
米

舌

書

史

所

載

法

書

考

中

田

勇

次

区良

宋

の
米
蒲
の
書
史
お
よ
び
宝
章
待
訪
録
、
宝
晋
英
光
集
に
所
載
す
る
法
書
に
つ
い
て
、
前
号
な
ら
び
に
前

々
号
に
お
い
て
、

二
王
の
部
を
収
め
た
が
、
本
号
で
は
、
魏

晋
か
ら
宋
斉
梨
、
さ
ら
に
階
の
智
永
、
唐
太
宗
、
虞
世
南
の
部
に

つ
い
て
の
解
釈
な
ら
び
に
考
証
を
記
し
た
。
例
に
よ

っ
て
、
書
史
所
"載
の
文
を
主
と
し
、
書
史

に
な
く

て
待
訪
録
、
英
光
集
に
あ
る
も
の
は
、
そ
の
出
典
を
付
記
し
て
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

晋

賢

卜

四

帖

晋
賢
十
四
帖
は
検
校
太
師

の
李
璋
が
侍
中

の
王
賄
永
の
家
か
ら
買
い
求
め
た
も

の
で
あ
る
。
第

一
帖
は
張
華

の
真
楷
で
、
鍾
法

(
魏
の
鍾
蘇

の
書
法
)

で
書
か
れ
て
い

る
。
次
は
王
溶
、
次
は
王
戎
、
次
は
陸
機
、
次
は
郡
堕
、
次
は
陸
琉
、
(統
)
、
表
晋
元
帝
批
答
、
次
は
謝
安
、
次
は
王
衡
、
次
は
右
軍

(王
義
之
)
、
次
は
謝
万
の
両
帖
、

次
は
王
殉
、
次
は
臣
讐
、
晋
武
帝
の
批
答
、
次
は
謝
方
回
、
次
は
郡
倍
、

次
は
謝
尚
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、

謝
安
帖

に
は

「
開
元
」
両
小
璽
を
紙
縫
に
印
し
、

建
中

の

「
翰
林

(
之
)
印
」
を
も
ち
い
て
い
る
。
謝
安
と
謝
万
帖
に
は
、
唐
の
王
涯
の

「
永
存
珍
秘
」
の
印
が

あ
る
。

大
巻
の
前
に

「
梁
秀
収
閲
古
書

(
記
)
」

の
印
が
あ
る
。

の
ち
に

幽
毅
浩
L

の
印
が
あ
る
。

「
殿
浩
」

は
丹
を
も
ち
い
、
梁
秀
は
蒲
色
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
人
は

(殿
浩
と
梁
秀
)
は
唐
末

の
賞
堕
の
家
で
あ
る
。
そ
の
間
に
太

平
公
主
の
胡
書
印
、
お
よ
び
王
薄

の
印
が
あ
る
。
五
代
に
わ
た
り
宰
相
を
出
し
た
家
に
宝
蔵
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
侍
中

(
王
貼
永
)
と
い
う
の
は
国
靖

(天
子

の

娘
む

ご
)

の
丞
相
の
子
で
あ
る
。

注
、
李
璋
は
、

一
に
李
偉
に
作
る
。
字
は
公
畑
。
仁
宗

の
女
、
充
国
公
主
を
尚
し
た
。
鮒
馬
都
尉
と
な
り
、
建
武
郡
節
度
使

の
官
に
至

っ
た
。
水
墨
竹
石
を
善
く

し
、
章
草
、
飛
白

の
書
に
も
た
く
み
で
、
賦
詩
を
も
好
ん
だ
。
書
画

の
収
蔵
も
多
く
、
米
苗
は
こ
の
邸
に
て
書
画

の
鑑
賞
を
し
て
い
る
。
宋
史
巻
四
六
四
に
伝
記
が

あ
る
。
E
貼
永
は
、
字
は
季
長
、
太
宗

の
女
、
鄭
国
公
主
を
尚
し
た
。
鮒
馬
都
尉
か
ら
尚
書
右
僕
射
、
検
校
太
師
、
兼
侍
中

の
官
に
至
り
、
外
戚
の
政
治
家
と
し
て

米
清
書
史
所
載
法
書
考
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名
を

な
し

た
。
宋
史

巻
四
六

四
に
伝
記
が

あ
る
。

晋

賢
十

四
帖
と

い
う
が
、

書
史

の
記
載
す

る
と

こ

ろ

は
十

五
家
あ

り
、

一
人

一
帖

と
す
れ
ば

一
致

し
な

い
。

宝

章
待
訪

録

に
は
次

の
よ
う

な
記
載
が

あ
る
。

晋

武
帝
、

王

渾
、
王
戎
、

王
術
、
郡
惜

、
陸
統

、

桓

温
、
陸
雲

、
謝
安

、
謝
万

等
十

四
帖

。

す
り
き

右
、
真
蹟
は
鮒
馬
都
尉
の
李
公
紹
の
第
宅
に
あ
る
。
王
戎
の
書
字
に
は
、
築
篇

の
気
象
が
あ
り
、
奇
古
で
あ
り
、
墨
色
は
漆

の
よ
う
で
、
紙
は
み
な
磨
破
れ
て
い

る
。
上
に

「
開
元
」

二
字
の
小
印
が
あ
り
、
太
平
公
主
の
胡
書
印
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し

い
も
の
で
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
は
口
で
は
述

べ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
世
上
に
は
め
ず
ら
し
い
書
蹟
で
あ
る
。
王
涯

の

「
永
存
珍
秘
」

の
印
、

「
殿
浩
」
の
印
、

「
梁
秀
収
閲
古
書
記
」
の
字

の
印
が
あ
る
。
十
四
帖
中
の
郡
倍
の

一

ま

帖
は
、
閣
本
の
法
帖
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
む
か
し
、
王
著
が
王
薄

の
家
の
書
蹟
を
取

っ
て
、
秘
閣
に
あ
る
書
蹟
と
雑
ぜ
て
模
出
し
、

こ
の
十
四
帖

の

巻
中
か
ら
た
だ
郡
倍
の
二
行
だ
け
を
模
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
も

の
は
棄
て
て
取
ら
な
か

っ
た
。
悲
し
む

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
謝
安
の
慰
問
帖
は
、
書
が
清
古
で
あ

っ

て
、

二
王
の
上
に
あ
る
。
謝
安
が
か
つ
て
王
献
之
の
帖

の
末
尾
に
批
語
を
書
き
そ
え
た
と
い
う
の
も
、
な
る
ほ
ど
も

っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。

待
訪
録

で
は
十
四
帖
の
数
や
、
所
蔵
者
や
印
記
な
ど
は
書
史

の
記
事
と
同
じ
で
あ
る
が
、
十
四
帖
の
内
容
に
、
晋
武
帝
、
王
渾
、
桓
温
、
陸
雲
の
四
家
が
多

い
。

こ
の
帖
数
の
差
が
ど
う
し
て
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

英
光
集
巻
七
に
は
、
ま
た
晋
賢
十
三
帖
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

右
は
本
朝

(宋
)
の
参
知
政
事
の
蘇
太
簡

(
易
簡
)
所
蔵
し
た
と

こ
ろ
の
も

の
。
丙
寅

の
歳
、
集
賢
国
老

(蘇
書
)

の
孫
に
あ
た
る
、
秘
閣
子
美

(蘇
舜
欽
)

の

子
、
志
東

(蘇
激
)
か
ら
手
に
入
れ
た
。

(蘇
喜
-
舜
欽
ー
激
)
。

志
東
は
好
事
の
士
で
、

私
と
は
親
し
く
書
画
に
よ

っ
て
交
際
す
る
家
柄
で
あ
る
。
こ
の
帖

の
上

に
は
、

「
郵
公
之
後
」
、
「
四
代
相
印
」
、
「
蘇
氏
」

の
字
の
印
を
用
い
て
い
る
。
太
簡
は
宋
太
宗
の
知
遇
を
被
り
、
諸
国
に
使
し
て
、
書
画
の
収
集
に
あ
た
る
こ
と
三

度
に
及
び
、
書
画
を
賜
与
さ
れ
る
こ
と
は
た
い
そ
う
多
か

っ
た
。
公
卿
の
家
で
は
そ
の
収
蔵
の
右
に
出
る
も
の
は
な
く
、
と
り
わ
け
名
が
著
わ
れ
て
い
た
。
紹
聖
年

間
に
、

こ
の
帖
を
重
ね
て
表
装
し
た
。
翰
林
の
察
元
長
が
す
で
に
践
を
書

い
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
時

の

「
翰
林
之
印
」
を
押
し
て
い
た
。
副
車

(官
名
)

の
王
晋

も
と

卿

(王
読
)

が
借
り

て
行

っ
て
、

元
長

の
践
を
勇

り

と
り
、
他

の
書

の
軸
を
く

っ
つ
け

て
、

返
還

し

た
。

そ

の
ヒ

に
は
故

の
印

が

ま
だ

の
こ

っ
て
い
た
。

元
符
元

年
、

漣
潴

の
瑞

墨
堂

で
題

す
、
と

い
う
。

こ
の
晋
賢

十

三
帖
は
、
も

と
蘇
易
簡

の
所
蔵

し

て

い
た
も

の
を
、

そ
の
子
孫

の
蘇
激

(
志
東
)

か

ら
手

に
入

れ
た

の
で
、
内

容

は
記
し

て

い
な

い
が
、
所
蔵

の
系

一14一
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統

も

こ
と

な
り
、
前

記

の
十
四
帖

と
は

ま
た
別

の
晋

帖
と
見

な
け
れ
ば

な
ら

な

い

.

峯

玉
堂
帖

の
残
帖

に
米

希

の
好
事

家
帖

が
あ

る
。

そ

の
文

に
、

「
好

事
家

の
収

蔵
す

る
と

こ
ろ

の
帖

に
、
象
鍮

の

よ
う

な
書
体

の
も

の
が
あ

る
。

二
王
を
廻
視

す
る

に
、
(
二
王

に
比

べ
て
み

る
と

二
王

の
書

に
は
)
頓

に
塵

意
が

あ

る
。
晋

人

の
書

一
帖

が

こ
れ
で
あ

る
、
謝
交

の
混

然
天
成

し
た
も

の
、
謝

安

の
清

遮

な
も

の
が

そ
れ

で
、
ま

こ
と

に
謝
安

が
子
敬
帖

の
末
尾

に
批

を
か
き

つ
け
た

の
も
も

っ
と
も

で
あ

る
。

こ
の
晋

人
帖

の
首
尾

に
は

印
記

が
多

い
。
敵

笥

に
収
蔵

す
る

と

こ
ろ

の

も

の
と
同
様

で
あ

る
、
君

情
、

唐
氏

、
陳
氏

の

た
ぐ

い

(君
債

は

押
署

で
あ

ら
う
、
唐

氏
陳

氏

は
印

記

で
あ
ろ
う
)
、

玉
軸

で
古

錦

の
表
装

は
み
な
古

い
も

の
で
あ

る

。

ま

こ
と

に
世

に
も
ま

れ
な

め
ず

ら
し

い
品

で
あ
り
、

言

葉

で

は
の

べ

つ
く
さ
れ

な

い
。

一
緒

に
鑑
賞

す

る

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た

の
は
残
念

で
あ

る
。
さ

っ
そ

く
家

に
帰

っ
て
数
十

幅
を
追

写
し

た
が
、
古

人

の
筆

跡

は
ま
ね
ら

れ
そ
う
も

な

い
。
笑

う

べ
し

、
笑
う

べ
し
」
、

晋

入
書

一
帖

と
し

て
、
謝
突
、

謝
安

の
帖

を
か
か

げ

て

い
る
。

こ
の
帖

は
李
璋

の
晋

人
十

四
帖

で
は
な

い
か
。

謝
交

の
名

は
、
晋

人
干

四
帖

に
見

え
な

い
が
、

一

人

一
帖
と

す
る
と
内
容

が
収
容
し

き

れ
な

い
ほ
ど
多

く

な
る

の
で
、
書

史

の
十

五
家

の
ほ
か

に
も

ま

だ
晋
人

の
書

が
含

ま
れ

て

い
て
、

一
帖

の
う

ち
に
何

人
か

の
帖

が
あ

っ
た
と
す
れ
ば

一
応

の
解
釈

は

つ
く
。
謝

変
も

こ
の
中

に
入
る

こ
と
に

な
る
。

ま
た
、

こ
う

い
う
。

「
陸

琉
、

字
は
士
瑠
。

或

い
は
陸

統

と
云
う
。

一
字

が

こ

の
よ
う

に
な

っ
て

い
る

の
が

あ
る
。

よ

く

わ
か
ら
な

い
。
原

注
に
統

は

一
に

玩
に
作

る
」
、
と
。

陸
琉

は
書
史

の
晋
入
十

四
帖
中

に
見

え
る
人
物

で
あ

る
。

こ

の
条
も
晋

人
十

四
帖

に

つ
い
て
言

っ
て

い
る
も

の
と

見
る

べ
き

で
あ
る
。

ま
た
、

次

の
よ
う

に
言

う
。

「
武

帝

の
書

は
・
紙

が
嚥
灘

れ
て

い
る
が

墨

の
色
は

新

し
く
書

い
た

よ
う
で
あ

り
、

墨

の
あ

る
と

こ
ろ
は
破

れ

て
い
な

い
。

こ
の
よ
う

な
書

は
臨

学
し

て
及

ぶ
も

の

で
あ
ろ

う
か
。
人

に
筆
硯
を

棄

て
臨

学
を
断

念
さ

せ

よ
う
と
す

る
も

の

で
あ

る
。
占

人
は

こ
の
よ

う
な
書

を
得

て
臨
学

す
れ

ば
、

ど
う

し

て
妙
境

に
至
ら

な

い
は
ず

が
あ

ろ
う
か
。

た
だ
、
唐

人

の
筆
札

を
写

す
と
き

は

、
意
格

が
厄
弱

(
厄
、

巌
弱

の
意

よ
わ
よ

わ

し
く
)

、
勝
れ

る
道

理
が
あ

る
は
ず

は
な

い
。

こ
の
武

帝

の
書

に

は
、

そ
の
気
象

に
、

太
占

の
人

の
よ
う

に
淳

野
な
性

質

が
あ

る
。

と
う

て

い
張

長
史

(
旭
)

や
懐

素

な
ど

の
そ

の
藩
籠

に
到

る

こ
と
が

で
き

る
も

の
で
は

な

い
。

む

は
こ

か
し
帰
公

が
趙
令

時

の
古
帖

に
践
を

し

て
、

こ
れ
を

手

に
入

れ
よ
う
と

し
た
。

と
き

に

一
食

の
書

を

こ
と
ご

と
く
出

し

て
、

卜

二
帖

と
交

換
し

よ
う
と

し
た
が
、
許

米
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史
所
載
法
書
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さ
れ
な
か

っ
た
。
今
日
は
も
う
筐
を
開
く
の
も
も

の
う
い
。

た
だ

一
日
中
、
墨
を
磨
り
な
が
ら
、
十

二
字
を
追
想
し
て
み
ず
か
ら
を
慰
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
L
と

い
う
。

こ
の
武
帝
は
晋
賢
十
四
帖
中
の
晋
武
帝
を
い
う
で
あ
ろ
う
。

米
蓄
の
李
太
師
帖
に
も
、

「
李
太
師
収
晋
賢
十
四
帖
。
武
帝
、
王
戎
書
若
纂
箔
。
謝
安
格
在
子
敬
上
。
真
宜
批
帖
尾
也
」

と
あ

っ
て
、
こ
こ
に
も
晋
賢
十
四
帖
と
し
て
、
武
帝
と
王
戎
、
謝
安
の
書
を
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
や
は
り
晋
賢
十
四
帖
と
い
う
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
が
た

し
か
め
ら
れ
、
武
帝
、
王
戎
、
謝
安
な
ど
の
書
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
武
帝
は
臣
魯

の
書

の
批
答
に
も
書
が
見
ら
れ
る
が
、
別
に
武
帝

の
帖
が
あ

っ
た

と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
書
史
の
十
五
家
の
う
ち
に
は
、
晋
武
帝
と
し
て
独
立
し
た
帖
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

書
史
の
記
事
は
十
四
帖
中

の
す

べ
て
の
内
容
を
記
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。

謝
安
帖
の
米
希
の
践
に
は
、
晋

(賢
)
十

三
帖
と
あ
り
、
十
四
帖
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
郡
惜
帖

の
ほ
か
に
王
戎
、
陸
雲
、
晋
武
帝
、
王
術
、
謝
安
、

謝
万
、
計
十
二
帖
と
い
う
。
こ
れ
で
は

一
帖
少
な
く
な

っ
て
い
る
。
と
も
に
米
苗

の
記
し
た
も

の
で
あ
り
、
何
か
別
の
数
え
方
か
思
い
ち
が
い
か
と
解

せ
ら
れ
る
。

な
お
、
晋
賢
十
四
帖
中

の
謝
安
帖
は
、
八
月
五
日
帖
の
こ
と
で
、
米
帝
は
建
中
靖
国
元
年
に
、
察
京
か
ら

こ
の
帖
を
入
手
し
て
い
る
。
宋
拓
宝
晋
斎
法
帖
に
こ
の

帖

の
米
苗
の
刻
本
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
は
小
著
、
宋
拓
宝
晋
斎
法
帖
鑑
賞
記
に
述
べ
て
お
い
た
。

謝
安
帖
と

つ
ず

い
て
陸
機
の
平
復
帖
が
あ

っ
た
こ
と
を
張
丑
の
真
蹟
日
録

二
集

の
真
晋
斎
記
に
記
し

て
い
る
。
こ
れ
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
晋
賢
十
四
帖
の
陸
機

は
平
復
帖
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。

謝
安
帖
に
は
唐
模
本
と
思
わ
れ
る
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。

こ
の
本
は
写
真
で

一
見
し
た

こ
と
が
あ

る
。

郡

惜

廿

四

日

帖

晋
賢
十
四
帖
中
に
あ
る
。
今
、
淳
化
閣
帖
中
に
刻
さ
れ
て
い
る
。
草
書

二
行
。

謝

安

帖

ま
た
、
晋

の
謝
変
、
桓
温
、
謝
安
三
帖
を

一
巻
と
し
て
い
る
。
上
に

「
寳
蒙
審
定
」

の
印
が
あ
る
。
謝
安
帖
は
の
ち
の
人
が
濃
墨
で
模
揚
し
た
。
そ
れ
で
す

っ
か
り
墨
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が

に
じ

み

こ
ん

で
し
ま

っ
た
。

こ
の
帖

は

の
ち

に
副
車

の
王

読
に
帰

し
た
。

一
巻
を

三
帖

に
分

っ
た

の
は

失
敗

で
あ

っ
た
と

い
う

。

謝

安
帖

は

墨

で

上

か
ら

塗
り
か

け

た

、
唐

人

は

こ
の
帖

を
大

切

に
し
た

つ
も

り

で
あ
ろ

う
が

、

か
え

っ
て

こ
れ
を
害
す

る

こ
と

と
な

っ
た

。
後

世

の
人
は

こ
れ

を
戒

し
め
と

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
李
璋

は
、

こ
の
帖
も

王

氏

(賄
永

)
か

ら
購

っ
た
と

い
う
。

注

「
貴

蒙
審

定
」

の
印

は
、

歴
代

名
画

記

の
占

今

公
私
印

記
に
見

え
る
。

待

訪
録

に
は
、

「
晋
謝
変

、
謝
安

、
桓

温

三
帖

、

右

真
跡
、
麻

紙
書
。

李
公

招

(璋

)

の
家

に

あ

る
。

上
に
鍾
紹
京

の

「
書

印
」

と

「
寳
蒙

審
定
」

字

の
印

が
お

さ
れ

て

い
る
。
謝
安
帖

は
、

後
世

の
人

が
、
墨

色

の
淡

い
の
を
お
そ

れ

て
、

ふ
た

た
び

濃
墨

を
用

い
て
墳

め
た
、

ま

こ
と
に
歎

か
わ

し

い
こ
と

で
あ
る
。

前
巻

と
と

も

に
、
み
な

絹
帖

が
あ

っ
て
、
爵
号

を
書

し

て
い
る

の
は
、
お

の
ず

か
ら
名
筆

で
あ

る
L
、
と

い
う

。

鍾

紹
京

の

「
書

印
」

は
古

今
公
私
印

記

に
見

え
る

。

こ
の

三
帖

は
晋

賢
十
四
帖

と
は

ま

た
別

の
も

の

で
あ

り
、
李
璋

の
所

蔵

し
て

い
た
晋

賢
帖

が

一
つ
で
は

な
か

っ
た

こ
と
が

わ
か

る
。

庚

翼

稚

恭

真

蹟

晋

の
庚
翼

(稚

恭
)

の
真

蹟

は
、
丞
相

の
張
斉

賢

の
孫

の
張
直
清

(汝

欽
)

の
家

に
あ

る
。
古
黄

麻

紙

に
か

か
れ
、
全
幅

に
端

末
が
な

い
。

(
紙

の

つ
ぎ
目

の
な

い
こ

と
か
)
。

筆
勢

は
細
弱

で
、

文

字
は
相

連
属

し

て
古

雅

で
あ

る
。

内
容

は
兵
事

を
論

じ

て
道

理
が

た

っ
て

い
る
。

「
翼
」

の
字

の
上

に

「
寳
蒙

審
定
」

の
印

が

あ
る
。

の

く
す

ち

に
張

芝
、

王
庭

の
草

帖

を

つ
ら

ね

て
い
る
。

こ
れ

は
唐

入

の
偽

作

で
あ

っ
て
、

紙
を
薫

べ
て
、

上
層

は
ふ
か
く

濃
く
、

下
層
は

淡
く
し
、

筆
勢

は

た

い
そ

う
俗

っ
ぽ

く
ら

が
ら
く

た

く
、
こ
と
ば
に
も
倫

べ
よ
う
が
な
く
、
最
上
の
宝
物
を
瓦
礫
に
雑
ぜ
て
い
る
の
は
、
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
余
は
た
び
た
び
汝
欽

(直
清
)
と
語

っ
た

こ
と
が
あ

る
が
、

こ
の
帖

の
真
偽

に
つ
い
て
は
弁
別
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

注

張
斉
賢
、
字
は
師
亮
、
詮
文
定
。
宋
史
巻

二
六
五
に
伝
記
が
あ
る
。
そ
の
子
直
清
、
汝
欽
は
そ
の
字
で
あ
ろ
う
。
待
訪
録
に
は
、

「
庚
翼
帖
、
全
幅
、
上
に

「
甕
蒙
審
定
」
の
印
が
あ
る
L
、
と
い
う
。
ま
た
次
に

「
張
芝
、
王
翼

(漢

の
誤
で
あ
ろ
う
)
二
帖
は
真

で
は
な
い
」
と
い
う
。

王
渾
真
草
帖

待
訪
録

晋
の
王
揮
の
真
草
帖
、
晋

の
張
翼
帖
、
宋
の
玩
研
帖
、
宋
の
繭
思
話
表
文
帝
批
答
。
右
は
鮒
馬
都
尉
李
璋
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
は
あ
わ
せ
て
こ
の
石
本

(
拓
本
)
を

見
た
こ
と
が
あ
る
。
の
ち
、
李

に
遇

っ
た
と
き
に
は
、
高
橋
の
楊
氏
に
あ
る
と
言

っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
ま
だ
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

米
箭
書
史
所
載
法
書
考
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中

貴

の
高

楼

の
楊
氏

が
数
帖
を
収
蔵

し

て

い
る
。
論

思

話

の
表

は

そ
の

一
つ
で
あ

る
。
思
話

の
字

に
は

鍾
孫

の
書
法

が
あ

る
が
、

こ
れ
に
は
な

い
。

(宋

)
武
帝

批
答

(薫

思
話
帖

の
の
ち

に
あ
る
)
四
字

を
見

る
に
、

君
臣

の

筆
気

は
同

一
で
あ

る
。
紙

は
古
く

て
後
は
破

れ

、
前

の
部

分
は
完
全

で
あ

る
。

こ
れ
は
唐

人

の
書

い
た
も

の
で

あ

る
が
、
な

か
な
か

の
佳
作

で
、
今

の
人

に
は

ま
ね
す

る

こ
と
が

で
き
な

い
。

ま

た
、

王
現

の
書

の
真
草
は
真
蹟

で
あ

る
。

こ
れ
に
は

鍾

(縣

)
張

(芝
)

の
法

が
あ

る
。

張

翼

は
宋

翼

に
作

る

べ
き

で
あ

る
。

魏

時
代

の
人
で
あ

る
。
真

蹟

で
は
な

い
。

注
、

待
訪
録

に
、
晋
王

渾
真
草

帖

、
晋
張
翼
帖

云

々
と
あ
る

記
事

の
、
張
翼
帖

に

つ
い
て
の
訂

正

で
あ

る
。
書

史

に
は
待
訪
録

の
こ
の
文

が
あ

っ
た

の
で
は
な

い

か
。
張

翼
は
宋
翼

の
誤
り

と
す

る
。

宋
翼

は

三
国
魏

人
。
鍾
孫

の
弟

子
。

筆
陳
図

題
後

に
、

宋
翼

は
先
来
、

書
が
ま
ず

か

っ
た
が
、

の
ち

、
筆
勢

論
を
手

に
入
れ

て
こ
れ
を
読

み
、

こ
の
法

に
依

っ
て
書

を
学

ん

で
、
名

が
大

い
に
振

っ
た
、

と

い
う
。

院

研

草

帖

ま

た
、
院
研

の
草
帖

は
奇
古

で
あ
る
。

偽
物

で
は
な

い
。

ま
た

一
帖

、
竹
片
書

(竹
片

で
書

い
た
書

の
意

で
あ

ろ
う
)

も
ま
た
好
事

者

の

つ
く

っ
た
も

の
で
、
古

い
印

記

や
践

の
考
証
す

べ
き
も

の
も

加
え
ら
れ

て

い
な

い
。

六

朝

古

賢

の

書

一
帳

懐

素

の
絹
帖

一
軸
。
内
容

は
故
事
を
雑

論
し

た
も

の
で

あ
る
。
後

人
が

二
十
余

り
ば

ら
ば

ら

に
勇

り
は

な
し
て
し
ま

っ
た
。
王
読

が
多
年

に
わ
た

っ
て

こ
れ

を
さ
が
し

求

め

て
、
も

と

の
数

に
足
そ
う
と
し

て

い
る
。

ま
た

一
帖

に

「
史
陵
者
」

と

い
う

の
が
あ

る
。

絹
帖

で

あ

る
。

私
は
六
朝
古

賢

の
書

一
順

と
交
換
し

て

、
王
読

に
与

え

た
。

七

賢

帖

劉
濁

が
莫

州

に
お

い
て
伜

(
通
判
)

で
あ

っ
た

と
き
、

侍
中

の
王
胎
永

の
孫

が
、

そ

の
地
方

の
太
守

を

し
て

い
た
。
劉
渥
が

こ

こ
で
墓
帖

一
巻
を

(
王
貼
永

の
孫

か
ら
)

一18



弄

に
入
れ

た
。

こ
れ

は
胃

曹
参

軍
李
懐

琳

の
偽
作

し

た

ヒ
賢

帖

で
あ

っ
て
、
後

入

の
撰

ん
だ
も

の
で
あ

る

、
そ

の
う

ち

の
搏
赤

猿
帖

に
、

「
僕

不
・
想

、
数
爾
夢

・
搏

・赤

痕

・。
其

力
甚

・
於
貌
虎

・。

良
久
反

覆
。
余

乃
観
レ
天
背

レ
地
。
観
レ
窃
、

亦
当

レ
不
レ
爽
。

但
僕

之
不
レ
達
。

安
得

レ
不
レ
憂

・

吉
乎

。

報

二我

凶

㎝乎

。
詳
告

。

三
日
.
院
籍

白
。
」

と
あ

る
。

君

の

こ
の
帖

に
よ
る

に
、
人
丁
の
刻

石

の
ヒ
賢
帖

に
比

べ
て
、
文

字

の
数
が
多

い
。

こ
れ

は
李
懐

琳

の
撰

し
た
と

こ
ろ

の

こ
と
ば

で
あ

る
。

そ
し

て
、
法
書

要
録

に

(
述

書

賦
注
下

)
載

せ
る
と

こ
ろ

の
七
賢

帖
は
、

唐
太
宗

が

そ

の
偽
蹟

で
あ

る

こ
と

を
知
り

な
が
ら
、
愛

玩

し

た
も

の
で
あ

る
。

「
貞
観
」

の
文
字

の
印

を

お
し

て
、

御
府

に

収

蔵

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
。

注

述
書
賦

注

に
、

李
懐

琳
は
洛
陽

の
人

で
あ

る
。
国
初

の
と
き

(唐

の
は

じ
め
)
好

ん
で
偽

迩
を

つ
く

っ
た
、
そ

の

つ
く

っ
た
大
急
就

(大
草

の
意

で
あ

ろ

う
)

は

王
書
及
び

七
賢

書

と
称

し

て
い
る
。

仮
り

て
醇
道

衡

の
作

と
.ム
っ
て
い
る
。
叙

及
び
竹

林
叙
事

は

な
ら
び
に
衛
夫

人

の
書

で
、

咄

々
と

し

て
人

に
逼

る
。

樒
康

の
絶
交
書

は
並

び

に

懐

琳

の
偽

跡

で
あ

る
。

姓
は
謝

、
名

は
道

士
と

い
う
も

の
が
あ

り
、
璽

紙
を

造
る

の
が
L
手

で
あ

っ
た
.

大
急
就
両
本

各
十
紙

を
書

し
た
。

言
詞
は

鄙
下

で
、

践
尾

は
分
明

で
あ

る
。

徐
唐
沈
萢

(六
朝
の
四
名
家

で
あ
ろ
う
)
の
縦
跡
は
煩
赫
と
し
て
名
高
い
。
装
背
を
騰

ゼ

て
・

こ
れ
を
持

っ
て
銭

に
質
し
た
・
轟

年
中
・
勅
に
よ
り
・
し
き
り

に
彼

の
銭

主
を
捜
し

尋
ね

て
、
封
し

て
以

っ
て
閾

下

に
詣

っ
た
。

太
宗
は
殊

の
ほ
か
喜

ん
で
、
繰

二
百
疋
を

賜

っ
た
。
懐
琳

は

そ
こ
で
別
本

を
た

て
ま

つ

っ
た
。

因

っ
て
待
詔
文

林
館

の
官

を
得

た
。
故

に
、
宮
内

に

あ

る
本

に
は

「
貞
観
」

の
印

が
あ

る
。
頃

年

は

右
相
林
甫

(李
林

甫
)

の
家

に
あ

っ
た
。

後
、
本

は
張
懐

灌

の
と

こ
ろ
に
あ
り
、

尋

い
で
転

じ

て
李
起
居

に
与

え
ら

れ
た
。

ま
た
、
李

氏
衛
帖

が
あ

る
。

そ

の
帖

に
、

「
衛
稽
首
和

南
。

近
奉

レ
勅

篤
二
急
就

章

一。

遂
不
レ
得

レ與

二
師
書

一耳
。
但
衛

不
レ
能

二抜

賞

一。
随

二
世
所

γ学

。

規

二
華

鍾
蘇

一。

遂
多

歴
。

年

二
十
著

二
詩
論

一。

草
隷

通

解

。
不
二
敢
上

呈

【。
衛
有

二
】
弟

子
王
逸

少

一。
甚

能
学

二
衛

真
書

「。

咄

々
逼

人
。
筆

勢
洞
精

。
字
体

逡
媚

。

師
可
下
詣

二
晋
尚
書

館

「書

上
耳
。
仰
愚

こ
至
讐

「。
大

不
レ
可

レ
言
。

弟

子
李

氏
衛
和

南
」
。
と

い
う
。

米
苗
書
史
所
載
法
書
考
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こ
の
帖
は
今

の
閣
帖
に
比

べ
て
字
数
が
多

い
。
こ
れ
も
ま
た
か
れ

(李
懐
琳
)

の
撰
し
た
も
の
で
あ
る
。

注

淳
化
閣
帖
巻
五
に
は
、
但
衛
の
下
に

「
不
能
抜
賞
」
四
字
が
な
い
。
又
、
閣
帖
に
は

「
遂
多
歴
」

を

「
遂
歴
多
載
」
に
作
る
。

次
に
無
名
帖
、
次
に
郡
超
帖
、
こ
れ
も
閣
帖
中
に
華
刻
さ
れ
て
い
る
。
次
に
陸
機
、
衛
恒
帖
。
衛

(恒
)
も
ま
た
閣
帖

に
華
入
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
、
余
は
劉
浬
に
ゆ

ず
り
画
と
交
換
し
た
。
前
の
四
帖
を
分
け
て
、
李
鐘
に
与
え
た
。
み
な
貞
観
年
間
の

一
種
の
偽
好
の
も
の
で
あ

る
。

注

閣
帖
に
郡
超
の
遠
近
無
多
説
帖
が
あ
り
、
米
は
李
懐
琳
の
偽
作
と
す
る
。
衛
恒
に
は

一
日
帖
が
あ
り
、
同
様
に
偽
帖
と
す
る
。

魏

晋

古

帖

数

十

軸

め
ぐ
り
あ

つ

管

軍

の
苗
履

の
長
男

で
、
そ

の
名

を
忘
れ
た
が

、
癸
未

の
歳

(
一
　
ま

三
崇
寧

二
年
)

都

下

の
法

雲

寺

で
解

后

(
遁
)

た
。

長

安

の

一
大
姓

の
村
居

の
家

に
、
石
画

の
中

に
所
蔵
す

る
と

こ
ろ

の
玉

軸

の
、

晋
魏
古
帖

数
十
軸

を

、

目

の
あ
た
り

実
見
し

た

こ
と

が
あ
る

(と
長
男

が
言

っ
て

い

た

)
。
余

は

い

つ
も

こ
の
帖

の
こ
と
を
夢

想
し

て

い
た
。
洛

陽

に
書
画

の
友

人
が
あ

る
の
に
た

の
む

で

い
る
が
、

い

つ
も
約

束
し

な
が
ら

借

り
出
す

こ
と

が
で
き
ず
、

め

い

め

い
訪
ね

て
は
古
帖

を
鑑
賞
し

て
い
た
。
宋
子

房

の
言

う
と

こ
ろ

に
よ
る
と
、

そ
の
人

(長
安

一
大

姓

の
人
)

は
し
ば
し
ば

王
読

と
と
も

に
、

尋
ね
も
と

め

て
書

蹟
を

購

っ
て

い
た
と

い
う
。

余

は
か

つ
て
こ
れ
を

見
て
太

尉

(郡
蓼
)

の
書

と
し
た

。
駈
、

平
生
、
洛

、
蘇

の

一
官
吏

に
任
ぜ

ら

れ

て
書
画

を

購

ん
と

思

っ
て

い
た
が
、

そ
れ
も
得
ら

れ
な

い
ま

ま

に
、
今

は
年
を
と
り
、

目
も

わ

る
く

な

っ
た

の
で
、
十

分
く

わ
し

い
鑑
定

は
で
き
な

い
。

注

宋

子
房

は
前

出
。
洛
陽

に
あ

る
書
画

の
友
人

で
あ

ろ
う
。
太
尉

は
晋

の
郡
竪

ら
し
く
、

こ

れ
が
晋
魏
古
帖

の

一
つ
で
あ

ろ
う
が
、

そ
の
間

前
後

の
事
情

は

こ

の
記
事

で
は
不
明
瞭

で
あ
る
。
駅

は
悪
賢

い
仲

買
人

を

い
う

こ
と
ば
。

あ
る

い
は
宋

子
房
を

い
う

か
。

米

臨

二

十

余

帖

余

は
蘇
州

に
居
り
、

葛
藻
と
住
居
が

近
く

で
あ

っ
た
。

葛

氏
は
、

私
の
学

臨
帖

を
見

る
た
び

に
も

ら

っ
て
行

っ
た
。

つ
い
に
こ
れ
を
集
め

て

二
十
余

帖
に
表
装

し
た
。

歴
代
名
画

記

に
載

っ
て
い
る
印

記

に
倣

っ
て
印
記

を

つ
く

り
、

こ
れ
を
押
し
、

一
軸

に
装
背

し
た
。
あ

る
日
、

こ
れ
を
出
し

て
示
し

た
の
で
、
思
わ
ず

大
笑
し

た
。
葛

氏

は
江
都

の
陳
曳
と
仲
が

よ
い
の
で
、

こ
れ

を
か
れ

に
贈

っ
た
。
陳
曳

は

こ
れ
を
真

物
と
思

っ
て

い
た
。

余

は
借
り

て
戻

そ
う
と
は
し
な

か

っ
た
。
今
、
黄
材

の
家

に
あ

る
。

注

陳
聖

は
陳
発

曳
か
、
宋
史

二
八
四
。
未
詳

。
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践
義
献
帖

宝
晋
英
光
集
七

柳
誠
懸

(公
権
)
が
大
令

(王
献
之
)

の
書

(
送
梨
帖
)
を
手
に
入
れ
た
。
唐
太
宗

の
書
が
、
そ
の
巻
首
に
お
い
て
、
大
令
の
書

の
の
ち
に
連
な

っ
て
い
る
。

(
送
梨

帖
、
.日
叙
帖
、
太
宗
書

の
順
序
に

一
巻
に
な

っ
て
い
る
)
。
ま
た
右
軍

(王
義
之
)

の
両
行

(言
叙
帖
を

い
う
)
を
手
に
入
れ
て
、

か
え

っ
て
、

又

一
帖
と
い

っ
て
い
る

の
は
、
裁
之
の
書
を
誤

っ
て
献
之
の
書
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
が

か

つ
て
潟
当
世

(漏
京
)

の
西
昇
経
に

践
を
し
た

の
を

見
た

こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
に
は

楮
遂
良
の
書
と
し
て
い
る
が
、
実
は
閻

(
立
本
を

い
う
、
西
昇
経
図
を
え
が

い
て
い
る
)
、
楮

(遂
良
)
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
書
を
能
く
す
る
も
の
が
、
か
な
ら
ず
し
も

弁
別
を
よ
く
す
る
と
は
限
ら
な

い
。

こ
れ
は
ち

ょ
う
ど
、
欧
陽
詞
、
虞
世
南
は
唐
代
に
お
い
て
書
名
は
天
下
に
聞
え
た
が
、
書
の
鑑
識
に
は
適
し
な
か

っ
た
し
、
魏
鄭
公

(徴
)
は
書
名
は
な
か

っ
た
が
、
や
は
り
同
様
に
鑑
識
に
は
適
し
な
か

っ
た
の
と
お
な
じ
で
あ
る
。

楮
遂
良
は

貞
観
の

内
府
に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、
後
世
は
こ

れ
を
偽
物
が
な

い
と
し
て
い
る
、
有
識
者
は
こ
れ
を
撃

(
模
範
)
と
し
て
い
る
。
癸
未
、
玉
堂
竹
斎
、
太
常
博
士
米
蓄
記
す
、
と
あ
る
。

践
唐
模
帖

宝
晋
英
光
集
七

開
元

(
玄
宗
)

の
御
府
、
大
中

(
宣
宗
)
、
建
中

(徳
宗
)

の
弘
文
館
に
は
み
な
法
書

の
搦
本
を
収
蔵
し
て
い
る
。

黄
金
白
玉
は

こ
の
上
も
な
い
宝
器
で
は
あ
る
が
、

殿
れ
て
も
も
う

一
度
作
る
に
は
、
何
れ
の
時
代
で
も
職
人
が
な
い
こ
と
は
な

い
。
た
だ
、
書
は
、
下
筆
は
み
ず

か
ら
す
る
け
れ
ど
も
、
も
う

一
度
書

い
て
も
も
と
ど
お
り

の
も

の
は
得
ら
れ
な
い
。
よ

っ
て
華
搦
し
て
こ
れ
を
所
蔵
す
る
に
、
何

の
随

(見
苦
し
い
)

こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
第

一
帖
、
右
軍

の
書
。
閣
帖
に
は
有
る
が
及
謝
侯
の
字

が
な
い
。
第

二
帖
及
末
の
桓
温
帖
は
、
世
上
に
別
本
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
ぬ
。
漣
瀦
郡
嘉
瑞
堂
元
章
記
す
。

錦

織

成

諸

仏

朱
長
文
が
錦
の
織
成
の
諸
仏
を
収
蔵
し
て
い
る
。

巾
四
尺
、

長
さ
五
六
尺
。

上
に
織
成

の
牌
子

(
題
簸
)
が
あ
り

「
晋
永
和
年
道
」
と
あ
る
。

私

の
家
の

一
古
書
嚢

の
、
織
成
の
山
水
神
仙
の
錦
と
同
じ
で
あ
る
。
雲
鳳
山
禽
猿
鹿
は
ま
る
で
画

の
よ
う
で
あ
る
。

注

朱
長
文
は
字
は
伯
原
、
呉
郡
の
人
。
墨
池
編

の
著
者
。
米
箭
に
楽
圃
先
生
墓
表
が
あ
る
。
元
待
三
年

(
=

○
○
)

に
没
し
た
。

晋
葛
玄
飛
白
天
台
字

待
訪
録

右
、
石
本
を
見
る
。
真
蹟
は
台
州
に
在
る
と
聞
く
。

注

葛
玄
、
字
は
孝
先
、
三
国
呉
の
人
、
号
は
葛
仙
公
、
長
生
不
死
の
道
を
慕
い
天
台

の
赤
城
に
入

っ
た
。

米
箭
書
史
所
載
法
書
考
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米
清
書
史
所
載
法
書
考

宋
羊
欣
、
宋
翼

二
帖
井
楮
令
模
蘭
亭

待
訪
録

右
、
`
中
書
舎
人
の
蘇
戟
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、
故
相
王
随

の
孫
景
昌

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
撫
石
は
湖
州
墨
妙
亭
に
あ
る
。
し
ば
し
ば
石
本
を
見
る
。
今
、
沈
存
中
括
の

家
に
あ
る
。

注

王
随
、
字
は
子
正
。
仁
宗

の
時
、
門
下
侍
郎
、
同
中
書
門
下
平
章
事
を
拝
し
た
。
識
は
文
恵
。
宋
史
巻
三

=

に
伝
記
が
あ
る
。
墨
妙
亭
は
宋
の
孫
覚

(辛

老
)
が
湖
州
に
、
漢
以
来

の
占
文
遺
刻
を
蒐
集
し
た
と
こ
ろ
。
沈
括
、
字
は
存
中
、
夢
渓
筆
談
の
著
者
。

梁

薫

子

幽雲

史
孝
山
出
師
頒

薫
子
雲

銭
鋸
の
房
下
に
史
孝
山

の

「
出
師
頒
」
が
あ
る
。
薫
子
雲
と
題
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
奇
古
で
あ
る
。

注

史
孝
山
は
史
寄
、
後
漢
人
、
文
選
四
七
に
史
孝
山
出
師
頒
が
あ
る
。

智

永

帰

田

賦

陳
僧
智
永
の
真
草
書
帰
田
賦
は
、
裏
陽

の
魏
泰

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

の
ち
に

一
践
が
題
さ
れ
て
い
て
、

「
開
成
某
年
、
白
馬
寺
臨

一
過
潭
記
」

と
あ
る
。

白
麻
紙
に

書
か
れ
て
い
る
。
世
上
の
人
が
智
永
の
書
を
収
蔵
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
真
物
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
虞
世
南
は
こ
の
書
か
ら
出
た
も

の
で
あ
る
。
魏
泰
が
誤

っ
て

虞
世
南
の
書
と
言

っ
た
だ
け
で
あ
る
。

注
、
待
訪
録

に
、
陳
僧
智
永
真
草
書
帰
田
賦
、
右
真
蹟
、
裏
陽
魏
泰
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ゆ
え
に
南
昌
の
人
が
、
装
題
し
て
虞
世
南
と
日

っ
た
の
で
あ
る
。
白
麻

紙
で
、
古
践
が
あ
り

「
開
成
五
年
白
馬
寺
臨

一
過
潭
記
」
と
あ
る
。
私
は
潭

に
官
し
、
泰
は
湖
外
に
遊
び
、

こ
れ
を
携
行
し
て
賞
践
し
て
日
を
累
ね
た
、
と
あ
る
。

魏
泰
は
宋
人
轍
事
彙
編

に
見
え
る
。
墨
荘
漫
録

に
、
字
は
道
輔
、
号
臨
漢
隠
居
。
著
に
東
軒
雑
録
、
臨
漢
隠
居
詩
話
等
の
書
が
あ
る
。
王
安
石
と
の
交
遊
が
あ

っ

た
人
物
。

宝
真
斎
法
書
賛
巻
四
に
、
帰
田
賦
、

「
遊
都
邑
以
永
久
…
…
焉
知
栄
辱
之
所
如
」
、
右
、

陳
僧
智
永
の
真
草
帰
田
賦
真
蹟

一
巻
。

按
ず
る
に
張
懐
灌
書
断
に
、
永

の
書
は
妙
品
中

に
あ
り
、

「
真
は
、

侃
玉
端
委
、
朝
に
立

つ
如
く
、

草
は
撃
壌
謎
歌
、
聖
を
楽
し
む
」
ご
と
し
。

体
は
同
じ
で
は
な

い
が
、

そ
の
致
は

一
つ
で
あ
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る
。

こ
の
書

は
も

と
袈

陽

の
魏
泰

の
家

に
あ

っ
た
.

ゆ

え
に
南
昌

の
人

(有

故

は
故
有

の
誤
り
な

ら

ん
)
が
装

題
し

て

印
虞

世
南

」

と

一ム
っ
た

。

占

践
が

あ

り
、

「
開
成

五
年

、
白
馬
寺

臨

一
過
潭

記
」

と
あ
る
。
こ

の
践

は
今
は
存

し

て

い
な

い
。

こ
の
書

に

つ
い

て
の
詳
し

い
由
来

は
米
希

の
書
史

の
な

か
に
伝

え
ら

れ

て
い
る
。

中

興

よ
り
以
後

(南

宋
高
宗

以
後
)
、
書

は
八
九
禁

。
憲

聖
慈
烈
皇
后

が

、
か

つ
て
暇

日
を

も

っ
て
、
御

み
ず

か
ら
翰

墨

の
臨

華
を

な
さ
れ

た
.

瓜
丁
、
秘
省

の
群

玉
堂

第

一
巻
中

に
あ
る

、
体
裁

は
真

物
と
ま

が
う
ば

か
り

、

い
さ
さ

か
も

異

な
る

と

こ
ろ

が
な

い
。
璽

刻

(璽
印
)

は
思
陵

(宋

高
宗

)

の
収
蔵

で
あ

っ
た

こ
と
を

表
わ

し
、

紙
縫

に
は
蘇
太
簡

家
、

国
老
印

、

(太

簡

は
蘇

易
簡
、

国
老

は
蘇

言
)

「
四
代
相

印
」
「
武
功

図
書

審
定
真
蹟

」
印

が
あ

り
、

な
ら
び

に
半

印

す

べ
て
十

三
が
あ

る
.

ま
た
、
淳
化

の
と
き
、

太
宗

か
ら
賜

っ
た
も

の

で
、

こ
れ
ら

の
諸
印

に

よ

っ
て
考

証
す

る

こ
と

が

で
き
る
。

蘇

氏

の
家

に

九
代

流
伝
し
、

両
朝

に
著
定

(鑑

定
)

さ
れ
、

聖
天

子

の
験
賞

と

賢
臣

の
題
記
が

そ
な

わ
る
。

こ
の
ほ
か

に
は
述

べ
る
こ
と
も

な

い
。
嘉

定

乙
亥
十

月

、
之
を
呉
婚

仲

鋼
か
ら
手

に

入
れ

た
、
と

い
う
。

書
史

で
は
魏

泰

が
誤

っ
て
虞

世
南

書
と
題

し

た
と

い
う

が
、

侍
訪

録

で
は
南
昌

(江

西
)

人
が

題
し

た
と
す

る
。
法

書
賛

も
南

昌
人
と

し
て

い
る
。
魏

泰
と

南
昌

人
と

が
同

一
人
と

な
る
か
ど

う

か
明
ら
か

で
は
な

い

。

白

馬
寺

は
河
南
省

洛
陽
県

東

に
あ
り
、
漢

明
帝

の

と
き
、

西
域

か
ら
摩
騰

、

竺
法
蘭

が
来

て
創

建

し
た
仏
寺

.

開

成
某
年

は

待
訪

録

に

五
年

と
あ

り
、

唐

文
宗

(
八

四
〇
)
朝

に
あ

た
る
。

今
、
余

清
斎

帖

に
智

永

の
帰

田
賦

、

五
十

五
字

が

あ

る
が
、
文

は
断
絶

し
、
全

文

で
は
な

く
、
書

体

は
楷
書

だ
け

で
、
真
草

書

で
は
な
く
書

史

や
宝
真
斉

待

訪
録

の
も

の
と
は
同

じ

で
な
く
、
後

人

の
偽

託

の
筆

と
見

る
よ
り

ほ
か
は

な

い
、

智

永

千

文

膚
、

粉
蝋
紙

の
揚
書

。

う
ち

一
幅

は
麻

紙

で
、

こ
の
部

分
は

こ
れ
は
智

永

の
真

跡

で
あ
る
。

末
後

の

一
幅

上

に
、
讐

鈎

で
華
し

た
文
字

が
あ

る
.
帰

田
賦

と
同

じ

意
味

で
あ

る
。
想
像

す

る
に
、
真

跡

一
巻
、

そ
の
う
ち
、

一
幅

の
真
跡

が
中

に
あ

る
と

い
う

の

で
、

揚

し
て

数
十
軸

と

し
た
。
も

し
、
末

尾

に
双
鈎
填

墨
が

一
字

な
か

っ
た
な

ら
ば
、

こ
の
巻

全
体

の
真
蹟

か
ど

う
か
と

い
う
弁
別

は

む

つ
か
し

か

っ
た
と
お
も

う
。

こ
れ

は
質
安

公

(昌
朝

)

の
も

の
で
、
潤
筆

と

し
て
王
荊

公

(王
安

石
)

に
贈

っ

た
、

そ

の
弟

の
王
安

国
が

こ
れ
を
手

に
入

れ
た
。
今

、
葉

涛

の
家

に
あ

る
。
葉

は
安

国

の
婿

で
あ

る
。

占
践

が

つ
い
て
い
て

■
契

閣
銀

難
。
不

敢
失
墜

」
と

あ

る
。

こ
の

践

の
書

は
欧
陽

詞

の
行

体
を
学

ん

で

い
る
。

注

賞

昌
朝
、

字
は
子

明
、
慶

暦
中

、
同
中
書

門

ド
平
章

事

を
拝
し

た
。

塩
は
文

元
。

宋
史
巻

二
八

五
に
伝
記

が
あ

る
。

(
九
九

八
ー

一
〇
六

丘
)

。

米
崎
井
史
所
載
法
書
考
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米
荒
書
史
所
載
法
書
考

待
訪
録
に
、

右
、
唐
、
粉
蝋
紙
の
揚
書

(搦
墓
の
書
)
。
古
践
が
あ
り

「
契
闊
難
難
、
不
敢
失
墜
」
と
い
う
。

ま
こ
と
に
好
事

で
あ
る
。

こ
の
帖
は
前
国
子
監
直
講
楊
褒
の
と

こ
ろ
に
あ
り
、
外
舅
の
王
安
国
か
ら
手
に
入
れ
た
。
某

(
私
)
は
元
豊
五
年
、
金
陵
に
立
ち
よ

っ
た
と
き

こ
れ
を
見
た
。
こ
の
う
ち
二
真
字
が
双
鈎
墳
墨
し
た
も
の

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
人
々
は
な
お
ま
だ
揚
書
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
な
い
L
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
る
と
王
安
国
か
ら
さ
ら
に
楊
褒

の
手
に
移

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
書
史
で
は
王
安
国
か
ら
葉
涛
に
帰
し
た
こ
と
に
な
り
、
相
違
し
て
い
る
。

葉
涛
、
字
は
致
遠
、
宋
史
巻

三
五
五
に
伝
が
あ
る
。
書
史
で
は

一
字
と
あ
る
の
に
、

こ
れ
に
は
二
真
字
と
あ
る
。
ど
ち
ら
か
に
誤
り
が
あ
る
。

唐
人
臨
智
永
千
文
半
巻

唐
人
の
臨
し
た
智
永
の
千
文
の
半
巻
が
丞
相
蘇
頗
の
家
に
あ
る
。

注

待
訪
録
に
、
智
永
千
文
半
巻
、
右
黄
麻
紙
、
唐
人
臨
書
。
刑
部
尚
書
丹
陽
蘇
頒
の
と

こ
ろ
に
あ
る
。

蘇
煩
、
字
は
子
容
、
丹
陽
の
人
。

(
一
〇
二
〇
ー

一
一
〇

一
)
。
宋
史
巻
三
四
〇
に
伝
記
が
あ
る
。

智

永

千

文

「
送
劉
太
沖
序
」
は
碧
箋
に
書
か
れ

て
い
る
。
王
欽
臣
の
旧
蔵
で
あ
る
。
後
に
王
参
政

(
王
発
臣
)

の
署
名
と
印
記
が
あ
る
。
王

(欽
臣
)
は
云
う
。

「
唐
堀
と
と
も

に
二
つ
書
を
出
し
た
が
た
め
に
、
め
い
め

い
が
誤

っ
て
巻
子
を
も

っ
て
帰

っ
て
し
ま

っ
た
。
唐
堀
は
劉
太
沖
序
帖
の

「
才
不
偶
命
而
徳
其
無
鄭
」

の
字
を
勇
り
去

っ
た
。

う
ら
う
ち

め

く

碧

箋
は
墨

色

に
は
ふ
さ
わ

し

い
。
神
彩

が
艶

発
し
、

龍
蛇

が

生
動
す

る
。

こ
れ
を
観

る
と
人

を
驚

か

せ
る

。
装
背

し

な

い
で
、
背
紙
を

掲
去

っ
て
、
厚

い
紙
を
用

い
て
、

こ
れ
を
散
巻

す

る
。

(紙
を
あ

て
て
)

巻
く

。
ち

ょ

っ
と

出
す

と
す
ぐ

に
ま

た
巻

い

て
し
ま

っ
た
。

そ

の

子

(唐

堀

の
子
)

は
、

「
智

永
千
文
」

と
柳
公

権
書

「
柳

尊
師

誌
」

と
欧
陽

諭

の

「
鄙
陽
帖
」

と

と
も

に
葬

っ
た
と

い
う

。

ま

こ
と
に
歎
思
す

べ
き

こ
と

で
あ

る
。
あ

る

人
は
、

こ
の
劉
太

沖
帖

は
ひ
そ
か

に
王
読

に
購

っ
て
ゆ
か
れ

た

と

い
う
。注

、

待
訪
録

に
、
柳
公
権

書
、
柳

尊
師

墓
誌
、

右

、
真
蹟

は
銭

塘

の
唐

堀

の
と

こ
ろ

に
あ

る
、

と

い
う
。

ま

た
、
待
訪

録

に
、

欧
陽
詞
、

都
陽
帖

、
右
真
蹟

の
模

石
が

霊
隠
寺

に
あ

る
、
と

い
う
。

送
劉
太

沖
序
は
忠

義
堂
帖

に
刻
さ

れ

て
い
る
。

「
才

不
偶
命
」

の
才
字

の
上
に

「
錐
」
字

が
あ

る
。
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智

永

三

行

書

宗
室
の
趙
令
穰
が
欧
陽
詞
の
三
軸
を
収
蔵
し
て
い
る
。
第

}
軸
は
蘇
彦

(唐
人
)
の
語
箴
、
次
幅
は
故
事

二
段
。

「
開
元
」

の
縫
印

(紙
縫
に
用

い
る

「
開
元
」

二
字

の
小
印
)
、
「
翰
林
之
印
」
と
李
林
甫
等
の
臣
下
の
践
、
お
よ
び
知
書
楼
官
名
氏
が
あ
る
。
末
後
に
、
唐
の
賊
、
蒋
玄
暉

(朱
全
忠
の
部
下
)
の
題
記
、
と
宣
徽
両
院

(北

院
と
南
院
の
二
院
に
分

つ
)
使
印
が
あ
る
。
余
は
智
永
三
行
帖
、
陸
束
之
の
頭
陀
寺
碑

一
幅
と
交
換
し
て
、
語
箴
を
手
に
入
れ
た
。
第

二
軸
は
草
書
五
紙
、
第

三
軸
は
行

書
故
事
、
皆
、
開
元
、
銚
宋
印
践
が
あ
る
。
草
帖
は
暮
年
の
書
。
精
彩
は
人
を
動
か
す
。
有
書
は
少
時
の
書
で
あ
る
。

注
、
趙
令
穰
、
字
は
大
年
。
徳
昭
の
玄
孫
。
書
画
を
よ
く
し
た
の
で
名
高

い
。
宋
史
翼
巻
八
、
皇
宋
書
録
。

蘇
彦
、
全
晋
文
巻

一
三
八
。

蒋
玄
暉

(i
九
〇
五
)
新
唐
書

二
二
三
下
附
姦
臣
柳
環
伝
。

智

永

板

本

千

文

次
に
智
永
の
板
本
千
文
を
手

に
入
れ
た
。

智

永

臨

王
右

軍

五
帖

智
永
の
臨
し
た
王
右
軍

の
五
帖
は
、
呉
郡
に
お
い
て
手
に
入
れ
た
。
末
帖

に
、

玄
度
忽
腫
。
至
可
憂
慮
。
疾
候
自
恐
難
耶
。

く
ろ
ご
ま

史
籍

に

よ
る
と
、
玄

度

は
巨
勝

の
実

を
服
用

し

て
い
た
。

ど

う
し

て
亡
く

な

っ
た
か

わ
か
ら

な

い
、

と

い
う
。

こ
の
帖

は
か
れ

の
病
気

で
あ

っ
た

こ
と

を
考

証
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

そ
こ

で
、

醇
紹
彰

に
書

簡
を

こ
と
ず

け

て
、
考

批

の
会

稽

公
、
裏

陽

と
丹
陽

の
二
太

夫
人

の
告
賛

(
お

供
え
)

た

め
の
潤
筆
-と
し

た
。

醇

氏
は
書

画

に
よ

っ
て
交

遊

し
た
。

ゆ
く

の
は

か
な
ら

ず
同

じ

と

こ
ろ

で
、

い

つ
も

竪
定

を
自
慢

し

あ

っ
た
り

、
得

失
を
批

評
し

あ

っ
た
り
し

た
。

私
が
漣

潴

に
あ

っ

た
と
き

醇
君

に

こ
ん
な

詩
を
よ

せ
た
。

老

来

書

興

独

未
レ
忘

。

頗

得

二
醇

老

同

倫

伴

一。

天

ド

有

識

誰

馨

定

。

龍

宮

無
三
術

療

二
膏

盲

一。

米
箭
書
史
所
載
法
書
考
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米
蓄
書
史
所
載
法
書
考

こ
の
王
帖
は
右
軍
書

録

一
五
九
に
あ
る
。

玄
度
忽
腫
至
可
憂
慮
。
得
其
昨
書

云
。
小
差
然
疾
候
自

恐
難
耶
L
と
あ
る
。
ま
た
、
右
軍
書
録

の
王
本

32

a
に
重
出
し
て
い
る
。

宝
真
斎
法
書
賛
巻

七
に
、
右
軍
安
問
帖
、
草
書
四
行
と
し
て
、

「
未
得
安

西
問
、
玄
度
至
可
憂
慮
。
得
其
言
云
小
差
。
然
疾
自
恐
難
耳
。」

と
あ
る
。
文
は
よ
く
類
似

し
て
い
る
が
、
小
異
が
あ

る
。
岳

珂
の
説
明
に
よ
る
と
、

右
、
唐
入
華
、
王
右
軍
安
間
帖
、
真
蹟

一
巻
。
得

示
帖
と
と
も

に
手
に
入
れ
た
。
縫
尾
に
御
府

の
四
印
を
押
し
、
中

に

「
薫
」
字
印
が
あ
る
。
首
尾
に
は
六

つ
の

半
印
が
あ

る
。
た
だ
米
帝

の
印

は
、

二
字
だ
け
弁
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
宝
晋

(米
荊
)

の
旧
蔵
品

で
あ

る
、
と
い
う
。

米
董
の
い
う
安
西
帖
と
は

こ
の
本

の
こ
と
ら
し
い
。

智
永
千
文

唐
入
臨
写

待
訪
録

右
、
楮
氏

の
書
、
唐
人
の
臨
写
。
宣
徳
郎
陳
井

の
と

こ
ろ
に
あ
る
。
恭

公
の
姪
が
梵
爽
冊

に
作

っ
て
い
る
。
真
蹟

で
は
な

い
が
、
秀
潤
円
活

で
真

に
逼

っ
て
い
る
。
今

准

風

吹

レ
戟

稀

二
訟

牒

一。

吟

樹

対

レ
山

風

景

聚

。

珠

ム
ロ

宝

隔気

」毎
》
貫

レ
月

。

銀

准

燭

レ
天

限

二
織

女

一。

携

レ
児

乃

是

翰

墨

侶

。

気

管

錨

軸

映

二
瑞

錦

一
。

依

々

煙

華

動

勃

欝

。

持

レ
此

以

為

風

月

伴

。

部

刺

不

ン
糾

二
翰

墨

病

【。

風

沙

瀕

レ
天

烏

帽

客

。

注

、

典

客

閉

レ
閤

閑

二
壷

漿

一
。

墨

池

濯

レ
研

亀

魚

蔵

。

月

観

桂

実

時

瓢

レ
香

。

煙

海

括

レ
地

生

二
霊

光

一。

挟

レ
竹

不

レ
使

二
輿

衛

将

一。

玉

麟

漿

几

鋪

　壷
調

肪

一
。

矯

矯

龍

蛇

起

混

だ

。

四

時

之

楽

、渠

未

央

。

聖

恩

養

在

こ
林

泉

郷

一。

胡

不

三
束

来

従

二
此

荒

}。
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は
も

う
め

っ
た

に
手

に
入
ら

な

い
。

私

は
ま
え

に

二
度

見

た

こ
と
が
あ

る
。

注
、
陳

井
、

字
は
巨

中
。

宋
史
翼

巻

五
、

元
祐

党

入
伝

に
伝

記
が
あ

る
。
陳
執
中

の
孫
。

元
祐

党

籍
中

の
人

で
あ
り
、

崇
寧

四
年

に
再

び
承
事

郎
、

添
差
監

連
水

軍

塩
茶
酒

税

に
降

さ
れ

、
崇
寧

五
年

(
一
一
〇
六
)

宣
徳
郎

に
復

し
た

記
事
が
あ

る
。

晩

年

に
は
米
市

と
交
遊

す
る
機
会

が

あ

っ
た

こ
と

が
考

え
ら
れ

る
人
物

で
あ

る
。

弁

才

弟

子

草

書

千

文

唐
、

弁
才
弟

子

の
草

書
千

文
、
黄

麻
紙

の
書
。

龍
図

閣

直
学

士
、
呉

郡
縢

元
発

の
と
こ
ろ

に
あ
る

.
縢

は
智

永

の
書

と
し

て

い
る
。
私

は
そ

の
前

に

「
オ
」

字

を
欠

い

て
全
く

書
し

て

い
な
い

の
を

見

て
い

た
が
、
も

と
よ
り

智

永

か
ど
う

か
に

つ
い
て
は
疑
問

を

い
だ

い
て

い

た
。

の
ち

に
ま
た

帽
永
L

字

を

欠

い
て

い
る

こ
と

に

気
づ

い

て
、

そ

こ
で
弁

オ

の
弟

子

の
書

し

た
も

の
で
あ

る
か
ら

こ

そ
、
祖
師

の

二
名

(
弁
才
と
智

永
)
を

欠

い
た

の
で
あ

る
と
鑑
定

し

た
。

宝

真
斎
法

書
賛
巻

八

智

永
千
文

真
草
帖

二
十

八
行

、
真

草
間
列

周
発
殿

湯

よ
り
同
気

連
枝

に
至

る
。

右
、
智

永
千
文

真
草
、

唐
人

臨
写

真
跡
、

臣
米
友

仁

讐
定
、

恭
践

。

右
、
唐

人

の

華

し
た

陳
僧

智
永

の

千

文
真

蹟

一
巻

。

草

字

は
、

【
周
発
L

に
始

ま
り

「
殿
傷

」

に

い
た

る
。

又

「
之
盛
」

よ

り

「
猶

子
」

に
い
た

る
。

真
字

は

「
平
章

に
」

始

ま
り
、
「
殿

傷
」

に

い
た
る
、
ま
た

「
之
盛
」

よ
り

「
連
枝
」

に

い
た
る
。
書
体

は

一
行

ず

つ
交

互
に
な

っ
て

い
る
。
筆

の
態

は
み
な
神

品

に
入

る
。

あ

た
か
も
、

鈎
天

万
舞
、

広
楽

畢
奏
、

干
戚

羽
補
、

各

そ
の
宜
し

き

に
適

し
、
両
階

に
立

ち
、
襯
聴

し
、

自
ら
倦

む
を

忘
る

が
ご

と

く
で
あ

る
。

惜

い
こ
と

に
そ

の
全

体

を

見
る

こ
と
が

で
き

な

い
。
何

延
之

の
蘭

亭

記
に

、
智

永
は

も
と
右

軍

の
七
世

の
孫

に
あ

た
り
、

永
欣

寺

の
閣

上
に
住
居

し
、

臨
書

す

る

こ
と

お
よ

そ

三
十
年

、

真

草
千
文

を

か
き
あ
げ

て
、

そ

の
な
か

の
よ

い
も

の
八
百

余
本

を
、
漸

江

の
東

の
諸
寺

に
そ
れ

ぞ

れ

一
本

を

施
入

し
た
。
人
,
、
有

す
る
も

の
が
あ

れ
ば
、

な
お
銭

数

万

に
値

す

る
。

こ
の
帖

は
紙

墨

は
帰

田
賦

と
す

こ
ぶ

る
よ
く
似

て

い
る

。
ま

だ
か
な
ら
ず

し
も
真

蹟

と
は
　一.口
わ
れ

な

い
。

と
り
わ

け
占

い
印
識

が

な

い
の
で
、

証
拠

と
な

る
よ
り

ど

こ
ろ

が
な

い
。

宝
晋

の
書
史

に
は
、

こ
の
千
文

の
華
帖

を

三
本

の
せ

て

い
る
。

一
本

は
国
子
監

直
講

の
楊
褒

の
と

こ
ろ

に
あ
る
。

そ
れ

は
粉

懸
紙

で

あ

る
。

一
本

は
宣

徳
郎

の
陳
井

の
と

こ
ろ

に
あ

る
。

こ
れ

は
楮

紙

で
あ

る
。
も
う

一
本

は

丞

相
蘇

公

頒

(蘇

頒
)

の
と

こ
ろ

に
あ
る
。

こ
れ
は

黄

麻
紙

で

あ

る
、

米
箭
警
史
所
載
法
書
考
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今
、

こ
の
本
は
紙
は
粉
蝋
に
類
し
て
い
る
。
楊
氏
の
本
か
ら
出
た
も
の
と
お
も
う
。
巻
前
に
小
印
が
あ
り
、
末
後

に
小
璽
が
あ
る
。
慶
元
庚
申

の
歳
十
月
に
、
建
康

の
士
人
張
現
に
託
し
、
郡
鴎

(陳
西
)

で
こ
れ
を
手

に
入
れ
た
。

唐

文

皇

手

詔

う
ら
う
ち

余
は
ま
た
、

「
右
軍
が
王
述

に
与
え
た
書
」
と
交
換
し
て
、

「
唐
文
皇
手
詔
」
を
手
に
入
れ
た
。
こ
れ
は
、
渠
花
紋
の
黄
綾
を
も
ち
い
て
装
背
し
て
い
る
。
綾

の
表
面

う

め
く

に
は

一
面
に
花
紋
が
浮
き
上

っ
て
い
る
。
余
は

つ
い
で
ま
た
、
重
ね
て
台
州
産

の
黄
巌
藤
紙
で
装
背
し
た
。
こ
の
紙
は
睡
熟

(十
分
よ
く
睡

っ
て
)
し
て
、
半
分
を
掲

っ

な

の

て
装
背
し
た
。
紙
質
は
滑
ら
か
で
浄
く
、
軟
ら
か
く
熟
れ
、
巻
い
た
り
野
ば
し
た
り
し
て
も
す

こ
し
も
毛
ば
だ

つ
こ
と
が
な
い
。
余
の
家
の
書
帖
は
、
多
く
こ
の
紙
を
用

は

こ

い
て
、

一
々
自
分

の
手

で
装
背

し
て
、

そ

の
上

で
笈

に
入

れ
る

よ
う
に
し

て

い
る
。
古

い
装
背

の
佳
く

で
き

て

い
る
も

の
は
、
今

ま

で
は
前

以

っ
て
掲

り
あ
げ

た
り
は

し

は

た
こ
と
は
な
い
。
乾

い
た
紙
が
よ
ご
れ
た
と
き
は

(
?
)
、
表
面
を
上
に
向
け
て
、
そ
の
上
か
ら

一
枚
の
新
し
い
紙
を
あ
て
、

四
辺
に
糊
を
著
け
て
、

卓

の
上
に
勧
り

つ

け
る
。
帖
の
上
に
は
け

っ
し
て
糊
を

つ
け

て
は
な
ら
な

い
。
新
し
い
紙
と
帖

の
表
面

の
あ
い
だ
を
空
虚

に
し
た
ま
ま
紙
を
お
さ
え

つ
け
る
。
紙
が
乾
く
と
、
下

の
紙
が
お

は

の
ず
か
ら
乾
い
て
く
る
。
よ
く
注
意
を
し
て
金
漆
の
卓

の
上
に
紙
を
帖
り

つ
け
て
は
い
け
な
い
。
掲
り
あ
げ
る
と
き
に
か
な
ら
ず
墨
の
し
み
が
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

(
卓

の
上
に
墨
の
汚
れ
が

つ
い
て
い
た
の
が
、
帖
の
紙
に
つ
い
て
よ
ご
す
こ
と
で
あ
ろ
う
)
。

虞

世

南

枕
臥
帖

十
團
九
帖

前
出
十
七
帖
関
杞
所
蔵
本
参
照
。

積

時

帖

虞
世
南
書
の
積
時
帖
、
占

い
双
鈎
の
華
本
で
あ
る
。
洛
陽
の
李
煕
の
と
こ
ろ
に
な
る
。
李
煕
は
李
准
の
孫

で
あ
る
。
紙
縫
に

「
楮
氏
之
印
」
が
あ
る
。
余
は
ま
え
に
借

り
て
墓
写
し
た
こ
と
が
あ
る
。

注
、
待
訪
録

に
は
、
右
、
古
、

双
鈎
墓
本
。
承
議
郎
、
洛
陽

の
李
煕
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
翰
林
学
士
、
維
の
孫
で
あ
る
。

こ
れ
に
も
儲
氏
印
が
あ
る
。
私
は
借
り

て
石
に
模
刻
し
た
こ
と
が
あ
る
、
と

い
う
。

理

頭

眩

薬

方
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虞
世
南

の
理
頭
眩
薬
方

の

双
鈎
華

本

は
、

飽
伝
師

の
家

に
あ

る
。

の
ち
、

俗
人

の
た
め
に

「
義
之

」

の

二
字

を
添

入
さ

れ
、

伝

え
ら

れ

て
晋
州
法
帖

に
入

れ

て
、

義
之

の
書

と
さ
れ

て

い
る
。

そ
の
聾
普

さ
は
笑
う

べ
き

で
あ

る

。

注
、
晋

州
法
帖

は
今
、
伝

わ
る
も

の
が

な
く
、

未

詳
。

書

経

上
虞

の
僧
寺

に
あ
る
。

汝

南

公

主

銘

起

草

虞

世
南

の
汝
南
公
主

墓
誌
銘

の
草

稿

、
洛

陽

の
王
護

の

と

こ
ろ

で
慕

本
を
見

た
。
真

迩
は
洛

陽

の
好

事

家

に
あ

り
、
古

践
が

つ
い
て
い
る
と

い
う
。

の
ち
、
十
年

た

っ

て
、

真
迩

を
見

た
。
故

の
丞
相

張
公

の
孫
、
直

清
の
と

こ

ろ
に
あ

る
。

そ
の
文
章

の
お
わ
り

は
、

「
貞
観

十
年
十

一
月

丁
亥
朔
十

六

日
」

で
止

っ
て

い
る
。
か

た
わ
ら

に

小

字

の
注

記
を
し

て
、

「
赫

々
高
門
」

と
あ

っ
た
。
斐
丞

相

の
家

に
あ
り
、

こ
れ

は
そ

の
銘

で
あ
る
。

し

か
し
、

こ
の
幅

の
文
章

は
、
中

途

で
止

っ
て
い
て
、
行

の
下

に

空

白

の
紙

が
あ
り
、

な
お
十

一
字
分
、

欠
け

て

い
る
。

こ

れ
は
、

そ

の
卒
し

た
日

を
書
き
と

め
た
だ

け

で
、
ま

だ
葬

る

こ
と
を
述

べ
て
い
な

い
の

で
あ

る
。

こ
の
ほ
か

に

欠
文

が
ま
だ
た
く

さ
ん
あ

る
。

ど
う

し
て

「
赫

々
高
門
」

と
言
う

こ
と
が

で
き

よ
う
か
。
後

幅
は
前

幅
と

連
属

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

そ

の
前

標

は
紅

綾

で
、

色

は
ま

新

し

い
も

の

の
よ
う
に
あ
ざ

や
か

で
あ

る
。
幾

玄
と

い
う

名

を
か

い
た
題
字

が
標

の
上

に
あ

る
。

そ

の

こ
と
ば

に
、

「
故
祭
酒
崔

十

八
丈

緯
常

は
、
冠
章

賀
抜

碁
と

と
も

に
、

み
な
竪
賞

を
も

っ
て
交

遊
し

て

い
る
。

つ
ね

に
虞
世

南

の
書

を
伏
膚

し
、
多

く
年
月

を
歴

て
い
る
。

会

昌
年
間

(
八
四

一
-

八
四
六
)

よ
り

こ
の
か
た
、

と
き

に

こ

の
帖

を
み
る
・
因

っ
て

そ
の
真
隷

を
も

っ
て
加

筆
し

て

い
る

の
で
あ
る
。

ち
か
ご

ろ
、
崔
丈

は
予

の
兄
弟

の
下
第

し
て
東
帰
す

る

の
を
送
別
す

る

に
、

こ
の
た
び
汝

南
帖

を
見

る

こ
と
が

で
き

た
。

こ
ん

な
眼
福

を
得

た

こ
と

は
、

と

て
も

昇
第

に
劣

ら

な

い
結
構

な

こ
と
で
あ

る
。
残

念

な
が
ら

そ

の
銘
文

(墓
誌

の
銘
文
)

が
欠

け

て
い
る
。

成
通

二
年
春

、
有
神

堂
に

お

い
て
。

轍

い
で
子
凝

に
献

じ

ま

こ
と
に
惜

し
ま
れ

て
な
ら

な
い
、
」

と
い
う
。

幾

玄

は
ど
う

い
う
人
な

の
か
わ

か
ら
な

い
。
が
、
虞

世
南

の
法

帖
が

、
時

に
重
ん
ぜ
ら
れ

る
と

こ
ろ
は
、

こ

の
と
お
り

で
あ

る
。

今
、
好

事
家

は

そ
の
真

迩

を
見
た

こ

と
が
な

い
。

華
本

に
は
、
枕

臥
、
積
時

、
艸

牙
、

頭
風

の
四

つ
の

墓
帖

が
あ
る
。

一
つ
は
関
中

の
刻
石
帖

で
、

今
、
法
帖

(閣
帖

)

に
載

せ

る
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
世

上

で
も

っ
と
も

少
な

い

の
は
、

子
敬

(王
献
之
)

と
虞

世
南

の

法
帖

で
あ

る
。
今
、
好
事

家

に
は

一
字

も
所
蔵

が
な

い
。

注

待
訪
録

に
、

汝
南

公
主
銘

起
草

、

右
、
通
直

郎

洛
陽

王
護

の
と

こ
ろ

に
あ
る
。
撫

本
を

見

た

こ
と

が
あ

る
。
給

事
中

の
挙
元

子
は
云

う
、
真

蹟
は
洛

陽

の
好
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事
家
に
あ
る
。
古
践
が
あ
る
。

前
出
、
右
軍
帖
の
項
に
、
汝
南
公
主
墓
誌
の
米
臨
と
刻
石
が
あ
る
。

臨
虞
帖

前
出
、
臨
鷲
群
帖
に
臨
虞
帖
が
あ
る
。

(
未

完
)
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