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書
を
論
ず
る
こ
と
は
、
漢
代
に
は
じ
ま
り
、
魏
晋
南
北
朝
に
お
よ
び
、
斉
梁

に
は
書

の
品
第
論
が
流
行
し
て

一
時

に
栄
え
、

つ
い
で
唐
代
に
及
ん
だ
。
張
彦
遠

の
法
書

要
録
は
こ
の
間
の
書
論
を
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
宝
の
末

・
安
史

の
乱
を
境
と
し

て
革
新
的
な
書
が
興
起
し
て
か
ら
の
ち
の
書
論
は
、
よ
う
や
く
北
宋
の
欧
陽
脩
、

蘇
転
、
黄
庭
堅
に
よ

っ
て
実
を
結
び
、
米
帝
に
よ

っ
て
さ
ら
に
洗
錬
を
加
え
た
。
こ
れ
ら

の
北
宋
の
諸
家

の
書
論
は
、
張
旭

・
懐
素
や
顔
真
卿
を
主
導
者
と
す
る
唐

の
革

新
的
な
書

の
理
論
づ
け
を
な
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
か
れ
ら
の
評
価
は
よ
り
以
上
に
高
ま

っ
た
。
北
宋

の
書
論
を
も

っ
と
も
よ
く
反
映
し
た
の
は
明
代
で

あ
り
、
明
代
に
お
い
て
唐
以
来
の
革
新
的
な
書

の
書
論
を
承
け
て
、
新
し
い
幟
旗
を
う
ち
立
て
た
の
は
、
何
と
云

っ
て
も
董
其
昌
を
第

一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

董
其
昌

(
一
五
五
五
-

一
六
三
六
)
字
は
玄
宰
、
号
を
思
白
ま
た
は
香
光
と
い
う
。
松
江
華
亭
の
出
身

で
あ
る
。
官
は
天
啓
年
間
に
礼
部
侍
郎
に
ま
で
至

っ
て
い
る
。

詩
文
書
画
よ
く
せ
ぬ
も
の
は
な
く
、
と
く
に
書
画
に
お
い
て
名

の
あ
る
こ
と
は
今
あ
ら
た
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
は
か
れ
の
書
に

つ
い
て
、
そ
の
古
今

の
名
蹟

を
鑑
賞
し
た
題
践
を
通
し
て
、
そ
の
理
論
が
ど
の
よ
う
で
あ

っ
た
か
を
見
よ
う
と
お
も
う
。
か
れ
の
詩
文
集
に
は

「
容
台
集
」
が
あ
り
、
そ
の
別
集
六
巻
の
巻
四
、
五
に

「
書
品
」
と
題
し
て
多
く
の
題
践
を
集
録
し

て
い
る
。
別
に
ま
た

「
画
禅
宝
随
筆
四
巻
」
が
あ
り
、
こ
の
巻

一
に
も
、
論
用
筆
、
評
法
書
、
践
自
書
、
評
古
帖
の
四
項
を

設
け
て
、
そ
の
書
を
論
じ
た
蹟
文
の
た
ぐ

い
を
載
せ
て
い
る
。

↓
部
分
、
容
台
集
と
重
複
す
る
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
画
禅
室
随
筆
の
方
は
ま
た
、
容
台
集
に
見
ら
れ
ぬ
部

分
も
あ

っ
て
、
併
せ
て
役
立

つ
と
こ
ろ
が
多

い
。
今
、
こ
の
二
本
を
参
考
し
て
、
董
其
昌
の
書
論
を
、
原
践
を
解
釈
し
な
が
ら
見
て
ゆ
こ
う
と
お
も
う
。

画
禅
室
随
筆
の
な
か
に
、
か
れ
の
学
書
の
経
歴
を
述
べ
た

一
節
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
か
れ
の
学
書

の
こ
と
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

「
私
が
書
を
学
ん
だ
の
は
十
七
歳

の
と
き
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
私
の
家
の
仲
子
伯
長
、
名
は
伝
緒
は
私
と

一
緒
に
郡
の
試
験
を
受
け
た
。
郡
守

を
し
て
い
た
江

一188-一



西
の
人
、
衷
洪
渓
が
、
私
の
書
が
ま
ず

い
の
で
第

二
位
に
置

い
た
。

こ
れ
以
来
、
は
じ
め
て
発
憤
し
て
習
字
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
は
じ
め
、
顔
平
原

(顔
真
卿
)
の
多

宝
塔
を
師
と
し
、
ま
た
、
改
め
て
虞
永
興

(虞
世
南
)
を
学
ん
だ
。
考
え
て
み
る
と
、
唐

の
書
は
晋
魏
に
及
ば
な
い
の
で
、
遂
に
黄
庭
経
、
お
よ
び
鍾
元
常

(
魏
の
鍾
蘇
)

せ
ま

の
宣
示
表

、
力
命
表

、
還
示
帖

、
丙
舎

帖

に
倣

っ
て
、
お

よ

そ
三
年

を

へ
た
。

自
分

の
思
う

こ
と
に

は
、

占

に
逼

っ
て
、
も

は

や
文

徴
仲

(
文
徴

明
)
、

祝
希
哲

(
祝
允

明
)

を
眼
中

に
置

か
な

い
の
が
よ

い
。

し
か
し

、
書
家

の
神

理

に
お

い
て
は
、
実

は
ま
だ
悟

入
す

る

と

こ
ろ
は

な

か

っ
た
。

た
だ

い
た
ず

ら
に
格

轍

(
形
式

)
を
守

る

だ
け

で

あ

っ
た
。

こ
の
ご

ろ
、
嘉

興

へ
で
か
け

て
、
項

子
京

(項

元

沐
)

の
家

蔵

の
真
蹟

を

こ
と
ご

と
く

見

る

こ
と

が
で
き
、

ま
た

右
軍

の
官

奴
帖

を

金
陵

(
南
京
)

で

見

て
、

き
よ
う
げ

ん

は
じ
め
て
従
前
は
妄
り
に
自
分
で
目
標
を
立
て
て
そ
れ
で
よ
い
と
思

っ
て
い
た
こ
と
を
悟

っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
香
嚴
和
尚
が
、

一
た
び
洞
山

の
問
を
経
て
、
却

つ
て

や

一
生
、
粥
飯
僧
と
な
る
こ
と
を
願

っ
た
か
の
ご
と
く
、

(
香
厳
が
洞
山

の
良
紛
に
参
し
た
故
事
)
自
分
も
筆
硯
を
焚
き
す
て
る
こ
と
を
願

っ
た

(
文
の
人
に
及
ば
ぬ
こ
と

を
恥
ぢ
て
筆
硯
を
焚
き
す

て
て
、
文
を

つ
く
ら
な

い
こ
と
の
故
事
)
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
ち
次
第
に
少
し
ず

つ
会
得
し

て
、
今
に
二
十
七
年
に
な
ろ
う
と
す

る
が
、

猶
お
波
浪

の
ま
ま
に
た
だ
よ
う
書
家
と
な

っ
て
い
る
。
翰
墨
は
小
道

(唐
太
宗
が
、
学
書
は
小
道
な
り
急
務
に
非
ず
と
い

っ
た
)

で
あ
る
が
、

そ
の
困
難
な
こ
と

は
こ
の

と
お
り

で
あ
る
。
ま
し
て
、
道
を
学
ぶ
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
L

こ
れ
は
十
七
歳
か
ら
二
十
七
年
と
い
う
か
ら
、
万
暦
二
十
五
年

(
一
五
九
七
)

の
こ
ろ
の
践
で
あ
る
。

か
れ
が
書
を
学
ん
だ
経
歴
を
告
白
し

て
い
る
記
事
は
容
台
別
集
に
も
あ
る
。

そ
れ
に
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

あ
や
ま

「
私
は
十
七
歳
の
と
き
書
を
学
ん
だ
。

二
十

二
歳

の
と
き
画
を
学
ん
だ
、
今
は
五
十
七
歳
で
あ
る
。

(万
暦
三
十
九
年
、

一
六

一
一
)
し
か
し
、
謬

っ
て
私
を
称
許
す

る
も
の
が
あ
る
。
私
は
自
分
で
よ
く
比
較
し
考
え
て
み
る
に
、
米
顛

(
米
荒
)
が
入
を
欺
く
言
葉
を
作

っ
た
の
に
似
な
い
よ
う
に
し
た
い
も

の
で
あ
る
。

一
た
い
、
画
で

く

りり

は
文
太
史

(文
徴
明
)
と
較
べ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
長
所
短
所
が
あ
る
。
文
氏
の
精
工
に
し
て
、
体
を
具

え
て
い
る
点
は
、
私
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
雅

秀
潤
と
い
う
点
に
な
る
と
、
私
の
方
が
さ
ら
に

一
篶
を
進
め
て
い
る

(す
ぐ
れ

て
い
る
)
。
趙

文

敏

(
趙
子
昂
)
と
較

べ
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
短
所
が
あ
る
。
行

間
が
茂
密

で
、
千
字

一
同

で
あ
る
点
で
は
、
私
は
趙
に
及
ぼ
な
い
。
し
か
し
、
歴
代
の
名
蹟
を
臨
倣
し
て
い
る
点

で
は
、
趙
は
十

の
う
ち
の

一
を
得

て
い
る
が
、
私
は
十

の
う
ち
七

つ
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
趙
の
書
は
熟
に
因

っ
て
俗
態
を
得
た
が
、
私

の
書
は
生

(熟
に
対
す
る
こ
と
ば

・
な
ま
)
に
よ

っ
て
秀
色
を
得

て
い
る
。
趙
の
書
に

は
作
意
し
な
い
も

の
は
な
い
が
、
私
の
書
は
往

々
に
し
て
率
意

に
か
く
。
作
意
と

い
う
点

に
つ
い
て
は
趙
の
書
は
ま
た
私
に

一
簿
を
輸
す

る

(
負
け
る
こ
と
)
も

の
で
あ

る
。
た
だ
私
は

(全
然
作
意
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
)
作
意
す
る
こ
と
が
少

い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
古
人
は
云

っ
て
い
る
。

『右
軍

(
王
義
之
)
は
、
張
芝
が
池

董
其
昌

の
書
論
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董

其

昌

の
書

論

に
臨

ん
で
、

池
水
が

こ
と
ご

と
く
黒

く
な

っ
た
と

い
う
が
、

も

し
自
分

が

こ
れ

ほ
ど
書

に
耽

る

こ
と
が

で
き

る
な

ら
ば

、
も
と

よ
り
か
れ

よ
り
勝
れ

る
に
ち
が

い
な

い
』

と
。
私
が
趙

に
対
す

る
の
も
、

こ
れ
と
同
様

で
あ
る
。
米
老

(米
苛
)
は
云

っ
て
い
る

。
『
私
の
書

に
は

一
点

の
右

軍

の
俗

気
が
な

い
。
私

の
画

に
は

一
点

の
李
成

、
関
全

つ
い

さ
と

の
俗
気
が
な
い
』
と
。
し
か
し
、
世
間
の
人
は
終

に
之
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
自
分
で
批
評
す
る
と
こ
ろ
は
、
ち

ょ
う
ど
児
を
憐
ん
で
醜
な
る
を
覚
ら
な
い
の
に

似
て
い
る
の
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
、
L
と
。

董
は
趙
を
き
わ
め
て
排
斥
し

て
い
こ
と
は
、
か
れ
の
記
し
て
い
る
文
の
随
所
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
趙

の
作
意
を
に
く
み
、
そ
れ
に
対
し
て
率
意
で
あ
る
こ
と

を
書
の
肝
要
な
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
作
意
の
書
は
俗
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
右
軍
の
俗
気
と
い
う
の
は
、
唐

の
韓
退
之
あ
た
り
か
ら
出
て
い
る
説
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
唐
代
以
降
に
な

っ
て
因
襲
化
し
た

伝
授
書
道
に
お
け
る
王
義
之
の
通
俗
な

低
調
さ
を
い

っ
た
の
で
、

さ
か
の
ぼ

っ
て

晋
人
の
高
い
風
韻
を
さ
し
て
言

っ
た
の
で

は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
董
の
書
は
歴
代
の
名
蹟
を
臨
倣
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
率
意
の
風
韻
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
。

趙
子
昂
と
は
よ
ほ
ど
意
見
が
合
わ
な
か

っ
た
ら
し
く
、
か
れ
に
対
し
て
ま
た
同
様

の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

つ
づ

な
ま

「
私
は
書

に
お
い
て
は
た
だ
ち
に
趙
文
敏

(
子
昂
)
に
接
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
す
こ
し
生
な
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
子
昂
の
熟
し
た
と
こ
ろ
は
、

ま
た
私
に
秀
潤
の
気
が
あ
る
の
に
は
及
ば
な

い
。
た
だ
し
、
私
は
多
く
書
を
か
く

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
点
で
は

呉
興

(
趙
子
昂
)
に

一
篶
を

譲
る
。

画
で
は

(趙
は
)
体
を
具
え
て
微
妙
で
あ
る
。
要
す
る
に
か
れ
は
三
百
年
来
の

一
具
眼
の
人
で
あ
る
。」

趙
の
難
点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、

そ
の
長
は
よ
く
み
と
め
て
い
る
。

か
れ
は
趙
子
昂
と
の
相
違
を
説
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
く
自
分
の
書

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
邪
子
　
侍
御

(
明
の
邪
伺
、
侍
御
は
官
名
)
は
か

っ
て
私
の
た
め
に
こ
う
言

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

『
右
軍

(
王
義
之
)
の
の
ち
は
、
趙
文
敏

(
子
昂
)
を
法
嫡

(
正

統
な
後
継
者
)
と
す

べ
き
で
あ
る
。
唐
宋

の
人
々
は
み
な
労
出

(支
流
)
に
す
ぎ
な
い
』
と
。
こ
れ
は
篤
論
で
は
な
い
。
文
敏

(
子
昂
)

の
書
の
欠
点
は
、
勢

の
な
い
こ

と
に
あ
る
。
か
れ
の
学
ぶ
と
こ
ろ
の
右
軍

(王
義
之
)
は
な
お
形
骸

の
外
に
あ
る
。
右
軍
の
雄
秀
の
気
象
は
、
文
敏
に
は
得
ら
れ

て
い
な
い
。
ど
う
し
て
よ
く
山
陰

(
王

あ
と

つ

義
之
を
い
う
)
の
武
を
接
ぐ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」

こ
れ
は
邪
伺
が
趙
子
昂
を
王
の
正
統
な
後
継
者
と
し
た
の
に
対
す
る
反
論

で
あ
り
、
趙
は
王
の
形
骸

の
み
を
取
り
気
象
を
備
え
て

い
な
い

こ
と
を

非
難

し
た
の
で
あ

る
。
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か
れ
は

つ
ず

い
て
ま
た
、
趙

の
書
を

こ
う
評
し
て
い
る
。

「
古
人
が
書
を
作
る
に
は
、
か
ら
ず
正
局
を
作
ら
な
い
。
と

い
う
の
は
、
奇
を
以

っ
て
正
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
趙
呉
興

(子
昂
)
の
晋
唐

の
室
に
は
い
ら

な
い
わ
け
で
あ
る
。
蘭
亭
序
の
書
は
、
正
し
く
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
の
縦
宕

(
放
縦

で
お
お
ま
か
な
こ
と
)

の
用
筆

の
と
こ
ろ
に
は
、
跡

の
尋
ぬ
べ
き
も
の
が
な
い
。

形
だ
け
模
し

て
相
似

て
い
る
の
で
は
、
去
れ
ば
去
る
ほ
ど
遠
く
な
る
。
柳
公
権
が
筆
正
し

(
心
正
し
け
れ
ば
筆
正
し
)
と
云

っ
た
の
は
、
よ
く
柳
下
恵
を
学
ぶ
も

の
に
し

こ
こ
ろ

て
は
じ
め
て
参
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

(柳
下
恵
は
孟
子
に
見
え
る
)
。
私
は
書
を
学
ぶ
こ
と
三
十
九
年
に
し
て
、
は
じ
め
て
こ
の
意
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
」

十
七
歳
か
ら
書
を
学
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
そ
の
の
ち
三
十
九
年
と

い
え
ば
、
万
暦
三
十
七
年

(
一
六
〇
九
)
ご
ろ
の
践
文
で
あ
る
。
趙
子
昂
が
晋
唐

の
室
に
入

ら
な
か

っ
た
の
は
、
形
似

に
と
ら
わ
れ
て
心
を
忘
れ
た
か
ら
だ
と
し

て
い
る
。

か
れ
が
書

を
か
く
態
度

は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
ば
で
説
か
れ
て
い
る
。
次
に
、

「
私
は
書

に
お

い
て
臨
倣
し
な
い
も
の
は
な

い
。
も

っ
と
も
得
意
と
す
る
の
は
小
楷
書
に
あ
る
。
し
か
し
、
筆
を
と
る
の
が
面
倒
な
の
で
、
た
だ
行
草
だ
け
が
世
間
に

行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た

い
て
い
作
意

の
書
で
は
な
く
、
た
だ
、
率
爾
に
酬
応
す
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
出
来

の
よ
い
作
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、

と

て
も
晋
魏

(
一
に
晋
宋
に
作
る
)

に
追
踪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
断
じ

て
唐
人
の
後
乗
に
は
な
ら
な

い
と
お
も
う
。
」

と
い
う
。
か
れ
が
率
意

の
書
を
よ
い
と
す
る
説
は
、
小
楷
を
説
く
場
合
に
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
率
意
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
作
意
に
対
す
る
こ
と
ば
で
、
作
意
の

悪
例
と
し
て
か
れ
の
頭
の
う
ち
に
浮
ぶ
の
は
、

つ
ね
に
趙
子
昂

で
あ
る
。
そ
の
目
標
は
魏
晋
に
あ
る
。
し
か
し
、
魏
晋
ま
で
は
追
随
で
き
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
唐
人

に
は
劣
ら
な

い
つ
も
り
で
あ
る
と
、
大
き
い
意
気
ご
み
を
見
せ
て
い
る
。

か
れ
は
ま
た
こ
の
よ
う

に
言

っ
て
い
る
。

「
私
は
生
れ

つ
き
書
が
好
き
で
あ
る
が
、
儀
式
ば

っ
て
わ
ざ
わ
ざ
と
書
く

の
が
面
倒
く
さ
い
の
で
、

一
篇
の
作
を
完
全
に
書
き
あ
げ
る
こ
と
は
め

っ
た
に
な
い
。

一
日

と
し
て
筆
を
執
ら
な
い
日
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
み
な
縦
横
断
続
し

て
、
順
序

の
な
い
こ
と
ば
を
書
く
だ
け
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
冊
子
を
机
案

の
ほ
と
り
に
置

い
て
お
い

た
の
を
、
と
う
と
う
取
り
あ
げ
て
各
体
の
書
を
か
い
た
。
そ
の
上
、
古
入
の
雅
致
の
あ

る
言
葉
を
多
く
録
し
た
。
今
ま
で
意
の
向
く
が
ま
ま
に
し
て
い
た
の
は
、
敬
意
を

つ
く
し
た
道
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
し
か
し
、
私
は
書
名

(書
に
よ

っ
て
名
を
え
る
こ
と
)
を
好
ま
な
い
。
だ
か
ら
書
の
中

に
は
淡
白
な
意
趣
が
あ
る
。

こ
の
こ

董

其

昌
の
書
論
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董
其
昌

の
書
論

か
り
そ
め

と
は
ま
た
自
分
で
も
知

っ
て
い
る
。
前
人
が
書
を

つ
く
る
の
に
萄
に
し
な
い
な
ど
は
、
名
の
た
め
に
そ
う
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
お
も
う
。」

董
其
昌
の
書
巻
に
は
、
古
人
の
こ
と
ば
を
、
淡
々
と
し
て
何
の
意
図
も
な
く
、
漫
然
と
書

い
て
い
る
例
が
よ
く
あ
る
。
何
か
む
か
し
の
名
篇

の
詩
を
立
派
な
字
で
書

い

て
人
に
誇
示
し

ょ
う
と
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
自
然
に
意

の
向
く
が
ま
ま
に
文
を
え
ら
ん
で
、
何
げ
な
く
書
き
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
践
を
よ
む
と
、
そ

う

い
う
も
の
を
書
い
て
い
る
気
持
ち
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
。

か
り
そ
め

し

か
し
、

か
れ

の
知

友

の
陸

倣
山

(陸

深
)

が
、

書
を

か

く
と
き
、

率
ホ

に
は
応
酬

し

て
も
苛

且

に
は
書

か
ず
、
つ
ね

に

「
敬
を
用

う
る
」
こ
と

を
忘
れ
な

か

っ
た

こ
と

を
、

董

は
感

服
し

て
記

し

て
い
る
。
書

を
か
く

の
に
、

い
か

に
率

ホ

に
書

い

て
も
苛

且

で
は

な
く
、
敬
度

さ
を
も

っ
て
書

く

べ
き

こ
と
を

自
ら
戒

め

て
い
る
。
次

に
ま
た

「
私

は
書

を
学

ぶ
こ
と

三
十
年

に
し

て
書
法

を
悟

る

こ
と

が
で
き

た
が
、

そ
れ
を
実

証
す

る

こ
と

が
で

き
な

い

の
は
、

自

ら
起

し
、
自

ら
倒
れ
、

自
ら
収

め
、
自
ら

束

ね

る
と

こ
ろ
に
在
る
。

こ
の
関

門
を
と

お
り
過
ぎ

れ
ば
、
右

軍
父
子

で
さ
え
も

い
か

ん
と
も
す

る

こ
と
は

で
き

な

い
・
左

に
転

じ
・
右

臨
備

く
・

こ
れ
が
右

軍

の
字
勢

で

あ

る
。

い
わ

ゆ

る
跡

は
奇

に
似

て
反

っ
て
正

し
い
も

の
で
あ

り
、

世

人
に

は
解

す

る
こ
と
が

で
き
な

い
の

で
あ

る
。
」

か
れ

は
説
明
す

る

こ
と

の
で
き
な

い
技
巧

を
も

っ
て
い
る

。
そ
れ

は
妙
悟

に
よ

っ
て
体
得

さ
れ
る
も

の

で
、

一
つ

一
つ
の
技
法

を
云

々
す
る

の
で
は
な

い
。
た
だ
、

正

し

い
書
法

で
正
し

い
形

の
字
を

か
く

の

で
は
な
い
。
王
義
之

の
字

も

左

に
転

じ
右

に
か
た
む

い

て
い
る
。

奇
な

よ
う

で
正
し

い
と

い
う

の
が
、
普
通

の
人

々
は
難
解

で
あ

る
が
、
妙
悟

す

る
こ
と

に

よ

っ
て
得
ら

れ
る

と
す
る

の
で
あ

る
。

「
書
道

は
た
だ
巧
妙

二
字

に
あ

る
。

拙

で
あ
れ
ば
、
直
率

に
し

て
化

境

(自

然

の
境

地
)
が

な

い
。」

と

い
う
。

こ

の
巧
妙

な
妙
悟

に
よ

っ
て
到
達

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

「
書

を
作

る

の
に
、

も

っ
と
も

忌
む

の
は
、
位
置

が
等
句

(
一
定

の
間
隔

に
お
か
れ

て
変
化
自
由

の
な

い
こ
と
)

で
あ

る

こ
と

で
あ
る
。

そ

の
上
、

一
字

の
中

に
も
、

ひ

収
敏
が
あ
り
放
縦
が
あ

っ
て
、
精
神
が
た
が
い
に
挽
き
あ
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
大
令

(
王
献
之
)

の
書
は
、
左
右
、
頭
を
並
べ
て
い
る
も
の
が
ち

っ
と

も
な
い
し
、
右
軍

(王
義
之
)
の
書
は
鳳

の
嘉
り
驚

の
翔
る
が
ご
と
く
で
、
奇
に
似
て
反

っ
て
正
し
い
。
米
元
章

(市
)
が
、
大
年

の
千
文
に
は
偏
側
の
勢
が
あ
り
、
二

ま
じ

王
の
外

に
出
て
い
る
の
を
観
る
と
謂

っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
み
な
布
置
が
平
句
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず
、
長
短
が
錯
綜
し
、
疎
密
が
相
間
わ

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

こ
れ
は
お
な
じ
く

「
奇
に
似
て
反

っ
て
正
」
の
説
を
と
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋

の
蘇
東
披
が
初
唐
の
楷
書
は
算
木
の
よ
う
で
あ
る
と
い

っ
て
、
そ
の
機
械
的
な
単
調
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さ
を
排
し
た
の
と
同
じ
く
、
た
だ
規
則
的
に
定
規
で
線
を
ひ
い
た
よ
う
に
筆
画
を
等
間
隔
で
な
ら

べ
る
よ
う
な
書
を
嫌

っ
た
の
で
あ
る
。

王
献
之
の
蘭
亭
帖
を
批
評
し
た
こ
と
ば
に
も
、

「
こ
の
巻
は
用
筆
が
霰

で
あ

っ
て
、
字
形
と
筆
法
と
が
、
あ
る
い
は
正
し
文

あ
る
い
㌦
騰
り
・

い
わ
ゆ
る
・
右
軍

の
書
が
・
鳳
嘉
り

鰯

る
が

ご
と
く

で

あ

っ

て
、
跡

は
奇

に
似

て
反

っ
て
正
し

い
。

い
ま
ま

で
黄
庭

経

や
聖

教
序

(集

王
聖
教
序

)
を
学

ぶ
も

の
は

、

そ

の
こ
と
を

よ
く
理
解

し
な

い
で
、

つ
い
に

一
種

の
俗
書
と

成

っ
て
し
ま
う
。
か

の
古

人

に
碕
籍

し

て
、

自
分

で
轍

に
合

し

た
と
思

っ
て
い
て
も
、

ち

ょ
う

ど
油

が
麺

の
な
か

に
は

い

っ
た
よ
う

に
、
雑

毒
が

心
に

は

い
り

こ
む
。

こ
う

わ
ず
ら
い

し

て
、
前

代

の
諸
公

に
累
を
与

え
た

こ
と

は
少
く

な
い
。

私

は
そ
れ
ゆ

え
に
、

と

く
に

こ
の
こ
と
を

取

り
あ
げ

て
、
書
家

に
は
お

の
ず

か
ら

正
法
眼
蔵

が
あ

る

こ
と
を

知

ら

し
め
る

の
で
あ
る

。」

こ
れ
も
ま

た

「
奇

に
似

て
反

っ
て
正
し

い
」
、
と

い
う
説

を
と

い
た
も

の
で
あ

り
、
か
れ

の
王
義

之

の
と

り
入

れ
か
た

は
、
薫
散
自

然

の
す

が
た

で
あ

り
、
そ
れ

が
ほ

ん
と

う

の
正
し

い
文
字

の
す
が

た
と
す

る
の
で
あ

る
。

か
れ
が

楷

書

で
は
、

黄
庭
経

や
楽

毅
論

を
取

っ
た

の
も

、

晋
人

の
小
楷

は

規
則
的

な

筆

法

や

結
体

に

と
ら

わ
れ
な

い

で
、
大

小
斜

正
、

長
短

さ
ま
ざ

ま

に
、

自
然

な
変

化
を
示

し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

ま
た
、
黄

庭
、
楽

毅

に
も
、

い
ろ

い
ろ

な
帖

が
あ

る
が
、

そ
の
中

で
も

晋

入
の
自
然

の
韻
致

の
あ

る
も

の
を
取

っ
て

い
る

こ
と
も
、

そ

の
諸
敗

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
と

お
り

で
あ

る
。

た
と
え

ば
黄

庭
経

で
は
思
古
斎
帖

と

い
う

の
を
た

い
そ
う
称
賛

し

て
い

る

の
も
、

こ
の
帖

は

こ
う

い
う
自
然

の
風
神
が
す

ぐ
れ

て

い
る
か
ら

で
あ
る
。

か
れ

は
ま
た

こ
う
言

っ
て
い
る
。

「
古

人

は
書

を
論
ず

る

に
章
法

を
以

っ
て

一
大
事

と
し

た
。

こ
れ

は
い
わ

ゆ

る

「
行

間
茂
密
」

(
魏

の
鍾
蘇

を
批
評

す
る

こ
と

ば
)
が

こ
れ

で
あ

る
。
私

は
米
凝

(米

苦
)

が
小
楷

で
西
園
雅

集
図

記
を
か

い
て

い
る

の
を
見
た

。

こ
れ

は
紋

扇

の
書

で
、

そ

の
直

な
る

こ
と
は

弦

の
よ
う

で
あ

る
。

こ
れ
は
か

な
ら
ず
、
象

迩

(根

拠
と

な
る

筆
跡

で
あ

ろ
う
)

が
あ

る

の
で
は
な

い
。

こ
れ

は
平

日
、

章

法

に
留
意

し
て

い
る
か

ら

こ
ん

な
風

に
書

け

る

の
で
あ
る
。
右

軍

(王
義

之
)

の
蘭
亭
救

の
章

法

は
古
今
第

一
で
あ

る
。

そ

の
字

は
み
な
左
右

映
帯

し

て
生

じ
て

い
る

。

あ
る

い
は
小
さ
く
、

あ
る

い
は
大
き
く
、

手

の
ゆ
く
が

ま
ま

に
か

か
れ

て
、

そ
れ

が
み
な
法
則

に
か

な

っ
て

い
る
。

だ

か
ら

こ
そ
こ
れ
が
神
品

な

の
で
あ
る
。
」

こ

こ
に
見
ら

れ

る
の
は
章

法

の
自
然

さ
で
あ

る
。
作

意

の
な

い
章
法

の
う
ち

に
、

自
然

の
風
神

が
あ
ら

わ

れ
る

こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
は

形
は
奇

の
よ
う

に
見
え

て
も
実

は

そ
れ
が

正
し

い
の
で
あ
る
。

董

其

昌

の
書

論
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董
其

昌

の
書
論

か
れ

の
書

の
重
点
が

「
奇
に
似

て
反

っ
て
正
し
」

で
あ
り
、

「
奇
を
以

っ
て
正
と
な
す
」
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
諸
蹟
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の

目
標
と
し
た
書
は
ど
こ
に
あ

っ
た
か
を
見
る
と
、
次
の
践
に
、

「
書
家
は
好
ん
で
閣
帖

(宋
の
淳
化
秘
閣
法
帖
)
を
観
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
弊
害
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
王
著

(閣
帖
の
編
者
)
の
輩
は
、
ち

っ
と
も
晋
唐
の
人
の

筆
意
を
識
ら
な
い
。
も

っ
ぱ
ら
そ
の
形
似
を
得
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
正
局
の
字
が
多
い
。
字
と
い
う
の
は
、
奇
宕
瀟
洒
で
、
時
に
新
し
い
致
趣
を
出
し
、
奇
を

以

っ
て
正
と
為
し
、
故
常

(
あ
た
り
ま
え
の
普
通
の
も

の
)
を
主
と
し
な
い
よ
う
に
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
趙
呉
興

(
子
昂
)
の
未
だ
か

っ
て
夢
に
も
見
な
か

っ
た
こ

と
で
あ
り
、
た
だ
、
米
凝

(米
苛
)
だ
け
が
よ
く
そ
の
趣
を
会
得
し
て
い
る
。
今
、
王
僧
度

・
王
徽
之

・
陶
隠
居
、
大
令
帖

の
幾
種
か
を
宗
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
ほ
か
の
も
の
は
み
な
か
な
ら
ず
し
も
学
ば
な
く
て
も
よ
い
、
」
と
い
う
。

そ
の
奇
を
以

っ
て
正
と
為
す

こ
と
の
目
標
は
、
趙
子
昂
を
排
し
、
米
蓄
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
入
の
書

で
は
斉

の
王
僧
度
、
王
義
之
の
子
、
徽
之
、
梁

の
陶
弘
景
と
王
献
之
を
あ
げ
て
い
る
。
王
僧
度

は
閣
帖

に
両
啓
と
万
歳
通
天
進
帖
に
太
子
舎
人
帖
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
正
書
で
あ
る
。
蘇
東
披
が
こ
れ
を
学
ん
だ
な
ど
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、

一
種
の
自
然
な
風
韻
を
帯
び
た
書
で
あ
る
。
王
徽
之
は
閣
帖
に
得
信
帖
が
あ
り
、
万
歳
通
天
進
帖
に
新
月
帖
が
あ
る
。

一
は
草
書
、

一

は
行
書
で
あ
る
が
、
そ
の
瀟
洒
逸
脱
し
た
書
風
は
、
よ
く
父
義
之
を
承
け
て
い
る
。
陶
隠
居
は
文
氏
の
停
雲
館
帖
に
茅
山
紀
事
が
あ
る
。
華
陽
隠
居
真
蹟
帖
と
題
す
る
行

楷
書

で
あ
り
、
や
は
り
自
然
の
風
韻
を
帯
び

て
い
る
。

王
献
之
は
大
半
淳
化
閣
帖
に
見
ら
れ
る
。

王
義
之
よ
り
も
放
縦
で
あ
り

媚
趣
が
備
わ
る
と

評
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
薫
散
さ
は

一
そ
う
す
ぐ
れ
た
も

の
が
あ
る
。

こ
れ
ら

の
書
に
共
通
す
る
も
の
は
、

一
種
の
逸
脱
し
た
自
然

の
韻
践
で
あ
り
、
董
が
奇
を
以

っ
て
正
と
な
す
と
し
て
古

人
に
求
め
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
も

の
を
さ
す

こ
と
が
わ
か
る
。

か
れ
が
書
の
学
ぶ
べ
き
目
標
と
し
た
の
は
晋
唐
に
あ

っ
た
が
、
晋
と
唐
と
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
差
が
あ
る
。
か
れ
の
目
ざ
し
た
の
は
晋

の
韻

(
ひ
び
き
)
で
あ
り
、
唐

ま
た
は
そ
れ
以
後

の
書
も
、
晋
の
韻
を
う
る
こ
と
に
窮
極
的
な
目
標
が
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
か
れ
は
次
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。

「
晋
人
の
書
は
韻
を
取
る
。
唐
人
の
書
は
法
を
取
る
。
宋
人
の
書
は
意
を
取
る
。
あ
る
人
は
、
意
は
法
よ
り
勝

っ
て

い
る
の
で
は

な
い
か
と

い
う
が
、

そ
う
で
は
な

い
。
宋
人
は
自
ら
そ
の
意
を
以

っ
て
書
を
作
る
だ
け
で
あ
る
。
古
人
の
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
趙
子
昂
は
宋

の
弊
害
を
矯
正
し
、
己
の
意
な
ど
は
用

い
な
か

と
が

っ
た
。
こ
れ
は
宋
人
な
ら
ば
か
な
ら
ず
詞
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

(趙
が
)
法
の
転
ず
る
所
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

晋
人
は
韻
を
た

っ
と
び
、
唐
人
は
法
を
た

っ
と
び
宋
人
は
意
を
た

っ
と
ぶ
と
い
う
説
は
、
こ
の
の
ち
清
代
の
書
論
家

の
と
り
あ
げ
て
論
ず

る
と
こ
ろ
の
根
拠
と
な
る
説
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で
、
書

の
時
代
性

を
論

じ
た
卓
説

で
あ

る
。

た
だ
、

意
と

い

っ
て
も
、

宋
人

は
古

人

の
意

を
取

っ
た

の

で
な
く
、
自
ら

の
意
、

い
わ
ば

個
性

を

主
ん

じ
た

の
で

あ

る
と

し

、

元

の
趙

子
昂

は
宋

人

の
個
性

を
た

っ
と
ぶ
弊
を

の
ぞ

い
た
が
、
ま

た
法

に
陥

っ
て
形
式

主
義

と
な

る
。

董
は
そ

の
他

の
践
語

に
多

く
記

し

て
い
る

よ
う

に
趙
子
昂
を

極

力
非

難

し
て

い
る
立
場

に
あ

る
。

よ

っ
て
董

の
求

め

て

い
る

の
は
晋

韻

で
あ

る

こ
と

が
了
解

さ
れ
る

。
王
書

の
伝
統

は
唐

代

に
な

っ
て
伝
統

の
弊
害

を
生
じ

て
、
伝
授

秘

訣

の
形
式

に
陥

る
が

、宋

の
蘇

転
、
黄

庭
堅
、
米

董

に
至

っ
て
、
晋

人

の
韻

の
中

か
ら
新

し

い
書

の
革
新

を
導
き
出

し

て
い
る
。

董

は
そ

の
晋
韻

の
説
を
承

け

て
、
晋

人

の
書

の
中

か
ら
新

し

い
道
を
求

め
よ
う

と
し

て
い
る
。

か

れ
は
晋

と
唐

の
比
較
を
、

ま
た

一
践

に
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「
唐

人

の
詩

律

と
そ

の
書
法

は
す

こ
ぶ
る
よ
く
似

て
い

る
。

い
ず

れ
も
禮
麗

を

主
と
し

て
、
古

法
か

ら

は
よ
う

や
く

遠
ざ
か

っ
て
き

て
い
る
。
私

は

い
つ
も

思
う

こ
と

に
、

晋

の
書

に
は
門

が
な
く
、

唐

の
書

に
は
態

が
な

い
。

唐

を
学

ん
で

こ
そ
、

よ
く

晋

に
入

る

こ
と
が

で
き
る
。
晋

代

の
詩

は
、

そ

の
書

の
よ
う

な
も

の
で
あ
る
。
陶

元

亮

(
陶
渕

明
)

の
古

淡
、
院

嗣
宗

(玩
籍

)

の
俊
爽

さ
は
、

書
法

の
中

に
あ

っ
て
は
、
虞

(虞

世
南
)

や
楮

(楮
遂

良
)

の
対

抗

で
き

る

も

の

で
は

な

い
の
は
、
晋

は

か

『門
が
無

い
』
か
ら

で
あ
る
。
因

っ
て
唐
入
の
詩
を
写
い
て
こ
の
こ
と
に
言

い
及
ん
だ
。
」

と

い
う
。
書
と
文
学
は
盛
衰

の
上
か
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
同

一
歩
調
で
は
な
い
が
、
性
質

の
上
か
ら
は
類
似
点
が
求
め
ら
れ
る
。
晋

の
書
に
は
門
が
無

い
と
い
う
。
老

子

の

「
大
道
無
門
」
を
に
お
も
わ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
法
に
よ

っ
て
入
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
晋
韻
を
妙
悟
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
。
唐

の
書
に
態
が
な
い
と
い
う
、
態
は
情
意
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
晋

の
書
に
は
韻
致
が
あ
る
が
、
唐
の
書

に
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
謂

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

か
れ
の
書
論
を
見
る
と
、
そ
の
重
点

と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
以
上

の
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
が
、
し
か
し
、
か
れ
の
書

の
鑑
賞
は
け

っ
し
て
片
寄
る
こ
と

な
く
、
晋

の
二
王
か
ら
元

の
趙
子
昂
に
至
る
諸
名
家

の
書
を
こ
と
ご
と
く
深
く
鑑
賞
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
か
れ
み
ず
か
ら
こ
れ
ら
の
諸
名
跡
を
集
め
て
刻
し
た
戯

鴻
堂
帖

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。
多
く
は
真
蹟

の
墨
本
を
見

た
も

の
に

つ
い
て
刻
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
鑑
賞
記
を
践
に
し
る
し
て
い
る
。

今
、
戯
鴻
堂
帖
に
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
書
人
を
時
代
順
に
列
挙
し
て
み
る
と
、

晋

王
義
之

王
献
之

謝
安

桓
温

王
操
之

王
献
之

顧
憧
之

楊
義
和

宋

謝
荘

隙

智
永董

其
昌

の
書
論
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董

其
昌

の
書
論

唐

唐
太
宗

唐
明
皇

欧
陽
詞

虞
世
南

楮
遂
良

陸
東
之

醇
稜

懐
仁

装
輝
卿

鍾
紹
京

孫
過
庭

胡
英

李
琶

徐
浩

顔
真
卿

柳
公
権

張
旭

懐
素

高
閑

五
代

楊
凝
式

宋

察
襲

蘇
転

黄
庭
堅

米
苛

醇
紹
彰

李
伯
時

呉
傳
朋

朱
烹

元

趙
子
昂

鮮
干
枢

右

の
と
お
り

で
あ
る
。

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
法
書

の
対
象
と
な
る
名
家
を
尽
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
か
れ
が
排
斥
し
た
の
は
人
で
は
な
く
書

で
あ

っ
た
こ
と
は
初
唐
の

欧
、
虞
、
楮

の
楷
書

の
名
家
か
ら
も
、

そ
の
佳
い
書
を
と
り
あ
げ
て
い
る
し
、
趙
子
昂
は
も

っ
と
も
非
難
を
あ
び
せ
か
け
た
書
人
で
あ
る
が
、

こ
の
書
は
大
量
に
収
め
て

い
る
。
趙
の
小
楷

な
ど
は
口
を
き
わ
め
て
称
賛
し
て
い
る
。
と
に
か
く
名
蹟
で
あ
れ
ば
う
け
入
れ
る
と
い
う
広
い
度
量
を
も

っ
て
鑑
賞
し
、
た
だ
、
む
や
み
に
排
斥
し
た

の
で
は
な
い
こ
と
は
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
。

か
れ
の
書
論
の
中

で
、
中
心
と
な

っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
晋
の
二
王
、
唐
で
は
顔
真
卿
、
宋
で
は
米
帯
で
あ
り
、

そ
の
流
れ
の
中
か
ら
と
り
出
し
て
い
る
の
は
、
か
れ

の
平
淡
自
然

の
精
神
で
あ
り
、
趙
子
昂

は
き
わ
め
て
対
照
的
に
、
か
れ
自
身

の
書
を
か
え

っ
て
意
義
づ
け
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

か
れ
の
生
涯

の
中
に
は
、
数
多
く

の
名
跡
を
鑑
賞
し
て
い
る
が
、
そ

の
中

で
と
く
に
つ
よ
く
か
れ
の
心
を
ひ
き

つ
け
た
の
は
王
義
之
の
官
奴
帖
、

一
名

玉
潤
帖
で

あ

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
い
く
た
び
か
践
を
し
た
た
め
て
、
縷

々
こ
の
書

の
佳
い
と
こ
ろ
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
官
奴
帖
の
こ
と
を
記
し
た
諸
蹟

は
、
も

っ
と
も

よ
く
か
れ
の
意
向
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
以
上
に
の
べ
た
晋
韻

の
理
論
の
生
れ
で
る
に
つ
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

次
に
官
奴
帖

に
関
す
る
諸
践
を
見
る
。

「
右
軍
の
官
奴
帖
は
五
斗
米
道
に
事
え
る
上
章

の
語
で
あ
る
。
己
卯
の
秋
、
私
は
留
都
に
試
験
官
と
な

っ
て
い
た
と
き
、

こ
の
真
跡
を
見
た
。

こ
れ
は
唐
の
冷
金
箋
に

墓
写
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
を
見
た
た
め
に
、
筆
を
閣
い
た
ま
ま
、
書
を
か
か
な

い
こ
と
三
年
で
あ

っ
た
。
」

こ
れ
は
王
義
之
の
官
奴
帖
に
記
し
た
践
語
で
あ
る
。
己
卯

の
秋
は
万
暦
七
年

(
一
五
七
九
)
董
其
昌
は
二
十
五
歳
に
あ
た
る
。
官
奴
帖
は
玉
潤
帖
と
も
よ
ぶ
。
宋
の
米

帝
が
た
い
そ
う
称
賛
し
て
い
る
王
の
行
書

の

一
つ
で
あ
る
。
米
の
書
史
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
王
義
之
の

『
玉
潤
帖
』
は
唐
人
の
冷
金
紙
上
に
双
鈎
し
た
墓
帖

で
あ
る
。
そ
の
帖
の
こ
と
ば

に
、
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(
以

)

(
不

)

『
官
奴
小
女
玉
潤
。
病
来
十
余
日
。
了
不
令
民
知
。
昨
来
忽
発
糎
。
至
今
転
篤
。
又
苦
頭
擁
。
頭
擁
已
潰
。
尚
未
足
憂
。
瘤
病
少
有
差
者
。
憂
之
憔
心
。
良
不
可
言
。

(
剋

)

(
慰

)

頃
者

戴
疾

。
未
之
有

。
良

由

民
為

家
長
。

不
能

克

巳
勤
脩

。
訓

化

上
下
。
多

犯
科

誠
。
以

至
於
此

。
民
唯

帰
誠
。

待
罪

而

已
。

此
非
復
常

言
常
辞
。

想
官

奴
辞

以
具

。
不

復

多

白
。

上
負
道

徳
。
下
憶

先
生
。
夫

復
何

言

。』

と

い
う
。

こ

の
帖

は
稚
恭
帖

の
後

に
連
な

っ
て

い
る
。

文
字

の
大

き
さ

は
蘭
亭
序

と
同

じ

で
あ

る
。

そ
の
真
跡

は

神
妙

な
も

の

で
あ

ろ
う
と
想

う
。

と
あ

る
。

こ
の
帖

は
、
米
億

の
宝
章

待
訪

録

に
も

「
王
右

軍

玉
潤
帖

、
右

、
蘇

州

教
授
、
聞

丘
籟

云
う
、

承
議
郎

建
安

の
王
建

の
処

に
在

り
、
古

践

が
あ

る
。
装

書

人

(表

具
師
)

に
装

背

せ
し
め

た
と

こ
ろ
、
久

し
く

返

還

し
な

い
で
、

そ
の
ヒ
、

践

の
半
ば

を
勢

り
と

っ
た
。

皆
、

唐

の
名
公

の
践

で
あ
る
。

云

々
。

」

と

い
う
。

こ
の
方

は
何
も

記
載

は
な

い
が
、

唐

の
名

公

の
敗

が

あ
る
と

い
う
か

ら
、
真

跡
本
ら

し

い
。

玉
潤
帖

は
今
、
古

い
も

の
で
は
、
宋
拓

宝

晋
斎
法

帖

に
刻

さ
れ

て

い
る
も

の
が
、
米
荒

所
見

の
も

の
と

見

て
ま
ち

が

い
は
な

い
。

お
そ
ら
く
唐

墓
本

の
方

の
も

の
で
あ

ろ
う
。
行

書

十

一
行

か
ら
成

る
,
董
其

昌

の
戯

鴻
堂

帖

に
刻

さ
れ

て

い
る

の
は
、

こ
れ

と
同

一
の
も

の
で

あ
ろ

う
。

こ

の
ほ
か

二
王
帖

に
は
宋

の
淳
化

秘
閣
続

帖

に
依

っ

て
模

刻

さ
れ

て

い
る
。

明
代

の
集

帖

で
は
戯
鴻

堂
帖

の
ほ

か
、

欝

岡
斎
帖
、

玉
姻

堂
帖
、
快

雪
堂

帖

な
ど

に
も

刻
さ

れ

て
い
る
。
欝

岡
、
快
雪

は
墨
書

し

た
墓

本

に
依

っ

て

い
る
で
あ

ろ
う
が
、

筆
画

に
異

る
と

こ
ろ
が
あ
り
、

二

王
帖

、

宝
晋
斎

の
方

が
よ
く

で
き

て
い
る
。
明

の
末

葉

に
は
、

ま
だ

こ
の
纂

本
が
伝
来

し

て

い
た
も

の
と
見
え

る
。

こ
れ

と
同

一
の
巻

に
あ

っ
た
稚
恭
帖

と

い
う

の
は
、

今
、

明
初

の
東
書

堂
帖

に
刻

さ
れ

て
い
る

の
に

よ

っ
て
知
ら

れ

る
王

の
尺
腰
帖

で
あ

る
。

米
帯

が
、

天
下

法
書

第

二
、
右

軍
行
書
第

一
と
し

て
称

賛

し

て

い
る
も

の
で
あ

る
。

玉
潤
帖
も

稚
恭

帖

と
な
ら

ぶ
王

の
行

書
帖

と
し

て
、

最
高

の
位
地

に
置
か
れ

て

い
る
作

で
あ
る

こ
と
は
想

像

に
難

く
な

い
。

こ

の
尺
績

の
内
容

は
、
官

奴

(
す
な
わ

ち
王
献

之
)

の

娘

の
玉
潤

が
病
気

を
し

た
の
を
、
当
時

の
医
師

の
役
割

を

つ
と
め

て

い
た
道

士
に
訴

え
た
も

の

で
あ

る
。

そ

の

と
き

の
習

慣

と
し
て
、

道
上

に
訴

え
る
と
き

に
は
、

か
な

ら
ず

自

分

の
犯

し
た
罪

を
繊
悔

す

る
言

葉

を
道

士

に
進
上
す

る
。

そ
れ
が

上
章

語

で
あ
る
。

五
斗
米

道

と

い
う

の
は
、
漢

の
張
陵

の
は
じ

め
た
道
教

の

一
種

で
、

こ
の
道

士

に

つ
い
て
学

ぶ
と
き

、
五
斗

の
米
を

提

出
す

る
の
で
、

こ

の
宗

教

は
か

く
五
斗
米

道
と

よ
ば

れ
る
。

そ

の
方

法

は

一
種

の
祈

祷

に
よ
る
も

の
ら

し
く
、
服
罪

の
上
章

語

を
三
通

道
士

に
差
し

出
す
と
、

道
士

は

一
通
は

天

に
た

て
ま

つ
る

の
で
山

上
に
お
き

、

一
通
は
地

に
埋

め
、

一

通

は
水

に
沈

め

て
、

こ
れ
を

三
官

手
書

と
称

し
た
と

い
う

。

こ
れ

を
祈
祷

し

て
快

癒
せ

し
め

る
と

い
う
の

で
あ

る
。

こ

の
尺
憤

も
、

王
義
之
が
孫

娘

の
病
気

の
た

め
に
道

董

其

昌

の
書

論
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董
其
昌

の
書
論

士
に
さ
し
出
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

こ
れ
を
行
書

で
か
い
て
い
る
の
は
、
書
体
の
上
に
お
い
て
、
尊
上

に
は
楷
書
を
用
い
る
。
た
と
え
ば
王
義
之
が
帝
王
に

さ
し
だ
し
た

霜
寒
帖
と

い
う
の
は

正
楷
で
あ

り
、
普
通
の
対
等
の
関
係
の
存
問

に
は
く
だ
け
た
行
草
体
を
用
い
て
い
る
の
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
道
士
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

つ
つ
ま
し
い
正

し
い
行
書
を
用

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
書
が
よ
く
書
け
て
い
る
の
は
、

一
つ
に
は
道
士
に
た
て
ま

つ
る
と
い
う
の
で
、

つ
つ
し
ん
で
書

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

董
其
昌
が
も

っ
と
も
力
を
そ
そ
い
だ
の
は
行
書
で
あ
り
、

そ
の
か
れ
が
三
年
間
、
筆
を
お

い
て
書
を
か
く
気
に
な
れ
な
か

っ
た
と

い
う

感
銘
の

ほ
ど
が

う
か
が
わ
れ

る
。
今
は
、
刻
帖

に
よ

っ
て
し
か
そ
の
書
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
比
較
的
古
く
て
よ
い
刻
帖
を
見
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
か
れ
は
ま
た
い
う
。

「
書
法
は
蔵
鋒
を
貴
ぶ
け
れ
ど
も
、
模
糊

(ぼ
ん
や
り
)
と
し
た
あ
い
ま

い
な
筆
法
を
蔵
鋒
と
お
も

っ
て
は
な
ら
な
い
。
用
筆
は
太
阿

(古

の
名
刀
の
名
称
)

の
名
刀

の
割
哉

(ず
ば
り
と
よ
く
き
れ
る
)
の
意
の
ご
と
く
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
勤
利
を
以

っ
て
勢
を
取
り
、
虚
和
を
以

っ
て
韻
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顔

き
り

魯
公

(唐

の
顔
真
卿
)
の
い
わ
ゆ
る

『
印
、
泥
に
印
す
』
の
ご
と
く
、
『
錐
も

て
沙
に
画
す
』
の
ご
と
し
、
と
い
う
の
が

こ
れ
で
あ
る
。

つ
ぶ
さ
に

玉
潤
帖
を

参
考
す
れ

ば
、
思
い
半
ば
に
過
ぐ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

書

の
上
で
蔵
鋒
と
い
う
の
は
、
露
鋒
に
対
す
る
こ
と
ば
で
、
筆
鋒
を
外

に
あ
ら
わ
に
出
さ
な
い
で
、
線
の
中

に
蔵
す
る
こ
と
を

い
う
。
筆
鋒
が
線
の
中
心
を
通
る
よ
う

に
書
く

こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
ば

で
、
古
法
は
こ
れ
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
と
す
る
。
王
義
之
な
ど
晋
人
の
伝
え
た
古

い
書
法
と
し
て
知
ら
れ
る
。

董
其
昌
は
、

こ
の
古
法
の
蔵
鋒
を
と
り
あ
げ
て
、
蔵
鋒
と
い
う
の
は
、
「
模
糊
を
以

っ
て
蔵
鋒
と
為
す
を
得
ず
」
と
い

っ
て
、
ご
ま
か
し
で

あ

っ
て
は

い
け
な

い
、
筆

勢

の
勤
利
さ
と
、
韻
致

(書
の
風
韻
、
ひ
び
き
)
の
虚
和
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
顔
真
卿

の
こ
と
ば
と
し
て
、
印
章
を
泥

(粘
土
)
の
上
に
お
す
と
き
、
印
文

の
筆
画
が
正
し
く
も
り
上

っ
て
中

心
の
す
じ
が
通
る
。
沙

の
上
に
錐

で
線
を
か
く
と
き
、
左
右
に
片
寄
ら
な
い
で
ま

っ
す
ぐ
中
心
に
線
が
と
お
る
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い

う
。
そ
の
実
例
に
上
げ

て
い
る
の
が
、

こ
の
玉
潤
帖
の
書
で
あ
る
。

王
の
書
が
蔵
鋒
で
あ
る
こ
と
は
、
今
、
伝
わ

っ
て
い
る
も

っ
と
も
た
し
か
な
喪
乱
帖
や
孔
侍
中
帖
を
見
て
も
わ
か
る
こ
と
で
、
玉
潤
帖
と
い
う

の
も
、
真
跡
は
伝
わ
ら

な
い
し
、
墨
書
し
た
双
鈎
本
も
見
ら
れ
な
い
が
、
刻
帖
を
習
う
と
き
に
は
、

こ
の
蔵
鋒
の
説
を
よ
く
味
わ
う
必
要
が
あ
る
と
お
も
う
。

蔵
鋒
に
つ
い
て
は
、
か
れ
は
ま
た
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

と

ど

「
唐
人
の
書
は
、
み
な
廻
腕
宛
転
し
て
蔵
鋒
す
る
。
よ
く
筆
を
留
住
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
率
に
流
滑
し
な
い
。

こ
れ
が
書
家
の
相
伝

の
秘
訣
で
あ
る
。
書
法
が
そ

一19$一



う

で
あ

る
ば
か
り

で
な
く
、

画
家

の
用
筆
も

ま

た
こ

の
意

を

得
て

い
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。
L

画
禅
室

随
筆

に
は
、

こ
の
文

の

の
ち

に
、

さ

ら

に
次

の

こ
と
ば

が
加

え
ら
れ

て

い
る
。

と

「
こ
の
帖

は

の
ち

に
婁
江

の
王
元
美

(世
真

)

に
帰

し

た
。

私

は
已
丑

(
万
暦
十

七
年
、

一
五

八
九

)
、

之
を

王
澹

生
に

詞
う
と
、

す

で
に
新

都

の
許

少
保

(
許
国

)

に
贈
ら

れ
た
。

こ
の
帖
は
襖

叙

(蘭

亭
序

)

に
類

て
い
る

。
因

っ
て
背
臨

し

て

こ
の
こ
と

に
言

い
及

ん

だ
。
」

こ
れ

に
よ

る
と
万
暦
十

七
年

以
後

の
践

と

い
う

こ
と

に

な
る
。

「
十
有

三
日
、
珠

径
道
中

を
舟

行

し
、

日
ご
と

に
蘭

亭

お
よ
び

こ
の
帖

を
書
す

る

こ
と

}
過
し

た
。

官

奴
帖

の
筆
意

を
以

っ
て
襖
帖

(蘭
亭

序
)
を

書
す

れ
ば
、

と

り

わ

け
正
し

い
門

の
入

り
か
た
と
す

る

こ
と
が

で
き
る
。
」

「
趙
呉

興

(
趙

孟
頬

)

の
蘭

亭
序

は
丙
舎

帖

(躾

田
丙

舎

帖
、

王
義
之

の
臨
書

し
た
魏

の
鍾
蘇

の
書

)

と

た

い
そ
う

よ
く

似

て

い
る
。
官
奴

帖

は
丙

舎
帖

と

ま
た

一
家

の
巻

属

で
あ
る
。
」

官

奴
帖

は

や
は
り
玉
潤
帖

の
こ
と
で
、

そ

の
行
書

の
体

は
蘭

亭
序

と
同
類

の
も

の

で
あ

り
、

官

奴
帖

の
筆

意

で
蘭
亭
序

を

書
け
ば
、

も

っ
と

も

正
統

な
学
び

方

で
あ

る

こ
と

を
説
き
、

ま

た
、
鍾

蘇

の
墓

田
丙
舎

帖
を

も
同

じ
た

ぐ

い
と
す

る
。

十

有

三
日

の

一
条

は
、

画
禅

室
随
筆

で
は
、

「
臨
官

奴
帖

真
蹟

」

践

の
後

に

つ
ず

い
て

い
る
。

日
付
け

は

「
戊

申
十

月
十
有

三

日
」

と
あ
り
、

同

時
の

践

と

な

っ
て

い

る
。「

こ
の
帖

(
玉
潤
帖
、

一
名
官

奴
帖
)
は
、

淳

煕
秘

閣
続

刻

に
あ

る
。

米

元
章

(荒

)

の

い
わ
ゆ

る

『
は
な
は

だ
蘭
亭
叙

に
似

た
も

の
』

で
あ

る
。
か

つ
て
私

は

こ
の
帖

を
南
都

で
見

た

こ
と
が
あ

る
。

か

つ
て
そ

の
筆

法
を

米
帖

に
記
し

て
、

『
字

々
鷹

嘉
、

勢
は
奇

に
し

て
、

反

っ
て

正
し
く
、

蔵
鋒

裏
鉄
、

道
勤
繭

遠
、

こ
れ
を

神

を

伝

う

ち

か

る
と
為
す

に
庶
幾

し
』
と

い

っ
こ
と
が
あ

る
。

こ
の
帖

は
聞

く
と

こ
ろ

に
よ
る
と
、

上
海

(
一
に
海
上

に
作

る
)

の
渚

方
伯

の
得

る
と

こ
ろ
と

な

っ
た

そ

う

で
あ
る
。

ま

お
く

た

の
ち

に
、
王

元
美

(
王
世

貞
)

に
帰

し
た
。

王
は

こ
れ

を
私

の
座
師

(試
験
官

)

の
新
安

の
許
文
穆

公

(
許

国
)

に
贈

っ
た
。

文

穆
公
は

こ
れ
を

少

子
冑

君

に

伝

え

た
。

あ

る

一
人

の
武

官
が

こ
の
帖

を
借
観

し

て
、

こ
れ

を

転
売

し
て
し
ま

っ
た
。

今
、
呉

太
学

用
卿

(
呉
廷

、
号

余
清
斎

)

の
所
蔵

と
な

っ
た
。

ち
か

ご
ろ
、

呉
門

に
お

い
て
こ

の
帖
を

出
し

て
私

に
示
し

た
。

そ

こ
で
私
は

こ
十

余
年

の
積

り

つ
も

っ
た
想

い
を
快

く

と
げ

る

こ
と

が

で
き
、

つ
い

に

こ
の
本

を
臨

し

た

の
で

あ
る
。

そ
も

そ
も

む
か

私

は

二
十

余
年

前
、

こ
の
帖

を
書

い
て
、

こ

こ
に
今
、

真

跡

に
対
う

こ
と
が

で
き
、

諮
然
と

し

て
会

得

す

る
と

こ
ろ
が
あ

る
。

こ
れ
は
、
漸

修
頓

証
、

一
朝

一
夕

に
会

得

董

其

昌

の

書

論
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董
其

昌

の
書

論

し
た
も

の
で
は

な
い
。

た
と

い
、

そ
の
当

時
、

そ
れ
を
す

る
だ
け

の
力

は
あ
り
、
苦

心
懸

念
を
経

な
か

っ
た
と
し

て
も
、

か
な
ら
ず
し
も
真
実

を
契

し
て

い
た
と

は
限
ら

な

い
。
懐
素

(
唐
僧
)

の

こ
と
ば

に
、

『
心
胸

を
諮

然

(
一
に
諮
焉

に
作

る
)

と

し
、

頓

に
凝
滞

を
釈
く
』

(懐

素

の
自
叙
帖

の

こ
と
ば
)
、

と
云

っ
た

の
は
、

今

日

の
私

の
心
境

の
意
味

で
あ
る
。
時

に
戊

申
十
月

(万
暦

三
十
六

年
、

エ

ハ
〇

八
、

五
十

四
歳
)
。
」

こ
の

一
条

は
画
禅
室
随

筆

に
は

「
臨
官

奴
帖
真

蹟
」

と

し

て
載

っ
て

い
る
。

さ
き

の
万

暦
七
年

に
書

い
た
践

の

の
ち

二
十
余
年
を
経
過

し
、

万
暦

三
十
六
年

(
一
六

〇

八
)

五
十
四
歳

で
ふ
た
た
び

こ
の
肱
を
書

い
て

い
る
。

二

十
年
間
、

心

の
中

に
沈
潜
し

て
、
次
第

に
成

熟

し

た
意

趣
が
、

こ
の
年
月

の
間
に
漸
次
悟

得
さ
れ

て
、

こ
の
時

に
な

っ
て
は
じ

め
て

こ
の
帖

の
妙
味

を
悟

る
に
至

っ
た
と

い
う
記
録

で
あ
る
。
董

の
書
は
平
淡

自
然
を

そ

の
精
神

と
し
、
妙

悟

に
よ

っ
て

こ
の
境
地

に
至
る

こ
と
を
最
上

と
し

て

い
る
。

こ
の

こ
と

は
、

こ
の

一
践

で
よ
く
あ
ら

わ

れ

て
い
る
。

官
奴

帖

の
ほ
か
に
、

も

う

一
つ
か
れ

に
深

い
印

象
を
与

え
、
そ

の
書

学

の
資

と
な

っ
た
も

の
に
、

お
な

じ
く

王
義
之

の

「
行
穣
帖
」

が
あ
る
。

こ
れ

に
つ
い
て
も
か

れ

は

い
く

た
び

か

践
を
し
た

た
め
て

い
る
。

こ
こ
に
も

か
れ

が

一
つ
法
書

に
対

し

て
、

ど

の
よ
う

に
鑑
賞

し

て
い
た
か
を

よ
く
う
か
が

う

こ
と
が

で
き

る
。

「
右
、

私
は
ち

か
ご

ろ

王
右
軍

の
行
穣
帖

を
購
入

し
た
。

こ
の
帖

の
こ
と

は
、

宣
和
書

譜

に
載

っ
て

い

る
。

か

つ
て
蘇

東
披
が

送
梨
帖

に

題
し

た

こ
と
ば
を

憶

い
だ

と
も

す
。

そ
れ
は

『
家
難
野

驚
、
同

に
矩

に
登

る
。
春

矧
秋
蛇

、
総

て
奮

に
入

る
。

君
家

の
両
行
十

三
字
、

気

は
鄭

侯

の
三
万
銭
を
圧
す

』
と

い
う

の
で
あ

る
。
私

の
家

の
行

も
と

穣
帖
の
十
五
字
も
、
披
公

(東
披
)
が
見
た
ら
さ
ら
に
粧
点

(お
化
粧
し
て
美
し
く
す
る
こ
と
)
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
彦
直

(命
彦
直
)
が
私
に
書
を
索
め
た
。
因

ま

ば
ら

こ
ま
や
か

っ
て
こ
の
帖
を
臨
し
て
こ
れ
に
贈

っ
た
。
古
人
の
用
筆
は
疎
な
よ
う
で
実
は
密

で
あ
る
。

こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
環
に
端
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
私
の
こ
の
書
は
、
黄

庭
経
と
楽
毅
論

(
と
も

に
王
義
之
の
小
楷
)

に
倣

っ
て
か
い
た
。
か
な
り
右
軍

の
遺
法
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
鳳
翁
鷺
廻
と
い
う
の
に
は
、
ど
う
も
該
当
す

る
と

こ
ろ
で
は
な
い
。」

王
義
之
の
行
穣
帖
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
臨
書
し
た
の
ち
に
加

え
た
蹟
語

で
あ
る
。
行
穣
帖
は
王
書
の
揚
墓
本
で
あ
り
、
こ
の
本
は
今
も
伝
わ

っ
て
、
現
在
は
日
本

に
あ
る
と
い
う
。
明
代
に
は
董
其
昌
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
、

こ
の
記
事
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
が
、
明
の
集
帖
、
呉
廷

の
余
清
斎
帖
に
も
刻
さ
れ

て
い
る
。

蘇
東
披
の
送
梨
帖
に
題
し
た
詩
は
、
送
梨
帖
を
称
賛
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

は
じ
め
に
家
難
野
驚
と
云

っ
て
い
る
の
は
、
南
朝
宋

の
王
僧
度
の

「
論
書
」

の
な
か
に
あ

の
つ

　り

る

こ
と
ば

を
用

い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
庚
征

西
翼

(
庚
翼

)

の
書

は
、

少
時
、

右
軍
と
名

を
斉

し
く

し
た
。
右

軍
は

の
ち

に
な

っ
て
書

が
進
歩

し

た
。
庚

は
猶

お
忽

こ
ど

も
た
ち

い
や

ま

な
か

っ
た
。

庚
が
荊
州

に
在

っ
て
、
都

下

に
与

え
た
書

簡

に
、

小
児
輩

は
家

難
を

賎
し
み
、

野
驚
を
愛

し
て
、
皆
、

逸
少

(
王
義

之
)

の
書
を
学

ん
で

い
る
。

私
が
荊
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州
か
ら
返

っ
て
か
ら

の
ち
、

二
人
の
書

を
比
べ
よ
う
」
、
と
云

っ
た
。
と
あ
る
。
家
難
は
庚
翼
を
い
い
、
野
驚
は

王
義
之
を

指
し
て
た
と
え
て
い
る
。
家
難
、
野
驚
は
ど

ち
ら
が
よ
い
と
も
云
え
な
い
も
の
で
あ

り
、

こ
の
詩

で
は
晋
人
の
名
跡
を
さ
し
て
い

っ
て
い
る
。
春
矧
秋
蛇
は
晋
書
の
王
義
之
伝

の
伝
賛

の
な
か
に
、
梁

の
薫
子
雲

の
書

を
悪
評
し
た

こ
と
ば
で
あ
る
。
東
坂
の
詩
で
は
や
は
り
古
入
の
筆
跡

の
収
蔵
が
色

々
と
あ
る
こ
と
に
た
と
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
な
た
の
送
梨
帖

の
十

三
行
は
と
く
に

よ
い
と
称
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
鄭
侯

は
唐
の
李
泌
の
こ
と
で
、
蔵
書
の
多
数
で
知
ら
れ
た
。
韓
退
之
の
送
諸
葛
覚
往
随
州
読
書
詩
に

「
郵
侯
家
多
書
、
挿
架
三
万
軸
」

と
い
う
。

「
鄭
架
」
と
い
う

こ
と
ば
の
故
事
で
も
知
ら
れ
る
。
銭
は
書
巻
の
見
出
し
に
軸
頭
に
つ
け
る
札
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
李
泌
の
蔵
書
を
圧
倒
す
る
ば
か
り
と
い

う
の
が

こ
の
詩

の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
行
穣
帖
も
蘇
東
披
が
見
た
な
ら
ば
さ
ら
に
も

っ
と
こ
れ
以
上
の
賛
辞
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
た

だ
、

こ
の
送
梨
帖
と
い
う

の
は
、
宋
拓
宝
晋
斎
法
帖
で
は
王
義
之
の
書
と
し
て
い
る
が
、
後
に
は
王
献
之
の
書
と
さ
れ
る
。
戯
鴻
堂
帖

に
も
王
献
之
の
書
と
し
て
刻
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
書
と

い
う
の
は
、
臨
書
で
は
な
く
践

の
書
を
い
う
ら
し

い
。
董

の
こ
の
践
の
書
は
小
楷
で
書
い
た
よ
う
で
、
黄
庭
経

や
楽
毅
論

に
倣

っ
て
書
い
て
、
右
軍
の
遺
法

を
得
た
と
云

っ
て
い
る
。
董
は
楷
書
は
あ
ま
り
書
か
な
か

っ
た
が
、
関
心
は
も

っ
と
も
よ
く
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
自
分
で
も
記
し
て
い
る
。
董
の
書
は
行
書
を
主

と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
が
、
楷
書
に
も
十

分
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
践

の
お
わ
り
に
、
鳳
翁
鷺
廻
と
あ
る
の
は
、
唐

の
張
彦
達
の
法
書
要
録
に
収
め
た
唐
朝
叙
書
録
の
な
か
に
、
唐
高
宗

の
書
を
称
し

て
、
「
魏
晋

以
後
は

た
だ
二
王

だ
け
を
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
逸
少

(王
義
之
)
は
力
が
多
く
て
嫉
美
さ
が
少
な
く
、
子
敬

(
王
献
之
)
は
研
美
さ
が
多
く
て
力
が
少
な
い
。
A
,
、
聖
跡

(唐
高
宗

の

か
け

め
ぐ

御
書

)

を
観

る
に
、

二
王
を
兼

絶
し
、

鳳
翁
り

鴛

廻
る
、

実

に
古
今

の
書
聖

で
あ

る
」
、

と
あ

る
の
が
あ

る

い
は
基
ず
く

と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ

こ
に
は
わ
ず

か

に
二
帖

の
例

を
あ

げ
た
が
、

す

べ
て

の
法

書

に

つ
い
て
、
多

少

の
差

は
あ

っ
て
も
、

深

い
鑑
賞

が
行
わ

れ

て
い
た

こ
と
は
、

こ
の
例

か
ら
も

想
像

さ

れ

よ
う
。
か

れ
が

と
く

に
重
点

を
お

い
た
も

の

に
は
、

王

書

の
ほ
か

に
顔
真
卿

と
米

苗
が

あ
り
、

そ
れ

に
関

す
る
諸

蹟

に
も

よ
く

そ
の
主
張
す

る

と

こ
ろ

の
論
旨

が
説
か

れ

て

い
る
。

し
か
し
、

か
れ

の
説
く

と

こ
ろ
は
要

す
る

に
平

淡
自
然

の
精

神

で
あ

り
、

こ
れ
は

妙
悟

に
よ

っ
て
は
じ

め
て
到
達

し
う
る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
妙

屠

は
、

こ
と
ば

の
外

に
あ

る
も

の

で
あ
り

、
説
明

だ

け
に

よ

っ
て
了
解

さ
れ

る
も

の
で
は

な

い
と
す

る
。

か

れ

は
革

新
派

の
書
論

を
打

ち
立

て
た
と
さ

れ

る
が
、

か

れ

の
対
象

と

し
た

の
は
す

べ
て

の
す
ぐ

れ
た

書

に
わ

た

っ
て
お
り
、

二
王

の
書

に
お

い

て
も

、

そ
の
因

襲
的

な
形

式
化
し

た
伝
授
秘

訣

の
書

法

で
は

な
く
、

た
だ
ち

に
そ

の
核

心

に
触

れ

て
、

晋
人

の
風
度

か
ら

生
ず

る

「
韻

」

を
と
り
出

し

て
い
る

こ
と
が
と
く

に
注
目
さ
れ

る
。

董

其

昌

の

書

論
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董
其
昌

の
書
論

伝
統
と
い
う
も

の
は
、
そ
の
初
め
て
起

っ
た
と
き
に
は
生
新
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
生
新
さ
の
な
か
に
あ
る
も

の
を
取
り
出
す
の
が
革
新
派
の
務
め
で
あ
り
、

董
其
昌
の
書
論
で
は
よ
く
そ
の
務
め
を
果
し
て
い
る
あ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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