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は
じ
め
に

　

六
朝
の
書
論
）
1
（

文
献
は
、
唐
・
宋
に
成
立
し
た
書
論
を
集
成
し
た
文
献
に
よ
っ

て
今
日
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
就
中
、
北
宋
の
陳
思
の
『
書
苑
菁
華
』
と
朱
長

文
に
よ
る
『
墨
池
編
』
は
、
篇
次
を
設
け
て
各
書
論
文
献
を
分
類
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、『
書
苑
菁
華
』
で
は
「
書
表
」
と
い
う
分
類
を
設
け
て
お
り
、
そ

こ
に
は
虞
龢
「
論
書
表
）
2
（

」
と
江
式
「
論
書
表
」
を
お
さ
め
る
）
3
（

。
た
だ
、
こ
の
篇

次
は
、
宋
人
の
分
類
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
が
書
論
資
料
と
し
て
集
成

さ
れ
て
以
降
、
本
来
的
に
有
し
て
い
た
意
味
が
変
容
さ
れ
、「
書
を
論
じ
た
文
」

と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）
4
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
を

お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
が
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
に
す
る
。

　

で
は
な
ぜ
そ
う
し
た
書
論
文
献
の
う
ち
、
本
稿
で
は
「
表
」
を
対
象
に
分
析

を
行
う
か
。
そ
れ
は
他
の
書
論
文
献
と
は
異
な
り
、「
表
」
が
政
治
的
な
文
で

あ
る
た
め
で
あ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
、
文
献
の
性
格
が
公
的
で
あ
る
こ
と
が

明
白
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
政
治
的
な
場
面
に
お
い
て
「
書
」
を
論
ず
る
。
こ

の
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
、
な
ぜ
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す

る
こ
と
に
、
書
論
が
書
論
と
な
る
以
前
に
本
来
有
し
て
い
た
文
献
の
性
格
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
六
朝
に
お
け
る
「
書
を
論
ず
る
」
こ

と
の
意
味
の
一
端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
扱
う
虞
龢
「
論
書
表
」
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

早
く
は
谷
口
鉄
雄
に
よ
っ
て
虞
龢
「
論
書
表
」
を
中
心
に
品
第
論
の
成
立
に
つ

い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
た
）
5
（

。
ま
た
近
年
大
陸
で
は
、
虞
龢
「
論
書
表
」
を
中
心

と
し
た
総
合
的
な
研
究
書
が
出
版
さ
れ
た
）
6
（

。
そ
の
研
究
が
堆
く
あ
る
理
由
は
、

虞
龢
の
論
が
後
世
の
書
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
後
述

す
る
が
例
え
ば
、「
論
書
表
」
の
冒
頭
に
見
ら
れ
る
議
論
は
、庾
肩
吾
の
「
書
品
」

に
み
ら
れ
る
品
等
論
や
、
孫
過
庭
「
書
譜
」
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
虞
龢
「
論
書
表
」
が
後
の
書
を
論
じ
た
文
章
の
形
成
に
実
に
大
き
な
意
味

を
持
つ
）
7
（

。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
虞
龢
「
論
書
表
」
以
前
は
書
体
論
あ
る

い
は
「
勢
」
を
問
題
と
し
て
書
が
語
ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文

「
文
字
之
部
」
の
整
理
と
書
の
蒐
集
│
虞
龢
「
論
書
表
」
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献
群
か
ら
す
れ
ば
「
論
書
表
」
は
一
つ
の
画
期
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
書
を
論
じ
た
特
定
の
文
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
と
し
て
、
成
田
健

太
郎
の
「
勢
）
8
（

」
と
い
う
韻
文
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
た
研
究
が
あ
る
）
9
（

。
で
は
、

書
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
以
前
に
、
虞
龢
の
「
表
」
が
ど
の
よ
う
な
目
的

を
も
っ
て
奏
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
究
す
る
。

一
、「
表
」
の
も
つ
性
格

　

ま
ず
、「
論
書
表
」
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
表
」
と
い
う
文
が
ど
の
よ

う
な
意
味
を
有
す
る
か
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
上
奏
文
に
つ
い
て

は
、
仇
海
平
に
よ
る
専
論
が
あ
り
）
10
（

、「
表
」
の
発
生
か
ら
そ
の
沿
革
に
つ
い
て

詳
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仇
の
研
究
は
上
奏
文
が
文
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に

進
展
し
た
か
と
い
う
表
現
に
重
点
を
置
い
た
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
表
」

と
は
六
朝
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
本
論
を
進
め
る
上
で

改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
仇
の
研
究
を
補
助
線
と
し

つ
つ
、「
表
」
が
持
つ
思
想
的
な
側
面
を
捉
え
て
お
き
た
い
。
最
初
に
『
説
文

解
字
』
の
「
表
」
に
よ
り
字
義
を
み
て
み
よ
う
。

上
衣
な
り
。
衣
に
从
ひ
毛
に
从
ふ
。
古い
に
し
え者
の
衣
𧚍
、
毛
を
以
て
表
と
爲
す
）
11
（

。

　

こ
の
『
説
文
解
字
』
の
解
釈
で
は
、
上
に
羽
織
る
皮
衣
の
こ
と
を
指
す
と
あ

る
だ
け
で
、
文
体
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
説
解
か
ら
考
え
得
る
こ
と
は
、「
上
衣
」
す
な
わ
ち
、
外
層
に
あ
る
も
の

で
あ
っ
て
、「
あ
ら
わ
れ
て
」
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
よ
り
敷
衍
し
て
説
明
す
る
の
は
、『
釋
名
』「
釋
書
契
」
で
あ
る
。

下
の
上
に
言
ふ
を
表
と
曰
ふ
。
之
を
内
に
思
ひ
、
表
は
し
て
外
に
施
す
な

り
）
12
（

。

　

こ
の
『
釋
名
』
の
篇
名
で
あ
る
「
釋
書
契
」
と
は
、
文
字
を
記
す
為
に
必
要

な
文
物
や
、
そ
の
文
章
に
つ
い
て
説
い
た
篇
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
下
か

ら
上
に
出
す
言
説
を
表
と
い
い
、
そ
れ
は
下
の
者
が
「
思
」
を
外
に
表
象
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
後
漢
の
蔡
邕
『
獨
斷
』
で
は
、
上
奏
文
を
章
・

奏
・
表
・
駮
議
の
四
つ
に
分
類
し
、
実
際
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
式
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
）
13
（

。
こ
の
『
獨
斷
』
の
四
分
類
が
上
表
文
の
枠
組
み
と
し
て
後
に
承
継

さ
れ
て
ゆ
く
。

　

次
に
「
表
」
に
つ
い
て
定
義
を
与
え
て
い
る
も
の
に
『
文
心
雕
龍
』
章
表
篇

が
あ
る
。
こ
の
篇
で
は
表
の
効
能
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

表
と
は
、
標
な
り
。
①
『
禮
』
に
「
表
記
」
有
り
、
德
の
儀
に
見
は
る
を

謂
ふ
。
②
其
れ
器
式
に
在
り
て
は
、
揆
景
を
ば
表
と
曰
ふ
。
章
・
表
の
目
、

蓋
し
諸
れ
を
此
に
取
る
な
り
）
14
（

。

　
「
表
」
は
「
標
」
で
あ
る
）
15
（

。『
禮
記
』
に
は
表
記
が
あ
り
、
こ
の
篇
は
君
子
の

徳
は
容
儀
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
説
い
た
篇
で
あ
る
。
表
を
器
や
規
格
に
当
て

は
め
る
と
、
揆
景
で
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
『
文
心
雕
龍
』
の
定
義
で
注
意
を
払
う
べ
き
は
、
ま
ず
①
の
『
禮
記
』

表
記
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
禮
記
』
表
記
は
『
鄭
氏
目
録
』
に
よ
れ
ば
、

名
づ
け
て
表
記
と
曰
ふ
は
、
其
の
君
子
の
德
、
儀
表
に
見
は
る
る
を
記
す

を
以
て
な
り
。
此
れ
別
錄
に
於
い
て
は
通
論
に
屬
す
）
16
（

。
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と
あ
り
、
つ
ま
り
は
君
子
の
徳
が
儀
表
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
記
し
た
篇
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
『
鄭
氏
目
録
』
を
劉
勰
は
踏
ま
え
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
こ
の
禮
記
「
表
記
」
を
劉
勰
が
引
き
合
い
に
出
し
た
意
図
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
。
劉
勰
は
序
志
篇
で
文
章
の
効
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。唯

だ
文
章
の
用
は
、
実
に
經
典
の
枝
條
な
り
。
五
禮
は
之
れ
に
資
り
て
以

て
成
り
、
六
典
は
之
れ
に
因
り
て
用
を
致
す
。
君
臣
の
炳
煥
す
る
所
以
、

軍
國
の
昭
明
た
る
所
以
は
、
其
の
本
源
を
詳
か
に
す
れ
ば
、
經
典
に
非
ざ

る
は
莫
し
）
17
（

。

　

文
章
の
効
用
と
は
、
実
に
経
典
の
枝
葉
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
五
礼
は
文

章
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
六
典
は
文
章
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
。
君
臣
関
係
が

あ
き
ら
か
と
な
る
根
拠
と
な
り
、
軍
務
が
明
確
と
な
る
理
由
は
、
そ
の
根
源
を

突
き
詰
め
れ
ば
、
経
典
に
依
拠
し
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
經
典
の

枝
條
」
が
『
文
心
雕
龍
』
の
持
つ
思
想
の
要
諦
で
あ
る
。
劉
勰
は
、
儒
教
的
価

値
観
に
文
を
揺
り
戻
す
こ
と
が
目
的
に
あ
っ
た
）
18
（

。
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
が

ど
の
よ
う
に
経
典
と
関
係
性
を
持
つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ

こ
で
劉
勰
は
、「
表
」
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
『
禮
記
』
表
記
を
引
き
合
い

に
出
し
て
経
典
に
接
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
『
禮
記
』
表
記
を
持
ち
出

し
た
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

②
の
「
揆
景
」
は
、
日
時
計
に
よ
っ
て
で
き
た
影
の
こ
と
で
あ
る
。「
揆
」

に
つ
い
て
は
『
詩
経
』
鄘
風
に
「
揆
の
日
を
以
て
、
楚
室
を
作
る
）
19
（

」
と
あ
り
、

そ
の
毛
伝
に
「
揆
は
、
度
な
り
。
日
の
出
入
す
る
を
度
り
て
、
以
て
東
西
を
知

る
な
り
）
20
（

。」
と
あ
る
。
毛
伝
に
従
っ
て
解
釈
を
行
え
ば
、「
度
」
す
な
わ
ち
規
準

で
あ
り
、
日
の
傾
き
に
よ
っ
て
影
が
指
し
示
す
方
向
で
方
位
方
角
を
知
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
文
章
に
お
い
て
考
え
れ
ば
「
表
」
と
は
規
準
や
指
標

と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
計
る
た
め
の
も
の
と

な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
劉
勰
の
考
え
る
「
表
」
と
は
儒
教
的
価
値
観
に
お
い
て
「
徳
」

が
儀
容
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
規
準
や
指
標
と
な
る
文
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
新
た
に
劉
勰
が
「
表
」
に
見
い
だ
し
た

意
味
で
あ
る
。

　
『
文
心
雕
龍
』
の
定
義
の
他
に
『
文
選
』
の
李
善
注
に
「
表
」
の
定
義
が
見

え
る
。
こ
ち
ら
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

　

①
表
と
は
、
明
な
り
、
標
な
り
。
物
の
標
表
な
る
が
如
き
な
り
。
言
ふ

こ
こ
ろ
は
事
序
を
標
著
し
、
之
を
し
て
明
白
に
せ
し
め
、
以
て
主
上
を
曉

し
、
其
の
忠
を
盡
く
す
を
得
た
る
を
表
と
曰
ふ
。
三
王
已
前
、
之
を
敷
奏

と
謂
へ
り
。
故
に
尚
書
の
「
敷
奏
し
て
以
て
言
ふ
」
云
ふ
は
、
是
れ
な
り
。

秦
の
の
天
下
を
并
は
せ
る
に
至
り
て
、
改
め
て
表
と
為
す
。
總
べ
て
四
品

有
り
。
一
に
曰
く
章
、
謝
恩
を
章
と
曰
ふ
。
②
二
に
曰
く
表
、
陳
事
を
表

と
曰
ふ
。
三
に
曰
く
奏
、
劾
驗
政
事
を
奏
と
曰
ふ
。
四
に
曰
く
駮
、
推
覆

平
論
、
異
事
有
れ
ば
之
れ
を
進
む
る
を
駮
と
曰
ふ
。
六
國
及
び
秦
・
漢
は

兼
ね
て
之
れ
を
上
書
と
謂
ふ
、
此
の
五
事
行
は
る
。
漢
、
魏
に
至
り
て
已

來
、
都
べ
て
表
と
曰
ふ
。
之
れ
を
天
子
に
進
む
る
は
表
と
稱
し
、
諸
侯
に

進
む
る
は
上
疏
と
稱
す
。
魏 

已
前
は
天
子
も
亦
た
上
疏
を
得
た
り
）
21
（

。
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こ
の
李
善
注
に
よ
れ
ば
、『
文
心
雕
龍
』
の
訓
詁
で
あ
る
「
表
者
、
標
也
」

を
用
い
つ
つ
、「
明
」
の
字
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、「
表
」
が
持
つ
性
質
を
「
主
上
を
曉
し
、
其
の
忠
を
盡
く
す
」

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
政
治
的
な
場
面
に
お
い
て
展
開
さ

れ
る
文
章
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
は
主
君
に
対
し

て
忠
義
を
尽
く
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
②
の
部
分
に
注
意
し
た
い
。

「
表
」
と
い
う
文
体
は
「
陳
事
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。「
事
を
陳
ぬ
」、

こ
れ
は
前
文
に
「
事
序
を
標
著
」
す
る
、
す
な
わ
ち
、
も
の
ご
と
を
順
序
立
て

て
し
め
し
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
表
」
の
前
半
部
で
は
、

先
例
や
現
状
に
つ
い
て
陳
べ
連
ね
る
こ
と
を
す
る
）
22
（

。
そ
の
上
で
改
革
案
を
提
出

す
る
も
の
が
「
表
」
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
表
」
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
か
ら
『
文
選
』
の
李
善
注
に

至
る
ま
で
、
そ
の
定
義
を
確
認
し
て
き
た
。『
説
文
解
字
』
に
お
け
る
外
層
に

あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
う
解
釈
に
は
じ
ま
り
『
釋
名
』
で
は
、「
内
」
に
「
思
」
っ

た
こ
と
が
表
明
さ
れ
、
そ
し
て
下
の
者
か
ら
上
に
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、『
文
心
雕
龍
』
に
よ
っ
て
そ
れ
は
『
禮
記
』
表
記
に
接
続
さ
れ
、

「
表
」
は
規
準
や
指
標
と
な
る
文
で
あ
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、

『
文
選
』
李
善
注
に
よ
っ
て
「
表
」
の
定
義
は
一
つ
の
完
成
形
を
見
る
。
そ
れ
は
、

「
表
」
が
政
治
的
場
面
に
お
い
て
展
開
す
る
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
忠

義
を
尽
く
し
、
事
物
を
陳
列
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

で
は
、「
論
書
表
」
に
お
け
る
そ
の
意
味
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

二
、「
文
字
之
部
」

　

虞
龢
「
論
書
表
」
は
明
帝
の
詔
を
承
け
て
行
っ
た
、
宮
中
の
書
蹟
整
理
に
つ

い
て
述
べ
た
表
で
あ
る
）
23
（

。
そ
も
そ
も
虞
龢
「
論
書
表
」
は
錯
簡
が
あ
る
こ
と
が
、

す
で
に
余
嘉
錫
の
『
書
畫
書
録
解
題
』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

こ
の
表
の
後
半
に
列
挙
さ
れ
る
王
羲
之
と
王
獻
之
（
以
下
、
二
王
）
に
ま
つ
わ

る
説
話
群
（
以
下
、
二
王
説
話
群
）
で
あ
る
。
二
王
説
話
群
と
そ
の
ほ
か
の
部

分
を
ま
と
め
て
一
つ
の
「
論
書
表
」
と
す
る
の
が
、『
法
書
要
録
』
や
『
書
苑

菁
華
』
で
あ
る
。
一
方
で
『
墨
池
編
』
は
二
王
説
話
群
を
「
叙
二
王
書
事
」
と

し
て
「
論
書
表
」
中
よ
り
抜
粋
し
て
、
別
の
文
献
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
張
薇
薇
は
、『
法
書
要
録
』
系
統
の
「
論
書
表
」
が
本
来
の
姿

で
あ
り
、
二
王
説
話
の
部
分
を
削
除
す
る
と
、「
論
書
表
」
の
持
つ
文
章
の
多

様
性
と
趣
味
性
の
ほ
と
ん
ど
が
消
失
し
、
同
時
に
二
王
書
法
の
状
況
へ
の
理
解

と
解
釈
を
深
め
る
た
め
の
価
値
が
減
ず
る
と
い
う
）
24
（

。
要
約
す
れ
ば
、
張
は
こ
の

二
王
説
話
群
の
存
在
を
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
取
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
「
論
書
表
」
の
テ
キ
ス
ト
自
身
が
孕
ん
で
は
い
る
が
、
い

ま
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
二
王
説
話
群
に
触
れ
ず
に
「
論
書
表
」
の
内
容
を
見

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、「
論
書
表
」
の
末
尾
を
よ
り
上
表
の
目
的
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

朝
廷
の
秘
寶
名
書
、
久
し
く
已
に
盈
積
す
。
太
初
の
狂
迫
も
て
、
乃
ち

一
時
燒
除
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
左
右
懷
讓
す
る
者
、
苦 

相 

譬
説
し
て
、
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乃
ち
止
む
。
臣 

衛
恒
の
『
古
來
能
書
人
錄
』
一
卷
を
見
る
も
、
時
に
通

ぜ
ざ
る
有
り
。
今 

事
に
隨
ひ
て
正
し
く
改
む
。
並
は
せ
て
『
諸
雜
勢
』

一
卷
を
寫
し
、
今
『
二
王
鎮
書
定
目
』
各
〻
六
卷
、
又
『
羊
欣
書
目
』
六

卷
、『
鍾
・
張
等
書
目
』
一
卷
を
新
裝
し
、
文
字
の
部
備
は
れ
り
。
謹
ん

で 

省
に
詣
り
て
表
を
上
り
並
は
せ
て
『
錄
勢
新
書
』
を
上
り
以
て
聞
す
。

六
年
九
月
中
書
侍
郎 

臣 

虞
龢 

上
る
）
25
（

。

　

こ
の
部
分
か
ら
は
大
き
く
二
つ
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
一
つ
は
太
初
の
変

の
際
に
宮
中
の
秘
宝
書
蹟
を
焼
却
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
が
虞
龢
が
『
古
来
能
書
人
録
』
を
校
訂
し
書
目
を

整
備
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
宮
中
の
書
蹟
を
焼
却
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇

所
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
書
蹟
が
散
逸
し
た
こ
と
を
承
け
て
そ
れ
を

鳩
集
さ
せ
る
こ
と
は
、
図
書
校
訂
の
方
面
で
行
わ
れ
て
き
た
）
26
（

。
そ
れ
と
同
様
に

虞
龢
も
宮
中
の
書
蹟
を
新
た
に
整
理
し
、
そ
の
書
目
を
献
上
し
た
。

　

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
書
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
『
隋
書
』

経
籍
志
に
見
え
な
い
。『
隋
書
』
で
は
こ
う
し
た
書
目
は
史
部
簿
録
類
に
分
類

さ
れ
る
。
虞
龢
が
「
論
書
表
」
を
出
し
た
三
年
後
の
元
徽
元
（
四
七
三
）
年
に

王
倹
が
『
元
徽
書
目
』
を
撰
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
散
逸
し
て
し
ま
っ
て

い
る
た
め
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
晋
・
荀
勗
『
中
経
新
簿
』

の
四
部
分
類
を
も
と
に
し
て
い
る
）
27
（

。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
『
元
徽
書

目
』
お
よ
び
『
隋
書
』
経
籍
志
に
お
い
て
、
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
は
書
目
も
史
部
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
書
蹟
は
目
録
書
に
は
『
新
唐
書
』
藝
文
志
ま
で
採

録
さ
れ
な
い
。

　

書
目
は
史
部
に
収
容
さ
れ
た
と
し
て
も
、
書
蹟
そ
れ
自
体
は
ど
の
よ
う
に
分

類
す
る
べ
き
か
と
い
う
目
録
学
上
の
分
類
の
限
界
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
「
文
字
之
部
」
と
い
う
目
録
学
上
の
分
類
に
な
い
語
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
「
文
字
之
部
」
と
い
う
語
は
、
管
見
の
限
り
類
例
を
見
出
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
非
常
に
類
似
し
た
表
現
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
許

慎
『
説
文
解
字
』
の
序
の
文
で
あ
る
。

亡
新
の
攝
に
居
る
に
及
び
て
、
大
司
空
の
甄
豊
等
を
し
て
文
書
の
部
を
校

せ
し
む
。
自
ら
以
て
製
作
に
応
ず
と
爲
し
、
頗
ぶ
る
古
文
を
改
定
せ
り
）
28
（

。

　

こ
の
『
説
文
解
字
』
の
序
で
は
、
王
莽
が
摂
政
で
あ
っ
た
と
き
に
、
大
司
空

の
甄
豊
ら
が
文
章
の
部
を
校
勘
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
説
文
解
字
』

序
の
表
現
を
虞
龢
が
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
単
に
目
録
を
「
新
裝
）
29
（

」
す

る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
内
容
の
整
理
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
で
は
虞
龢
は
実
際
ど
の
よ
う
に
書
蹟
整
理
を
行
っ
て
い

た
の
か
。
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

三
、「
戯
学
」
と
書
蹟
整
理

　

虞
龢
の
書
蹟
整
理
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。「
論
書
表
」
中
の
記
述

に
み
よ
う
。

　

孝
武 

子
敬
學
書
戯
習
を
撰
し
、十
巻
も
て
帙
と
為
す
。傅
に
云
ふ
、「
戯
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學
に
し
て
題
せ
ず
。
或
い
は
真
・
行
・
章
草 

雑
り
て
一
紙
に
在
り
、
或

い
は
數
字
を
重
作
し
、
或
い
は
前
輩
の
名
人
な
る
能
書
を
學
ぶ
者
あ
り
、

或
い
は
聊
爾
の
戯
書
有
り
。
既
ち
意
を
留
め
ず
、
亦
た
殊
に
猥
劣
た
り
。」

と
。
徒
だ
聞
け
ば
則
ち
録
す
の
み
、
曾
て
簡
を
披
か
ず
。
巻 

小
な
る
者

は
數
紙
、
大
な
る
者
は
數
十
た
り
。
巨
細
差
懸
し
、
相
ひ
疋
類
せ
ず
。
是

を
以
て
更
に
裁
減
し
、
二
丈
を
以
て
度
と
為
す
。
亦
た
小
王
の
書
す
る
古

詩
・
賦
・
贊
・
論
、
或
い
は
草
或
い
は
正
、
言
に
次
第
無
き
者
を
取
り
て
、

戯
學
の
部
に
入
る
。
其
の
悪
し
き
者
有
れ
ば
、
悉
く
皆 

刪
去
す
。
巻 

既

に
調
均
し
、
書
も
又
た
精
好
な
り
）
30
（

。

　

こ
の
箇
所
は
従
来
の
解
釈
で
は
「
傅
に
云
ふ
」
が
「
戯
學
」
あ
る
い
は
「
戯

學
に
し
て
題
せ
ず
」
ま
で
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
）
31
（

。
し
か
し
、「
徒
だ
聞

け
ば
則
ち
録
す
の
み
、
曾
て
簡
を
披
か
ず
。（〔
こ
の
書
巻
の
内
容
は
〕
伝
聞
に

よ
っ
て
記
録
し
た
ま
で
で
あ
り
、
巻
物
を
開
い
て
ま
い
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）」

の
主
語
は
虞
龢
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
虞
龢
が
開

巻
し
て
内
容
を
見
ず
に
、
こ
の
後
文
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
考

え
ら
れ
る
。
故
に
本
稿
で
は
、「
傅
に
云
ふ
」
は
「
亦
た
殊
に
猥
劣
た
り
。」
ま

で
の
内
容
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
孝
武
帝
が
王
獻
之
の
学
書
や
戯
習
を
選
ん
で
、
十
巻
で
一

帙
と
し
た
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
傍
線
部
の
箇
所
で
あ
る
。
王
獻
之
の
書

で
「
戯
学
」
と
さ
れ
た
の
が
、「
古
詩
・
賦
・
贊
・
論
」
と
い
う
文
体
の
問
題
、

あ
る
い
は
草
書
か
楷
書
と
い
う
書
体
の
問
題
、
そ
し
て
言
辞
に
規
則
性
が
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
刪
去
し
、
王
獻
之
の
書
を
整
備
し
た
。
こ
の
「
戯

学
部
」
は
「
文
字
之
部
」
同
様
、
類
例
が
見
え
な
い
が
、「
文
字
之
部
」
と
い

う
も
の
が
正
統
な
書
蹟
で
あ
る
と
見
な
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
満

た
な
い
「
戯
書
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
選
定
基
準
が
文
体
・
書
体
・
言

辞
の
規
則
性
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
「
戯
書
」
を
排
斥
す
る
の
は
な
ぜ

か
。

伏
し
て
惟
ん
み
る
に
、
陛
下 

爰
に
睿
思
を
凝
ら
し
、
草
法
に
淹
留
す
。

擬
效 

漸
く
妍
に
し
て
、
賞
析
す
る
こ
と
彌
〻
妙
た
り
。
旬
日
の
間
、
転

た
精
秘
を
求
む
。
字
の
美
悪
、
書
の
真
偽
、
體
趣
を
剖
判
し
、
微
を
窮
め

神
に
入
る
。
機 

息
み
務 

閑
な
り
し
と
き
、
従
容
と
し
て
研
玩
す
る
こ
と
、

乃
ち
使
を
三
呉
、
荊
・
湘
の
諸
境
に
使
ひ
し
、
幽
を
窮
め
遠
を
測
り
、
散

逸
せ
し
を
鳩
集
せ
し
む
。
群
臣
の
上
る
所
に
及
び
て
、
數
月
の
間
、
奇

跡 

雲
萃
す
。
臣
と
將
前
將
軍
の
巣
尚
之
、
司
徒
參
軍
事
の
徐
希
秀
、
淮

南
太
守
の
孫
奉
伯
に
詔
し
、
二
王
書
を
科
簡
し
、
其
の
品
題
を
評
し
、
猥

を
除
し
美
を
録
し
、
賞
玩
に
供
禦
せ
し
む
。
遂
に
目
を
瓌
翰
遊
ば
し
む
る

を
得
て
、
好
を
寶
法
に
展
ば
す
こ
と
、
錦
質
繡
章
、
爛
然
と
し
て
畢
く
睹

た
り
）
32
（

。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
帝
が
草
書
に
心
を
留
め
る
よ
う
に
な
り
、
字
の
美
悪
、

書
の
真
贋
、
体
趣
を
分
け
た
。
そ
の
た
め
に
、
虞
龢
ら
に
命
じ
て
二
王
の
書
を

選
別
さ
せ
、
題
目
を
つ
け
、
猥
雑
な
「
戯
學
」
な
る
も
の
を
省
い
て
美
な
る
も

の
を
著
録
さ
せ
、
賞
翫
に
供
す
よ
う
に
さ
せ
た
。「
戯
書
」
を
排
斥
し
た
理
由
、。

そ
れ
は
、
皇
帝
が
書
を
賞
玩
で
き
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
な
さ

れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
「
文
字
之
部
」
が
備
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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だ
が
、
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。
一
つ
は
、
な
ぜ
整
理
の
対

象
が
二
王
の
書
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
の
か
。
も
う
一
つ
は
皇
帝
権
力
に

よ
っ
て
な
ぜ
書
蹟
の
蒐
集
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
二
つ
が
虞
龢
「
論
書
表
」

の
「
表
」
が
孕
む
核
心
で
あ
ろ
う
。

四
、
二
王
書
の
意
味

　

二
王
の
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
、
そ
れ
は
虞
龢
「
論
書
表
」
の

冒
頭
部
分
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
論
書
表
」
の
冒
頭
に
は
、
王
羲
之
が
自

身
の
書
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
と
、
王
献
之
自
身
が
書
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
が
羊
欣
・
謝
安
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
答
で
示
さ
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

厥
の
後 

群
能 

間
〻
出
ず
、
漢
・
魏
に
洎
び
て
、
鍾
・
張 
美
を
擅
に
す
、

晉
末 

二
王 

英
と
稱
さ
る
。
羲
之
書
に
云
ふ
、「
①
頃 

諸
の
名
書
を
尋
ぬ

る
に
、
鍾
・
張
は
信
に
絶
倫
為
り
、
其
の
餘 

存
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。」

と
。
又 

云
ふ
、「
②
吾
書 

之
れ
を
鍾
・
張
に
比
す
れ
ば
當
に
抗
行
す
べ
く
、

張
草 

猶
ほ
當
に
雁
行
す
べ
し
。」
と
。
羊
欣
云
ふ
、「
羲
之 

便
ち
是
れ
小

し
く
張
を
推
す
、
獻
之
の
自
ら
云
何
と
謂
ふ
を
知
ら
ざ
る
か
。」
と
。

欣 

又 

云
ふ
、「
張
の
字
形
は
右
軍
に
及
ば
ず
、自
然
は
小
王
に
如
か
ず
。」

と
。
③
謝
安 

嘗
て
子
敬
に
問
ふ
、「
君
の
書 

右
軍
と
何
如
。」
と
。
答
へ

て
云
く
、「
故
よ
り
當
に
勝
れ
り
。」
安 

云
ふ
、「
物
論 

殊
に
爾
ら
ず
。」

と
。
子
敬 

答
へ
て
曰
く
、「
世
人 

那
ぞ
知
る
を
得
ん
や
。」
と
）
33
（

。

　

①
・
②
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
王
羲
之
「
自
論
書
」
の
引
用
で
あ
る
。
た
だ

し
、
王
羲
之
「
自
論
書
」
自
体
に
真
偽
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
真
偽
に
つ
い

て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
）
34
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
王
羲
之
が
鍾

繇
と
張
芝
と
自
ら
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
に
拮
抗
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
負

を
述
べ
る
。
た
だ
し
、
張
芝
の
草
書
に
つ
い
て
は
「
雁
行
」
す
な
わ
ち
、
後
塵

を
拝
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
③
の
謝
安
と
王
獻
之
の
問
答
は
、

『
世
説
新
語
』
品
藻
篇
お
よ
び
、
そ
の
劉
孝
標
注
に
引
く
宋
・
明
帝
『
文
章
志
』

に
見
え
る
説
話
で
あ
る
）
35
（

。
諸
書
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
③
に
つ
い

て
は
人
口
膾
炙
し
た
説
話
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
説
話
に
は
王
献
之
の
自

負
の
高
さ
が
現
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
話
が
「
表
」
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
意
味
を
考
え
る
上
で
、
も
う

一
つ
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
説
話
の
す
ぐ
後
に
続
く
文
章
で
あ
る
。

い
ま
便
宜
的
に
「
古
質
今
妍
論
」
と
す
る
。

夫
れ
古
は
質
に
し
て
今
は
妍
な
る
は
、
數
の
常
な
り
。
妍
を
愛
し
質
を
薄

ん
ず
る
は
、
人
の
情
な
り
。
鍾
・
張 

之
れ
を
二
王
に
方
ぶ
れ
ば
、
古
と

謂
ふ
可
し
。
豈
に
妍
質
の
殊
無
き
を
得
ん
や
。
且
つ
二
王
の
暮
年 

皆 

少

に
勝
れ
り
、
父
子
の
間
も
、
又 

今
古
と
為
す
。
子
敬 

其
の
妍
妙
を
窮
む

る
こ
と
、
固
よ
り
其
の
宜
し
き
な
り
。
然
れ
ど
も
優
劣 

既
に
微
な
り
、

而
し
て
美
を
會
す
る
こ
と
倶
に
深
し
、
故
に
同
に
終
古
の
獨
絶
、
百
代
の

楷
式
為
り
）
36
（

。

　

こ
の
部
分
は
、
虞
龢
の
独
自
の
議
論
で
あ
り
、
先
行
す
る
書
論
に
類
例
を
見
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い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
虞
龢
の
こ
の
議
論
に
お
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
一
つ
は
「
古
質
」
は
鍾
繇
と
張
芝
で
あ
り
、
名
言
さ
れ
て
い
な
い
が
二

王
が
「
今
妍
」
で
あ
る
。
そ
の
王
羲
之
と
王
献
之
に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
古
質
」
と

「
今
妍
」
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
王
献
之
が
「
今
妍
」
を
極
め
た
）
37
（

。
王
羲
之
と

王
献
之
の
優
劣
は
僅
か
な
も
の
で
あ
り
、
王
羲
之
と
王
獻
之
は
と
も
に
そ
れ
ら

に
比
肩
す
る
も
の
は
存
在
せ
ず
普
遍
的
な
模
範
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
虞
龢
に
先
行
す
る
文
献
で
も
王
羲
之
が
普
遍
的
な
価
値
を
有
し
て
い

る
と
さ
れ
る
）
38
（

が
、
虞
龢
は
王
羲
之
と
同
じ
ス
テ
ー
ジ
に
王
獻
之
も
立
て
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
し
て
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
が
、「
質
」
と
「
妍
」
で
あ
る
。

虞
龢
の
思
考
に
は
、
も
ち
ろ
ん
『
論
語
』
雍
也
の
「
子
曰
く
、「
質
の
文
に
勝

る
は
則
ち
野
、
文
の
質
に
勝
る
は
則
ち
史
な
り
。
文
質
彬
彬
、
然
る
後 

君
子

た
り
）
39
（

。」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
質
」・「
妍
」
と
い
う
対
立
の

直
接
の
典
拠
で
あ
る
と
は
認
め
に
く
い
。

　

冒
頭
の
「
古
質
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
故
と
し
て
認
め
う
る
も

の
が
あ
る
。『
白
虎
通
義
』
紼
冕
に
「
夏
・
殷
の
士
冠 

異
な
ら
ざ
る
は
何
ぞ
や
。

古
は
質
な
れ
ば
な
り
。
士
冠
禮
以
て
之
れ
を
知
る
）
40
（

。」
と
あ
る
。
こ
の
直
接
の

典
拠
は
、『
儀
禮
』
士
冠
禮 

記
冠
儀
の
「
始
冠
は
、
緇
布
の
冠
な
り
。
大
古
は

冠
布
、
齊
は
則
ち
之
を
緇
と
す
。
其
の
緌
な
る
や
、
孔
子
曰
く
、
吾 

未
だ
之

れ
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
冠
し
て
之
れ
を
敝
ふ
は
可
な
り
）
41
（

。」
に
よ
る
。
そ
の
鄭

玄
注
に
「
大
古
と
は
、
唐
・
虞
以
上
な
り
。
緌
は
、
纓
飾
な
り
。
未
だ
之
れ
を

聞
か
ず
。
大
古
は
質
、
蓋
し
亦
た
飾
る
無
し
）
42
（

。」
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
、『
白
虎
通
義
』
や
『
儀
禮
』
と
い
っ
た
文
献
を
典
故
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
に
疑
念
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
史
書
に
見
る
虞
龢
は
禮
制

や
樂
に
お
い
て
度
々
議
奏
し
て
お
り
、
禮
樂
を
専
ら
と
す
る
人
物
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
禮
の
文
献
に
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
想
定
で
き
る
）
43
（

。

　

一
方
で
「
妍
」
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
典
故
と
し
て
挙
例
す
る
に
至
る
も

の
を
検
出
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、「
質
」
が
先
に
想
定
さ
れ
、
そ
の
対

と
し
て
華
美
な
「
妍
」
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
終
古
の
獨
絶
、
百
代
の
楷
式
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
宋
・

武
帝
の
詔
中
に
そ
の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
表
現
で
は
あ

る
も
の
の
、
そ
れ
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
）
44
（

。

　

で
は
、
こ
こ
ま
で
を
踏
ま
え
て
、
本
節
の
冒
頭
で
掲
げ
た
な
ぜ
二
王
を
称
揚

す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
を
示
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
二
王
の
書
の
優
位
性
を

示
す
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
就
中
、
王
献
之
の
評
価
を
高
め
る
必
要
が

あ
っ
た
。
杉
村
邦
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）
45
（

、
王
献
之
の
書
を
学
ん
だ
者
が
南
朝

初
期
に
は
多
か
っ
た
と
い
う
現
実
と
の
整
合
性
の
問
題
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
虞
龢
が
「
表
」
と
い
う
皇
帝
へ
の
文
で
表
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

こ
に
な
に
か
し
ら
の
「
思
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
直
接
師
事
し
た

こ
と
な
ど
へ
の
整
合
性
を
取
る
た
め
と
い
う
消
極
的
な
見
方
を
す
る
よ
り
も
、

「
戯
學
」
の
書
が
混
在
す
る
程
度
で
あ
っ
た
王
献
之
の
書
を
王
羲
之
と
同
程
度

ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
位
置
に
置
こ
う
と
し
た
と
見
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
次
節
で
詳
説
す
る
が
、
皇
帝
権
力
と

も
関
係
す
る
。
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
齊
の
王
僧
虔
の
「
論
書
」
の
冒
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頭
に
宋
・
文
帝
の
説
話
が
見
え
る
。

宋
の
文
帝
の
書
、
自
ら
王
子
敬
に
減
ぜ
ず
と
謂
へ
り
。
時
議
す
る
者 

云
ふ
、

「
天
然
は
羊
欣
に
勝
る
も
、
功
夫
は
欣
に
及
ば
ず
。」
と
）
46
（

。

　

先
に
述
べ
た
孝
武
帝
の
「
戯
學
」
の
説
話
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
文
帝
も

王
献
之
に
傾
倒
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皇
帝
が
王
羲
之
よ
り
も
王
献
之
の
書
を

珍
重
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
を
高
め
る
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
微
古
」
と
さ
れ
る
王
羲
之
の
書
に
対
し
て
「
今
」
で
あ
り
新
た
な
価

値
観
を
形
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

　

文
帝
が
王
献
之
の
書
に
接
近
し
、「
戯
學
」
で
あ
っ
た
王
献
之
の
書
を
整
理
し
、

そ
し
て
虞
龢
が
仕
え
る
明
帝
の
と
き
に
二
王
の
書
を
蒐
集
さ
せ
た
。
こ
う
し
た

王
献
之
の
書
の
称
揚
が
虞
龢
の
こ
の
表
の
一
つ
の
目
的
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
な
ぜ
劉
宋
室
が
書
蹟
を
蒐
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由

を
最
後
に
考
察
し
た
い
。

五
、
書
蹟
を
蒐
集
す
る
こ
と

　

虞
龢
「
論
書
表
」
に
は
、
晉
・
劉
宋
に
お
い
て
書
蹟
を
蒐
集
し
た
人
物
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

桓
玄 

耽
玩
し
、
釋
手
す
る
こ
と
能
は
ず
、
乃
ち
二
王
紙
跡 

雑
り
て
縑

素
有
り
、
正
行
の
尤
美
な
る
者
を
撰
し
、
各
〻
一
帙
と
為
し
、
常
に
左
右

に
置
く
。
南
奔
す
る
に
及
び
て
、
甚
だ
狼
狽
す
と
雖
も
、
猶
ほ
以
て
自
ら

隨
へ
り
。
擒
獲
の
後
、
所
在
知
る
莫
し
）
47
（

。

　

劉
毅
は
頗
ふ
る
風
流
を
尚
び
、
亦
た
甚
だ
書
を
愛
し
、
意
を
傾
け
搜
求

す
。
將
に
敗
れ
ん
と
す
る
に
及
び
て
、
大
い
に
得
る
所
有
り
）
48
（

。

　

盧
循 

素
よ
り
尺
牘
を
善
く
し
、
尤
も
名
法
を
珍
と
す
。
西
南
の
豪
士
、

鹹
な
其
の
風
を
慕
ふ
。
人
の
長
幼
無
く
、
翕
然
と
し
て
之
を
尚
ぶ
。

家 

金
幣
を
贏
け
、
競
ひ
て
遠
く
尋
求
せ
ら
る
。
是
に
於
ひ
て
京
師
三
呉

の
跡
、
頗
ふ
る
四
方
に
散
ず
。
羲
之 

會
稽
為
り
、
獻
之 

呉
興
為
り
、
故

に
三
呉
の
近
地
に
、
偏
り
て
遺
跡
多
き
な
り
。
又 

是
れ
末
年 

美
を
遒
ふ

の
時
な
り
）
49
（

。

　
「
論
書
表
」
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
は
桓
玄
、
劉
毅
、
そ
し
て
盧

循
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
一

部
を
除
き
正
史
や
『
世
説
新
語
』
に
も
見
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど

は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。
一
つ
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
、
桓
玄
の
説
話
に
つ
い
て

で
あ
る
。『
晉
書
』
で
は
桓
玄
が
書
を
蒐
集
し
た
こ
と
は
窺
え
る
も
の
の
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
書
を
蒐
集
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。
加

え
て
『
世
説
新
語
』
に
は
こ
う
し
た
桓
玄
の
書
蒐
集
の
説
話
は
管
見
の
限
り
で

検
出
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
論
書
表
」
に
は
「
二
王
紙
跡 

雑
り
て
縑
素

有
り
」
と
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
）
50
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
者
に
は
あ
る
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
軍
事
的
な
力

を
有
し
、
皇
帝
権
力
や
国
の
安
寧
を
脅
か
す
存
在
で
あ
っ
た
人
物
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
の
三
者
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
『
宋
書
』
に
お
い
て
立
伝
さ
れ
て
い
な
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い
。
そ
の
理
由
を
沈
約
は
『
宋
書
』
の
自
序
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

臣 

今 

謹
み
て
更
に
創
立
し
、
新
史
を
製
成
す
。
義
煕
の
肇
号
自
り
始
め
、

昇
明
三
年
に
終
は
る
。
桓
玄
・
譙
縦
・
盧
循
・
馬
・
魯
の
徒
、
身
も
て
晋

賊
と
為
り
、
後
代
に
関
す
る
に
非
ず
。
呉
隠
・
謝
混
・
郗
僧
施
は
、

義 

前
朝
に
止
む
、
宜
し
く
宋
典
に
濫
入
す
べ
か
ら
ず
。
劉
毅
・
何
無
忌
・

魏
詠
之
・
檀
憑
之
・
孟
昶
・
諸
葛
長
民
、
志
は
興
復
に
在
る
も
、
情
は
宋

を
造
る
に
非
ず
、
今 
並
は
せ
て
刊
除
し
、
之
れ
を
晉
籍
に
帰
す
）
51
（

。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
桓
玄
と
盧
循
は
晉
の
賊
で
あ
る
た
め
、『
宋
書
』
に
載
せ

な
い
と
い
う
方
針
を
沈
約
は
採
っ
た
。
ま
た
、
劉
毅
は
晋
を
再
興
す
る
志
を

持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
情
は
劉
宋
の
建
国
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
ま
た
、

『
宋
書
』
に
は
採
録
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し

た
人
物
の
説
話
を
虞
龢
は
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

東
晉
末
、
桓
玄
ら
に
よ
り
皇
帝
権
力
が
簒
奪
さ
れ
た
。
そ
の
桓
玄
ら
を
破
り

東
晉
を
再
興
し
、
禅
譲
に
よ
っ
て
劉
宋
の
緒
を
開
い
た
の
が
後
の
武
帝
と
な
る

劉
裕
で
あ
っ
た
）
52
（

。
劉
裕
の
出
自
は
軍
事
的
な
力
を
基
盤
と
す
る
。
そ
し
て
、
桓

玄
ら
も
軍
人
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
低
い
身
分
の
寒
門
の
出
身
で
あ
っ
た
。
桓
玄

の
父
、
桓
温
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

　

王
文
度 

桓
公
の
長
史
為
り
。
時
に
桓 

児
の
為
め
に
王
の
女
を
求
む
。

王 

藍
田
に
咨
ら
ん
こ
と
を
許
す
。
既
に
還
る
、
藍
田 

文
度
を
愛
念
す
る

こ
と
、
長
大
な
る
と
雖
も
、
猶
ほ
膝
上
に
抱
著
す
。
文
度 

因
り
て
言
ふ
、

「
桓 

己
が
女
の
婚
を
求
む
。」
と
。
藍
田 

大
い
に
怒
り
、
文
度
を
排
し
て

膝
よ
り
下
し
て
曰
く
、「
悪
ん
ぞ
文
度
の
已
に
復
た
痴
に
し
て
、
桓
温
の

面
を
畏
る
る
を
見
ん
。
兵 

那
ぞ
女
を
嫁
し
て
之
れ
に
與
ふ
可
き
や
。」
と
。

文
度 

還
り
報
じ
て
云
ふ
、「
下
官
の
家
中 

先
に
婚
処
を
得
た
り
。」
と
。

桓
公 

曰
く
、「
吾 

知
れ
り
。
此
れ
尊
府
君 

肯
ん
ぜ
ざ
る
の
み
。
後 

桓

の
女
、
遂
に
文
度
の
兒
に
嫁
せ
り
）
53
（

。

　

こ
の
説
話
は
、
王
文
度
（
王
坦
之
）
が
桓
温
の
長
史
で
あ
っ
た
と
き
、
桓
温

は
子
の
為
に
王
坦
之
の
娘
と
婚
姻
さ
せ
た
い
と
言
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
王

坦
之
は
こ
れ
を
父
の
王
藍
田
（
王
述
）
に
相
談
す
る
と
、
大
い
に
怒
っ
た
。
そ

の
理
由
が
「
兵
」
に
嫁
が
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
「
兵
」
す
な

わ
ち
軍
事
力
を
基
盤
と
す
る
寒
門
と
の
懸
隔
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）
54
（

。

　

渡
邉
義
浩
に
よ
れ
ば
、
貴
族
は
そ
の
存
立
基
盤
の
確
立
に
お
い
て
い
く
つ
か

の
側
面
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
「
文
化
的
諸
価
値
の
専
有
の
度
合
い
」
は

清
談
に
よ
る
人
物
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
こ
に
不
可
欠
な
の
が
、
文
化
的
諸
価

値
へ
の
「
兼
通
」
で
あ
る
と
い
う
）
55
（

。
こ
の
文
化
的
諸
価
値
と
は
「
四
学
三
教
」

を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
他
を
排
斥
す
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
そ
こ
に
は
『
世
説
新
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
文

や
囲
綦
な

ど
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
論
書
表
」
の
記
述
に
立
ち
戻
り
た
い
。
虞
龢

は
こ
の
三
者
を
挙
例
す
る
こ
と
で
、
軍
事
力
を
基
盤
と
す
る
寒
門
層
も
こ
う
し

た
書
を
蒐
集
し
て
い
た
と
述
べ
た
い
の
で
あ
る
。
人
士
の
書
を
所
有
す
る
こ
と

が
、
一
つ
の
文
化
的
価
値
と
し
て
意
味
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

だ
が
、
劉
裕
が
劉
宋
を
建
国
し
て
よ
り
後
、
同
じ
く
寒
門
出
身
で
あ
っ
た
劉

氏
は
、
書
を
蒐
集
す
る
と
い
う
こ
と
に
文
化
的
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
な
か
っ
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た
。　

中
世
の
宗
室
・
諸
王 

尚
多
く
素
よ
り
貴
遊
を
嗤
ひ
、
甚
だ
愛
好
せ
ず
、

朝
廷
も
亦
た
搜
求
せ
ず
。
人
間 

秘
す
る
所
、
往
往
に
し
て
少
な
か
ら
ず
）
56
（

。

　

新
渝
の
恵
侯 

雅
に
し
て
愛
重
す
る
所
、
金
を
懸
け
招
買
す
る
に
、
貴

賤
を
計
ら
ず
。
而
れ
ど
も
輕
薄
の
徒
、
摹

に
鋭
意
し
、
茅
屋
の
漏
汁
を

以
て
紙
色
を
染
變
し
、
加
ふ
る
に
勞
辱
を
以
て
し
、
久
書
に
類
せ
し
む
。

真
偽 

相 

糅
り
、
之
れ
を
能
く
別
つ
莫
し
。
故
に
惠
侯
の
蓄
ふ
る
所
、
多

く
真
に
非
ざ
る
有
り
。
然
れ
ど
も
招
聚
す
る
こ
と
既
に
多
く
、
時
に
佳
跡

有
り
。
獻
之
の
呉
興
二
箋
の
如
き
は
、
名
法
為
る
に
足
る
）
57
（

。

　
「
中
世
」
は
こ
こ
で
は
劉
宋
の
中
葉
を
指
す
語
と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。
劉

宋
の
中
葉
で
は
、
こ
う
し
た
書
を
蒐
集
す
る
こ
と
は
宗
室
・
諸
王
に
お
い
て
も

貴
族
の
浮
薄
な
こ
と
だ
と
笑
い
、
愛
好
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
を
述

べ
る
。
そ
し
て
、
皇
帝
権
力
も
そ
れ
を
別
段
蒐
集
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

そ
の
中
で
も
、「
新
渝
の
惠
侯
」
す
な
わ
ち
劉
義
宗
は
書
を
愛
好
し
蒐
集
し
た
が
、

真
偽
が
入
り
交
じ
っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
贋
作
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
そ

の
中
に
も
見
る
べ
き
も
の
は
あ
り
、
そ
れ
は
王
献
之
の
書
で
あ
る
と
い
う
。
つ

ま
り
、
劉
宋
の
中
頃
ま
で
は
書
の
蒐
集
に
は
あ
ま
り
関
心
が
向
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
行
っ
た
と
し
て
も
贋
作
が
混
在
す
る
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

軍
事
力
を
基
盤
と
す
る
先
の
三
者
が
、
い
ち
早
く
そ
の
価
値
を
認
め
て
蒐
集

し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
劉
宋
の
貴
族
は
そ
れ
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
あ
る

い
は
そ
れ
を
し
た
と
し
て
も
決
し
て
高
い
水
準
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、
皇
帝
権
力
と
し
て
は
貴
族
の
存
立
基
盤
と
な
る
文
化
的
価
値
を
放
置
し

て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
、「
微
古
」
と
い
う
王
羲
之
よ
り
も

「
今
」
の
王
獻
之
を
称
揚
す
る
こ
と
で
新
た
な
価
値
観
の
創
出
が
必
要
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
単
に
蒐
集
す
る
だ
け
で
は
な
く
整
理
を
行
い
、
整
備
す
る
こ
と
で
、

書
の
も
つ
文
化
的
な
価
値
を
皇
帝
権
力
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
こ
う
と
し
た
。

こ
れ
が
書
の
蒐
集
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
と
な
り
そ
れ
が
虞
龢
の
「
表
」
で

あ
っ
た
。お

わ
り
に

　

本
稿
で
は
後
世
の
書
論
文
献
に
お
い
て
「
書
表
」
と
さ
れ
る
文
献
群
の
う
ち
、

虞
龢
「
論
書
表
」
を
対
象
に
考
察
を
行
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
虞
龢
が
置
か
れ

た
当
時
の
劉
宋
の
文
化
政
策
の
一
つ
と
し
て
の
書
の
蒐
集
の
側
面
が
見
え
て
き

た
。

　

ま
ず
、「
表
」
と
い
う
文
が
持
つ
意
味
を
『
説
文
解
字
』
か
ら
『
文
選
』
の

李
善
注
ま
で
の
文
献
に
よ
っ
て
そ
の
変
遷
を
追
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
内
」
に

「
思
」
こ
と
を
表
象
す
る
文
章
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
原
初
に
は
あ
っ
た
。

そ
し
て
『
文
心
雕
龍
』・『
文
選
』
李
善
注
に
よ
っ
て
次
第
に
整
備
さ
れ
、
政
治

的
場
面
で
事
物
を
陳
列
す
る
こ
と
で
、
忠
義
を
つ
く
す
文
章
で
あ
る
と
い
う
定

義
が
な
さ
れ
た
。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
論
書
表
」
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
は
じ
め
に
、「
論

書
表
」
の
末
部
の
「
文
字
之
部
」
と
い
う
語
に
着
目
し
た
。
こ
れ
は
『
説
文
解
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字
』
序
の
表
現
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、『
説
文
解
字
』
で
は

「
文
書
之
部
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
目
録
の
「
新
装
」
だ
け
で

な
く
、
書
蹟
の
整
理
も
行
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
虞
龢
が
書
蹟
の
整
理
を
行
っ
た
か
を
見
て
き

た
。
そ
れ
は
皇
帝
の
詔
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
整
理
で
は

「
戯
学
」「
戯
書
」
を
排
斥
し
、
皇
帝
の
賞
翫
に
耐
え
う
る
も
の
を
選
定
し
た
。

こ
こ
で
二
つ
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
一
つ
は
そ
れ
が
な
ぜ
王
羲
之
と
王
獻

之
の
二
王
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
書
蹟
の
蒐
集
を
す
る
こ
と
は
な
に
を
意

味
す
る
の
か
。

　

前
者
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
王
羲
之
の
「
自
論
書
」
を
も
と
に
す
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
張
芝
・
鍾
繇
と
王
羲
之
・
王
獻
之
の
差
が
明
確
に
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
虞
龢
は
「
古
質
今
妍
論
」
を
準
備
し
、
自
説
を
展
開
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
王
羲
之
と
王
獻
之
の
差
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
宣
言
を
す
る
。

こ
の
王
獻
之
の
称
揚
は
、
虞
龢
当
時
の
時
勢
を
鑑
み
た
結
果
と
も
い
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
王
獻
之
の
称
揚
が
虞
龢
の
「
表
」
の
目
的
の
一

つ
で
あ
っ
た
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
、
虞
龢
は
劉
宋
以
前
の
人
物
と
し
て
桓
玄
・
劉
毅
・
盧
循

の
三
人
を
掲
げ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
い
ず
れ
も
軍
事
力
に
よ
っ
て
皇
帝
権
力

の
簒
奪
を
起
こ
し
、
あ
る
い
は
討
伐
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
兵
」

は
寒
門
層
と
し
て
、
貴
族
に
低
く
見
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て

書
の
蒐
集
が
な
さ
れ
た
が
、
劉
宋
で
は
し
ば
ら
く
そ
れ
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
あ
る
い
は
な
さ
れ
た
と
し
て
も
贋
作
の
多
く
混
じ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
書

の
蒐
集
と
い
う
こ
と
を
皇
帝
権
力
に
よ
っ
て
規
定
し
な
け
れ
ば
、
貴
族
の
存
立

基
盤
と
な
る
文
化
的
価
値
を
野
放
し
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
真
贋
を

定
め
、
図
書
と
同
様
に
整
理
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
文
化
的
価
値
を
皇
帝
権
力

と
し
て
備
え
て
お
こ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
虞
龢
の
「
表
」
し
た
い
こ
と
の
核
心

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
虞
龢
の
行
論
を
中
心
に
考
察
を
行
い
、
王
羲
之
・
王
献
之
の
説
話
、

い
わ
ゆ
る
「
二
王
書
事
」
が
な
ぜ
論
書
表
中
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
二
王
の
説
話
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
検
討
し
た
い
。

注

（
１

）　

書
論
の
定
義
お
よ
び
分
類
に
つ
い
て
は
、
中
田
裕
次
郎
「
中
国
書
論
史
（
一
）」（『
中

国
書
論
大
系
』
第
一
巻
、
二
玄
社
、
一
九
七
七
年
）
の
「
書
論
の
意
義
」
に
詳
し
い
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
書
論
の
定
義
は
「
書
に
つ
い
て
論
述
し
た
著
作
の
す
べ
て
」
で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
、
そ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
明
・
王
世
貞
『
古
今
法
書
苑
』
の
十
二
の
部

門
を
例
に
挙
げ
、
そ
の
説
明
を
す
る
。
そ
の
他
、
陳
思
平
『
書
学
史
料
学
』
の
「
第
三

節 

古
代
書
学
論
著
的
分
類
」
を
参
照
。

（
２

）　

本
稿
に
お
け
る
虞
龢
「
論
書
表
」
は
『
書
苑
菁
華
』
本
（
明
・
汪
氏
振
綺
堂
本
）
を

底
本
と
し
、
崔
爾
平
校
注
『
書
苑
菁
華
校
注
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）、

張
薇
薇
『《
論
書
表
》
校
注
与
研
究
』（
中
国
美
術
学
院
、
二
〇
一
〇
年
）
お
よ
び
、
朱

長
文
『
墨
池
編
』
を
参
照
す
る
。

（
３

）　

な
お
、
近
人
の
余
嘉
錫
に
よ
る
『
書
画
書
録
解
題
』
で
は
、
江
式
「
論
書
表
」
は
書

論
文
献
と
み
な
し
て
お
ら
ず
、
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
４

）　

例
え
ば
、
中
田
裕
次
郎
が
例
と
し
て
掲
げ
る
『
古
今
法
書
苑
』
の
「
書
品
」
門
の
首

に
掲
げ
る
庾
肩
吾
「
書
品
」
に
お
け
る
「
天
然
」「
工
夫
」
の
語
は
、
清
談
に
み
ら
れ
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る
人
物
評
価
に
淵
源
を
持
つ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
庾
肩
吾
『
書
品
』
攷
│
「
天

然
」・「
工
夫
」
の
淵
源
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
書
学
書
道
史
研
究
』
二
八
、
二
〇
一
八
年
）

を
参
照
。

（
５

）　

谷
口
鉄
雄
「
書
の
品
等
論
の
成
立
に
つ
い
て
│
虞
龢
「
論
書
表
」
を
中
心
に
」（『
美

学
』
一
六
│
四
、
一
九
六
六
年
）

（
６

）　

張
薇
薇
『《
論
書
表
》
校
注
與
研
究
』（
中
國
美
術
學
院
、
二
〇
一
〇
年
）

（
７

）　

後
世
の
書
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
譚
学
念
「
虞
龢
《
論
書
表
》

産
生
之
由
」（『
書
法
賞
評
』
二
〇
一
二
年
一
期
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
８

）　
「
勢
」
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
著
、
中
島
隆
博
訳
『
勢 

効
力
の

歴
史
：
中
国
文
化
横
断
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
９

）　

成
田
健
太
郎
「
書
体
を
詠
う
韻
文
ジ
ャ
ン
ル
「
勢
」
と
そ
の
周
辺
」（『
日
本
中
国
学

会
報
』
五
九
、
二
〇
〇
七
年
。
の
ち
『
中
国
中
古
の
書
学
理
論
』
二
〇
一
六
年
所
収
）

（
10
）　

仇
海
平
『
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
奏
議
文
史
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）

お
よ
び
仇
海
平
『
中
国
古
代
奏
議
文
研
究
│
以
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
爲
中
心
』（
中
国
社

会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）

（
11
）　

上
衣
也
。
從
衣
從
毛
。
古
者
衣
𧚍
、
故
以
毛
爲
表
。（『
説
文
解
字
』「
𧘝
」
字
説
解
）

（
12
）　

下
言
上
曰
表
。
思
之
於
內
、
表
施
於
外
也
。（『
釋
名
』「
釋
書
契
」）

（
13
）　

凡
そ
群
臣
の
天
子
に
上
書
す
る
者
に
四
名
有
り
。
一
に
曰
く
章
、
二
に
曰
く
奏
、
三

に
曰
く
表
、
四
に
曰
く
駮
議
。（
中
略
）
表
な
る
者
は
、
需
頭
せ
ず
、
上
に
「
臣
某
言
」

と
言
ひ
、
下
に
「
臣
某
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
、
死
罪
死
罪
。」
と
言
ひ
、
左
方
下
に

附
し
て
「
某
官
臣
某
甲
」
と
曰
ふ
。
上
文 

多
く
編
兩
行
を
用
ひ
、
文 

少
く
五
行
を
以

て
し
、
尚
書
に
詣
り
通
る
者
な
り
。
公
卿
・
校
尉
・
諸
将
は
姓
を
言
は
ず
、
大
夫
以
下

は
姓
同
じ
く
官 

別
な
る
者
有
れ
ば
姓
を
言
ふ
。（
凡
群
臣
上
書
于
天
子
者
有
四
名
。
一

曰
章
、
二
曰
奏
、
三
曰
表
、
四
曰
駮
議
。（
中
略
）
表
者
、
不
需
頭
、
上
言
臣
某
言
、

下
言
臣
某
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
、
死
罪
死
罪
。
左
方
下
附
曰
某
官
臣
某
甲
上
、
文
多

用
編
両
行
、
文
少
以
五
行
、
詣
尚
書
通
者
也
。
公
卿
校
尉
諸
將
不
言
姓
、
大
夫
以
下
有

同
姓
官
別
者
言
姓
。（
蔡
邕
『
獨
斷
』））

（
14
）　

表
者
、
標
也
。
禮
有
表
記
、
謂
德
見
於
儀
。
其
在
器
式
、
揆
景
曰
表
。
章
表
之
目
、

蓋
取
諸
此
也
。（『
文
心
雕
龍
』
章
表
篇
）

（
15
）　

表
を
標
と
す
る
訓
詁
は
管
見
の
限
り
で
は
劉
勰
以
前
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、『
史
記
』
巻
五
十
五 

留
侯
世
家 

留
侯
張
良
伝
に
「
武
王 

殷
に
入
り
、
商
容

の
閭
に
表
す
（
武
王
入
殷
、
表
商
容
之
閭
）」
と
あ
り
、
そ
の
索
隠
注
に
引
く
北
魏
の

崔
浩
の
注
に
は
「
表
と
は
、
其
の
里
門
に
標
榜
す
る
な
り
（
崔
浩
云
「
表
者
、
標
榜
其

里
門
也
」）」。
と
あ
る
。
劉
勰
が
こ
の
解
釈
を
元
に
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
言
及
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
表
と
は
「
標
榜
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
一
つ

の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
16
）　

名
曰
表
記
者
、
以
其
記
君
子
之
德
、
見
於
儀
表
。
此
於
別
錄
屬
通
論
。（
陸
徳
明
『
經

典
釋
文
』
所
引
鄭
氏
目
録
）

（
17
）　

唯
文
章
之
用
、
実
經
典
枝
條
。
五
禮
資
之
以
成
、
六
典
因
之
致
用
。
君
臣
所
以
炳
煥
、

軍
國
所
以
昭
明
、
詳
其
本
源
、
莫
非
經
典
。（『
文
心
雕
龍
』
序
志
篇
）

（
18
）　
『
文
心
雕
龍
』
の
立
文
思
想
が
儒
教
的
思
惟
を
根
底
に
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
和

久
希
「
経
典
の
枝
條
│
『
文
心
雕
龍
』
の
立
文
思
想
」（『
六
朝
言
語
思
想
史
研
究
』
汲

古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
19
）　

揆
之
以
日
、
作
于
楚
室
。（『
詩
經
』
鄘
風
）

（
20
）　

揆
、
度
也
。
度
日
出
入
、
以
知
東
西
。（『
詩
經
』
鄘
風
毛
伝
）

（
21
）　

表
者
、
明
也
、
標
也
、
如
物
之
標
表
。
言
標
著
事
序
、
使
之
明
白
、
以
曉
主
上
、
得

盡
其
忠
曰
表
。
三
王
已
前
、
謂
之
敷
奏
。
故
尚
書
云
敷
奏
以
言
、
是
也
。
至
秦
並
天
下
、

改
為
表
。
總
有
四
品
。
一
曰
章
、
謝
恩
曰
章
。
二
曰
表
、
陳
事
曰
表
。
三
曰
奏
、
劾
驗

政
事
曰
奏
。
四
曰
駮
、
推
覆
平
論
、
有
異
事
進
之
曰
駮
。
六
國
及
秦
、
漢
兼
謂
之
上
書
、

行
此
五
事
。
至
漢
、
魏
已
來
、
都
曰
表
。
進
之
天
子
稱
表
、
進
諸
侯
稱
上
疏
。
魏
已
前

天
子
亦
得
上
疏
。（『
文
選
』
巻
三
十
七　

表
上 

李
善
注
）

（
22
）　

例
え
ば
、
諸
葛
亮
の
「
出
師
表
」
は
、
現
状
を
前
に
陳
べ
、
後
半
で
そ
の
政
策
を
陳

べ
る
。

（
23
）　

谷
口
鉄
雄
「
解
説
『
論
書
表
』」（
目
加
田
誠
編
『
文
学
芸
術
論
集
』（『
中
国
古
典
文

学
大
系
』
五
四
）
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
24
）　

前
掲
、
張
薇
薇
『《
論
書
表
》
校
注
與
研
究
』（
中
國
美
術
學
院
、
二
〇
一
〇
年
）、
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第
三
章 

対
《
論
書
表
》
相
関
問
題
的
研
究
、
第
二
節 

書
法
家
的
伝
奇
│
虞
龢
《
論
書

表
》
中
的
伝
記 

第
一
項
〝
二
王
書
事
〞
之
追
尋
を
参
照
。

（
25
）　

朝
廷
秘
寶
名
書
、
久
已
盈
積
。
太
初
狂
迫
、
乃
欲
一
時
焼
除
。
左
右
懐
譲
者
苦
相
譬

説
、
乃
止
。
臣
見
衛
恒
古
來
能
書
人
録
一
巻
、
時
有
不
通
、
今
隨
事
改
正
。
並
写
諸
雑

勢
一
巻
、
今
新
装
二
王
鎮
書
定
目
各
六
巻
、
又
羊
欣
書
目
六
巻
、
鍾
・
張
等
書
目
一
巻
、

文
字
之
部
備
矣
。
謹
詣
省
上
表
並
上
録
勢
新
書
以
聞
。
六
年
九
月
中
書
侍
郎
臣
虞
龢
上
。

な
お
、
末
尾
の
「
六
年
」
は
泰
始
六
（
四
七
〇
）
年
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
杉
村
邦

彥
「『
論
書
表
』
解
題
」（『
中
國
書
論
大
系
』
第
一
巻
漢
魏
晉
南
北
朝
、
二
玄
社
、
一

九
七
七
年
）
を
参
照
。

（
26
）　

た
と
え
ば
、『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
、
秦
の
焚
書
坑
儒
な
ど
に
よ
っ
て
書
物
が
散
逸

し
た
た
め
に
そ
の
蒐
集
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

（
27
）　

余
嘉
錫
『
目
録
学
発
微
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

（
28
）　

及
亡
新
居
攝
、
使
大
司
空
甄
豊
等
校
文
書
之
部
。
自
以
爲
応
製
作
、
頗
改
定
古
文
。

（
許
慎
『
説
文
解
字
』
序
）

（
29
）　

こ
の
「
新
裝
」
に
つ
い
て
は
、『
中
国
書
論
大
系
』
巻
一
（
二
玄
社
、
一
九
七
七
年
）

に
収
載
す
る
杉
村
邦
彦
訳
の
「
論
書
表
」
で
は
書
名
の
一
部
と
し
て
捉
え
て
お
り
、『
新

裝
二
王
鎮
書
定
目
』
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
と
す
る
と
一
連
の
書
物
の
述
語
が
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
本
稿
で
は
書
名
と
し
て
取
ら
ず
、
述
語
と

し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
前
掲
の
張
薇
薇
の
訳
注
に
お
い
て
も
「
新
裝
」
は
書

名
の
一
部
と
し
て
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。

（
30
）　

孝
武
撰
子
敬
學
書
戯
習
、
十
巻
為
帙
。
傅
云
、
戯
學
而
不
題
。
或
真
・
行
・
章
草
雑

在
一
紙
、
或
重
作
數
字
、
或
學
前
輩
名
人
能
書
者
、
或
有
聊
爾
戯
書
。
既
不
留
意
、
亦

殊
猥
劣
。
徒
聞
則
録
、
曾
不
披
簡
。
巻
小
者
數
紙
、
大
者
數
十
。
巨
細
差
懸
、
不
相
疋

類
。
是
以
更
裁
減
、
以
二
丈
為
度
。
亦
取
小
王
書
古
詩
・
賦
・
贊
・
論
、
或
草
或
正
、

言
無
次
第
者
、
入
戯
學
部
。
其
有
悪
者
、
悉
皆
刪
去
。
巻
既
調
均
、
書
又
精
好
。（
虞

龢
『
論
書
表
』）

（
31
）　

諸
書
の
「
傅
に
云
ふ
」
の
解
釈
は
、
谷
口
鉄
雄
の
邦
訳
（
目
加
田
誠
編
『
文
学
芸
術

論
集
』（『
中
国
古
典
文
学
大
系
』
五
四
）
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）
お
よ
び
杉
村
邦
彦

の
邦
訳
（『
中
國
書
論
大
系
』
第
一
巻
漢
魏
晉
南
北
朝
、
二
玄
社
、
一
九
七
七
年
）
で

は
「
戯
學
に
し
て
題
せ
ず
」
ま
で
を
そ
の
範
囲
と
す
る
。
ま
た
、
崔
爾
平
校
注
『
書
苑

菁
華
校
注
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）、
で
は
「
戯
學
」
の
二
字
を
そ
の
範

囲
と
す
る
。
こ
れ
ら
と
異
な
る
解
釈
を
す
る
の
が
張
薇
薇
『《
論
書
表
》
校
注
與
研
究
』

（
中
國
美
術
學
院
、
二
〇
一
〇
年
）
で
あ
る
。
張
は
「
傅
に
云
ふ
」
の
範
囲
を
限
定
し

な
い
。

（
32
）　

伏
惟
、
陛
下
爰
凝
睿
思
、
淹
留
草
法
。
擬
效
漸
妍
、
賞
析
彌
妙
。
旬
日
之
間
、
轉
求

精
秘
。
字
之
美
悪
、
書
之
真
偽
、
剖
判
體
趣
、
窮
微
入
神
。
機
息
務
閑
、
從
容
研
玩
、

乃
使
使
三
呉
、
荊
・
湘
諸
境
、
窮
幽
測
遠
、
鳩
集
散
逸
。
及
群
臣
所
上
、
数
月
之
間
、

奇
跡
雲
萃
。
詔
臣
與
將
前
將
軍
巢
尚
之
、
司
徒
參
軍
事
徐
希
秀
、
淮
南
太
守
孫
奉
伯
科

簡
二
王
書
、
評
其
品
題
、
除
猥
録
美
、
供
御
賞
玩
。
遂
得
遊
目
瓌
翰
、
展
好
寳
法
、
錦

質
繡
章
、
爛
然
畢
睹
。（
虞
龢
『
論
書
表
』）

（
33
）　

厥
後
群
能
間
出
、
洎
乎
漢
・
魏
、
鍾
・
張
擅
美
、
晉
末
二
王
稱
英
。
羲
之
書
云
、
頃

尋
諸
名
書
、
鍾
・
張
信
為
絶
倫
、
其
餘
不
足
存
。
又
云
、
吾
書
比
之
鍾
・
張
當
抗
行
、

張
草
猶
當
雁
行
。
羊
欣
云
、
羲
之
便
是
小
推
張
、
不
知
獻
之
自
謂
云
何
。
欣
又
云
、
張

字
形
不
及
右
軍
、
自
然
不
如
小
王
。
謝
安
嘗
問
子
敬
、
君
書
何
如
右
軍
。
答
云
、
故
當

勝
。
安
云
、
物
論
殊
不
爾
。
子
敬
答
曰
、
世
人
那
得
知
。（
虞
龢
『
論
書
表
』）

（
34
）　

杉
村
邦
彦
は
王
羲
之
「
自
論
書
」
は
王
羲
之
自
身
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
。
た
だ
し
そ
の
成
立
は
人
に
与
え
た
尺
牘
か
ら
後
人
が
書
に
関
す
る
部
分
を
取
り
出

し
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
と
み
る
。
杉
村
邦
彦
「『
自
論
書
』
解
題
」（『
中
國
書
論

大
系
』
第
一
巻
漢
魏
晉
南
北
朝
、
二
玄
社
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
。
こ
う
し
た
視
点

は
張
天
弓
も
同
様
で
あ
る
が
、
張
は
王
羲
之
の
「
尚
想
黄
綺
帖
」
と
の
比
較
よ
り
、
偽

作
で
あ
る
と
す
る
。
張
天
弓
「
論
王
羲
之
《
尚
想
黄
綺
帖
》
及
其
相
関
問
題
」（『
張
天

弓
先
唐
書
学
考
辨
文
集
』（
栄
宝
斎
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
）
を
参
照
。

（
35
）　

謝
安
の
質
問
は
、『
世
説
新
語
』
品
藻
篇
に
「
謝
公 

王
子
敬
に
問
ふ
、「
君
が
書 

君

が
家
尊
に
何
如
。」
と
。
答
へ
て
曰
く
、「
固
よ
り
當
に
同
じ
か
ら
ざ
る
べ
し
。」
と
。

公
曰
く
、「
外
人
の
論 

殊
に
爾
ら
ず
。」
と
。
王
曰
く
、「
外
人 

那
ぞ
知
る
を
得
ん
や
。」

と
。（
謝
公
問
王
子
敬
、「
君
書
何
如
君
家
尊
。」
答
曰
、「
固
當
不
同
。」
公
曰
、「
外
人
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論
殊
不
爾
。」
王
曰
、「
外
人
那
得
知
。」）」
と
あ
り
、
そ
の
劉
孝
標
注
に
引
く
宋
・
明

帝
『
文
章
志
』
で
は
、「
宋
の
明
帝 

文
章
志
に
曰
く
、「
獻
之 

隷
書
を
善
く
し
、
右
軍

の
法
を
変
じ
て
今
體
と
為
す
。
字
畫
は
秀
媚
、
時
倫
を
妙
絶
し
、
父
と
俱
に
名
を
得
た

り
。
其
の
章
草 

疎
弱
、
殊
に
父
に
及
ば
ず
。
或
る
ひ
と
獻
之
に
訊
き
て
云
ふ
、「
羲
之

の
書 
勝
つ
や
不
や
。」
と
。「
能
く
判
ず
る
莫
し
。」
と
。
羲
之
に
問
ふ
有
り
て
云
ふ
、

「
世
論 

卿
の
書 
獻
之
に
逮
ば
ず
。」
と
、
答
へ
て
曰
く
、「
殊
に
爾
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。

他
日 

獻
之
に
見
へ
、
問
ふ
、「
尊
君
の
書
は
何
如
。」
と
。
獻
之 

答
へ
ず
。
又 

問
ふ
、

「
論
者 

云
ふ
、
君 
固
よ
り
當
に
如
か
ざ
る
べ
し
。」
と
。
獻
之 

笑
ひ
て
答
へ
て
曰
く
、

「
人 

那
ぞ
之
れ
を
知
る
を
得
ん
や
。」（
宋
明
帝
文
章
志
曰
、
獻
之
善
隷
書
、
変
右
軍
法

為
今
體
。
字
畫
秀
媚
、
妙
絶
時
倫
、
與
父
俱
得
名
。
其
章
草
疎
弱
、
殊
不
及
父
。
或
訊

獻
之
云
、
羲
之
書
勝
不
。
莫
能
判
。
有
問
羲
之
云
、
世
論
卿
書
不
逮
獻
之
。
答
曰
、
殊

不
爾
也
。
他
日
見
獻
之
、
問
、
尊
君
書
何
如
。
獻
之
不
答
。
又
問
、
論
者
云
、
君
固
當

不
如
。
獻
之
笑
而
答
曰
、
人
那
得
知
之
也
。）」
と
あ
る
。

（
36
）　

夫
古
質
而
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
會
美
倶
深
、
故
同
為
終
古
之
獨
絶
、
百

代
之
楷
式
。（
虞
龢
『
論
書
表
』）

（
37
）　
『
南
齊
書
』
巻
三
十
四 

列
伝
十
五 

劉
休
伝
に
「
元
嘉
世
、
羊
欣
受
子
敬
正
隷
法
，

世
共
宗
之
、
右
軍
之
體
微
古
、
不
復
見
貴
。
休
始
好
此
法
、
至
今
此
體
大
行
。」
と
あ
り
、

宋
の
文
帝
、
元
嘉
年
間
に
お
い
て
は
王
羲
之
が
す
で
に
「
微
古
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
38
）　
「
古
來
能
書
人
名
」
に
「
王
羲
之
。
晉
の
右
將
軍
、
會
稽
內
史
た
り
。
博
く
群
法
を

精
は
し
く
し
、
特
に
草
を
善
く
す
。
羊
欣 

雲
ふ
、「
古
今 

二
莫
し
。」
と
。（
王
羲
之
。

晉
右
將
軍
、
會
稽
內
史
。
博
精
群
法
、
特
善
草
。
羊
欣
云
、
古
今
莫
二
。）」
と
あ
り
、

王
羲
之
の
価
値
は
不
動
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、「
古

來
能
書
人
名
」
の
テ
キ
ス
ト
成
立
に
な
お
疑
念
が
残
る
た
め
、
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
39
）　

子
曰
、「
質
勝
文
則
野
、
文
勝
質
則
史
。
文
質
彬
彬
、
然
後
君
子
。」（『
論
語
』
雍
也
）

（
40
）　

夏
・
殷
士
冠
不
異
何
。
古
質
也
。
以
士
冠
禮
知
之
。（『
白
虎
通
義
』
紼
冕
）

（
41
）　

始
冠
、
緇
布
之
冠
也
。
大
古
冠
布
、
斉
則
緇
之
。
其
緌
也
。
孔
子
曰
、
吾
未
之
聞
也
。

冠
而
敝
之
可
也
。（『
儀
禮
』
士
冠
禮 

記
冠
儀
）

（
42
）　

大
古
、
唐
・
虞
以
上
。
緌
、
纓
飾
。
未
之
聞
、
大
古
質
、
蓋
亦
無
飾
。（『
儀
禮
』
士

冠
禮 

記
冠
儀 

鄭
玄
注
）

（
43
）　

虞
龢
の
禮
や
樂
に
関
す
る
議
奏
は
『
宋
書
』
禮
志
お
よ
び
樂
志
を
参
照
。

（
44
）　
『
宋
書
』
巻
一
武
帝
本
紀
の
詔
に
「
獨
絶
終
古
、
書
契
以
來
、
未
之
前
聞
矣
。」
と
あ

る
。
ま
た
『
宋
書
』
本
紀
二 

武
帝
本
紀
の
中
に
「
昔
周
、
呂
佐
叡
聖
之
主
、
因
三
分

之
形
、
把
旄
仗
鉞
、
一
時
指
麾
、
皆
大
啓
疆
宇
、
跨
州
兼
國
。
其
在
桓
・
文
、
方
茲
尤

儉
、
然
亦
顯
被
寵
章
、
光
錫
殊
品
。
況
乃
獨
絶
百
代
、
顧
邈
前
烈
者
哉
」
と
あ
る
。

（
45
）　

杉
村
邦
彦
に
よ
れ
ば
、
南
朝
の
書
は
「
前
半
は
獻
之
の
法
に
倣
い
、
後
半
は
羲
之
の

体
に
範
を
求
め
た
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
南
朝
の
初
め
に
羲
之
よ
り
も
獻
之
の
書
法
が

尊
重
さ
れ
た
の
は
、
獻
之
に
直
接
師
事
し
た
者
の
多
か
っ
た
こ
と
、
獻
之
は
父
の
法
を

改
め
て
新
し
い
書
風
を
開
き
、
こ
れ
が
南
朝
初
期
の
氣
風
に
合
致
し
た
」
こ
と
を
理
由

と
し
て
い
る
。
杉
村
邦
彦
「「
書
」
の
生
成
と
評
論
：
中
國
書
論
史
序
説
」（『
東
洋
史

研
究
』
二
五
│
二
、
一
九
六
六
年
。
の
ち
に
『
書
学
論
纂
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
八
年

所
収
）

（
46
）　

宋
文
帝
書
、
自
謂
不
減
王
子
敬
。
時
議
者
云
、「
天
然
勝
羊
欣
、
功
夫
不
及
欣
。」（
王

僧
虔
『
論
書
』）

（
47
）　

桓
玄
耽
玩
、
不
能
釈
手
、
乃
撰
二
王
紙
跡
雑
有
縑
素
、
正
行
之
尤
美
者
、
各
為
一
帙
、

常
置
左
右
。
及
南
奔
、
雖
甚
狼
狽
、
猶
以
自
隨
。
擒
獲
之
後
、
莫
知
所
在
。（
虞
龢
「
論

書
表
」）

（
48
）　

劉
毅
頗
尚
風
流
、
亦
甚
愛
書
、
傾
意
搜
求
。
及
將
敗
、
大
有
所
得
。（
虞
龢
「
論
書
表
」）

（
49
）　

盧
循
素
善
尺
牘
、
尤
珍
名
法
。
西
南
豪
士
、
鹹
慕
其
風
。
人
無
長
幼
、
翕
然
尚
之
。

家
贏
金
幣
、
競
遠
尋
求
。
於
是
京
師
三
呉
之
跡
、
頗
散
四
方
。
羲
之
為
會
稽
、
獻
之
為

呉
興
、
故
三
呉
之
近
地
、
偏
多
遺
跡
也
。
又
是
末
年
遒
美
之
時
。（
虞
龢
「
論
書
表
」）

（
50
）　

桓
玄
の
説
話
に
つ
い
て
は
『
晋
書
』
に
類
似
し
た
説
話
が
見
ら
れ
る
。「
初
欲
飾
裝
、

無
他
処
分
、
先
使
作
軽
舸
、
載
服
玩
及
書
畫
等
物
。
或
諫
之
。
玄
曰
、「
書
畫
服
玩
既

宜
恒
在
左
右
、
且
兵
凶
戰
危
、
脱
有
不
意
、
當
使
軽
而
易
運
。」
衆
咸
笑
之
。」（『
晋
書
』
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巻
九
十
九 

列
伝
六
十
九 

桓
玄
伝
）。
た
だ
し
こ
の
説
話
で
は
、
書
畫
を
左
右
に
置
い

た
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
桓
玄
伝
に
よ
れ
ば
「
人
士

有
法
書
好
画
及
佳
園
宅
者
、
悉
欲
帰
己
、
猶
難
逼
奪
之
、
皆
蒱
博
而
取
。」
と
あ
り
、

書
畫
を
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
51
）　

臣
今
謹
更
創
立
、
製
成
新
史
。
始
自
義
煕
肇
號
、
終
於
昇
明
三
年
。
桓
玄
・
譙
縦
・

盧
循
・
馬
・
魯
之
徒
、
身
為
晉
賊
、
非
關
後
代
。
呉
隠
・
謝
混
・
郗
僧
施
・
義
止
前
朝
、

不
宜
濫
入
宋
典
。
劉
毅
・
何
無
忌
・
魏
詠
之
・
檀
憑
之
・
孟
昶
・
諸
葛
長
民
、
志
在
興

復
、
情
非
造
宋
、
今
並
刊
除
、
帰
之
晉
籍
。（『
宋
書
』
巻
一
〇
〇 

自
序
）

（
52
）　

劉
裕
に
つ
い
て
は
川
合
安
「
劉
裕
の
革
命
と
南
朝
貴
族
制
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論

集
』
九
、
二
〇
〇
七
年
（
の
ち
『
南
朝
貴
族
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
所
収
））

を
参
照
。

（
53
）　

王
文
度
為
桓
公
長
史
。
時
桓
為
児
求
王
女
。
王
許
諮
藍
田
。
既
還
、
藍
田
愛
念
文
度
、

雖
長
大
、
猶
抱
著
膝
上
。
文
度
因
言
、
桓
求
己
女
婚
。
藍
田
大
怒
、
排
文
度
下
膝
曰
、

悪
見
文
度
已
復
癡
、
畏
桓
溫
面
。
兵
那
可
嫁
女
與
之
。
文
度
還
報
云
、
下
官
家
中
先
得

婚
処
。
桓
公
曰
、
吾
知
矣
。
此
尊
府
君
不
肯
耳
。
後
桓
女
、
遂
嫁
文
度
児
。（『
世
説
新

語
』
方
正
）

（
54
）　

渡
邉
義
浩
は
、
結
果
と
し
て
「
太
原
の
王
氏
」
と
「
譙
國
の
桓
氏
」
は
婚
姻
関
係
を

結
ん
だ
。『
世
説
新
語
』
は
そ
の
詳
細
を
伝
え
ず
、「
兵
」、
す
な
わ
ち
軍
事
力
を
存
立

基
盤
と
し
て
台
頭
す
る
も
の
と
は
婚
姻
関
係
を
結
ば
な
い
と
い
う
王
述
の
「
語
」
を
強

調
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
渡
邉
義
浩
「『
世
説
新
語
』
の
編
纂
意
図
」（『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
二
〇
一
六
年
。
の
ち
『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
小
説
と
儒
教
』（
汲
古
書

院
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
）
を
参
照
。

（
55
）　

渡
邉
義
浩
は
貴
族
の
存
立
基
盤
に
「
文
化
」
を
置
く
と
す
る
。
貴
族
の
存
立
基
盤
の

側
面
は
大
別
す
る
と
①
階
級
支
配
者
と
し
て
の
側
面
、
②
政
治
的
支
配
者
と
し
て
の
側

面
、
③
「
庶
」
に
対
し
て
「
士
」
の
身
分
と
い
う
身
分
的
優
位
性
の
側
面
、
④
文
化
優

越
者
と
し
て
の
側
面
、
⑤
皇
帝
権
力
に
対
し
て
自
立
性
を
保
持
す
る
と
い
う
側
面
を
掲

げ
る
。
渡
邉
義
浩
「
所
有
と
文
化
│
中
国
貴
族
制
研
究
の
一
視
角
」（『
中
国
│
社
会
と

文
化
』
十
八 

二
〇
〇
三
年
、
の
ち
『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
四
年
所
収
）

（
56
）　

中
世
宗
室
諸
王
尚
多
素
嗤
貴
遊
不
甚
愛
好
、
朝
廷
亦
不
搜
求
。
人
間
所
秘
、
往
往
不

少
。（
虞
龢
「
論
書
表
」）

（
57
）　

新
渝
惠
侯
雅
所
愛
重
、
懸
金
招
買
、
不
計
貴
賤
。
而
軽
薄
之
徒
鋭
意
摹
學
、
以
茅
屋

漏
汁
染
變
紙
色
、
加
以
勞
辱
、
使
類
久
書
。
真
偽
相
糅
、
莫
之
能
別
。
故
惠
侯
所
蓄
、

多
有
非
真
。
然
招
聚
既
多
、
時
有
佳
跡
。
如
獻
之
呉
興
二
箋
、
足
為
名
法
。（
虞
龢
「
論

書
表
」）


