
が
ら
調
整
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
天
賦
の
才
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

図
⑦
の
布
置
は
さ
ら
に
疎
密
の
変
化
を
つ
け
て
い
る
。「
沖
」
の
右
旁
の
上

下
、「
十
」、「
後
」
の
下
部
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
が
呼
応
し
て
美
し
い
。「
陶
」

は
左
偏
を
略
し
て
圧
縮
し
、
右
旁
を
拡
げ
て
表
情
を
作
り
、
終
筆
を
二
字
目
に

触
れ
さ
せ
る
か
わ
り
に
左
偏
を
吊
り
上
げ
下
部
に
空
間
を
確
保
。「
文
」
を
極

端
に
潰
し
て
「
沖
」
を
伸
び
や
か
に
。
疎
画
の
三
字
が
続
く
中
央
部
、「
以
後
」

の
字
間
を
一
息
詰
め
て
一
体
化
さ
せ
る
。
万
が
一
こ
こ
を
相
応
に
離
せ
ば
充
実

が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。「
書
」
は
縦
画
を
細
く
長
く
切
り
下
げ
、
緊
張
感
を

高
め
な
が
ら
三
行
目
を
独
占
し
て
い
る
。
讓
翁
に
は
な
い
大
胆
な
構
成
で
あ
る
。

　

図
⑧
は
多
字
印
の
範
疇
外
か
も
し
れ
ぬ
が
、
布
置
の
妙
を
極
め
て
い
る
。
六

字
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
っ
て
渾
然
一
体
の
表
情
を
作
り
出
し
て
い
る
。

「
文
」
は
斜
画
を
効
か
せ
、
中
央
に
一
点
を
加
え
て
ア
ク
セ
ン
ト
と
す
る
。
金

文
の
形
で
あ
る
が
、
巧
み
に
渾
融
さ
せ
て
い
る
。

　

讓
翁
は
薄
刃
の
利
刀
を
用
い
た
と
い
う
。
横
画
は
起
収
筆
を
細
く
中
間
を
や
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や
太
く
、
細
め
の
縦
画
は
弾
力
性
豊
か
で
あ
る
。
転
折
は
お
っ
と
り
柔
ら
か
く
、

時
に
ゆ
っ
た
り
弧
線
を
用
い
る
。
字
勢
は
多
く
向
勢
気
味
に
。
し
た
が
っ
て
そ

の
表
情
は
清
秀
温
雅
で
あ
る
。

　

缶
翁
は
転
折
強
く
、
飄
々
た
る
横
画
を
鋭
い
縦
画
で
引
き
締
め
る
。
自
ら

「
刀
は
拙
に
し
て
鋒
は
鋭
く
、
貌
は
古
に
し
て
神
は
虚
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、

鈍
刀
（
切
れ
な
い
刀
）
を
驅
っ
て
硬
入
し
、
遒
勁
な
刀
意
を
求
め
た
。
そ
の
表

情
は
蒼
勁
高
古
な
も
の
で
あ
る
。

　

讓
翁
は
拙
を
厭
い
て
巧
を
願
い
、
缶
翁
は
巧
を
拙
に
蔵
す
の
で
あ
る
。

　　

拙
作
の
詮
索
は
こ
の
際
不
問
と
し
、
二
家
の
業
績
に
敬
慕
の
念
を
捧
げ
た
い
。

讓
之
の
安
祥
と
缶
廬
の
精
悍
、
両
者
の
間
を
常
に
標
榜
す
る
も
未
だ
意
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
恨
む
べ
き
な
り
愧
ず
べ
き
な
り
。

・
印
文　
　
　
　

冷
硯
欲
書
先
自
凍
孤
鐙
何
事
獨
成
華
（
蘇
軾
）

・
側
款　
　
　
　

 

缶
廬
學
讓
翁
為
多
。
刀
拙
而
鋒
鋭
、
特
加
蒼
勁
耳
。
茲
儗
其

遺
意
。
未
能
得
超
怱
氣
。
可
恨
可
愧
也
。
壬
寅
寒
露
滔
天
。

・
印
影
寸
法　
　

縦
3.6
㎝
×
横
3.6
㎝

・
印
材　
　
　
　

ラ
オ
ス
産
凍
石　

獅
子
紐

・
印
泥　
　
　
　

石
泉
式
熊
珍
品
印
泥 　
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【
印
影
】
3.6
×
3.6
㎝


