
清

代

帖

学

派

の

書

論

に

つ

い

て

中

田

勇

次

郎

は

じ

め

に

清
代

の
書
を
論
ず
る
と
き
、

そ
の
大
勢

の
上
か
ら
帖
学
派
と
碑
学
派

の
二
つ
に
分

つ
こ
と
が
で
き
る
。

帖
学
派
と
は
、

法
帖
を
学
ぶ
こ
と
を
主
体
と
す
る
書
派
を

い

い
、
碑
学
派
と
は
、
碑
版
を
学
ぶ
こ
と
に
重
点
を
お
く
書
派
を
い
う
。
帖
学
派
は
清
代
の
前
半
期
に
栄
え
、

碑
学
派
は
、

後
半
期
、

嘉
慶
、

道
光

の
こ
ろ
を
境
界
と
し

て
、
そ
れ
以
後

に
発
展
し
た
書
派

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
清
代
の
前
半
期
に
繁
術
し
た
帖
学
派
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
書
論
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
、
こ
の

両
派
が
裁
然
と
し
て
前
後
に
分
離
し
て
行
わ
れ
た

の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
後
半
期
に
お
い
て
も
、
帖
学
派
の
書
論

の
見
る
べ
き
も

の
は
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
前
半
期

に

お
い
て
碑
学
派
の
先
駆
を
な
す
も

の
が
あ
る
こ
と
は
、
書
派
の
興
廃

の
自
然

の
原
理
の
上
か
ら
も
、
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
は
、
清
代
前
半
期

を
主
と
す
る
け
れ
ど
も
、
後
半

に
入

っ
て
か
ら
の
帖
学
派

の
理
論
を
も
併
せ
て
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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清
代
帖
学
派
の
源
流

帖
学
は
法
帖
を
学
ぶ
こ
と

で
あ
る
が
、
法
帖
と

い
う

の
は
、
主
と
し
て
晋
の
王
義
之
、
献
之
父
子
、

い
わ
ゆ
る
二
王
の
書
を
さ
し
て
い
う
か
た
わ
ら
そ
の
他
の
名
家
の

書
を
も
ふ
く
め
て
い
う
よ
う
に
な

っ
た
。
唐
代
に
王
書
を
さ
し
て
十
七
帖
と
い
う
名
称
が
あ
る
よ
う
に
、
帖
は
王
の
尺
憤
を
さ
し

て
言
う

こ
と
ば

で
あ
る
。
帖
と
は
説
文

に
も
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
扁
書
署
、

つ
ま
り
絹

の
上
に
書
か
れ
た
署
名
を
意
味
す
る
。
ち

ょ
う
ど
木
製
の
簡
順
の
表
面
に
書
き

つ
け
る
署
名
を
検
と

い
う
の
に
対
応
す

る
用
語

で
あ
る
。
要
す
る
に
書
簡
に
吊
を
用

い
、
吊
の
上
に
署
名
と
併
せ
て
記
事
を
書
き

つ
け
た
も

の
が
帖

に
あ
た
る
。
紙
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
ろ
、
吊
や
木
簡

に
文
字
を
記
し
た
習
慣

の
上
か
ら
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
こ
で
尺
腰

の
こ
と
を
帖
と
い
う
名
称
で
よ
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
末
五
代

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て



清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

か
ら
宋
初

に
か
け
て
、
木
版

の
技
術
が
発
達
し
、
古
人
の
模
範
と
な
る
法
書
を
、
木
ま
た
は
石
に
刻
し
て
、
墨
拓
と
し
た
も

の
を
作
る
よ
う
に
な

っ
た
。
現
在
見
ら
れ
る

も
の
で
は
宋
初

の
淳
化
三
年

(九
九

二
)

に
成

っ
た

「
淳
化
秘
閣
法
帖
」
が

こ
れ
に
あ
た
る
。

こ
れ
は
開
巻

の
首
に
あ
き
ら
か
に

「
法
帖
」
と

い
う
二
字
を
表
題
と
し
て

出
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
墨
拓
の
法
書
の
こ
と
を
法
帖
と
よ
ぶ
習
慣
は
こ
こ
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
日
で
は
、
区
分
の
便
宜
上
、
墨
書
し
た
尺
憤
な

ど
の
模
範
と
す
べ
き
古
人
の
書
を
多
く
は
法
書
と
い
い
、
墨
拓

に
し
た
古

人
の
書
を
法
帖
と
よ
ぶ
よ
う
に
し

て
い
る
。
そ
こ
で
帖
学

の
場
合
の
法
帖
は
、

「
淳
化
閣
帖
」

や
そ
の
翻
本
な
ど
の
流
布
さ
れ
て
以
後

の
称
呼

で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
閣
帖
を
含
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
書

の
鑑
賞

の
対
象
と
な
る
の
は
閣
帖
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

原
本
に
用
い
ら
れ
た
法
書
お
よ
び
そ

の
た
ぐ
い
の
も
の

も
あ
る
か
ら
、

ひ
ろ
く

こ
の
よ
う
な
意
味

の
法
書
を
も
包
含
し
て
い
る
。

従

っ
て
帖
学
派
の
人
々
の
学
ぶ
書
蹟

は
、
伝
来
す
る
古
人

の
法
書
と
、
刻
し
て
拓
本
に
し
た
法
帖
を
あ
わ
せ
て
用
い
て
い
る
。
清
代

の
帖
学
派
は
碑
学
派
に
対
応
し

て
主
と
し
て
二
王
と
そ
れ
か
ら
派
生
し
、

ま
た
分
派
し

て
き
た
書
を
と
ら
え
て
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
野
の
基
本
は
、
宋
の
米
市
が
そ
の
著

「
書
史
」
の
な
か
に
と
り
あ
げ
た
法
書

(
墨
書
し
た
書
蹟
を
い
う

が
、
多
少
の
刻
帖
を
ふ
く
む
)
に
よ

っ
て
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
晋
の
二
王
か
ら
、
六
朝
、
階
、
唐
、
宋
に
わ
た
る
名
家

の
尺
績
お
よ
び
詩
文

の
た
ぐ

い
の
作
品
で
あ

る
。
明
代

に
な

っ
て
、
法
書
法
帖

の
鑑
賞
が
さ
ら
に
発
達
し
、
中
期
の
こ
ろ
に
は
王
世
貞
の
よ
う
な
法
書

の
鑑
賞
の
す
ぐ
れ
た
学
者
が
あ
ら
わ
れ
、
後
期
に
な
る
と
董
其

昌
が
出
て
、
宋
の
米
帝

の
鑑
識
と
理
論
を
承
け
て
、
さ
ら
に
そ
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
帖
学
派

の
対
象
と
す
る
晋
唐
宋
元
に
お
よ
ぶ
名
家
の
法
書
法

帖

の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
お
よ
そ
の
輪
廓
が
形
成
さ
れ
た
。
清
代

の
帖
学
派
の
人
々
が
も

っ
と
も
負
う
と
こ
ろ
の
大
き
か

っ
た

の
は
明
の
董
其
昌

の
鑑

識
と
理
論

で
あ
る
。
た
だ
、
明
人
の
刻
し
た
集
帖
な
ど
に
碑
版
を
混
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
書
法
帖

の
分
野
が
、
や
や
拡
大
さ
れ
た
現
象
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
例
え

ば
、
明
の
章
藻
の

「
墨
池
堂
選
帖
」
の
中
に
唐
の
欧
陽
詞

の
化
度
寺
碑
が
収
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
帖
学
の
中
に
、
唐

の
名
家
の
碑
版
な
ど

も
、
そ
の
学
習
の
対
象
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
含
あ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
清
代
に
な
る
と
、
帖
学
派
の
書
が
栄
え
て
ゆ
く
が
、
そ
の
中
に
や
は
り
唐
楷

の
名

品

の
、
法
帖
と
同
じ
よ
う
に
冊
子
と
し
て
行
わ
れ
た
勇
装
さ
れ
た
碑
版
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
も
そ
の
傾
向
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
勢
か
ら
言

っ

て
二
王
を
祖
と
す
る
法
書
法
帖
が
主
要
と
な
り
、
書

の
理
論
も
、
お
の
ず
か
ら
こ
こ
か
ら
出

て
い
る
こ
と
に
は
ほ
ぼ
変
り
は
な
い
と
言

っ
て
よ
い
。

清
代
の
帖
学
派
と
そ
の
書
論

帖
学
派
は
本
来
碑
学
派
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
り
、
清
代
中
期
以
後
、
碑
学
派
が
起
る
ま
で
は
、
も

っ
ぱ
ら
帖
学
派
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
書
派
と

い
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う
よ
り
も
、
書
を
学
ぶ
に
つ
い
て
の
通
常

の
方
法
と
し
て
、
法
書
法
帖
を
学
習
す
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
論
の
出
る
と
こ

ろ
も
、
も
ち
ろ
ん
法
書
法
帖
を
主
体
と
す
る
も

の
で
、
そ
れ
に
は
六
朝
以
来
、
階
唐
宋
元
明

へ
と
理
論
の
展
開
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
帖
学
派

の
書
論
と
い
う
の
も
、

要
す
る
に
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
書
論

の
基
礎

の
上
に
立

っ
て
、
さ
ら
に

一
歩
を
進
め
る
と
共
に
時
代
の
性
格
を
加
え
て
行

っ
た
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
書
論
の
定
義

に

つ
い
て
は
、
す
で
に
小
著

「
中
国
書
論
史

(中
国
書
論
大
系
第

一
巻
)
」

に
述

べ
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
る
。
清
朝
の
康
煕

年
間
に
成

っ
た

「
偲
文
齋
書
画
譜
」
に
書
体

・
書
法

・
書
学

・
書
品
の
四

つ
の
部
門
に
分

っ
て
書
論
を
考
証
し
て
い
る
。

こ
の
四

つ
の
分
ち
方
は
、
書
論
を
考
え
る
基
本

と
し
て
は
、
き
わ
め

て
妥
当
な
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
細
分
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
近
年
で
は
余
紹
宋
が

「
書
画
書
録
解
題
」
に
お

い
て
、
書
に
関
す
る
著
述

の
す
べ
て
を
集
録
し
、

そ
れ
を
分
類
す
る
の
に
、
史
伝
、
作
法
、
論
述
、
品
藻
、
題
賛
、
著
録
、
雑
識
、
叢
輯
、
偽
託
、
散
扶
、
未
見
に
分
類

し
て
い
る
。
こ
の
分
類
法
は
、
題
賛
以
下
は
、
文
体
や
編
集
形
式
上

の
区
分
で
あ
り
、
ま
た
、
偽
託
以
下
の
よ
う
に
、
書
論
の
内
容
と
は
関
係
の
な
い
区
分
も
あ
る
。
両

者
を
比

べ
て
み
る
と
、
や
は
り
、

噛
倣
文
齋
書
画
譜
」

の
四
分
法
の
方
が
よ
く
要
を
得

て
い
る
。

そ
し
て
、
書
画
譜
で
は
そ
の
あ
と
に
、
別
に
書
家
伝
、
書
践
、
弁
証
、

鑑
識
と

い
う
章
を
加
え
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ

っ
て
十
分
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
帖
学
派

の
書
論
を
考
え
る
上
に
も
、
書
体
、

書
法
、
書
学
、
書
品
の
上
に
余
氏
の

「
書
録
解
題
」
の
方
法
を
も
勘
案
し
て
観
察
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

こ
れ
ら
の
各
分
野
に
わ
た

っ
て
、
清
代

の
書
論

の
著
述
は
き
わ
あ
て
多

い
。
こ
れ
を
大
き
く
分

っ
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
書
体
や
書
法
に
関
す
る
も
の
、

こ
れ
は
作
法
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
字
と
そ
の
書
体
と
書
の
技
法
に
関
す
る
こ
と
を
主
と
す
る
著
述
を

い
う
。
例
え
ば
、
質
重
光

の

「
書

筏
」
、
蒋
衡
の

「
書
法
論
」
、
蒋
騨
の

「
続
書
法
論
」
、
蒋
和
の

「
学
書
雑
論
」
、
王
宗
炎
の

「
論
書
法
十

一
則
」
、
朱
和
奨

の

「
臨
池
心
解
」
、
魏
錫
曽

の

「
書
学
緒
聞
」
、
周

星
蓮

の

「
臨
池
管
見
」
、
銚
孟
起

の

「
字
学
憶
参
」
、
張
之
洞
の

「
張
文
裏
公
論
書
語
」
の
諸
家
の
著
書
が
書
録
解
題
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
み
な
書

の
技
法
を
主
体
と
し

て
い
る
点
に
は
変
り
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
専
門
的
な
も
の

一
般
的
な
も

の
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。

書
学
と

い
う
の
は
、
書

の
本
質
を
論
じ
た
も

の
で
、
本
来
、
書
論
と

い
う

の
は
、

こ
れ
を
さ
す

べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
上
は
、
広
く
書
体
、
書
法
、
書
品
等
に
も
わ
た

っ
て
い
る
。
書
録
解
題
で
は
、
論
述
篇
に
収
あ
て
い
る
の
が
、

こ
れ

に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
他
の
部
門
に
わ
た

っ
て
も
、
部
分
的
に
書

の
本
質
を
論
ず
る
こ
と
は
あ
る

の
で
、

こ
の
論
述
だ
け
に
限
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
例

え
ば
、
題
賛
と
か
雑
識
と
い
う
よ
う
な
区
分
を
立
て
て
い
て
も
、
こ
の
中
に
論
述
に
近
い
も

の
も
含
ま
れ

て
い
る
。

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

「
書
録
解
題
」

で
は
、
論
述
の
通
論
の
部

に
、
楊
賓
の

「
大
瓢
偶
筆
」
、
王
樹
の

「
論
書
縢
語
」
、
程
瑠
田
の

「
書
勢
」
康
有
為
の

「
広
芸
舟
双
揖
」
を
あ
げ
、
雑
論

の

部

に
、
漏
班
の

「
鈍
吟
書
要
」
、
干
令
游

の

「
方
石
書
話
」
、
梁
同
書
の

「
頻
羅
奄
論
書
」
、
呉
徳
旋

の

「
初
月
楼
論
書
随
筆
」
を
掲
げ
て
い
る
。

こ
の
中

の
程
瑞
田
の

「
書

勢
」
は
書
法
の
項
目
を
分

っ
て
論
じ
た
著
述
で
、
抽
象
的
な
理
論
を
説
い
て
い
る
た
あ
に
こ
の
論
述
の
部
に
収
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
書
法

の
著
書
と
し
て
取
り
扱
う
方

が
よ
い
。
干
令
游
の

「
方
石
書
話
」
は
入
手
や
閲
覧
の
困
難
な
著
書
で
、
手
近
か

に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
雑
識
の
部
に
、
清

の
梁
蝋

の

「
評
書

帖
」
と
包
世
臣
の

「
安
呉
論
書
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
二
書
は
、
さ
き

の
論
述
に
収
あ
た
書
論
と

一
緒
に
し
て
取
り
あ
げ
る
こ
と

の
で
き
る
内
容
を
も

っ
て
い
る

か
ら
、
こ
れ
を
こ
の
種
の
書
論
の
著
書
と
し
て
も
差
支
え
は
な
い
と
お
も
う
。

「
安
呉
論
書
」
は
碑
学
に
関
す
る
書
論
の
部
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

次
に
、
書
品
に
関
し

て
は
、

「
書
録
解
題
」
に
は
、
清
の
桂
酸
の

「
国
朝
隷
品
」
、

楊
景
曽

の

[
書
品
」
を
掲
げ
て
い
る
。

こ
の
書
品
の
方
法
に
よ
る
書

の
品
第
は
、
六

朝
か
ら
唐
代
ま
で
は
ま
だ
行
わ
れ
て
は
い
た
が
、
宋
代
以
後
は
、

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な

っ
た
。
書
の
見
方
に
お
い
て
優
劣
上
下
を
判
定
す
る
古
典
的
な
方
法
を
と
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
て
、
個
人
の
人
間
性
を
重
ん
ず
る
方
向
に
向

っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
方
法
を
取

っ
て
優
劣
と
上
下

の
順
位
を
定
め
る
評
論

家
も
時
に
は
あ
る
。
包
世
臣

の

「
安
呉
論
書
」

の
国
朝
書
品
も
、
神
妙
能
逸
佳

の
五
品
に
分

っ
て
、
清
代
書
人
の
各
体

の
書
を
品
第
し
て
い
る
。
翁
方
綱
は
唐
碑
に

つ
い

て
も

っ
と
も
研
鑛
を
尽
し
、

「
蘇
斎
唐
碑
選
」
を
著
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
唐
碑
の
中

で
は
欧
陽
詞
、
虞
世
南
、
楮
遂
良
の
三
家
を
と
り
、
そ
の
書
品

の
優
劣
を
よ
く
論

じ
て
い
る
。
多
く
各
帖
に
し
た
た
め
た
題
践
の
た
ぐ
い
に
そ
の
論
説
を
述

べ
て
い
る
。
中
で
も
化
度
寺
塔
銘
に
は
も

っ
と
も
精
魂
を
傾
け
て
、
詳
細
な
題
践
を
多
数

に
残

し
て
い
る
。
か
れ
の
目
標
と
す
る
基
準
は
、
晋
韻

の
神
髄
を
得
た
書
で
あ
る
か
否
か
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
三
家
を
取

っ
て
そ
の
品
等
を
定
あ
て
い
る
。
わ
け
て
も
欧
の

化
度
寺
碑
は
古
今
楷
法
無
上
の
神
品
と
ま
で
崇
尚
し
、
そ
の
理
論
の
あ
る
と
こ
ろ
を
詳
説
し
て
い
る
。
そ
の
論
法
は
、
晋
入
を
基
本
と
す
る
品
質
論
に
あ
り
、
単
な
る
優

劣
上
下
に
留
ま

っ
て
い
な
い
点
で
は
、
宋
帝
以
後
に
発
展
し
て
き
た
新
し
い
理
論
形
式
を
備
え
て
い
る
。
清
代

の
書
品

で
は
見
る
べ
き
も

の
と
言

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

(「
小
著
王
義
之
を
中

心
と
す
る
法
帖

の
研
究
」

所
載
、

欧
陽
詞
の
化
度
寺
塔
銘
、
参
照
)
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
清
代
帖
学
派
の
書
論
と
し
て
は
、
書

の
本
質
を
論
じ
た
書
論
が
第

一
に
お
か
る
べ
き
で
あ
り
、
他

の
書
体
、
技
法
、
品
藻
の
た
ぐ
い

は
そ
の
次
に
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
代
の
帖
学
派
の
書
論
に
は
凋
班
が
も

っ
と
も
古
く
、
楊
賓
、
王
樹
が
こ
れ
に
つ
ぐ
。
ほ
ぼ
清
初
の
康
煕
年
間
ご
ろ
ま

で
の
書
論
は
こ

の
三
家
の
著
述
に
よ

っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
馬
班
に
は

「
鈍
吟
書
要
」
が
あ
り
、
楊
賓
に
は

「
大
瓢
偶
筆
」
が
あ
り
、
王
樹
に
は

「
論
書
謄
語
」
が
あ
る
。

こ
れ
ら

に
次

い
で
嘉
慶
年
間

に
行
わ
れ
た
も

の
と
し
て
は
、
梁
同
書
と
梁
鳳
が
あ
る
。
梁
同
書
に
は

「
頻
羅
篭
論
書
」
が
あ
り
、
梁
慮

に
は

「
評
書
帖
」
が
あ
る
。
そ
れ
以
後

で
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は
、
呉
徳
旋

の

「
初
月
楼
論
書
随
筆
」
が
あ
り
、
朱
和
美

の

「
臨
池
心
解
」
、

周
星
蓮
の

「
臨
池
管
見
」
の
二
書
も

こ
れ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
中

で
は
呉
徳

旋
の
も
の
が

一
家
の
書
論
を
立
て
た
著
述

で
あ
り
、
清
初
以
来

の
帖
学
派
の
書
論
と
並
べ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
あ
と
の
二
つ
は
清
末
に
な

っ
て
大
成
さ

れ
た
も
の
で
、
論
旨
は
深
い
が
、
時
代
も
降

る
の
で
の
ち
に
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

清
代
の
書
論
の
特
色

の

一
つ
と
し

て
、
叢
輯
の
書
論
が
多
く
著
わ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

書
の
全
般
的
な
指
導
書
と
し
て
の
役
目
を
果
す
著
書
と
し
て
、
書
の
す

べ
て

の
面
か
ら
の
必
須
の
条
件
を
説

い
た
も
の
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

馬
武
の

「
書
法
正
伝
」
、

蒋
和
の

「
蒋
氏
書
法
正
伝
」
、

父
守
智

の

「
漢
渓
書
法
通

解
」
、
朱
履
貞

の

「
書
学
捷
要
」
が
そ
れ
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
著
述
は
民
間
に
流
布
し
、

吾
国
に
も
及
ん
で
、
広
く
利
用
さ
れ
た
。

こ
の
種

の
も
の
に
、
も
う

一
つ
、
魯

一
貞
、
張
廷
相
同
撰
の

「
玉
燕
楼
書
法
」
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
多
く
古
人
の
書
論
を
採
録
し
集
成
し
た
も
の
で
、
著
書
独
自
の
書
論
と
し
て
よ
り
も
、
学
習
に
便
宜
な
も

の
と
し
て
多
く
行
わ
れ
た
。

も

一
つ
、
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
書
録
解
題
」

の
中
に
、
著
録
の
部
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
私
の
書
画
録
を

一
類
と
し
て
立
て

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
書
の
鑑
賞

の
記
録

で
あ
り
、
書

の
鑑
賞
に
必
要
な
条
件
を
正
確
に
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
の
本
質
を
論
ず
る

一
歩
手
前
に
お
け
る

鑑
賞
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
な
も

の
よ
り
実
情
を
解
題
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
分
野
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
が
、
こ
の
中
で
も

っ
と
も
重
要
な
の
は
陳
義
の
書
論
で
あ
り
、
書
の
本
質
を
論
ず
る
こ
と
に
主
体
が
置
か
れ
る
書
論
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
清
代

の
帖
学
派
の
書
論
を
観
察
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
属
す
る
上
記
の
著
書
を
取
り
あ
げ

て
、
そ
の

一
つ

一
つ
に
つ
い
て
書
の
理
論
を
考

え
て
み
る
こ
と
と

し
た
い
。
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漏
班

の

「
鈍
吟
書
要
」

馬
班
は
明
末
清
初

に
出
た
詩
人
で
、

(
一
六
〇

二
ー

一
六
七

一
)
字
は
定
遠
と
い
い
、
鈍
吟
と
号
し
た
。
江
蘇
常
熟

の
人
。
父
が
銭
謙
益
と
交
遊
し
て
い
た
の
で
、
か

れ
も
銭
謙
益
の
門
に
入
り
学
ん
だ
。
詩
文
を
よ
く
し
、
兄

の
薦
野
と
と
も

に
文
名
が
あ

っ
た
。
進
士

の
試
験
に
は
及
第
せ
ず
、
結
局
、
仕
官
せ
ず
に
終

っ
た
ら
し
い
。
詩

は
晩
唐
を
好
み
、
絶
句
に
工
み
で
あ

っ
た
。
西
昆
体

の
風
を
た

つ
と
び
、
と
く
に
杜
牧
の
詩
を
愛
し
た
。
兄
と
共
に

「
才
調
集
」

に
評
点
を
加
え
た
。
ま
た
、

「
厳
氏
糾

　
」
を
著
し

て
、
盛
唐
詩
を
称
し
た
宋

の
厳
羽
の

「
愴
浪
詩
話
」
を
弁
じ

て
、
そ
の
誤
謬
を
論
じ
た
。
詩
文
集
に

「
鈍
吟
全
集
」

(内
閣
文
庫
)
が
あ
る
。

「
鈍
吟
雑

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て



清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

録
」
は
そ
の
詩
話
で
あ
り
、

の
ち
に
趙
執
信
が
こ
れ
を
見
て
感
歎
礼
拝
し
、
私
淑
門
人
と
称
し
た
と
い
う
。
書
は
四
体
み
な
精
妙
で
あ
り
、
と
り
わ
け
小
楷
に
工
み
で
あ

っ
た
。
書
論

の
著
述
に

「
鈍
吟
書
要
」
が
あ
り
、
そ
の
詩
話
と
同
じ
く
、
博
識

で
理
論
に
す
ぐ
れ
、
清
初
に
お
い
て
卓
出
し
て
い
る
。

(
昭
代
叢
書
辛
集
、
楊
復
吉
践
、

美
術
叢
書
初
集
第
四
輯
)
。

「
鈍
吟
書
要
」
を
通
し

て
見
ら
れ
る
か
れ
の
書
論

で
は
、
書

の
時
代
性
を
論
じ
た
の
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
こ
と
ば

に
、

「
晋
人
は
理
を
尽
す
。
唐
入
は
法
を

尽
す
。
宋
人
は
多
く
新
意
を
用
い
、
自
ら
唐
人
以
上
で
あ
る
と
思

っ
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

し
た
が

「
晋

人

は
理

に
循

っ
て

っ
て
法
が

生
ず

る
。

唐

人
は
法

を

用

い
て
意
が

生
ず

る
。

宋

入
は
意
を

用

い
て
、

古
法
が

つ
ぶ

さ

に
あ

る
。

こ

の
こ
と

が
解

れ

ば
、

そ

こ
で
は

じ
め

て
帖
を

鑑
賞
す

る
こ
と
が

で
き

る
。
」

「
唐

人
は
法
を

用
う

る

こ
と
が

謹
厳

で
あ
り
、

晋

人
は

法
を

用
う

る

こ
と

は
瀟
洒

で
あ

る
。

し
か
し
、

ま
だ

法

の
な
い
も

の
は
な

い

の
で
あ
る
。
意

こ
そ
す

な

わ
ち
法

で
あ

る
」
。

「
意

を
用
う

る

こ
と

は
険

で
あ

っ
て
し
か
も
穏

で
あ
り

、
奇

で
あ

っ
て
し
か

も
怪

で
は

な
い
。

意

は
法

の
中
か

ら
生
ず

る
。

こ
れ

こ
そ
心
法

で
あ

っ
て
、
悟

る

こ
と

に

よ

っ
て
知
る

こ
と
が

で
き

る
も

の

で
あ

る
。
」

と

い
う
。

薦
氏

の
説

に
は
、
晋

の
理
、
唐

の
法
、

宋

の
意

を
論

じ

て
い
る
。

こ
れ
は
、

す

で
に
明

の
董

其
昌
が
、

晋

入
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
、
と

言

っ
た

の
に
本
つ

く
も

の
で
あ
ろ
う
が

、

薦

は
晋

の
韻
を

理
に
お
き

か

え
て

い
る
。

こ

れ

は
韻

と

い
う
よ
り

も
理
す

な
わ
ち
自

然

の
原
理
と

言
う
方

が

法

や
意

に
対

応
す

る
に
は

一
そ
う

適
し

て
い
る
。

濡
は

こ

の
理
と

法
と
意

の
相
関

性
を

と
き
、

理
か
ら
法

へ
、
法

か
ら

意

へ
と

発
展
し

て
い

っ
た

と

い

っ
て
、

そ

の
流
変

性

の
あ

る

こ
と
を

認
め

て

い
る
。

そ
し

て
、

宋

よ
り
唐

が

す
ぐ

れ
、
唐

よ
り
晋

が
す
ぐ

れ

て
い
る
と
し

て
、
晋

に
重
点

を
お

い

て
い
る
。

し
か
も

、
宋

の
意

に
も

つ
ぶ
さ

に
古

法
が
あ

る
と

し
、
さ

ら
に
理
、

法
、
意

の
い
ず

れ
も

法

の
な

い
も

の
は

な
い
と
す

る
。
意

は
法

の
中

か
ら

生
ず

る
。

こ
れ

こ
そ

心
法

で
あ

っ
て
、

悟

る
こ
と

に
よ

っ

て
知

る

こ
と

が

で
き

る
と
す

る
。

こ

の
悟
り

の
境

に
ま

で
高

揚
し

て

い
る
と

こ
ろ
は
、
董

其
昌

が
書
論
と

禅

理
を
結
び

つ
け

て
考

え

て
い
た
と

こ
ろ
を

さ
ら

に
よ
く
論
じ

た
も

の
と
言

う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

か

れ
は
ま

た
、

意
は
本

領

の
中
か

ら
来

る

べ
き
も

の
と

し
、
古

人
を
規

模
す

る

こ
と

に
基
礎
を

お

い
て
考

え

て
い
る
。
本

領

は
根

本
的

な
精
神

を
さ
し

、
古

人

の
中
か

ら
選

択
し

て
求
め

ら
れ
た
典

型
を

い
う
。

千
古

不
易

の
絶

対

的
な
境

界
を

い

っ
て

い
る
。
本

領

は
将
軍

で
あ

り
、
心

意
は
副

将

で
あ

る
と

い
い
、
本
領

は

心
意

の
上

に
あ
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る
も

の
と
す
る
。
こ
の
点
で
は
董
其
昌
が
、

「
宋
人
は
み
ず
か
ら
そ
の
意
を
も

っ
て
書
を

つ
く
る
だ
け

の
こ
と

で
、
よ
く
古
人
の
意
を
有
す
る
の
で
は
な
い
」
と
言

っ
て

い
る
の
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
董

の
い
う
の
は
、
蘇
東
披

の
い
う

「
我
書
意
造
本
無
法
」
の
意
を

い
う

の
で
あ
る
。
薦
氏
の
説
は
唐

の
太
宗
や
虞
世
南

の
書
論
を
読
む
よ

う
な
感
じ
で
、
よ
く
古
典
に
徹
す
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

歴
代
の
書
家

で
は
鍾
蘇
と
王
義
之
の
法
を
第

一
と
す
る
。
古
人
を
学
習
し
精
熟
し

て
到
達
し
う
る
境
地
を
目
ざ
し
て
い
る
。
唐
で
は
虞
世
南
、
欧
陽
洵
を
と
り
、
顔
真

卿
に
も
点
画

に
法
が
あ
る
と
し
、
宋
で
は
、
薬
裏
、
蘇
転
、
黄
庭
堅
、
米
苛

の
中
、
藥
裏
の
古
法
を
得

て
い
る
の
を
取

る
。
元
で
は
趙
子
昂
を
取

る
が
、
明
で
は

一
字
も

見
ら
れ
る
も

の
が
な
い
と
し
た
。

こ
こ
に
も
厳
し

い
古
典
主
義
を
う
か
が
う

こ
と
が

で
き
る
。

清

の
楊
賓

の

「
大
瓢
偶
筆
・」
の
な
か
に
傭
氏
を
論
じ
て
、
鈍
吟
老
人
の
書
論
は
、
大
体
、
陳
繹
曽
を
祖
と
し

て
い
る
。
繹
曽

の

「
翰
林
要
訣
」
十
二
章
は
本
来
、
執
筆

を
第

一
と
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
鵜
氏
に
も
用
筆

と
結
体
の
二
説
が
あ
る
の
で
あ

る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
濤
氏
は
ま
ず
古
人
の
結
字
、
す
な
わ
ち
閉

架
結
構
を
学
び
、
そ
れ
が
明
ら
か

に
な
れ
ば
用
筆
を
学

べ
、
と
い
う
。
聞
架
に
は
石
碑
を
学
び
、
用
筆
に
は
真
跡
を
学
ば
ね
ば
だ
め
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
点
か
ら
考
え

て
も
、
凋
氏

の
書
論
が
、
終
始
古
典

に
基
本
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

楊
賓

の

「
大
瓢
偶
筆
」

楊
賓

(
一
六
五
〇
1

一
七

三
九
?
)
字
は
可
師
と

い
い
、
耕
夫
と
号
し
、
別

に
大
瓢
山
人
と
号
し
た
。
漸
江
山
陰
の
人
。
康
煕
元
年

(
一
六
六

二
)
十

三
歳
の
と
き
、

(又
、
康
煕

二
年
癸
卯
十
四
歳
)
父
の
越

(字
は
友
声
)
が
友
人

の
銭
允
武
の
罪

に
連
坐
し

て
寧
古
塔

(吉
林
省
寧
安
県
)
の
戌
卒
に
流
講
さ
れ
、
母
も
そ
れ
に
同
伴
し

た
。
楊
賓
は
や
む
を
え
ず
、
弟

の
宝
や
姉
妹
た
ち
と
と
も
に
叔
父

の
と
こ
ろ
で
養
育
さ
れ
た
。

二
十

一
歳
の
と
き
、
郷
里
の
山
陰

に
帰
り
、
康
煕
十
四
年

(
一
六
七
五
)

コ

蘇
州
で
結
婚
し
、
祖
母
が
な
お
健
在
で
あ

っ
た
の
で
、
こ
れ
を
迎
え
て
養

い
、

の
ち
、
父
の
命
を
承
け
て
蘇
州

に
住
す
る

こ
と
と
な

っ
た
。
康
煕

二
十
年

(
一
六
八

一
)
、

督
撫

(総
督
巡
撫
)
大
吏

の
幕
下
に
あ

っ
て
山
西
に
客
と
な
り
、
安
徽
、
漸
江
、
四
川
、
福
建
の
各
地
方
を
歴
遊
し
た
。
康
煕

二
十
八
年

(
一
六
八
九
)
、

都
に
出

て
、

次
い
で
父
の
流
講
さ
れ
て
い
る
配
所
を
訪
れ
て
孝
養
を
尽
し
た
。

こ
の
間

の
こ
と
を
記
し
た
著
述
に

「
柳
辺
紀
略
」
が
あ
る
。
父
の
罪

の
恩
赦
を
申
し
出
た
が
、
遂
に
康

煕
三
十
年

(
一
六
九

一
)
、
父
は
配
所

で
卒
し
た
。

そ
こ
で
百
方
手
を
尽
し
て
父
の
帰
葬
を
願
い
出
て
、

つ
い
に
許
さ
れ
て
母
を
迎
え
父

の
枢
を
奉
じ

て
、
郷
里
に
葬
む

る
こ
と
が

で
き
た
。
か
れ
が
孝
子
と
し

て
伝
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
か
れ
は
詩
文
を
善
く
し
、
漢
書

や
杜
詩

に
精
し
か

っ
た
。
書
は
と
く

に
巧
妙
で
、
塞
外

の
人

々
か

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

ら
楊
夫
子
と
称
さ
れ
た
。
書
法
は
宋
元
の
習
気
に
染
ま
ず
、
当
時
そ
の
名
声
は
公
卿
の
間
に
重
ん
じ
ら
れ
た
。

そ
の
交
遊
し
た
人
々
は
、
張
英
、
徐
元
文
、
徐
乾
学
、
韓

葵
、
姜
哀
英
、
何
悼
、
方
苞
、
注
扮
諸
公
の
よ
う
な
名
士
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
た
だ
、
父
が
罪
入
で
あ

っ
た
た
め
、
自
ら
仕
官
す
る
こ
と
が
な
く
て
終

っ
た
。
年
は
九
十

歳
近
く
ま

で
長
生
し
た
と
い
う
。

(「
大
瓢
偶
筆
」
所
載
楊
大
瓢
伝

に
依
る
)
。

か
れ

の
伝
記
を
見
る
と
、
父
が
配
所
に
流
講
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
こ
と
に
不
遇
で
あ
る
。
し
か
し
、
蘇
州
に
定
住
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
は
、
多
く

の
文
人
学
者

と
の
交
遊
も
あ

っ
て
、
そ
の
愛
好
す

る
金
石
碑
版

の
鑑
識
に
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
書
に
関
す
る
著
述
に
は

「
鐵
函
齋
書
践
」

(六
巻
、
芸
術
叢
編
所
収

本
。
ま
た
、
楊
需

(慰
農
)

の
道
光
二
十
七
年
に
校
刊
し
た
四
巻
本
)
が
あ
り
、
ま
た

「
大
瓢
偶
筆
」
八
巻

(書
践
と
同
じ
く
道
光
二
十
七
年
に
楊
需
の
校
刊
し
た
本
)

が
あ
る
。
金
石
碑
版
と
法
帖
と
に
わ
た

っ
て
、
そ
の
博
識
と
考
証

の
精
審
な
こ
と
に
お
い
て
、
清
朝
の
帖
学

の
第

一
に
推
さ
れ
る
べ
き
大
著

で
あ
る
。
内
容
は
三
代
か
ら

は
じ
ま
り
、
秦
漢
三
国
六
朝
か
ら
、
唐
宋
金
元
明
国
朝
に
お
よ
び
、
各
代

の
碑
版
法
帖
を
ほ
と
ん
ど
余
す
と
こ
ろ
な
く
論
じ
て
い
る
。
巻
首
に
楊
蒲
が
編
し
た

「
大
瓢
所

論
碑
帖
纂
刻
総
目
備
覧
」
に
、
そ
の
鑑
識
を
経
た
碑
帖

の
品
目
を
列
挙
し

て
い
る
の
を
見
て
も
、
そ
の
精
到
な
こ
と
に

一
驚
す
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
純
粋

に
書
の
本
質
を
論
じ
た
書
論
に
あ
た
る
も
の
は
、

「
大
瓢
偶
筆
」
巻
六
の
論
学
書
、
巻
七
の
論
筆
法
、
論
筆
墨
の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
そ

の
論
旨
を
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
書
論
は
古
典
を
崇
尚
す
る
の
を
主
旨
と
し

て
い
る
。
古
人
を
学
ぶ
に
は
、
そ
の
形
模
を
学
ん
で
は
な
ら
な
い
。

そ
の
精
神
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
精
神

を
得
よ
う
と
お
も
え
ば
、
ま
ず
そ
の
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
が
得
ら
れ
る
と
そ
こ
で
神
が
得
ら
れ
る
、
と
す
る
。

こ
の
意
と
い
う
の
は
、
王
義
之

の
説
と
し
て

伝
わ
る
、
意
は
筆
先
に
あ
り
と
い
う
意
の
こ
と
で
あ
る
。

学
書

の
基
本
は
執
筆
と
用
筆
に
あ
る
が
、
執
筆
は
双
鈎
法

(
二
本
指
を
か
け
る
法
)
に
よ
り
、
懸
肘
の
方
法
を
と
る
。
用
筆
・の
秘
訣
は
、
か
な
ら
ず
神
を
凝
ら
し
慮
を

定
め
、
万
念
が
倶

に
空
と
な
り
、
し
か
る
の
ち
筆
を
下
す
。

つ
と
め
て
意
を
筆
画

の
中
に
在
ら
し
め
、
心
を
文
字
の
外
に
籠
ら
し
め
ず
、
頓
挫
の
勢
で
書
き
あ
ら
わ
す
。

こ
う
し
て
学
習
が
円
熟
し
て
く
る
と
、
三
年
た
た
ぬ
う
ち
に
、
縦
横
上
下
、
自
在

に
書
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
宋
元
の
書
な
ど
を
奴
隷
視
す
る
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
。

古
人
の
書
を
学
ぶ
に
は
、
唐
太
宗

の
こ
と
ば

の
と
お
り
、
形
勢
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
骨
力
を
体
得
す
れ
ば
、
形
勢
は
自
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
千

古
不
易
の
筆
訣
で
あ
る
。
唐
太
宗
の
晋
祠
銘
を
観
れ
ば

こ
の
こ
と
が
わ
か
る
、

と
い
う
。

か
れ
の
い
う
骨
力
は
書
法
の
基
本
で
あ
り
、

そ
の
奥
に
は
神
意
が
宿

っ
て
い
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る
。

こ
れ
を
得

る

に
は
尋
常

の
法

で
は
ゆ
か

な

い
。

そ

こ

で
か
れ

は
古

人

の
筆

法
を
悟

入
に

よ

っ
て
説

明

す
る
。

唐

の
虞

世
南

は
道
字
を

も

っ
て
悟

り
、
張

旭
は
憺

夫
が

道
を
争

っ
て
鼓

吹

す

る
こ
と

で
悟

り
、

ま

た
、
公

孫
大
娘

が
剣
器

(巾
舞
)

を
舞

う

こ
と

で
悟

り
、
懐

素

は
夏

の
雲

で
悟

り
、
黄

山
谷

は
、
長
年

愚
漿

で
悟

り
、
雷

太
簡

は
江
声

で
悟

り
、

文
与

可

は
蛇

の
闘

う

の
で
悟

っ
た
と

い

う
、
と

言

っ
て
、

悟

入

に
よ
る
体

得
法

を
と

り
あ
げ

て

い
る
。

し
か

し
、
か

れ

の
書

の
目
標

は
魏

晋
を
第

一
と

し
、
唐

は
初
唐

の
欧
、
虞

、

楮
を
取

り
、

そ
れ

よ
り

以

後
は
多

く
取

ら
な

い
。

唐

の
李

琶

と
か
、

宋

の
蘇

賦
、
米

市
、

明

の
董

其

昌
な
ど

は
書
家

の
労

門
と

し
、
屏

絶
し

な
け
れ

ば

な
ら
な

い
も

の
と

し

て
い
る
。

書
体

の
上
か

ら

も
築
隷

を
第

一
と
し

、
唐

の
李

陽
氷
以

後

、
築

書

の
法

が
壊

れ
た
と

し
、

張
旭

以
後

は
草
書

の
法
が
衰

え
、
韓

択
木

の

の
ち

八
分
が

俗
化

し
た
と

い

っ

て

い
る
。
唐

の
中

期
以

後

の
書

体

は
概
し

て
取

っ
て
い
な

い
。

王
厚
之

(
順
伯

)

の
こ
と
ば

に

よ

っ
て
、

宋
朝

は
唐

に
及

ば
ず
、

唐

は
漢

に
及

ば
ず
、

漢

は
先
秦
古

書

に

及
ば
ず

と
し
、

そ
れ

ゆ
え

に
象
糟

隷
楷

の

一
貫
し

た
道
を

悟

得
す

れ
ば
、

は
じ

め
て
書

を
学

ぶ

こ
と
が

で
き
る
、

と

い
う
。

古
典

主
義

の
上

に
立

っ
て
、

し
か
も

創
作

性
を

出
す

こ

と
を
説

こ
う
と
し

て
い
る
。

そ

こ

で
、
悟

入

の
問
題
が

起
る

の

で
あ

る
が
、
唐

の
安

史

の
乱
前
後

に
起

っ
た
革

新

的
な

書

の
考

え

方
は
、

本
来
、

古
典

主
義

に
反
抗

し

て

起

っ
た

も

の
で
、

互

い
に
相
容

れ

な

い
わ
け

で
あ
る
が
、

楊

氏

の
説

で
は
、

こ
れ
を

同
時

に
取
り

あ
げ

て
書
論

を
立

て

い
る
と

こ
ろ

に
特

色
が
あ

る
。

古

来

、
書
家

に
は

一
定

の
師
と

い
う

も

の
が
な

い
。
例

え
ば
、

王
義

之
は
も

と
衛
夫

人
を

師
と

し
た

が

、
江
南

に
移

っ
て
か

ら
、
李

斯
、
曹

喜
、
鍾

蘇
、

梁
鵠
、

察
琶

張
泉
等

の
碑
書

を

見

て
は
じ
め

て
大

い

に
進
ん
だ
。

と
す

れ
ば
李

、
曹
、

鍾
、

梨
、
察

、
張

は

み
な

そ

の
師

で
あ
る
。

そ
れ

に
専
ら
衛
夫

人

を
師
と

し
た
と

言

っ
て

い
る

の
は

よ
く

な
い
。

米

裏
陽

(米
董

)

は
も
と

沈
伝
師

、
顔

清

臣

(顔
真
卿
)
、

柳
誠
懸

(柳

公
権
)

を

学

ん
だ
が

、
ま

た
、
欧

陽
胸
、
楮

遂
良

、
段
李

展
、
羊

欣
、

師
宜

官
、
お

よ
び

王
氏

父
子
を

学
ん

で

い
る
。

と

す
れ
ば

、
欧

、

楮
、

段
、
羊
、

師

、
王
、

み
な

そ

の
師

で

あ

る
。
専

ら
、

顔
、
柳

を
米

の
師

と
す

る
わ

け

に
は
ゆ
か

な

い
。

そ
れ
ば

か

り
で
は

な

い
。

懐
素
が

、
夏

雲
、

奇
峰
多

く
し

て
変
化

を
知

る
。

と

す
れ
ば
、

夏

雲
が
す

な

わ

ち
そ

の
師

で
あ

る
。

黄
山

谷
は
長
年

、
盈
漿

す

る

の
を

見

て
筆

法
を
悟

っ
た
。

と
す

れ
ば

長
年

は

そ
の
師

で
あ

る
。

雷
太

簡

は
江

声
を

聴

い
て
筆
法
を

悟

っ
た
。

と
す

れ
ば
、
江

声
が

そ

の
師

で
あ

る
。

文

与
可

は
蛇

の
闘

う

の
を
見

て

草

書

に
長
じ

た
。

そ
れ

は
蛇
が

そ

の
師

で
あ

る
。
張

旭

は

澹
夫
が

道
を
争

う

の
を
見

て
筆
法

を
得

、
公

孫

大
娘

が
剣
器

を
舞

う

の
を

観

て
、

そ

の
の
ち
神

に
通
じ

た
。

こ

れ
は
澹

夫
と
公

孫
大

娘
が

み
な
長

史

の
師

で
あ
る
。

師
と

い
う
も

の
が
常

に
有

る
と

い
う

こ
と

で
は
な

く

て
、

自

分

で
ど

の
よ
う
な
も

の
を
師

と
す

る
か
を

選
択
す

る
の

で
あ

る
、
と

い
う
。

清
代
帖
学
派

の
書
論
に
つ
い
て
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

こ
の
説
は
斬
新

で
あ
り
、
当
時

の
帖
学
派
の
他

の
書
論
家
に
は
こ
こ
ま

で
論
じ
て
い
る
も

の
は
な
い
。
た
だ
、
伝
統
的
な
書
法
を
承
け

つ
い
で
い
る
人
た
ち
と
、
唐

の

中
期
以
後

の
こ
の
場
合
で
は
懐
素
以
下
諸
家

の
新
し

い
書
の
か
き
方
と
は
、
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。

一
つ
は
古
法
を
守
り
伝
え
る
人
た
ち

で
あ
り
、
張
旭
、
懐
素
は
別

に
新
し
い
発
想
を
求
め
て
新
書
法
を
出
し
て
ゆ
く
方
法
を
と
る
人
々
で
あ
り
、
全
く
異
質
の
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を

一
つ
に
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
書
の
理

論

の
発
展

の
歴
史
を
見
る
と
、
矛
盾
を
生
ず
る
。
さ
き
の
悟
入
の
説
も
こ
れ
と
同
様

で
、
本
来
、
異
質

の
も

の
を

一
つ
に
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
所
に
無
理
が
あ
る
。
楊

賓
は
本
来
、
金
石
碑
版
の
鑑
識
と
考
証
に
そ
の
著
述
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
、
鑑
識
の
中
に
理
論
が
あ
る
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
書

の
本
質

論

に
な
る
と
、
な
お
さ
ら
に
伝
統
と
革
新
の
別
を
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
け
れ
ど
も
、
も
の
の
源
流
を
究
め
る
上
に
お
い
て
は
、
よ
く
こ
こ
ま
で
論
及
し

た
も

の
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

か
れ
は
書
体

に
お
い
て
も
、
象
糟
隷
楷
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
と
き
、

正
草
を
学
ぶ
人
は
築
箔
を
廃
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
れ
も
、
も
の
の
源
流
を
究
め
る
と

こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
法
帖
の
ほ
か
に
、
金
石
を
と
く
に
精
し
く
考
証
し
て
い
る
こ
と
も
、
法
帖

の
源
流
が
金
石
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
う
。

玩
元
の
と
く
北
碑
南
帖
論

の
底
流
は
、
楊
賓
の
研
究
の
上
に
も
そ
の
崩
し
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
れ

の
学
書

の
経
歴
を
見
る
に
、
幼
少
の
こ
ろ
は
父
か
ら
曹
蛾
碑
や
聖
教
序
を
学
び
、
や
や
長
じ
て
黄
庭
経
を
学
ぶ
。
叔
父
に
養
育
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
黄
庭
経
、
董
其

昌
、
顔
真
卿
、
そ
し
て
米
荒
の
天
馬
賦
を
学
ぶ
。

二
十

一
歳
、
山
陰

に
帰

っ
て
か
ら
聖
教
序
を
学
び
、
四
十

一
、

二
歳
か
ら
五
十

一
、

二
歳
の
こ
ろ
に
は
筆
法
が
い
よ
い

よ
進
み
、
欧
の
九
成
宮
や
化
度
寺

の
精
楷
や
聖
教
序
を
学
び
、

そ
の
の
ち
は
ま
す
ま
す
円
熟
し

て
書
法
の
溢
奥
を
極
め
、
頓
挫
の
好
境
に
到
る
と
自
ら
告
白
し
て
い
る
。

そ
の
正
統
な
楷
法
に
よ

っ
て
古

人
の
意
を
達
成
す
る
の
が
そ
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

王
濁

の

「
論
書
謄
語
」

清
朝

の
康
煕
中

の
書
論
家
と
し
て
は
、
王
樹
と
楊
賓
の
二
人
を
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
樹

(
一
六
六
八
ー

一
七
四
三
)
は
、
字
は
若
林
、
ま
た
第
林
と
い

い
、
虚
舟
、
竹
雲
と
号
し
た
。
江
蘇
金
壇
の
人
。
の
ち
、
無
錫
に
住
し
た
。
康
五
十

一
年

(
一
七
二

一
)
の
進
士
、
官
は
吏
部
員
外
郎
と
な

っ
た
。
程
朱
の
学
を
修
め
、

書
学
に
精
し
く
、
淳
化
閣
帖
の
研
究
に

「
淳
化
秘
閣
法
帖
孜
正
」
が
あ
り
、
法
帖

の
考
証
に

「
古
今
法
帖
考
」
が
あ
り
、
碑
版
法
帖
の
た
ぐ
い
の
題
践
集

に
、

「
虚
舟
題

蹟
」
、

「
竹
雲
題
践
」
が
あ
る
な
ど
、
書
学
に
お
い
て
よ
く
そ

の
鑑
識
を
発
揮
し
た
。
書
論
に

「
論
書
謄
語
」
が
あ
る
。

こ
の
本
に
は

百
条
に
わ
た

っ
て
書
法
全
般
に
つ
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い
て
論
じ
て
い
る
。

そ
の
第

一
に
崇
尚
し
た
の
は
魏
晋

の
書
で
あ
る
。
と
く
に
鍾
縣
を
と
り
あ
げ
、
そ
の

一
正

一
偏
、
縦
横
変
化
し
、
規
矩

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
法
外
の
巧
妙
さ
を

称
賛
し
、
鍾
蘇
を
王
義
之
よ
り
以
上

に
お
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
次

い
で
、
王
義
之

の
自
然
の
妙
境
を
も
、
そ

の
目
ざ
す
べ
き
模
範
と
し
て
い
る
。
古
人
の
書
の

よ
い
と
こ
ろ
は
、

意
識
の
働
き
を
加
え
な
い
で
、
天
機
が
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。
古
人
の
書
を
臨
模
す
る

に
は
、
形
似
に
捕
わ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
神
似

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。
そ
れ
は
神

の
み
が
知
り
、
天
上
真
人
の
想
い
が
あ
り
、
そ
の
風
度
は
和
明
朗
暢
で
あ
る

の
を
よ
い
と
す
る
。
か
れ
は
こ
の
こ

と
を
、
よ
く
柳
下
恵
を
学
ぶ
も

の
は
、
魯

の
国
の
男
子
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
と
い
い
、
ま
た
、
骨
を
裂
い
て
父
に
返
し
、
肉
を
裂
い
て
母
に
返
す
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、

ど
う
し
て
清
浄
法
身
を
具
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
い
う
。
こ
の
比
喩
は
明
の
董
其
昌
の
書
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
で
、
柳
下
恵
の
故
事
は
、
も
の
の
形
似

を
捨
て
て
精
神
を
取
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
、

「
折
骨
還
父
、
折
肉
還
母
」
は
禅
語
に
出
る
も
の
で
、
董
が
、
宋

の
米
苗
の
書
を
評
し
た
言
葉

の
う
ち
に
あ
る
。
王
樹

の

書
論
は
、
禅
学
を
修
め
て
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
董
其
昌
か
ら
間
接

に
取
り
入
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
れ
も
要
す

る
に
神
似
の
説

と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

王
樹
は
ま
た
、
奇
に
し
て
却

っ
て
正
し
い
と
い
う
説
を
と
い
て
い
る
が

こ
れ
も
董
其
昌
の
論
を
借
り
て
魏
晋
の
書
の
自
然

の
精
神
を
と
い
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
、
魏

晋
を
学
ぶ
に
は
、
唐
の
規
矩
か
ら
入
り
、
規
矩
か
ら
離
脱
し
て
、
魏
晋
の
人

の
韻
致

に
到
達
す
べ
き
を
い
う
。
し
か
も
、
古
人
は
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
よ

く
取
捨
し
、
さ
ら
に
変
化
す
る
。

こ
の
変
化
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

一
家
の
書
が
で
き
る
と
す
る
。
唐
人
は
規
矩
に
捕
わ
れ
た

の
で
こ
の
変
化
が

で
き
な
か

っ
た
。
変
化
す

る
に
は
古
人
を
よ
く
学
び
、
そ
こ
か
ら
変
化

の
境
を
形
成
し
て
ゆ
く

べ
き

で
あ
る
と
す
る
。

工
妙

の
極
み
、
工
妙
に
な
り
え
な
い
境
地
、
そ
れ
を
天
真
燗
漫
と
い
う
。
王

義
之

の
蘭
亭
序
や
顔
真
卿

の
三
稿
が
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
目
標
は
魏
晋
に
あ
り
、
唐

で
は
、
欧
、
虞
、
楮
、
宋

で
は
北
宋
四
大
家
を
と
る
が
、
草
書

で
は
、
王
義

之
以
後
草
書
は
な
く
、
唐

の
張
旭
、
懐
素
は
堕
落
し
た
書
で
あ
る
と
い
う
。
宋
の
四
家
で
は
藥
裏
を
と
る
。
鵜
班
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
宋
の
東
披
、
山
谷
、
海
岳

と
い
う
書
人
た
ち

の
革
新
性
と
は
相
容
れ
な
い
。
王
樹

の
こ
と
ば

に
、
書

に
は
筋
骨
血
肉
精
神
気
腺

の
八
つ
の
要
素
が
あ
る
と
い
う

の
は
、
蘇
東
披
の
説
と

い
か
に
も
似

て
は

い
る
が
、
東
披
の
立
て
た
意
の
原
理
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
遠
い
魏
晋
に
徹
し
た
古
典
主
義
が
そ
の
書
論
の
う
ち
に
濃
厚
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

二

梁

の

書

論

乾
隆
か
ら
嘉
慶

に
か
け
て
あ
ら
わ
れ
梁
同
書
お
よ
び
梁
蝋

に
は
、

い
ず
れ
も
書
論
が
あ
る
。

世

に
二
梁
と
よ
ば
れ

て
い
る
。

梁
同
書

(
一
七
二
三
-

一
八

一
五
)
、
字

は
元
頴
と
い
い
、
山
舟
と
号
し
た
。
晩
年
に
は
不
翁
、

こ
れ
は
心
経

の

「
不
生
不
滅
、
不
垢
不
浄
」
の
意
を
取

っ
て
称
し
た
。
九
十
歳
以
後
は
新
吾
長
翁
と
号
し
た
。
東

閣
大
学
士
の
梁
詩
正
の
子
、
乾
隆
十
七
年

(
一
七
五
二
)
の
特
賜
進
士
。
翰
林
院
庶
吉
士
か
ら
侍
講
に
昇
任
し
た
が
、
養
父
の
喪
に
遇
い
、
郷
里
に
帰
り
、
遂
に
出
仕
し

な
か

っ
た
。
嘉
慶
十

二
年

(
一
八
〇
七
)

の
郷
試
に
際
し
、
鹿
鳴
の
宴
に
招
か
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
う
け
、
さ
ら
に
侍
講
学
士
の
官
街
を
加
え
ら
れ
た
。
九
十

三
歳

の
長

生
を
し
て
終

っ
た
。
詩
文
を
善
く
す
る
と
と
も
に
、
書

に
お

い
て
も
す
ぐ
れ
、
若
い
こ
ろ
、
顔
真
卿
、
柳
公
権
か
ら
入
り
、
中
年
、
米
苗
、
董
其
昌
を
学
び
、
晩
年
は
大

成
し
、
劉
塘

(石
庵
)
、

王
文
治
と
相
並
ん
で
三
名
家
の
称
が
あ

っ
た
。

そ
の
名
声
は
ひ
ろ
く
海
外
に
も
聞
え
た
。
書
に
関
す
る
著
述
に

「
頻
羅
庵
論
書
」
が
あ
り
、
ま

た
筆
を
集
め

て

「
筆
史
」
の
著
が
あ
る
。

書
画
の
鑑
賞
録
に
は

「
頻
羅
庵
書
画
践
」
が
あ
る
。

(美
術
叢
書
初
集
第
五
輯
)
。

こ
の
中
に
董
其
昌
の
作
九
種
を
列
挙
し
て
そ
の
称
揚

の
語
を
述

べ
て
い
る
の
を
見

て
も
、
そ
の
平
生
の
崇
尚
す
る
と
こ
ろ
が
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
別
に

「
題
蹟
」
四
巻
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か

の
著
述
に

「
直
語
補
誰
」
が
あ
る
。
経
伝
史
漢
通
俗
の
文
お
よ
び
里
巷
鄙
談
全
語
、
古
人
詩
句

の
引
用
俗
諺
、
常
用
俗
字
な
ど
か
ら
集
め
た
通
俗
語
を

一
巻

に
ま
と
あ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
注
解
を
加
え
て
い
る
。
辛
丑
冬
日
の
序
が
あ
り
、
乾
隆
四
十
六
年

(
一
七
八

一
)

五
十
九
歳
の
著
作

で
あ
る
。
ま
た

「
古
窯
器
放
」

に
は
古
今
の
諸
窯
と
そ
の
研
究
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た

「
古
銅
器
孜
」
が
あ
り
、
古
銅
の
鑑
識
法
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
併
せ
て

「
古
銅
盗
器
孜
」
と
称
し
乾
隆
丁
丑

(
二
十

二
年

一
七
五
七
、
三
十
五
歳
)

の
序
文
が
あ
る
。
た
だ
し
、

「
古
銅
器
孜
」
は
ほ
と
ん
ど
古
人

の
記
事
を
借
用
し
た
も
の
で
自
述

の
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

こ
れ
ら
の
著
述
を
見
て
も
そ
の
多
趣
味
な
人
物

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
、

「
頻
羅
庵
遺
集
」

十
六
巻
と
し
て
そ
の
諸
著
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
頻
羅
庵
論
書
」
は
門
人
張
燕
昌

(
一
七
三
八
i

一
八

一
四
)
、
孔
継
凍

(
一
七
二
六
i

一
七
九
〇
)
、
陳
銑
、
温
純

(
一
七
六
四
-

一
八
〇
八
)

に
与
え
た
書
論
に
関

す
る
書
簡
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
張
燕
昌
は
、
字
は
文
魚
。
号
は
芭
堂
、
別
号
金
粟
逸
人
。
涯
江
海
塩
の
入
。
文
魚

の
字
は
手
に
魚
紋
が
あ

っ
た
の
で
名
づ

け
た
と
い

う
。
金
石
に
精
し
く
、

「
金
石
契
」
の
著
書
で
名
高
く
、
北
宋
拓

の
石
鼓
文
を
入
手
し
て
家

で
模
刻
し
、
併
せ
て

「
石
鼓
文
釈
存
」
を
著
し
た
。
ま
た

「
飛
白
録
」
が
あ

る
。
丁
敬

に
師
事
し
、
象
刻
を
よ
く
し
、
西
冷
派

の
名
家
と
し
て
知
ら
れ

「
芭
堂
印
譜
」
が
あ
る
。
画
は
山
水
人
物
か
ら
蘭

竹
花
卉
み
な
善
く
し
た
。
作
品

の
伝
わ
る
も
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の
は
少
な
い
と

い
う
。
孔
継
凍
は
、
字
は
信
夫
、
山
東
曲
阜

の
人
、
谷
園
と
号
し
た
。
乾
隆
三
十

三
年

(
一
七
六
八
)

の
挙
人
。
幼
く
し
て
張
照
の
娘
を
妻
に
迎
え
た
。

書
を
よ
く
し
、
専
ら
張
照
を
学
ん
で
酷
似
し
、
小
司
鬼
と
称
せ
ら
れ
、
書
を
求
め
る
も

の
が
多
か

っ
た
。
古
人
の
墨
跡
碑
版
を
愛
好
し
、
そ
の
鑑
別

の
精
審
を
も

っ
て
聞

え
た
。
そ
の
刻
し
た
法
帖
は
き
め
て
多
い
。
玉
虹
楼
帖
十
六
巻
、
玉
虹
堕
真
帖

二
十
巻

(
二
十
四
巻
)
、
谷
園
享
古
帖
二
十
巻
、

国
朝
名
人
法
書
十

二
巻
、

張
照

の
繍

海

仙
班
帖

二
十
巻
等
が
あ
る
。
清
代
の
刻
帖

の
中

で
は
、
法
帖
の
鑑
別
も
精
し
く
、
錨
刻
も
良
好

で
、
佳
帖
に
属
す
る
。

そ
の
鑑
識
を

つ
ち
か

っ
た
の
は
、
こ
の
梁
同
書
の

書
簡

で
あ
り
、

こ
れ
に
よ

っ
て
そ
の
素
養
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
陳
銑
は
字
は
蓮
汀
、
秀
水
の
人
。
梁
同
書

の
門
下

に
あ
り
、
梁
書
を
刻
し
た
辮
香
楼
梁
帖
六
巻

が
あ
る
と

い
う
。
温
純
も
梁
の
知
人
と
し
て
伝
記
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
物
を
見
る
と
、

こ
の

「
頻
羅
庵
論
書
」

の
背
景
が
ど

の
よ
う
で
あ

っ
た
か
が
わ
か
る
。
と
く

に
、
張
、
孔
両

氏
の
よ
う
な
金
石
碑
帖

の
名
家
を
そ
の
通
信

の
相
手
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
意
義
が
深
い
。

た
だ
、
こ
の

「
頻
羅
庵
論
書
」
は
特
定
な
人
物
と
の
往
来

の
書
簡

で
あ
り
、
全
般
的
な
立
場
で
か

い
た
書
論
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
理
論

の
面
に
も
、
完
全
を
期
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
機

に
臨
ん
で
対
応
し
た
書
論

で
あ
る
が
た
め
に
、
多
少
の
不
備
は
免
れ
な
い
。
し
か
し
、
張
、
孔
の
よ
う
な
書
に

つ
い
て
の
鑑
識
の
あ
る
人
物
を
対

象
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
点
で
は
、
実

の
あ
る
書
論
と
な

っ
て
い
る
面
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
本

で
梁
同
書
に
も

っ
と
も
ゆ
か
り
の
あ
る
の
は
市
河
米
庵

で
あ
る
。

米
庵
は
文
化
十

二
年

(
一
八

一
五
)
、
梁
同
書

の
最
晩
の
年
に
、
そ
の
書
論
を
贈
ら
れ

て
い
る
。

か
れ
は
そ
れ
を

「
山
舟
書
論
」
と
題
し
王
樹
の

「
論
書
縢
語
」
と
朱
履
貞

の

「
書
学
捷
要
」
と
あ
わ
せ

て

「
清

三
家
書
論
」
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

(文
政
七
年
刊
)
。

こ
の

「
山
舟
書
論
」
の
末
尾
に
、

「
癸
丑

二
月
六
日
山
舟
同
書
時
年
七
十

又

一
」
と
あ
り
、

こ
の
書
論

の
成
立
が
乾
隆
五
十
八
年

(
一
七
九
三
)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
米
庵
が
自
書
し
た
試
毫
帖
を
刻
し
た
帖
を
、
先
君

(
市
河
寛
斎
)
が
長
崎

へ
行
く
と
き
に
託
し
、
そ
れ
を
通
訳

の
劉
梅
泉

に
示
し
、
劉
は
ま
た
こ
れ
を
清
客
王
復
初

に
示
し
、
王
は
ま
た
こ
れ
を
漸
江

に
持
ち
帰
り
、
梁
山
舟
に
示
し
た
。
梁

は
そ
の
帖

に
践
を
加
え
、
併
せ
て
自
著
の
論
書
帖

一
本
を
米
庵

に
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
米
庵
は

こ
れ
を
王
、
朱

二
家

の
書
論
の
後

に
付
し
て
刊
行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
来
由
を
文
政
元
年

(
一
八

一
八
)
の
践
語
に
記
し
て
い
る
。

梁
同
書

の
書
論
は
書
簡
文
で
あ
る
が
、
帖
学
派

の
特
色
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
古
典
を
主
体
と
す
る
理
論
が
随
所
に
説
か
れ
て
い
る
。
姜
辰
英

の
臨
書
法
帖
を
評

し
て
、
自
分

の
性
情
を
神
理
に
合
致
さ
せ
て
、
似

て
い
な
い
よ
う
で
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
よ
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
古
人
の
形
似
に
陥
ら
な
い
で
精
神
的
な
原
理
を
汲
み

と
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
古
入

の
性
情

の
沈
着
痛
快
と

い
う

の
は
、
六
朝
以
来

の
書
論
に
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
論
じ
て
、

こ
の
痛
快
だ
け
で
は
よ
く
な

い
の
で
、

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

沈
着
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
苛
が

「
垂
る
る
と
し
て
縮
ま
ざ
る
な
く
、
往
く
と
し
て
収
ま
ら
ざ
る
な
し
」
と
い
う
八
字

の
妙
諦
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
い

う
。
古
来

の
蔵
鋒
と
い
う
の
も
、

こ
の
こ
と
を
言

っ
た

の
で
あ
る
。
米
の
書
を
学
ぶ
も

の
で
、
南
宋
の
呉
据
な
ど
は
、
痛
快
沈
着
、
形
似
も
神
似
も
議
論
の
余
地
の
な
い

書
と
い
う

べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
称
揚
し

て
い
る
。
た
だ
、
沈
着
痛
快
を
兼
備
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
く
、
現
代
の
人
々
に
は
な
お
さ
ら
困
難

で
あ
る
と

い
う
。

古
人
の
書
は

一
つ

一
つ
が
異
な

っ
て
い
て
、
同
じ
も

の
は
な
い
。

一
帖
ご
と
に

一
つ
の
書
の
す
が
た
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
そ
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い

の
に
、
そ
う
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
琶
が

「
我
を
学

ぶ
も

の
は
死
し
、
我
に
似
せ
る
も
の
は
俗
な
り
」
と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く

「
木
仏
に
向

っ
て
舎
利

を
求
め
る
」
よ
う
な
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
。

古
い
法
帖
は
晋
唐
宋
元
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
書
聖
王
義
之
に
淵
源
が
あ
る
と
し
て
も
、
各
自
の
す
が
た
、
各
自
の
精
神
と
意
度
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
て
、
学
ぶ

人
々
の
選
択
の
ま
ま
に
な
る
。
も
し
、
学
書
に
お
い
て
、
臨
墓
ば
か
り
つ
と
め
た
り
、

一
書
家
に
集
中
す
る
と
、
膠
着
し
て
伸
長
し
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
自
分
の
意
を

も

っ
て
古
人
を
迎
合
す
る
こ
と
は
容
易

で
あ
る
が
、
古
人
の
法
を
も

っ
て
自
分
を
束
縛
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
い
う
。

こ
れ
は
要
す
る
に
古
入
の
書
の
精
神
を
と
ら
え

て
、
形
似
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
理
論
で
あ
る
。

古
人
が
、
筆
力
が
紙
背
に
透
る
と
言

っ
て
い
る
の
は
、
天
馬
空
を
行
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
の
で
、
具
体
的
に

つ
き
透
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

こ

れ
は
精
神
気
力
が
結
集
し
、
墨
光
が
浮
び
溢
れ
て
い
る
状
況
を
形
容
し
て
言

っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
米
帝
の
こ
と
ば
に

「
一
筆
々
々
、
紙
を
圧
え
、

一
筆
々
々
紙
に

着
か
な
い
」
と
あ
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
の
説
明
に
も
禅
宗

の
妙
悟
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

意
は
筆
先
に
あ
り
、
と
言
う
よ
う
に
、
書
と
い
う
も

の
は
と
ら
え
ど
こ
ろ
も
な
く
、
自
然
に
流
れ
出
る
も

の
で
あ
る
。
懐
素

の
自
叙
帖
の
よ
う
な
も
の
が

こ
の
意

で
か

か
れ
た
例
で
あ
る
、
と
い
う
。

一
気
貫
注
と
い
う

こ
と
を

い
う
が
、

こ
れ
は
行
草
の
連
綿
体

で
か
く
こ
と
で
は
な
い
。
習
熟
し
て
自
然
に
成
就
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
、
技
巧
的
に
意
識
的
に
や

っ
て

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
習
熟
す
る
た
め
に
は
気
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
気
力
が
あ
れ
ば
お
の
ず
か
ら
筆
勢
を
生
じ
、
大
小
長
短
、
高
低
、
歌
整
が
筆

の
お
も
む
く

が
ま
ま
に
、
自
然
に
貫
注
さ
れ
る
、
と
い
う
。

こ
の
書
論
は
、
書
簡

に
よ

っ
て
指
示
を
与
え
て
い
る
の
で
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
書
の
技
法
を
論
じ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
書
を
か
く
に
は
軟
か
い
羊
毫
筆

で
、
筆
鋒

の

長
い
も
の
が
よ
い
と

い
う
こ
と
を
し
き
り
に
説
い
て
い
る
。
か
れ
に
は

「
筆
史
」
と

い
う
著
述
も
あ
る
よ
う
に
、
筆

に
つ
い
て
は
と
く
に
細
心
の
注
意
を
払

っ
て
い
た
よ
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う

で
あ

る
。

軟

筆
を
用

い
る
と
霊
妙

に
書

け
る
。

墨
は
た

っ
ぷ
り

つ
け
、

落
筆

は
速

い

の
が

よ

い
。

速

け

れ
ば

意

が
あ

ら
わ
れ

る
、
と

い
う
。

い
わ

ゆ
る
率

意

の
書

は
速

く
か

く

こ
と

に
よ

っ
て
達
成

さ
れ

る

こ
と

が
あ

る

の
と
同

様

で
あ

る
。

柳
公
権

の
玄

秘
塔
碑

は
極
軟
筆

で
書

い
た
も

の
で
あ
る

。
米

董
が

こ
れ

を
悪

札
と
し

て
し

り
ぞ

け

て

い
る

の
は

誤
り

で
あ
る
、

と

い
う
。

こ

の
説

は
ど
う
考

え

て
も
妥

当

と

は
思
わ
れ

な

い
。

し
か
し

、
軟
筆
・に
よ

っ
て
、

「
心

正
し
け

れ
ば
筆

正
し

」
と

い
う

心

の
正
し
さ

を
得

ら
れ

る
と

い
う

の
は
、

一
応

の
理
論

で
あ

り
、

ま

た
、

そ
れ

が

か
れ

の
書
論

の

一
つ
の
特

異
な
要

素
と

な

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
が

言
え

る

で
あ
ろ
う
。

こ

の
よ
う

に
筆

と

そ

の
用
筆

法

に
よ

っ
て
、

一
家

の
書

風
を

形
成

し

て
行

っ
た

の
が
、

か
れ

の

書

論

の
特

色
と

な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
注

目
す

べ
き

で
あ
る
。

梁

鳳

(生
卒

未
詳

)
、

字

は
聞
山
、

号

は
松
斎
。

乾
隆

二
十

七
年

(
一
七
六

二
)

の
挙
入
。
官

は
四

川

巴
東

の
知

県
と

な

っ
た
。

著

書

に

「
評

書
帖

」
が
伝

わ

る
だ
け

で
、

詳
細

な
伝

記
は
わ
か

ら
な

い
。

「
評
書
帖

」

は
門
人

か
と

思
わ

れ
る
士
澄

(
姓

は
不
明
)

が
遺
稿

を
集

め

て
編
集

し

た
も

の
で
、
百

四
十

一
則

の
断
片

的

な
短

文

の

書

論
を
集

成
し

た
も

の
で
あ

る
。

内
容

を

見
る
と
、

書

の
全
般

に
わ

た

っ
て
、
広

く

見
識
を

も

っ
て

い
た

よ
う

で
、

晋

の
王
義
之

の
蘭
亭

序
か

ら
、
唐

の
欧
、

虞
、

楮
、

陸
、

孫

過
庭
、

李
畠
、
徐

浩
、

張
従
申

、
顔
、

柳
、

沈
伝

師

を
と

り
あ
げ
、

宋

で

は
、

淳
化

閣
帖
を

は

じ

め
、
欧

陽
脩
か

ら
、
察

、
蘇
、

黄
、

米
、

さ
ら

に
藥

京
、

察
†

に
及
び

、

南
宋

で
は
高
宗

、
米
友

仁
、

張
即

之
、

元

に
入

っ
て
は
趙

子
昂
、

鮮

干
枢
、

雪
庵

、
明

に
入

っ
て
は
、

文
、
祝
、

董

の
ほ
か

明
末

の
張
瑞

図
、
王

鐸
を

と

り
あ

げ
、

清
代

で
は

張
照
、
注

士
鉱
、

王
鴻

緒
、
楊

賓
、

王
樹

、

程
章
華

、
何

悼
な

ど
を

あ
げ

て

い
る
。

書

の
全
般

の
歴
史

に
通
じ
、

そ

の
系

列
を

も
わ
き

ま
え

た

こ
と
が
推

察

さ
れ

る
。

書

人

の
ほ
か

に
碑
版
法

書
法

帖
や
集

帖

に
も

及
び

、

書
人

の
諸
家

の
執

筆
法
を

も

っ
と
も

重

要
な
も

の
と
し

て
と

り
あ
げ
、

書

人

の
品
評

、
優

劣
上

下

の
品

第

を
な
し
、

書

の
特

質

を
と

ら
え

る
こ
と

は
よ
く

要
を

え

て
い
る
。

書

の
時
代

性

を
論

じ

て

「
晋

は
韻

を
尚
び

、
唐

は
法
を

尚
び

、

宋
は

意
を
尚

び
、

明

は
態

を
尚

ぶ
」

と

い
う
。

晋
唐
宋

に

つ
い
て
は
董

其

昌

の
語

を
襲
う

て
い
る
が
、

明

は
態
を

尚
ぶ

と

い
う

の
は
、

か
れ

自

ら

の
付
け
加

え
た

説

で
あ
り
、

明

の
特

質
を

よ
く
論

じ
た

こ
と

ば

で
あ

る
。

さ

ら

に
ま

た
、

「
晋
人

の
書

は
、
神
韻

が
瀟

洒

で
あ

る
が
、

流
弊

は
軽
散

な

と

こ
ろ
に
あ

る
。

唐

の
賢

人
は
、

こ
れ
を

法
を
も

っ
て
矯

正
し

た
。

そ
こ

で
整
斎

厳
謹

と
な

っ
た
が
、

流
弊

は
拘
苦

に
あ

る
。
宋

人
は
唐

入

の
習

気
を

脱
し

よ
う

と
思

っ
て
、
意

を
も

っ
て
、

書
を

造
る
よ

う

に
な

っ
た

(
蘇
東

披

の
我
書
意

造
本

無
法

を

い
う
)
。

そ

こ

で
運
筆

は
縦

横
、
余

り
あ

る
ほ
ど

で
あ

っ
た

が
、

韻
は
晋

に
及
ば

ず
、
法

は
唐

に
逮
ば

な

か

っ
た
。

元
、

明

は
宋

の
放
軟

を
厭

い
な
が

ら
、

な
お
晋

人

の
軌

を
慕

っ
た
が
、

世

代
が

既

に
降

り
、

風

骨
は
少

し
弱

く

な

っ

た
」
、
と

い
う
。

こ

の
評

は
時
代

性

の
流
変

を
さ

ら

に
よ

く

説

い
た

こ
と
ば

で
あ
り

、
帖
学

派

の
本
領
を

よ
く
示

す
も

の
と
言

っ
て
よ

い
。

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

学
書

の
方
法
と
し
て
は
、
書
を
学
ぶ
に
は
、
古
人
の
あ
と
に

つ
い
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代

の
入
に
依
存
し

て
は
な
ら
な
い
。
古
入
を
学
ぶ
に
は
そ
の
神
骨
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
た
ず
ら
に
外
貞
を
真
似
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。

こ
こ
に
も
帖
学
派
の
常
道
が
あ
る
。
そ
し
て
、
学
書
の
課
程
と
し
て
は
、
ま
ず
楷
書
を
学

び
、
次
に
行
草
を
や
る
が
、
学
書
は
経
書
の
研
究
と
同
様
で
、
博
く
渉
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
目
標
を
定
め
て

一
家

の
学
問
を
深
く
修
得
し
、
次
い
で
諸
の
美
点

を
採
り
い
れ
、
変
動
に
拘
束
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
性
情
を
掩

い
か
く
さ
な
い
で
、
お

の
ず
か
ら
門
運
を
開
く

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
古
人
を
追
墓
す
る
こ
と
と
、

性
霊
を
饒
か
に
す
る
こ
と
が
、
う
ま
く
調
和
し
、
両

立
す
る
と
き
に
、
そ
の
功
が
成
就
す
る
。
古
人
の
穏
適
藏
籍
に
赴
け
ば
、
気
碗
骨
力
が
な
く
な
る
。
気
醜
骨
力
を
求

め
る
と
、
穏
適
葡
籍
が
な
く
な
る
。
こ
の
加
減
調
整
が
な
か
な
か
難
し
い
、
と
い
う
。
か
れ
は
こ
の
原
理
を
基
本
と
し

て
、
智
永
を
と
き
、
欧
、
虞
、
楮
を
と
く
。
そ
の

論
理
は
他
の
書
論
家
に
比
し
、
卓
抜
で
あ
り
、
よ
く
諸
家
の
特
質
を
と
ら
え
る
こ
と
に
長
じ
て
い
る
。
各
代

の
諸
家
を

一
々
と
ら
え
て
、

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
精
し

く
品
評
を
加
え
て
い
る
の
は
、
実
に
称
揚
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

執
筆
法
の
源
流
を
説

い
て
、
は
じ
あ
董
其
昌
が
こ
の
法
を
沈
茎
に
伝
え
、
沈
茎
は
王
鴻
緒

に
伝
え
、
王
鴻
緒
は
張
照
に
伝
え
、
張
照
は
何
国
宗

に
伝
え
、
何
国
宗
は
梅

欽
に
伝
え
、
梁
轍
は
学
書
三
十
年
の
の
ち
、
は
じ
め
て
梅
欽
に
よ

っ
て
こ
の
法
を
得
た
、
と
い
う
。

こ
れ
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
る
の
は
、
要
す
る
に
晋
人
の
書

で
あ
り
、

そ
の
晋
人
に
到
る
た
め
に
は
唐
人
の
碑
を
臨
し

て
そ
の
骨
格
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
。
仮
の
晋
字
を
学
ぶ
の
は
、
真
の
唐
碑
を
学
ぶ
に
こ
し
た
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
。
か
れ
が
、
唐
の
欧
、
虞
、
楮
の
楷
書
に
と
く
に
精
し
く
説
い
て
い
る
理
由
も
、

こ
れ
に
よ

っ
て
了
解
さ
れ
る
。
帖
学
派
の
理
論
が
、
法
帖

に
偏
頗
に
な
れ

ば
、
文
字

の
基
本
に
難
色
を
生
ず
る
の
で
、
唐

の
碑
版
に
よ

っ
て
、
文
字
の
本
来

の
基
本
を
養
う
こ
と

に
つ
と
め
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

か
れ

の
書
論
は
、
た
だ
、
断
片
的
な
記
録
の
集
成
に
す
ぎ
な
い
が
、
内
容
に
は
珠
玉
の
語
が
あ
り
、
清
代
の
書
論
の
中
に
あ

っ
て
、
や
は
り
取
る
べ
き
も
の
を
も

っ
て

い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

呉
徳
旋
の

「
初
月
楼
論
書
随
筆
」

清
朝

の
後
半
期
に
な
る
と
、
帖
学
が
衰
え
て
碑
学
が
興

っ
て
く
る
こ
と
は
、

一
般
的
な
現
象
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
に
も
、

帖
学
の
流
れ
が
絶
滅
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
伝
統
的
な
書
法
を
守
る
人

々
は
健
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
帖
学
派
の
書
論
の
著
述
を
探

っ
て
み
る
と
、

一
家
の
書
論
を
ま
と
め
て
著
し
た
も
の
は
、
前

半
期
ほ
ど
活
溌
で
は
な
く
、
多
く
は
書
法

の
指
針
の
書
と
し
て
の
、
古
入
の
諸
説
を
叢
輯
し
た
便
宜
な
著
述
が
多
く
な

っ
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
い
う
中
で
、

一
つ
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呉
徳
旋

の

■
初
月

楼
論
書

随
筆
」
を

見

る
べ
き
も

の
と
し

て
取

り
あ
げ

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

呉
徳

旋

(
一
七
六

七
-

一
八
四
〇
)

は
、

字

は
仲
倫
、

江
蘇

宜
興

の
人
。

詩

文
を

よ
く
し

た

の
で
知

ら

れ
る
。

古

文
家
と

し

て
揮
敬
、

陸
継
絡

、
呂

瑛
等
が

み
な

推
重

し

た
と

い
わ

れ
る
。
詩
も

ま
た
高
澹

絶
俗

と
評

さ
れ

て

い
る

の
を
見

て
も
、

そ

の
人
物

が
想
像

さ
れ

る
。

文
集

に
、

「
初
月
楼

文
妙
」

十
巻
、
続

紗

八
巻
、
詩

紗
四

巻
が

あ

り
・
ま

た

「
初
月
楼
聞

見
録

」
十
巻
、

続
録

十
巻

が
あ

り

、

「
重
刊
続

編
宜
荊

県
志
」

の
編

纂
を
も

行

っ
て
い
る
な
ど
、

文
才

の
豊
富

で
あ

っ
た

こ
と
が
了
解

さ
れ

る
。

書

に
も

一
家
を

な
し

て
い
た
よ
う

で
、

「
芸
舟

双
樺

」

で
は

行
書
能

品
下

に
品
第
さ
れ

て
い
る
。

今

、

そ

の
書
論

に

「
初
月
楼

論
書
随
筆

」
が

あ

る
。

(美
術

叢
書

初
集
第

二
輯
、

又
、

別
下
斎

叢
書

所
収
)
。

「
初
月
楼

論
書
随
筆
」

は
論

書

の
文

お
よ

そ

三
十

七
則

を

一
書

に
編
成

し
た
著

迷

で
、
標

題

の
と
お

り

、
論

書

の
随
筆

集

で
あ
る
。
後

に
道
光
十

一
年

(
一
八

三

一
)

の
自
践
が

あ
り
、
自

分
が
郷

里

に
家
居

し

て
い
た

こ
ろ
、

初

め

て

こ
の
稿

を
脱
し
、

門

人

の
程

子
香
が

こ
れ

を
持

っ
て
ゆ
き
、

子
香
が

没
し

て
の
ち
原
稿

の
行
方

が
わ

か

ら
な
く

な

っ
た
が
、

道
光
十

一
年

(
一
八

三

一
)

に
四

明

(漸
江

)

の
館

中

に
あ

っ
た

と
き
、
門

人

の
康

康
侯

の
手

録
し
た

一
本
を
旧

簾
よ
り
見

出
し

、

そ
れ

を
ふ

た
た

び

自
書
し

た

の
が

こ

の
本

で
あ
る

こ
と
を
述

べ
て
い

る
。

よ

っ
て

こ
れ

は
自
筆
-の
著
書

か
ら
出

た
も

の

で
あ

る

こ
と
が
わ
か

る
。

そ

の
学

書

の
自
述

に
よ

る
と
、

は
じ
め
若

い

こ
ろ
唐

の
韓

愈

の
詩
文
を

篤
好
し

、

そ

の
文
中

に
、

「
性

、

書
を
喜

ま
ず
」

と

い
う
語

が
あ

る
の

で
、

書

の
こ
と
は

気

に

と
め

な
か

っ
た

が
、

三
十
歳

に
な

っ
て
か

ら
、
発
憤

し

て

書
を
好

む

よ
う

に
な

っ
た
、

と
告
白

し

て
い

る
。

そ

の
当
初

に
先
づ

学

ん
だ

の
は
宋

の
蘇
転

と

明

の
董
其

昌
と

の
二
家

で
あ

っ
た
。

し
か
し

、

こ
の

二
家

に
入

っ
た
も

の

の
、
ま

だ
自

分
、

の
行
く
方

向

に
迷

っ
て

い
た
。

そ

こ

で
、
淳
化

閣
帖
を
学
び

、

王
献

之
と

唐
太
宗

の
筆
勢

の

馳
騎

す
る
書
風

を
愛
し
、
自

ら
体

得
し

よ
う
と
し

た
が
、

ま
す

ま
す

源
流

に
迷

っ
た
。

こ
れ
か

ら

の
ち

、
唐

宋

元
明

の
諸

家

に
と

り
く
ん

で
、
十

年

あ
ま

り
た

っ
て
、
私

の
好

き
な

の
は
依
然
と
し

て
蘇
東

披
と
董

思
白

(董
其

昌

)

で
あ

る

こ
と

に
か
わ
り

は
な
か

っ
た
、

と

い
う
。

そ

こ
で
ま

た
包
世

臣

の
説
を

き

い
て
か

ら
、

自
分

の
信
ず

る
と

こ
ろ

は
ま

す
ま
す

堅
く
な

っ
た
。

包

世
臣

は
、

東

披

と

思
白

の
二
家
を

推
薦
し

て
、
東
披

の
雄

逸

、

思
白

の
簡
淡

は
他
人

の
及
ぶ
と

こ
ろ

で
は
な

い
。

東
披
を

学

ぶ

に
は
そ

の
燗
漫

さ
を
淘
汰

す

る
が
よ
く
、

思
白

を
学

ぶ

に

は
そ

の
ヨ
疎
さ
を

避
け

る
が
よ

い
。

燗
漫

さ

を
淘

汰
す

れ
ば
、

雄
逸
さ

が
は
じ
め

て
顕
れ

る
し
、

弓
疎

さ
を
避

け

る
な
ら
ば
、

簡
淡

さ
が

真
実

に
な

る
、

と

い
う
。

そ

こ

で
か
れ

は

こ
の
瀾

漫
と

ヨ
疎

は
、

二
家

に
と

っ
て
欠

点

で
あ

る
と
同
時

に
美
点

で
も

あ

る
。

こ
の

二
家

を
学

ぶ

に
は

こ
の
美

点
を
体
得

す

べ
き

で
、
欠

点
を
受

け
入

れ

て

は
な
ら

な

い
、

と
す

る
。

そ

の
と
き
、

包
世

臣

か

ら
、
楊
凝
式

の
歩
虚

詞
を
学

ぶ
よ
う

に
指
導

さ
れ
、

そ
れ

よ

り

一
日

に

一
度

こ
の
帖

の
学
習

を
怠

る

こ
と

な
く
、

こ
の
帖

を
通

じ

て
、
蘇

、
董

二
家

の
意
趣

を
会

得

す

る

と

こ
ろ
が

あ
る

こ
と
を
知

っ
て
驚
喜
満

悦
す

る
、

こ
と

を
述

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て
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清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

べ
て
い
る
。
歩
虚

詞

は
董

の
戯
鴻

堂
法
帖

に
も

刻
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
書

は
草
書

で
書
か

れ
た
も

の
で
、

か
れ

は

こ
の
草

書

に
よ

っ
て
、

書

の
草
率

の
意
を
悟

る

こ
と
が

で
き

た
。

そ

の

こ
と
ば

に
よ
る

と
、
友

人

の
銭
伯

洞

(魯

斯

)
か

ら
、

書
を

か
く

に

は
草

率
と

い
う

こ
と

が
も

っ
と

も
難

し

い
と
教

え
ら

れ
た
。
し

か
し

、
は
じ

め
は

そ

の
意
味

が
よ
く

わ
か
ら

な
か

っ
た
。

の
ち

、
懐

素

の
小
千

字

文
を

学
ん

で
、

ほ
ぼ

草
率

の
意
味
が

わ
か

っ
た
。
た
だ

、

王
義

之

の
十

七
帖

で
は
ま
だ

草
率

と

い
う

こ
と

は

わ
か

ら
な
か

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、

楊
凝
式

の
歩

虚
詞

を
学

ぶ
よ
う

に
な

っ
て
、

草
率

と

い
う

の
は
細
浄

の

至
り

で
あ

る

こ
と
が
わ
か

っ
た
、

と

い
う
。

か
れ

の
書

の
学

び
方

の
基
本

は
、
す

べ
て
こ

の
よ

う
な

と

こ
ろ
か

ら
出
発

し

て

い
る
。
従

っ
て
蘇

東
披

に
は
最

上

の
称
賛

を
な
し

て
い
る
。

蘇
東

披

の
筆

力

は
雄
放
、

逸
気

は
横
香
、

文
章

に
は
気
節

が
溢
れ
、

一
切
を
傭

視
す

る
気
概
が

あ
り
、

天
然

の
ま
ま

に
筆

が

動
き
、

自
分

で
は
意
識

し
な

い
で
書

が

で
き

あ
が

っ
た
、
と

い
う
。

そ

し

て
、

蘇
東
披

の
出
自

も
、
楊

凝
式
を
学

ん

で
、
神

似
を

得

た
と

こ
ろ

に
あ
る
、

と
す

る
。
票

裏

は
顔
真

卿
を
学

ん

で
悟

和
さ
を
出

し
た

が
、
和

は
雅

に
入

っ
た

が
悟

は

俗

に
近

く
、
東
披

に
比

べ
る
と
劣

っ
て

い
る
、

と
す

る
。

票

裏
を

東
披

よ
り

劣

る
と
す

る

の
は
、

清
初

の
帖

学
者

の
多
く

が
、
東
披

よ
り
票

裏
を
高

く
評

価
す

る

の
と
異

っ
て
い
る
。

黄
山

谷
を
評

し

て
、
黄

に
は

そ
れ
な

り

に
佳

い
も

の
が

あ

る
。
か

れ
は
顔

真
卿
、

楊
凝

式

二
家

か
ら
力

を
得

て
い
る
。

そ
れ
ゆ

え
に
蘇
東

披
と
た

が

い
に
補
う

こ
と
が

で
き

る

の
で
あ

る
、
と

い
う
。

米
苛

を
論

じ

て
、

か

れ

の
草

書

は
、

つ
と
め

て
王
献

之
を
追

求
し

て

い
る
が
、

わ

ず
か

に
孫
過
庭

と
抗
衡

す

る
に
堪

え
る
ば

か

り
で
あ

る
。

こ
れ
を

晋
人

の
室

に
入

っ
た
と

す
る

の
は
、

ま

だ
も

う

一
つ
及
ぼ

な
い
と

こ
ろ
が

あ
る
、

と

い
う

。

宋

の

三
家

で
は
、

東
披
を

推
称
し

、

楮

(
遂
良

)
、
楊

(凝

式
)
、
顔

(真
卿
)

に
出

入
し
、
真

に
淡

に
し

て
収
受

す

る

こ
と

の
で
き
な

い
妙
味
が

あ

る
。

米

の
揮
娼

羅
綺

の
比

で
は

な

い
。

包
世
臣

が
、

宋
賢

で

は
た
だ

東
披

の
み

が
神
解

を
具

え
て

い
る
、

と

い
う
。

こ
の

こ
と
ば

は

ほ
ん

と

う

に
よ
く

言

い
得
た
も

の
と

お
も

う
、

と
言

っ
て

い
る
。

元

で
は
趙

子
昂

を
論
ず

る
が
、

趙
を
学

ぶ

に
は
そ

の
真

蹟

を
臨

畢
す

べ
き

で
あ

る
と
し
、

趙
を

学

ぶ
に

は
根
抵
を

立

て
な
け
れ
ば

な
ら

な

い
と
す

る
。
根
抵

と

は
唐

人

の
書

で
基
本

を
習
う

こ
と

で
あ

り
、
唐

人
を
学
ば

な

け
れ

ば

立
脚

す
る
と

こ
ろ
が

な

い
、

と

い
う
。

明
人

で
は
、
顔

真
卿
を

学
ん
だ

も

の
と

し

て
は
、

侃
元

瑳

よ
り
以

上

に
出

る
も

の
は

な
い
。

楊

凝
式
を

学
ん
だ
も

の
と

し

て
は
、
董

其

昌
よ
り
以

上

に
出
る
も

の
は
な

い
。

こ

の
時
代

に
は
作
者

は
多

い
け
れ
ど

も
、

こ
の
両

雄

を
第

一
と
す

る
。
董

其
昌

は
、

盛
ん

に
米
市
を

推
薦
し

て

い
る
。

米

の
行
草

は
王
献
之
、
唐

太
宗

を
追
求
し
、

筆
勢

の
馳
駝
す

る
書
法
を
好

ん

で
、

そ

の
怒
張

の
習
気

を

掩

い
か
く
す

こ
と

が

で
き

な
か

っ
た
。

董

の
平

淡
な
と

こ
ろ

は
海
岳
よ
り
ま

さ

っ
て

い
る
と
見

て
も
よ

い
、

と

い
う
。

こ
れ
を

見

て
も
、

本
来
、

米
か

ら
出

た
董

を
、

米

よ

り
高
く
評

価
し

て

い
る
点

は
、

か
れ

の
目
標

が
董

に
あ

っ
た

こ
と
を
想

わ
せ

る
も

の
が

あ

る
。

一38一



清

朝

で
は
姜
哀

英
を
娼

秀

と
し
、

劉
塘

は
醇
厚

で
六
朝

人

の
遺
意
が

あ
る

が
、

た
だ
縦
逸

さ
が

な

い

と
し
、

陳
突
禧
、

張

照
は
、
相

並
ん

で
名
声

は
　口同
い
が
、

凡
骨

は

ま
だ

換

っ
て
い
な

い
。

や
は

り
明
末

の
侃

元
珊

な
ど

に
比

べ
る

と
遠
く

及
ぼ

な

い
、

と

い
う

。

か
れ

の
書
論

の
要
旨

は
、

以
上

の
よ
う

に
、
包
世

臣
か

ら
出

て
、
蘇
、

董

二
家
を

重
ん
ず

る
こ
と

に
集
中

し
、

古
典

主
義

の
書
論

に
触
れ

る

こ
と
は
む
し

ろ

少
な

い
。

蘇
と
董

は
同
系

の
書
論

で
あ

る
が
、
同

一
の
論

理
を

な
す

も

の
で
は

な
く
、
董

は
む

し
ろ
米

に
近

い

の

で
あ
る
が
、

こ
の
辺

の
と

こ
ろ
も

自

ら

の
情
意

に
傾
き
す

ぎ

る
点

が
あ

る
よ
う

に
見
え

る
。

一
家

の
論
を

な
し

て

い
る

と

こ

ろ
は
よ

い
が
、

目
標

に
拘

り
す
ぎ

る
面

が
あ

り
、
大

局

の
古
典

論

に
も

っ
と
堅
実

な
意

見
を
出
す

べ
き

で
は

な

か

っ
た

か
と

思
わ
れ

る
。

む

す

び

清
代
は
学
術

の
大
き
く
進
展
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
学
問
的
な
背
景

に
よ

っ
て
、
従
来
の
書
論
に
く
ら

べ
て
綿
密

に
論
理
を
尽
し
、
さ
ら
に

資
料
的
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
、
歴
史
的
な
書
の
流
変
に

つ
い
て
も
、
よ
く
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

帖
学
派

の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
魏
晋
に
あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
変
り

の
な
い
と
こ
ろ
で
、
本
格
的
な
書
論
を
立
て
る
人
は
、
と
く
に
魏
晋
を
宗
と
す
る
こ
と
を

強
く
主
張
す
る
。
そ
の
論
理
は
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
、
大
体

の
骨
格
は
成
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
深
奥
さ
を
加
え
、
ま
た
、
禅
宗
の
要
素
と
解
釈
を

付
け
加
え
る
も

の
が
見
ら
れ
る
。
天
質
自
然
と
い
い
、
神
似
と
い
い
、
天
真
欄
漫
と

い
う
な
ど
、
基
本
的
に
は
古
典
の
書
論
の
原
理
で
あ
る
が
、

そ
の
応
用
的
な
活
用
は

増
益
し
た
も

の
を
感
ぜ
し
め
る
。
更
に
、
各
時
代
の
時
代
性
を
と
き
、
諸
名
家

の
特
性
を
論
じ
、
ま
た
、
具
体
的
な
碑
版
法
帖

の
た
ぐ
い
を
と
り
あ
げ

て
、
そ
の
品
藻
を

定
め
る
な
ど
、
書
の
歴
史

の
全
般
的
な
体
貞
を
よ
く
表
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
、
前
代
を
凌
ぐ
も

の
が
あ
る
。
書
論
と
い
う
の
は
書
を
か
く
こ
と

の
上

に
立
ち
、
ま
ず
そ
の
意
義
を
理
解
し
、

そ
の
論
理
を
尽
し

て
、
そ
の
信
念
を
堅
め
た
の
ち
、

そ
れ
を
作
品

の
上
に
実
証
す
る
こ
と
を
理
論
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
清
代
は

学
問
文
化

の
進
展
し
た
中

に
あ

っ
て
、
中
国
の
伝
統
的
な
帖
学
の
基
本
的
な
原
理
を
確
立
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
。

一
人
々
々
の
説
く
原

理
に
は
特
色
が
あ
り
、
差
異
も
生
ず
る
が
、
帖
学
の
古
典
的
な
性
格
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
る
も

の
は
、
唐
以
前
を
と
り
、
あ
る
も

の
は
宋
以
後
を
ふ
く
め
、
ま

た
あ
る
も

の
は
宋
以
後
に
重
き
を
お
く
も
の
も

で
き
て
い
る
。
し
か
し
、

帖
学

の
本
質
と
し

て
は
、

書
は
象
篇
隷
楷
に
基
本
を
お
く

べ
き
も

の
と
し
て
、

唐
楷
を
重
ん

じ
、
清
代

の
金
石
学

の
勃
興
に
と
も
な

っ
て
、
金
石
が
帖
学
の
分
野
の
中

に
混
入
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
な
ど
も
、
前
代
に
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

一39一

噂



り

、

清
代
帖
学
派
の
書
論
に
つ
い
て

や
が
て
次

の
新
し

い
金
石
、
す
な
わ
ち
北
碑
の
発
展
に
よ
う
や
く
そ
の
変
貝
を
や
む
な
く
さ
れ
る
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。
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