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中
国

の
書

論

の
歴
史

に

つ
い
て
、
各

時
代

に
わ
た

っ
て
考
察

を
進

め
て

い
る

が
、

こ
こ
で
は
元
時
代

に

つ
い
て
論
じ

て
み
た

い
。

元
時
代

は
北
方

の
蒙
古
民

族
が
中

国

の
領
土

を
侵

略
し

て
漢

民
族
を

そ
の
支
配
下

に
お
き
、

風

俗
言

語
習

慣
等

に
わ

た

っ
て
蒙
古

民
族

に
従

わ

せ

よ
う
と
し

て
、
大
き

な
圧
迫
を
加

え

て

い
た
。
け

れ
ど
も
、

中

国
本
来

の
漢
文
化

は
、

こ
れ

ら
の
政
治
上

の
要
路

に
あ

っ
た

異
民

族
に
と

っ
て
は
よ
く
消

化
す
る

こ
と

は

で
き
ず
、
結

局
は
中

国
文
化

の
上

で
は
漢

民
族

に
依
存

せ
ざ

る

を
得

な

い
情
勢

に
あ

っ
た
。
漢

民
族

の
も

っ
て
い
る
学

問
芸

術

に
関

す
る
文
化

は
、

こ
の
時
代

に
あ

っ
て
も

漢
民
族

に
よ

っ
て
堅
く
持
続

さ
れ

て

い
た

が
、

た
だ
、

そ

の
間
、

元

の
帝
王

の
中

に
、

漢
文
化

を
よ
く

理
解
す

る
も

の
も

あ
り
、
蒙

古
族

や
色
目
人

の
な
か

に
も
同

様

の
も

の
が
出

て
い
る
の
で
、
漢

文
化
が

全
然
消
滅

し

て
し
ま

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
し

か
し
、
漢

人
た
ち

は
、
民
族

的

な
圧

迫
を

受
け

て
い
る
た
め
、
十

分

の
伸
張

を

な
し

と
げ
る

こ
と
が

で
き
ず

、
多

く
は

旧
態

を
維
持

し
よ

う
と

す

る
保
守

的
な
古
典
主
義

に
終
始
す

る

の
が
常

で
あ

っ
た

よ

う

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢

の
中

に
あ

っ
て
、
中

国

の
文

芸

の

一
分

野
を

な
す

書
画

が
、
ど

の
よ
う

に
行

わ
れ
、

ま
た
、
ど

の
よ
う

に
発
展

し
た
か

と

い
う

こ
と
は

、
注

目
さ

れ

て
よ

い
こ
と

で
あ

る
。

こ
こ
で
は

も

っ
ぱ

ら
書

を
と
り
あ
げ

る
わ
け

で
あ

る
が
、
元
時

代

の
書

と

い
う
も

の
の
実
態
が
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
か
、
ま

た

、
ど

の
よ
う

に
進
展
し

て
い

っ
た

か
を
改

め
て
考

え

て
み
る

こ
と
と
し
、

さ
ら

に
、

そ
れ
を

裏
づ
け

る
元
代

の

書
論

に

つ
い
て
も
、
そ

の
著

述
を
通

し
て
追
究

し

て
み
た

い
と

お
も
う
。

兀

人

元
時
代

に
も

っ
と
も

近

い
こ
ろ

の
入

で
、

元
人
の
書
と
書
論

の

圭日
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書
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。
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元
人
の
書
と
書
論

に
・

書
学
伝
授

と
題
し

て
こ
の

こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

こ

れ

に
は
、

ま
ず
、
古

く
漢

の
察

歯

に
は

じ
ま

っ
て
、
魏

晋
南

北
朝

の
諸
家

を

へ
て
、
唐

五
代

に
及
び

、
さ
ら

に

北
宋

南
宋
か
ら

元
代

の
入

々
に
至

っ
て
い
る
。

唐
代
ま

で

の
書
道
伝

授

の
系
譜

は
他

に
も

見
ら
れ

な

い
こ
と

は
な

い
が
、

こ
れ
は
宋

元
に
ま

で
及

ん

で
い
る
点

で
、

注
目

さ
れ
る
。

そ
の
宋

以
後

の
も

の
を
見
る

に
、

北
宋

で
は
、
李

建
中

(西
台
)
、
周

越

(繕
部
)
、

が
名

を
知

ら
れ
、

蘇
舜
欽
、
薩
紹
彰

が

こ
れ

に
継

ぐ
と
し
、
南

宋
で

は
、

米
友

仁
が
家
法

(父
米

蕾

の
法

)
を
伝

え
て
世
に
盛
行

し

、
金

で
は
米
苗

の
甥

に
あ
た

る
王
庭
均

と
そ

の
子
澹
游

(王
曼
慶
、
字

は
禧

伯
、
号
澹
游

)
と
張
天

錫
を
か
か

げ

る
。

元
代

で
は
、

は
じ
め

に
金

の
張
天
錫

を
承
け
た
鮮

テ
枢

(伯
機

)
、

つ
ぎ

に
趙

孟
頬
、

康

里
嘆

々

(子
山

)
を
あ
げ

る
。
趙

は
は
じ

め
張
即

之
を
学
び
、
米

市
か

ら
出

て
、
天
資

は
英
遭
、
積
学

功
深
く
、

尽
く
前

人
を
掩

い
、
超

え

て
魏

晋

に
入
る
、

当
時
、
翁

然
と
し

て
之
を
師

と
す

、
と
称
し

て
こ
れ

を
称

賛
し
、
趙

の
書
を

承
け

る
も

の
に
、
康

里
曖

々
の
ほ
か
、
楊
載

(仲
弘
)
、
萢
檸

(文
白

公
)
、
趙
雍

(仲
穆
、
趙

の
子
)

を
あ
げ

、

康
里
曖

々
は

そ
の
奇
偉
を
得
、
楊

載
は

そ
の
雅
健

を
得
、

萢

惇

は

そ
の
灘
落

を
得
、
趙
雍

は
そ

の
純
和

を
得
た
と
し

て

い
る
。

そ

の
ほ
か
趙

の
門
流

と
し

て
取
り

あ
げ

る

こ
と
が

で
き

る
の
は
、

た
だ
桐
江

の
前

和

(子
中

)
が
書

を

以

っ
て
鳴

る
の
み

で
あ
る
。
明

の
洪
武

の
初

の
こ
ろ

に
は

、

後
進

の
も

の
が
、
な

お
こ
れ
を
見

る

こ
と
が

で
き
た
、

と

い
う
。

さ
ら

に
ま

た
、

康
里
嘆

々
が
、

南
台

に
在

っ
た

と
き
、

(南

台
は
御
史
台

を

い
う
が
、

こ
の
官

に
在

っ
た
と
き

は
不
明
)
危

素

(太
僕
)
、

饒

介
が
そ

の
伝
授

を
得

た
。
危
素

は

こ
れ
を
宋
燧

(仲
桁
)
、

杜
環

(叔

循
)
倭
希
元

(
孟
挙
)

に
教

え
た
。

砦
希

元
は
若

い
こ
ろ
子

山

の
門

に
業
を
受

け
た
。

饒

介
は
宋

克

(仲
温
)

に
教

え

た
。

元

の
至

正
の
初

、

掲
僕
斯

(文
安
公
)

は
楷
法

で
名

を
得
、

そ

の
子
法

(伯
防
)

と
、

そ

の
孫

枢

(平
仲
)

に
伝
え

た
。

枢
は
洪

ひ
と

武
中

に
仕
え

て
中
書
舎

人
と

な
り
、
宋
燧
、

杜
環
と
声
名

が
相
増
し

か

っ
た
、

と

い
う
。

鮮

手
枢
を
第

一
に
述

べ
て

い
る
の
は
、

金

の
張
天
錫

か

ら

出
て

い
る
た

め
も

あ
ろ
う

が
、

趙
孟
頬

よ
り

も

早
く

に
書
名

が
あ

っ
た
た
め

で
は
な

い
か
と

思
わ
れ
る
。

趙

の
門

下
に
、

康
里
曖

々
、
楊

載
、

池
惇

、
趙
雍

を
あ
げ

て

い
る

の
は
、

見
識

の
あ

る
所

で
あ

ろ
う
。

そ

の

ほ
か
に
と

く
に
箭
和
を
あ
げ

て
い
る

の
は
、
命
和

の
書
が

趙

の

奥
義

を
得

て
い
る
こ
と
を
示
し

て

い
る
。

た

し
か
に
命
和

と

い
う

の
は
、

趙

の
書
を

承
け
た
中

で
も
有
数

の
も

の
と
言
え

る
よ
う

で
あ
る
。

A嗣
の
書

に
趙

の
落
款
を

入
れ

た
ら

趙

の
書
と

の
見
分
け

が

つ
か

な
か

っ
た

と

い
う
。

康

里
子
山

か
ら
危

素
と
饒
介

が
出

て
、
危

素
か
ら

、

明
初

の
宋

遜
、
杜
環
、
魯
孟
挙

が
出
た
。
孟
挙

は
若

い
と
き

子
山

か
ら
学

ん

で
い
る

こ
と
は
、

子
山

の
実
力

の
大

き
さ

が
想
像

さ
れ
る
。
掲

僕
斯

の
子
孫

の
書

が
明

に
及

ん

で
い
る
こ
と
も
、
元
か
ら
明

へ
の
つ
な
が
り

を

よ
く
知

る

こ
と
が

で
き

る
。

お

よ
そ
伝
授
形
式

の
書

が
行

わ

れ
る

の
は
、
伝
統

派

の
書

が
曲
ハ型
的

な
美

し
さ

の
極
致
に
至

る
と
、

そ

こ
で
そ

の
極
致

に
到
達
す

る
が

た
め
に
、

師
授

の
形
式

で
そ

の
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書
道
と
し

て
の
修
練
を
行

い
、
そ
の
技
法
を
秘
伝
と
し
て
口
授
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
唐
代
の
後
半
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
授
書
道
が
多
く
流
行
し
、
そ
の
伝
授
書

の
た
ぐ
い
が
今
も
な
お
文
献
と
し

て
多
く
伝
わ

っ
て
い
る
。
元
は
書
に
お
い
て
保
守
的
な
時
代
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
、
伝
統
的
な
書
を
伝
授
形
式
に
よ

っ
て
師
授
す

る

こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
書
論
を
見
て
も
、
後
述
の
と
お
り
、
鄭
杓
の

岬
術
極
」

に
も
書
道
伝
授

の
こ
と
を
系
譜
と
し

て
図
示
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
李
薄

光
に
し
て
も
陳
縄
曽

に
し
て
も
、
み
な
こ
れ
と
類
を
同
じ
く
す
る
伝
統
的
な
書
法
を
守

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
解
繕

の
説
も
、
元
入
の
書
論
の
伝
統
性
を
う
け

つ

い
だ
も

の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
師
授
の
方
法
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
多
く

の
も
の
は
お
そ
ら
く
師
匠
が
弟
子
に
口
授
し
た
も
の
を
筆
記
し
て
著
述
と
し

て
残
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
う

一
つ
の
元
代
に
近
い
著
書
は
、
陶
宗
儀
の

罰
書
史
会
要
」
で
あ
る
。
陶
宗
儀
は
、
あ
ざ
な
は
九
成
と

い
い
、
南
村
と
号
し
た
。
漸
江
黄
巌

の
人
。
元
末
に
兵
乱
を

避
け
て
松
江
の
南
邨
に
寓
居
し
た
の
で
、

こ
れ
を
号
と
し
た
。
著
述
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
に

「
帳
耕
録
」
が
あ
る
。

[
書
史
会
要
」
は
九
巻
補
遺

一
巻
よ
り
成
り
、

洪
武
丙
辰

(九
年

一
三
七
六
)

の
自
序

の
ほ
か
、
宋
鎌
等

の
序
、
鄭
真

(字
は
千
之
、
号
榮

陽
外
史
、
郵
県
の
人
)
の
後
序
が
あ
る
。
内
容
は
主
と
し
て
歴
代
の
書
人

の

小
伝
を
記
し
た
も
の
で
、

こ
の
中
に
元
代
の
書
人
を
多
く
の
せ
て
い
る
の
は
、
時
代
も
近

い
の
で
参
考
に
な
る
。

こ
こ
で
そ
の
書

人
の
概
数
を
掲
げ
る
。

帝
王
、
皇
族

英
宗
、
文
宗
、
庚
申
帝
、
愛
猷
識
理
達
職
の
四
人

漢
人

趙
孟
頬
以
下
陶
宗
逞
に
至
る
百
七
十

二
人

蒙
古
入
な
ら
び
に
色
目
人
三
十

二
入
付
漢
人

一
入

悶
秀

管
夫
人
以
下
何
氏
に
至
る
四
入

道
家

天
師
張
与
材
以
下
周
蘭
雪
に
至
る
十

一
人

釈
家

帝
師
八
思
巴
、
釈
薄
光
以
下
釈
薄
圓
に
至
る
十
五
人

計

二
百

三
十
九
家
を
数
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
別
に
ま
た
補
遺
と
し
て
、
漢
人

劉
乗
忠
以
下
許
有
壬
に
至
る
三
十

三
人
、
蒙
古
人
色
目
人

爽
谷
希
顔
よ
り
恰
刺
に
至

る
四
人
、
閨
秀

趙
夫
人
段
氏
劉
氏

三
入
、
釈
家

釈
夷
簡
よ
り
釈
永
芳
に
至
る
六
人
、
計
四
十
六
人
が
あ
る
。

右
は
か
な
り
多
く

の
書
人
を
集
あ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
帝
王
の
次
ぎ
に
、
第

一
に
趙
孟
頬
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
声
名
と
書
人
と
し

て

の
評
価

の
高
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
知
名
の
士
は
漢
民
族
の
も

の
を
先

に
多
く
か
か
げ
、
後
に
は
蒙
古
人
お
よ
び
康
里
、
畏
吾

そ
の
他
の
異
民
族
の
い
わ
ゆ
る
色
目
人

元
人
の
書
と
書
論
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元
人
の
書
と
書
論

の
も
の
が
多
く
収
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
間
に
も
漢
文
化
の
行
き
わ
た

っ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
小
伝

の
の
ち
に
の
せ
た
巴
思
八
の
条
に
は
、
そ
の
国

で
梵
文
か
ら
採

っ
た
国
字

の
巴
思
八
文
字
の
字
母
四
十

三
を
図
示
し
て
い
る
の
は
め
ず
ら
し
い
。
そ
の
ほ
か
道
家
釈
家
に
も
及
ん
で
い
る
。
釈
家
に
は
、
日
本

の
禅
僧

の

墨
蹟
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
季
潭
宗
渤
、
楚
石
梵
埼
、
見
心
来
復
な
ど
の
名
が
見
え
て
い
る
。
元
代

に
な
る
と
禅
宗
の
僧
侶
が
趙
子
昂
な
ど
を
学
ん
で
、
書
を
よ
く

し
、
書
人
と
し
て
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
が
こ
れ

で
わ
か
る
。
そ
の
数
は
多
く
な
い
が
、
少
数
で
も
禅
僧
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
に
収
め
た
書
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
書
を
学
ん
で
い
る
か
を
概
括
的
に
と
ら
え
て
み
る
。
宋
末
元
初

に
あ
た

っ
て
、
劉
乗
忠
、
王
磐
、

銚
枢
、
許
衡
、
郵
経
な
ど
、
書
に
す
ぐ
れ
た
人
々
が
ま
ず
は
じ
め
に
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
何
と
い

っ
て
も
趙
孟
頬
が
あ
ら
わ
れ
て
こ
の
時
代
を
風
靡
し
た
大
家
と
な

っ
た

こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
趙
が
出
て
の
ち
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
学
ん
だ
も

の
が
か
な
り
あ
る
。
趙
と
並
ん
で
名

の
あ

っ
た
の
が
鮮
f
枢

で
あ
り
、
ま
た

鮮
干
に

つ
い
て
学

ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
。
辺
武
な
ど
は
そ
の

一
人
で
あ
る
。
魏
晋
を
学
ぶ
も

の
は
概
し
て
も

っ
と
も
多
く
、
鍾
懸
や
二
王
を
目
標
と
す
る
も
の
、
晋
人

の
風
度
を
得
た
も

の
な
ど
が
あ

っ
て
、
こ
の
時
代
の
古
典
主
義
の
主
流
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
知
名
の
士
の
大
半
は
こ
れ
に
属
す
る
。
書
の
基
本
の
点
画
を
学
ん

で
大
成
す
る
風
は
、

一
般
に
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
、
陳
繹
曽
や
李
雪
庵

の
称
し
た
学
書
の
基
本
的
な
方
法
は
学
習
の
上
に
も
必
須

の
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
唐
楷

を
好
む
も
の
が
多
く
、
虞
世
南
、
欧
陽
詞
の
書
風
の
流
行
は
、
次
の
明
初

に
ま
で
大
き
く
反
映
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
大
字
を
よ
く
す
る
も
の
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
も
、

陳
李

の
学
書

に
大
字
を
取

っ
て
い
る
傾
向
と

一
致
し
て
い
る
。
唐

の
李
直
を
学
ぶ
人
が
あ
る
の
は
、
趙
の
流
れ
に
そ
う
も
の
と
見
ら
れ
る
。
草
書
に
な
る
と
、
も

っ
ぱ
ら

趙
の
草
書
を
学

ぶ
も
の
が
あ
り

(例
え
ば
章
徳
慰
)
、

ま
た
早
く
に
鮮
干
枢

の
よ
う
な
草
書
の
名
家
が
あ
り
、

そ
の
あ
と
を
承
け
る
も

の
が
あ
り
、
康
里
子
山
も
ま
た
草

書
に
お
い
て

一
流
を
な
し
て
い
る
。
草
書

に
は
普
通
の
草
体
で
は
な
く
、
章
草
の
体
が
喜
ば
れ
る
こ
と
も
、

こ
の
時
代
の

一
特
色
で
あ
り
、

こ
の
傾
向
は
明
初
に
ま
で
も

及
ん
で
い
る
。

唐
の
革
新
派

の
顔
真
卿
や
、
張
旭
、
懐
素
の
狂
草
体
に

つ
い
て
は
、
顔
を
学
ぶ
も

の
は
宋
末
元
初

の
人
を
の
ぞ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
は
趙
風
の
古
典
派
の

入
は
顔
を
取
ら
な
い
か
ら
で
、
時
代
の
性
格
を
よ
く
現
し
て
い
る
。
張
素
の
狂
草
を
学

ん
だ
も

の
に
は
晩
く
は
饒
介
な
ど

の
よ
う
な
も
の
も
出
て
い
る
が
、

一
般
に
は
や

は
り
古
典

の
古
風
の
草
体
を
学
ぶ
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
楷
書
ば
か
り
で
な
く
、
古

い
築
書

や
隷
書
を
よ
く
す
る
人
が
相
当
に
多
く
、
笈
隷
の
専
門
的
な
学
者
も
出

て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
時
代

の
古
典
性
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
お
よ
そ
概
観
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
情
況

で
、
前
代

の
北
宋
に
出
た
、
蘇
軌
、
黄
庭
堅
、
米
侑

の
よ
う
な

大
き
く
自
由
な
豪
放
な
気
象
を
も

っ
た
書
は
、
こ
の
時
代

に
は
ほ
と
ん
ど
学
ぶ
人
も
な
く
、
あ

っ
て
も
わ
ず
か
に

一
二
名
に
と
ど
ま
り
、
多
く

の
人
は
晋
唐
の
古
典

に
終

.,



始

し
、

典

型
的

な
楷
行
草

か

ら
、

さ
ら

に
築
隷

を
究

め
た

。

要
す

る
に
正
統

の
書

の
基
本

に
立

っ
て
書

を
作

る
人

が
多

い
と

い
う

の
が
、

こ
の
時
代

の
全
般

的
な
風

気

と

な

っ
て

い
る
。

大
勢

の
上
か

ら
は
、

こ
の
時
代

の
特

色

と
し

て
は
、
古

典

性
を
と

ら
え

る
よ
り
ほ

か
は
な

く
、

こ
の

風
潮

は
、
次

の
明
代

の
中
期

の
こ
ろ
ま

で
持

続

し

て
ゆ
く
。

文

徴

明
、

祝
允

明
は

こ
の
よ
き

継
承
者

で
あ

る
。
文

は
別

に
黄

山
谷

を
学

ぶ
、
祝

は
張
、
素

の
狂
草

を
好

ん
だ

と

い
わ
れ

る
が
、
実

際

は
と
も

に
魏
晋

を
主

と
す

る
古
典

派

で

あ

る
。

明

の
後
半

期

に
な

っ
て
、
董

其

昌
が
出

て
、
宋

の

米
甫

に
傾

倒

し
、

反
趙
子
昂

の
旗
幟

を
掲
げ

て
、

こ
こ
で
は
じ

め
て
元

の
趙
風

が

一
転
す

る
よ
う

に
な
る
。

た

だ
、

元
代

の
末

葉

に
あ
ら

わ
れ
た

文
芸
家

の
な
か

に
、
新

し

い
空

気
が

認
め
ら

れ
る
。

呉
鎮

(梅
花
道

人
)

の
草
書

や
、

例
遭

の
楷

書
を

見
る
と
、

こ
れ
は
も

は
や
古
典

派

の
書

で
は
な

い
。

ま
た
、

楊
維

槙

の
書

は
、
章
草

風

な
草

書

に
新

し

い
奇
逸

さ
が
あ
り
、

饒

介

の
狂

草

は
、

ま
さ

に
懐

素

の
余

韻

を
呈
し

て
い
る
。
文

人
た

ち

の
逸

気

か
ら
生

ず

る
芸

術

が
、

の
ち

に
さ

ら
に
逸
格

的
な
も

の
に

走

っ
て
ゆ
く

の
は
明

の
後
半
期

か

ら
以
後

で

あ
る
が

、

そ
の
源

流

は
元
末

の
文

人

に
求

め
ら

れ
る
。

そ
の
点

か

ら
言
え

ば
、

元
末

の
文
人

の
書

の
中

に
、

い
く
ら

か

で
も

反
古

典
的

な

要
素

が
見

ら
れ

る
こ
と

は
、
意

義

の
あ

る

こ
と
と

言
う

こ
と

が

で
き

よ
う
。

元
人

の
書

を
鑑
賞

し
た
例

は
、

明
代

の
集

帖

に
見
ら
れ

る
。

文
徴
明

の
家

で
刻
し

た

「
停

雲
館
法
帖

」

の
巻

第

八
、
九

に

元
名

人
書

を

収

め
て

い
る

の
が

そ
れ

で
あ

る
。趙

孟
瀬

〃〃〃〃〃

趙
麟

郵
文
原

鮮
十
枢

(彦

徴
、

-
片

与
中
峰
明
本

九
札

臨
王
義
之
尺
績

服
食
帖

臨
洛
神
賦
十

三
行

小
楷
千
字
文

常
清
静
経

尺
憤

三
札

孟
頬
の
孫
)
詩
腰

尺
綾
二
札

尺
憤

一
札

.兀
人
の
書
と
書
論

行
書

草
書

小
楷

小
楷

行
、
草

楷
書

行
草

草
書
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鮮
干
去
衿

胡
長
儒

虞
集

掲
俣
斯

掲
法

(僕
斯
の
子
)

康
里
曖
々

周
馳

蓑
桶

饒
介

陳
基

張
雨

王
蒙

侃
潜

元
人
の
書
と
書
論

(鮮
干
枢
の
子
)
李
白
詩

尺
憤

一
札

尺
績

一
札

送
劉
衷
序

漢
晋
印
譜
序

尺
腰
二
札

尺
積

一
札

尺
績

一
札

尺
績
二

尺
憤

一
、
呈
書

↓

中
庭
古
栢
詩

姑
蘇
銭
塘
懐
古
詩

草
書

行
書

行
楷

小
楷

小
楷

行
草

行
書

行
書

行
草

行
書
、
小
楷

行
書

楷
書

古
典

派
の
人

々
は
書

の
鑑
賞

を
す

る

の
に
、

巻

に
大
書
す

る
形
式

で
、

尺
憤

よ
り
も
詩

を
重
ん
じ

て
、

元
人

の
書

は
尺
腰

を
主
と
し
、

な

い
。
趙

孟
頬

は
と
く

に
小
楷

を
よ
く
し
た

の

で
、

れ
た
小
楷
も

み

な
そ
の
た
ぐ

い

で
あ
る
。

に
お

い
て
も

す
ぐ
れ

た
書
人
が
多

か

っ
た

と
思
わ
れ

る
。

が

こ
こ
で
は
尺
憤

を
取
り
、

姑
蘇
銭
塘
懐
古
詩
並
践

楷
書

古
人
の
尺
憤
を
主
と
す
る
。

二
王
の
書
の
大
半
は
尺
憤
で
あ
る
。

そ
の
風
習
は
唐
代

に
ま
で
及
び
、
宋
代
に
な
る
と
、
詩

し
か
も
横
巻
に
大
書
す
る
よ
う
に
な
る
。
元
人
は
た
い
て
い
は
古
典
主
義
で
あ
り
、
そ
れ
を
承
け
て
、
後
世
も

詩
文
も
大
書
す
る
こ
と
な
く
、
尺
憤
と
同
様
の
大
き
さ
の
文
字

で
書
く
の
で
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
も
の
に
も
大
書
し
た
も

の
は

一
つ
も

そ
の
風
を
承
け
て
こ
の
時
代
の
楷
書
を
か
く
人
々
も
、
晋
唐
風
の
楷
書
を
よ
く
す
る
人
が
多

い
。
こ
の
帖
に
収
め
ら

元
人
が
楷
書
を
よ
く
学
ん
だ
こ
と
は
、
趙

の
影
響
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
が
、

一
般
的
に
古
典
調
の
書
が
行
わ
れ
た
た
め
、
楷
書

こ
の
法
帖
に
も
趙
を
は
じ
め
と
す
る
小
楷
の
名
品
が
見
ら
れ
る
。
饒
介
は
懐
素
風

の
草
書
を
か
い
た
人
で
あ
る

古
典
派
と
変
り
は
な
い
。
側
雲
林
の
楷
書
は
、

や
や
古
拙
な
風
を
な
す
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
や
や
勤
媚
に
見
え
る
。

こ
の
帖
は
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元
入
の
書
の
名
家
を
選
ん
で
い
る
点
で
は
、
文
氏
の
鑑
賞
の
古
典
性
が
よ
く
出
て
い
る
。

明
代

に
は
、
書
画
の
著
録
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
、
鑑
賞

に
も
、
原
文
の
釈
文
の
の
ち
に
諸
名
家
の
題
践
を
加
え
、
評
語
を
添
え
た
も
の
が
で
き
て
い
る
。
書
の
作
品
も
、

単
に
名
士
の
書
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
書
と
し

て
そ
の
美
し
さ
を
鑑
賞
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
選
ぶ
。
従
来

の
尺
憤

の
み
に
限
る
こ
と
な
く
、
詩
冊
な
ど
も

あ
り
、
古
法
書
の
臨
模

の
作
な
ど
も
雑
じ

っ
て
多
様
な
す
が
た
を
呈
す
る
。
著
録

に
は

「
鉄
網
珊
瑚
」
、
「
珊
瑚
木
難
」
、
「
書
画
跣
々
」

「
郁
氏
書
画
題
蹟

記
」

"
真
蹟
日

録
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
江
珂
玉
の

「
珊
瑚
網
」
を
例
に
と

っ
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
巻

八
、
九
、
十
、
十

一
、
十

二
は
元
人
の
法
書
を
収
め
て
い
る
。

巻
八趙

孟
頬

蒙
蘭
亭
践
、
臨
蘭
古5,
巻

臨
蘭
亭

二
巻
諸
蹟
、

真
草
千
文
、

四
体
千
文
、

臨
智
永
千
文
巻
、

臨
張
旭
京
中
帖
、
小
楷
麻
姑
仙
壇
、
子
仲
穆

(趙
雍
)
書
読
書
城

南
、
及
書
司
馬
温
公
勧
学
、
共

三
帖
巻
、
楷
書
道
徳
経

二
巻
、
小
楷
高
上
大
洞
玉
経

二
巻
、
金
碧
古
文
龍
虎
妙
経
、
洛
神
賦

三
巻
諸
践
、
行
書
帰
去
来
辞

勉
学

賦
井
序
、
光
福
重
建
塔

記
井
象
、
楷
言
湖
州
妙
厳
寺
碑
記
、
中
峰
懐
浄
土
詩
後
系
譜

春
寒
詩
巻

巻
九趙

孟
類

諸
賢
天
冠
山
題
詠
、
行
書
詩
詞
、
雑
書
八
則
、
覆
南
谷
二
帖
、
簡
覚
軒
路
教
諸
蹟
、
答
子
誠
割
、
行
書
披
仙
煙
江
畳
障
詩
肱
、
書
陶
詩
付
陸
宅
之
文

鮮
干
枢

書
詞
子
、
草
書
唐
絶
真
蹟

巻
十虞

集

諌
蚊
賦

古
剣
諸
歌
墨
蹟

詩
巻
真
蹟

郵
文
原

臨
急
就
章
諸
蹟

郭
天
錫

手
録
詩
文
雑
記

手
砂
諸
賢
遺
稿

貫
雲
石

詩
巻
真
蹟

愈
和

(紫
芝
)
楷
書
悟
真
篇
蹟

吾
丘
衡

古
文
築
韻
二
鉄

元
人
の
書
と
書
論
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元
人
の
書
と
書
論

何
九
思

石
屏
記

饒
介

幻
住
詩
蹟

王
徳
漣

(雲
庵
)
香
優
八
詠
巻

顧
禄

(謹
中
)
詩
巻

黄
公
望

(子
久
)
与
寧
極
路
教
手
札

王
蒙

(叔
明
)
難
南
酔
帰
詩

巻
十

一

侃
瑠

(元
鎮
)
酔
歌
行
墨
蹟
、
雲
林
詩
帖
、
贈
陳
惟
寅
詩
巻
、
詩
草
遺
蹟
、

莫
昌

(
南
屏
)
詩
翰

楊
維
禎

(廉
夫
)
寄
侃
迂
詩
蹟
、
小
遊
仙
詩

張
雨

(
伯
雨
)
草
書
単
条
、
与
衰
子
英
詩
帖
、
雑
詩
冊
、
自
題
画
象
賛

方
寸
鉄
志
井
詩
歌
銘
頒
践

(楊
維
槙
等
)

元
名
公
為
朱
錬
師
七
践

(萢
樟
等
)

巻
十

二

元
天
目
山
禅
師
劉
順
法
語

中
峯
明
本
禅
師
書

九
字
梅
花
詠

楚
石
梵
埼

詩
翰
巻

元
名
公
翰
墨

元
賢
疏
割

元
人
竹
深
処
賦
井
叙
諸
詩
及
践

詩
余
手
蹟
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宋
代
以
来
、
書
画
巻
を
鑑
賞
す
る
に
は
、
そ
の
巻
尾
に
題
蹟
を
付
け
加
え
る
方
法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
題
蹟

に
は
自
蹟
が
あ
り
、
他
家

の
蹟
が
あ
る
。
自
肱

の
場
合
は
、
詩
篇
な
ど
を
横
巻
に
大
書
し
て
、
そ
の
末
尾
に
、
原
文
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
自
駿
を
か
く
こ
と
が
あ
る
。
黄
山
谷
の
詩
巻
に
は
と
く

に
そ
れ
が
い
ち

じ
る
し

い
。

そ
の
伏
波
神
桐
詩
巻
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
蘇
東
坂

の
黄
州
寒
食
詩
巻
の
の
ち
に
加
え
た
山
谷
の
骸
尾
も
、
東
披

の
本
文
に
劣
ら
ぬ
豪
放
な
書
風
を

も

っ
て
大
書
し
て
い
る
。
南
宋
に
な

っ
て
か
ら
も
、
西
塞
漁
社
図
巻
の
池
成
大

の
跣
な
ど
は
、
文
字
も
大
き
く
気
宇
も
雄
大
で
あ
り
、
ま
さ
に
北
宋
の
士
大
夫
に
も
劣
ら

ぬ
も
の
が
あ
る
。
宋
人
は
題
肱
を
こ
の
み
、

一
つ
の
書
画
巻
に
多
く
の
人
々
が
題
蹟
を
記
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
原
本

の
筆
者

の
子
孫
が
題
跣
を
か
く
こ
と
が
あ
り
、

一

門

の
人
々
、

一
派
の
人
々
な
ど
が
合
筆
し
て
題
跣
を
記
す
例
な
ど
も
あ
り
、

そ
の
評
論
の
内
容
も
多
様
で
、

深
く
原
本
を
味
到
し
て
い
る
。

元
代
も
そ
の
あ
と
を
受
け

て
、
鑑
賞
に
か
け
て
は
か
な
ら
ず
し
も
衰
微
し
た
と
は
言
え
な

い
。
ま
た
、
書
画
の
収
蔵
家
も
宋
末
か
ら
元
代

に
お
よ
ん
で
、
周
密
、
喬
簑
成
、
郭
天
錫
な
ど
、
そ
の
数

は
少
な
い
と
は
言
え
な
い
。
元
入
の
題
践
は
、
量
の
上

で
は
、
あ
る
い
は
宋
入
を
凌
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
よ
く
宋
人
を
承
け

つ
い
で
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

趙
孟
頬
は
、
独
孤
僧
本
の
定
武
蘭
亭
序
を
、
北
行
中

の
画
舶

の
う
ち
に

あ

っ
て
心
ゆ
く
ま
で

展
玩
し
、

帖
尾
に

十

三
践
を
し
た
た
め
た
こ
と
は
も

っ
と
も
有
名
で
あ

る
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
が
あ
る
。

掴
珊
瑚
網
」

の
巻
八
の
は
じ
め
に
も
、

こ
の
独
孤
長
老
本
の
蘭
亭
序
の
趙
践
が
あ
り
、

明
の
呉
寛
と
周
天
球

の
跣
を
付
し
て
い

る
。

元
人
の
書

に
は
ま
た
明
人
の
名
家
の
題
肢
が
あ
り
、
元
人
の
書
の
妙
味
を
よ
く
指
摘
し

て
い
る
。
趙
の
小
楷
高
上
大
洞
玉
経
に
は
、
文
嘉
の
蹟
が
あ
り
、
趙

の
小
楷

を
評
し
て
、

「
但
、
其
体
専
宗
元
常
。
与
公
平
時
書
、
微
有
不
同
、
而
用
筆
之
精
、
転
折
之
妙
、
則
無
毫
髪
少
異
、
蓋
公
於
古

人
書
法
之
佳
者
、
無
不
倣
学
、
如
元
魏
常

侍
沈
懐
所
書
魏
定
鼎
碑
、
亦
常
訪
之
、
謂
其
得
鍾
法
可
愛
、
則
其
干
元
常
、
固
倦

々
　
。
至
晩
年
、

乃
専
法
二
王
、

右
軍
黄
庭
経
、

子
敬
十

三
行
之
外
、

不
雑
他
人

一

筆
、
所
以
深
造
自
得
、
為

一
代
書
学
之
宗
也
」
と
い
う
。

こ
れ
は
趙
書

の
評
と
し
て
は
、
よ
く
肯
繁
に
当
る
も

の
で
あ
り
、
題
骸
の
も

つ
長
所
も

こ
の
よ
う
な
見
識
に
触

れ
る
こ
と
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
趙
孟
類
が
中
峰
和
尚

の
作

っ
た
勉
学
賦
と

い
う
長
文
を
書
し
た
も
の
が
あ
る
。
趙

の
後
骸

に

「
中
峰
大
和
尚
所
作

勉
学
賦
、
言
言
皆
実
、
乃
学
人
喫
緊
用
力
下
功
夫
之
法
門
也
、

豊
止
於
老
婆

心
切
而
巳
、

学
者
於
此
玩
踊
而
有
得
焉
、

於
無
奈
処
諮
然
開
悟
、

則
此
賦
亦
属
暗
室
之
薪

煩
、
迷
途
之
郷
導
突
、
因
以
中
上
入
見
示
、
於
是
乃
疾
書

一
過
、
至
正
元
年

三
月
廿
二
日
弟
子
呉
興
趙
孟
頬
記
」
と
あ
る
。
書
が
ど
の
よ
う
な
機
縁
に
よ

っ
て
生
み
出
さ

れ
る
か
を
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
真
蹟
の
書
は
趙

の
平
生

の
実
力

の
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
快
心
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
趙
の
天
冠
山
題
詠
は
、
道
士
の

祝
丹
陽
が
、
天
冠
山
図
を
示
し
て
賦
詩
を
求
め
山
中

に
刻
石
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
そ
の
た
め
に
二
十
八
首
五
言
絶
句
で
龍

口
巌
か
ら

一
線
天
ま
で
を
詠
じ
て
贈

っ
た
作

元
人
の
書
と
書
論
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元
人
の
書
と
書
論

で
、
歎
記
に
延
祐
二
年
六
月
廿
四
日
松
雪
道
人
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
趙

の
詩
に
唱
和
し
て
、
お
な
じ
く
各

々
二
十
八
首
を
題
詠
し
た
作
が
後
に
加
え
ら
れ

て
い
る
。
そ

れ
に
は
衰
桶
、
虞
集
、
王
士
煕

(継
学
)
王
金
、
林
伝
、
呉
全
節
ほ
か
数
名
の
も
の
が
あ
り
、
ま
こ
と
に
壮
観
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
規
模

の
大
き
い
書
巻
は
未
曽
有
と
い

っ
て
よ

い
ほ
ど
で
あ
る
。

法
書
と
い
え
ば
古
人
の
尺
憤
を
主
と
す
る
の
が
習
慣
で
あ

っ
た
が
、
元
人
の
も

の
は
き
わ
め
て
多
様

で
あ
り
、
詩
文

の
よ

い
も

の
を
、
書

に
か
き
あ
ら
わ
す
こ
と
を
楽

し
む
文
人
の
遊
戯
的
な
も

の
が
多
数
に
見
ら
れ
る
。
侃
贋

(雲
林
)
は
文
人
画
家
と
し
て
劃
期
的
な
人
物
で
あ
る
が
、
詩
を
よ
く
し
、
画
賛
に
も
詩
を
題
す
る
こ
と
が
行

わ
れ
た
の
は
、
雲
林
あ
た
り
か
ら
盛
ん
に
な
る
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、

詩
と
書
と
画

の
い
わ
ゆ
る

三
絶
の
作
が
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
文
入
の
間
に
流
行
し
て
く
る
。

こ
の

「
珊
瑚
網
」
に
も
椀
雲
林
の
詩
帖
が
多
く
収
あ
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
の
ほ
か
詩
人
で
楽
府
を
好
ん
だ
楊
維
槙

(鉄
崖
)
や
張
雨

(貞
居
)
な
ど
の
よ
う
に
詩
文
を
よ
く
し

た
人
の
書
が
こ
こ
に
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
張
雨

の
詩
帖
の
跣
語
を
拾

っ
て
見
る
と

「
張
貞
居
以
詩
名
海
内
、
而
翰
墨
尤
為
人
所
重
、
片
練
尺
楮
、
往
々
見
之
」

(蘇

人
王
行
題
)
、
ま
た

「
貞
居
蚤
学
書
干
趙
文
敏
公
、
後
得
茅
山
碑
、
其
体
遂
変
、
故
字
画
清
逡
、
有
唐
入
風
格
、
詩
則
出
干
蘇
黄
、
而
雑
以
己
語
、
其
意
欲
自
為

一
家
也
」

(高
啓
識
)
、
ま
た

「
貞
居
真
人
詩
文
字
画
、
皆
為
本
朝
道
品
第

一
、
錐
獲
片
紙
只
字
、
猶
為
世
人
宝
蔵
」

(張
紳
)

と
い
う
よ
う
に
、
諸
名
家
が
そ
の
書
を
推
称
し
て

い
る
。

何
九
思

(丹

丘
)

の
石
屏
記
は
、
そ
の
愛
玩
し
た

一
尺
た
ら
ず

の
小
さ
い
石
製

の
屏

(硯
屏
の
た
ぐ
い
)

の
記
事

で
あ
る
。
そ
の
文
に
、

「
高
昌
正
臣
、
博
雅
好
古
、
其
燕
処
之
室
、
凡
可
以
供
清
玩
者
、
莫
不
畢
具
、
石
屏
其

一
也
、
異
哉
、
藪
石
方
広
僅
腿
尺
、
其
文
理
燦
然
、
有
高
深
幽
遠
之
思
焉
、
絶

頂
渾
厚
者
、
如
山
如
嶽
、
飛
揚
瓢
忽
者
、
如
煙
如
雲
、
横
流
奔
激
者
、
如
江
如
河
、
断
者
若
岸
、
泓
者
若
潭
、
或
如
林
麓
之
翁
欝
、
或
如
禽
魚
之
遊
戯
、
使
董
北
苑
僧
巨

然
復
生
、
其
破
墨
用
筆
、
不
是
過
　
、
古
之
人
遇
物
之
異
老
、
必
書
其
冊
、
若
斯
屏
之
異
、
安
得
不
為
之
書
也
、
因
命
之
日
江
山
暁
思
、
復
書
其
背
而
刻
之
、
至
正
二
年

夏
四
月
望
、
杢
章
閣
学
士
院
竪
書
博
士
、
文
林
郎
何
九
思
記
」
と
あ
り
、

こ
の
の
ち
に
、
江
珂
玉
が
ま
た

一
践
を
加
え
、
そ
の
時
蔵
し
た
書
鎮
に
、
何
九
思
の
銘
文
の
あ

る
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
を
こ
の
石
屏
と
と
も
に
、
書
斎
の
玄
賞
に
充
て
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
よ
か
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
を
記
し

て
い
る
。
文
房
具
の
風
流
文
雅
は
、
宋
末

の
趙
希
鵠
の

「
洞
天
清
禄
集
」
な
ど
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
元
人
に
も
こ
の
よ
う
な
賞
玩
の
す
が
た
が
あ
る
こ
と
を
目
の
あ
た
り
に
想

い
浮
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
方
寸
鉄
志
は
、
呉
門
の
朱
珪

(伯
盛
)
が
刻
印
を
よ
く
し
た
の
で
、
そ
の
た
め
に
張
雨
の
名
づ
け
た
方
寸
鉄
の
題
名
に
因
ん
で
、
諸
家
が
題
践
を
寄
せ
た
も
の
で
あ

る
。
楊
維
槙
、
顧
阿
瑛
な
ど
多
く

の
人
々
の
題
駿
が
備

っ
て
い
る
。

こ
の
記
事
は
中
国
の
築
刻
の
歴
史
の
上
か
ら
も
重
要
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
書
の
み
に
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限

ら
な

い
。

こ
れ

ら
は
、
従

来
は
尺
憤

や
詩

篇
を
主

と
し

て
い
た
書

が
、

こ
の
よ
う
な
種

々
の
内
容

の
も

の
に
発

展
し

て

い

っ
た

こ
と
を

物
語

る
も

の
で
あ

る
。

清

代

に
な
る

と
、

書
画

の
著
録
は
、

鑑
賞
も

精
し
く

な

り
、

内
容

も
ま
す

ま
す
充

実
し
た
も

の
が

あ

ら
わ
れ

て
く
る
。

康

煕
年
間

の
帖
学

の

盛

行

に
と
も

な

っ
て
、

大

き
な
著
録

が
相

つ
い
で
あ

ら
わ
さ

れ
る
。

そ

の
中

で
は
下

永
誉

の

「
式
古

堂
書

画
彙
考
」

が
も

っ
と
も

よ
く
完

備
し

て

い
る
。
前

朝
以
来

の
名
蹟

を
従
前

の
著

録

な
ど

を
も
併

せ
参
考

し

て
集

成
し

た
も

の
で
、

一
応

の
概
観
を

な
す

の
に
適
し

て

い
る
。

今

こ
の
中

の
元
代

の

部
分
を

と
り
あ
げ

て
み

る
こ
と
と
す

る
。

巻
十
六

巻
十
七

巻
十
八

巻
十
九

巻

二
十
、

趙
孟
類
、、
趙
雍
、
趙
麟

三
入

張
伯
淳
以
下
凋
思
温
に
至
る
二
十
五
人

虞
集
以
下
王
診
に
至
る

二
十

五
入

張
矯
以
下
李
訥
に
至
る
二
十

一
人

釈

家
、

道
家
、

関
秀
、

以
上

二
十

一
、

釈
劉
順
、
釈
梵
埼

二
人

呉
全
節
、
張
雨
二
人

管
道
昇

一
人

計
七
十
九
人

二
十

二
は
元
人
合
巻

右

の
う

ち
、
掲

載
帖

数

の
多

い
も

の
を
暑

記
す
る
と
次

の
と
お

り

で
あ

る
。

趙

孟
頬
約

七
十

一
、
趙

雄
六
、

鮮
r
枢

七
、
吾
衙

二
、
衰

棉

二
、
郵
文

原
四
、

郭
昇

三
、

康

里
嵯

々

三
、

虞
集
十

、
凹黄
緒

二
、

欧
陽
玄

五
、

何

九
思

二
、

鄭
元

祐

四
、
朱

徳
潤

三
、
蘇
大

年

二
、

饒
介

六
、
張
嘉

三
、

銭
惟

善

二
、
周
伯
埼

三
、
楊

維
禎

七
、
椀

讃
十

五
、
箭

和

三
、
胡
悌

二
、

沈
右

五
、
張
雨

十
四
、

以
上
が

「
式
古

堂
書
画
彙

考
」

に
掲
載

し
た

元
書
人

の

概
数

で
あ

る
。

こ

の
本

の
帖

目

の
詳

細
を

見
れ
ば
、

康
煕

年
中

の
帖

学

家

の
見
た

元
人

の
法

書

の
概
要

を
知
る

こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
、
ま
ず

第

一
に
注
目

さ
れ

る
の
は
、

趙

孟
頒

の
作

の
圧
倒

的

に
多

い
こ
と

で
あ

る
。

し
か
も

そ

の
作

は
、

小
楷
か

ら
、
楷
、

行
、
草

の
各

体

に

わ
た

っ
て
、

い
ず

れ

の
体

を
も

よ
く
し
た

あ
と
が

歴
然

と
し

て

い
る
。

王
義

之
、
献

之

の
小

楷

の
臨

書
、
蘭

亭
序

の
臨
書

、

各
体

の
千
字
文

な
ど

は
、
現
有

す

る
作

例
も

あ
り
、

そ

の
題
厳

に
照

し

て
も
精

絶
を
き

わ
め
た
も

の
と
思

わ

元
人
の
爵
と
菩
論
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元
人
の
書
と
書
論

れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
尺
憤
、
詩
帖
、
詞
帖
、
古
文
や
碑
文
、
題
蹟
等
、
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
。
元
人
な
ら
び

に
明
人
の
題
厳
の
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
洛
神

賦
、
過
秦
論
な
ど
は
趙
の
名
蹟
と
し
て
知
ら
れ
た
も

の
で
、
元
人

の
題
践
を
と
も
な

っ
て
い
る
。
尺
績
で
は
中
峰
和
尚
に
与
え
た
諸
札
は
、
停
雲
館
法
帖
に
も
刻
さ
れ
、

わ
が
国
に
も
同
類
の
も

の
が
あ
る

(岩
崎
家
蔵
)
。
妙
厳
寺
碑
記
、
膿
巴
帝
師
碑
も
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
趙
氏
の
作
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
碑
文
な
ど
を
拾

え
ば
、
ま
だ
ま
だ
多
い
で
あ
ろ
う
。

趙

の
書
は
天
資
に
出
る
も

の
が
あ
り
、

併
せ
て
学
力
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、

王
義
之

の
書
の
黄
庭
経
、

王
献
之
の
洛
神
十
三
行
の

ま

外
、
他
人
の

一
筆
を
も
雑
じ
え
な
か

っ
た
と
い
う
。

正
伝

の
書
を
た

っ
と
び
、
異
端

の
書
の
流
入
す
る
の
を
こ
の
ま
ず
、
近
体
の
俗
風
を
雑
え
る
こ
と
を
も

っ
と
も
き
ら

っ
た
。
欧
、
楮
以
下
は
論
ず
る
に
足
り
な
い
と

い
う
き
び
し
さ
で
、
ひ
た
す
ら
二
王
の
典
型
に
終
始
し

て
い
る
。
そ
の
高
逸
さ
と
精
到
さ
に
お
い
て
は
何
人
の
追
随
も
許

さ
な
か

っ
た
。
元
代
の
書
は
趙
に
掩
い
つ
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
ち

ょ
う
ど
東
晋
の
書
を
と
り
あ
げ
る
と
、
王
義
之
に
集
中
し
て
作
品
が
見
ら
れ
る
の
と
、
同

一
の
現
象

が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
王
の
再
来
と
言
わ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
た
し
か

に
よ
ほ
ど

の
高

い
天
分
を
も

っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
明

の
楊
士

奇
が
趙

の
臨
蘭
亭
巻
の
践
に
、

「
倣
松
雪
書
、
幾
三
十
年
来
、
未
能
入
室
、
懊

々
悩
々
、
書
法
必
見
多
則
進
、
得
眼
入
心
、
乃
応
之
於
手
也
、
士
奇
再
題
」
と
い
う
。

三

十
年
学
ん
で
も
そ
の
宝
に
入
る
こ
と
が
で
き
ず
懊

々
悩
々
た
り
と
い
う
は
、
お
そ
ら
く
、
趙
と
同
時
の
人
々
も
ひ
と
し
く

こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
誰
に
も

及
ば
な
い
高
い
天
分
の
あ

っ
た
人
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
明
の
董
其
昌
は
、
趙

の
技
巧
的
な
面
を
嫌

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
楷
の
小
楷
だ
け
は
及
ぶ
も
の
が
な
い
こ
と

を
認
め
て
い
る
。

元

一
代

の
書
は
、
あ
ま
り
に
も
偉
大
な
趙
に
掩
わ
れ
て
、

こ
の
時
代

の
多
く
の
士
大
夫
は
趙
を
学
び
、
ま
た
趙
風
の
書
を
か
い
て
い
る
の
が
大
勢
で
あ
る
。
見
識
を
備

え
て
自
ら

一
家
を
成
し
て
い
る
人
で
も
、
そ
の
中
に
は
結
局
、
趙
の
気
味
を
蔵
し
て
い
る
の
を
免
れ
な
か

っ
た
。
こ
の
間
の
消
息
を
、
清

の
王
樹
が
よ
く
説
い
て
い
る
。

そ

の
題
骸
の

一
則
に
、

書
法
由
唐
入
宋
、
魏
晋
風
流
、
漸
就
漸
薄
、
至
趙
子
昂
、
始
力
振
之
、
自
子
昂
興
、
而
世
間
作
字

人
、
無
有
無
趙
法
者
　
、
巻
中
、
鮮
干
伯
幾
、
饒
介
之
、
非
不
欲
各

自
立
家
、
而
子
昂
手
意
、
宛
然
具
在
、
周
景
遠

(周
馳
)
、
為
子
昂
知
旧
、
尤
為
全
体
呈
露
、
唯
虞
伯
生

(虞
集
)
、
天
真
欄
然
、
無
復
華
擬
之
跡
、
然
其
気
息
亦
時

々
有

之
。
蓋
非
直
有
元

一
代
皆
被
子
昂
牢
籠
、
明
時
中
葉
以
上
、
猶
未
能
擢
脱
文
氏
父
子
、
循
不
免
在
其
毅
中
也
。
至
董
思
白

(董
其
昌
)
、

始
尽
翻
案
臼
、

自
關
新
規
、
然

百
余
年
来
、
又
被
董
氏
牢
籠
　
L
と
い
う
。
鮮
干
枢
は
趙
と
と
も
に
書
名

の
高
か

っ
た
人
物

で
あ
る
。
そ
の
書
は
草
書
を
得
意
と
し
、
点
画

の
基
礎
は
得
て
い
る
が
、
意

態
の
縦
横
に
逸
出
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
饒
介
は
、
懐
素
を
学
ん
で
、
ま
た
草
書

の
狂
逸
さ
に
す
ぐ
れ
た
。

こ
の
二
人
に
も
子
昂
の
手
意
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
周
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馳

の
よ

う

に
趙

そ

っ
く
り

の
も

の
は
と
も

か
く
、

虞
集

の
よ

う
に

別

に

一
家
を

な
し

て
い
る
も

の
は
あ

っ
て
も

、

元
代

の

大
勢

は
趙

風

に
掩
わ
れ

て

い
る
と

い
う
見
方

は
、
全

般
的

に

こ
の
よ
う

に
考
え

て
よ

い
で
あ
ろ

う
。

明
中

期

の
文
徴

明
、

後
期

の
董

其
昌

の
書

流

が

行
わ

れ
る

の
も

た
し
か

に
同
様

の
現

象

で
あ

る
、
と

い
う
。

元
人

の
書

に
加

え

た
題
肢

に
は
元
明

の
人

の
も

の
が
多

い
。

元

人

の
題
肢

の
あ

る
も

の
は

注
目
す

べ
き

で
あ
り
、
衷
易

、
銭

良
右
、

虞
集
、

張
雨

の
作
な
ど

に
は

そ
れ

が

見
ら
れ

る
。

明
人

の
題
駿

が
多

い
の
は
、

明
人
が

元
人

の
書

を
多
く

鑑
賞
し

伝

え

て

い
た
か

ら

で
あ

ろ
う
。
ま

た
、
帖

学
者

は
概
し

て
尺
憤

や
詩
翰

の
行
草

体
を
好

む

の
で
、

古

文
蒙
隷

の
体

に
は
、

元
代

に
は

か
な
り
作

者
が
あ

る

こ
と

は

「
書
史

会

要
」

に
も

見
え

る
と

こ

ろ
で
あ
る

が
、

式
古

堂

に
は
わ
ず

か

に

一
二

に
と
ど

ま
る
。

吾

彷

、
陸

友

が
そ
れ

で
あ

る
。

周
伯
埼

な
ど

も
象

書

に
す
ぐ

れ

た
人

で
あ

る
が
、

こ

こ
で
は
そ
う

で
は

な

い
。
実
情

は
も

っ
と
豪
隷

は
普

及
し
学

習
さ
れ

て
い
た

で
あ

ろ
う

と

思
わ

れ
る
。

こ
の
著
録

で
、
採

録
す

る
帖
数

の
多

い
も

の
は
、

当
然

書

の
名
家

と
見

て
ほ
ぼ

よ

い
で
あ

ろ
う
。

趙

孟
瀬

と
、

こ
の
時
代

の
高

い
官

職

に
あ

っ
た
士

大
夫
た

ち
は
、

お

の
ず
か

ら
書

に
お

い

て
も
知

名

で
あ
り
、

そ
れ
は

一
面

に
は

人
を
も

っ
て
書

を
と

る
と

こ
ろ

に
も

因

る

で
あ

ろ
う
。

尤
未

で
、

趙
風

を
も

っ
と
も
よ
く

伝
え
た

の
は
、

上

述

の
と

お
り
、

前
和

を
と

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。
饒

介
、
楊

維

領
、

侃
遭
、

張
雨

な

ど
は

元
代

の
異

色

の
書

人

で
あ

り
、

そ
れ
は

書
と

と
も

に
入
物
を
も

と
ら
え

て
鑑
賞

す

べ
き

で
あ
る
。

こ
れ

ら
は
書

の
塵
俗
性

を

逸
脱
す

る

こ
と

に

お

い
て
、
ま

た
別

の
書

境
を
開

い
て

い
る
か

ら

で
あ

る
。

書

の
上
で
は

漢
民

族
が
優

位
に
あ

っ
た

た
め

で
も

あ
ろ

う

が
、

以
上

の
中

に

は
異

民
族

の
も

の
は
色

目

人

の
康
里

曖

々
な

ど

の
著
名

な
も

の
を
除

い
て
は
、

ほ
と

ん
ど

含

ま
れ

て
い
な

い
。

帖
学
派

の
法
書

の
鑑

賞

の
面

で
は
、

漢

民

族

の
本
筋

の
も

の
を
取

っ
て

い
る

と
思

わ

れ
る
。

お
わ

り

に
元
人
合

巻

を

二
巻

収

あ
て

い
る
。

こ
れ
は
、

一
人

の
書

の
作

品

で
な
く

、

一
門

一
派

ま
た

は
同

士

の
人

々
、
ま

た
諸
名

家

の
も

の
な
ど
を
、
多

数
集

め

て
、

そ
れ
を
書

巻

の
形
式

に
し

て

一
つ
の
作

品

と
し

て
鑑
賞
す

る

も

の
で
あ

り
、
題

詠
、

唱
和
、

贈
答
、

送

別

な
ど

の
諸
作

を
A
口
巻

し
た
も

の
で
あ

る
。
宋

代

の
著
録

で
は

こ

の
形
式

の
も

の
は
ま

だ

見
あ

た
ら
ず
、

元
代

に
な

っ
て
あ

ら

わ
れ

る
。

元
代

の
人

の
合

成
し

て
作

っ
た

も

の
が
あ

る
が
、
明

代

に
な

っ
て
の
ち

に
集

成
し

た
も

の
も

あ

る

よ
う

で
あ

る
。

こ
う

い
う
形

式
は

文
人

の
集

り

の
上
か

ら
生

ず

る
遊
戯

性

の
加

わ

っ
た
も

の

で
、

風
流
文

雅
な
性
質

を
帯
び

て

い
る
。

詩
人
が

詩
社
を

つ
く

っ
て
盟
友

が

結
集
す

る

の
は
、

陳

師
道

の
江
西
詩

社
、

呉

潤

の
月
泉
吟

社

な
ど

が
あ

り
、

宋
末

か

ら
元

に
か

け

て
そ

の
例

が
見
ら

れ
る
。

こ

の
よ

う
な
文

人
の
集

社

か
ら
生

れ
る
作

も
、

こ
の
合

巻

の
中

に
含

ま

れ
て

い
る
。

こ

の
よ

う
な
鑑
賞

法
は
、

ま
た

こ
の
時

代

の
新

し

い
傾
向

の

一
つ
と
言

う

こ
と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

康
煕

年
中

に
は
、

「
式
古

堂
書

画
彙
考

」

の
ほ

か
に
、
呉

升

の

「
大
観

録
」
、

顧

復

の

「
平
生

壮
観
」

な
ど

の
著

録

が
あ
り
、

同

様

に
元
人

の
法
書

を
収

め

て
い
る
。

元
人
の
書
と
書
論
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元
人
の
書
と
書
論

次

い

で
乾
隆
年

間
に
入

る
と
、

安
岐

の

「
墨
縁
彙
観
」

が

あ

り
、

こ
れ

に
も

元
入

の
法
書
を
載

せ

て
い
る
。

こ
れ

ら

の
法
書

の
多

く
は
、

や
が
て
乾
隆

の
内

府

に
入
り

、

「
石
渠
宝
笈
」

に
著
録

さ
れ
る

こ
と
と

な
り
、

そ
の
中

の
名

品
は

三
希

堂
法
帖

に
刻
入
さ
れ

る
。

こ
れ

に

よ

っ
て
、

原
本

の
す

が
た
を
墨
拓

な
が
ら
も
見

る
こ
と
が

で
き

る
。

現
在
、
台

北

の
故
宮
博
物

院

の
収
蔵

品
は
、

「
故

宮

歴
代

法
書
全
集
」

に
収

め
ら
れ

て
い
る

の
で
、

原
蹟

は

こ
れ
に

よ

っ
て
さ
ら
に
明
瞭

な
写
真
版
と

し

て
見

る

こ

と
が

で
き
る
。

こ
れ
ら

の
中

に
は
さ
き

の
著
録

に
収

め
ら

れ

た
も

の
が
多

数
あ

っ
て
、
原
蹟

を
確

か
あ

て

鑑
賞
す

る

こ
と
が

で
き

る
わ
け

で
あ

る
。

こ

こ
で
は
、
元
代

の

法
書

の
大
体

を
得

て
そ

の
特
色

を
把

え

る
こ
と
が
目
的

で

あ
り
、

一
応

の
段

階
ま

で
達
し
た

の
で
、

次

に
元
代

の
書
論

に

つ
い
て
見

て
ゆ
き
た

い
と

思
う
。

元

代

の

書

論

元
代
の
書

の
理
論
は
、
元
人
の
書

の
作
品
と
書
風
の
傾
向
か
ら
も
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
た
、
文
入
学
者
た
ち

の
記
し
た
題
肱
か
ら
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
、
元
代
は
前
代
ほ
ど
題
肢
の
伝
わ
る
も

の
が
多
く
は
な
く
、
宋
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
単
独

の
某
々
題
骸
と
い
う
形
式
の
著
述
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、

こ
の
方
面
か
ら
も
書
を
論
じ
た
記
述
を
豊
富
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
代
に
は
概
し
て
保
守
的
で
伝
統
的
な
書
が
行
わ
れ
た
の
で
、
古
典
の
書

の
学
習
を
目

標
と
し
た
指
導

の
た
め
の
書
論
が
い
く

つ
か
著
わ
さ
れ
て
い
る
。
李
薄
光

の

「
雪
庵
字
要
」
、
鄭
杓
の

「
衡
極
」
、
盛
煕
明
の

「
法
書
孜
」
、

陳
繹
曽
の

「
翰
林
要
訣
」

の

四
種
が
主
要
な
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
そ
の

一
々
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

李
薄
光
の

「
雪
庵
字
要
」

一
巻
、
洒
芥
楼
秘
笈
第
九
集
所
収
本
、
著
者

の
李
薄
光
は
、

字
は
玄
暉
、

雪
庵
と
号
し
た
。
僧
侶

で
、

俗
姓
は
李
氏
と

い
う
。

大
同

(
江

西
)

の
出
身
。
元
朝
に
仕
え
て
、
官
は
昭
文
館
大
学
士
に
至

っ
た
。
玄
悟
大
師
の
号

(圓
悟
が
正
し
い
か
)
を
賜
わ

っ
た
。
詩
を
つ
く
る
に
、
沖
澹
粋
美
で
あ
り
、
真
行

草
の
書
を
善
く
し
、
と
り
わ
け
大
字
を
工
み
に
し
、

国
朝
の
宮
中
の
扁
額
は
み
な
そ
の
書
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た

(書
史
会
要
)。
至
正
大
徳
の
間
、

楷
書
大
字
で
世
に

名
が
あ

っ
た

(陳
継
儒
、
書
画
史

.
至
正
は
至
元
の
誤
り

で
あ
ろ
う
)
。

「
雪
庵
字
様
」
は
大
字

の
書
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
目
録

に
よ
る
と
捧
襟
字
原
、
大
字
説
、
大
字
評
、
把
筆
歌
、
用
筆
歌
、
把
布
歌
、
用
布
歌
、
捧
襟
歌
、
埣
襟
六
法
歌
、
八
法
歌
、

三
十
二
形
勢
歌
、
八
善
歌
、
八
美
歌
、
八
忌

歌
、

八
病
歌
、
去
取
歌
、
永
字
八
法
説
、
把
筆
法
図
、
用
布
法
図
、

三
十
二
形
勢
図
、
八
病
図
、
十
六
字
格
図
の
二
十

二
条
が
あ
る
。
把
筆
法
図
以
下
は
図
を
も

っ
て
示

し
て
い
る
。
こ
の
書
の
要
点
は
大
字
説
の
と
こ
ろ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
か
れ
は
は
じ
め
陳
宏
道
と
い
う
人
に
書
法
を
学
び
、
布
衣
か
ら
翰
林
院
に
入

っ
た
。
書
は
規
矩
が
大
切
で
、
そ
れ
に
は
先
づ
永
字

八
法
を
学
び
、
そ
れ
か
ら
の
ち
変
化

二
十
四
法

(永
字
八
法

の
基
本
点
画
の
二
十
四
の
応
用
体
)
を
学
ぶ
。
こ
の
二
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つ
に
成
熟
す
れ
ば
、
十
万
億

の
字
法
は
皆
そ
の
中
に
在
る
、
と
い
う
。
大
字
を
学
ぶ
に
は
、
小
楷
を
学
ん
で
、
正
し
い
病
弊
の
な
い
書
法
を
体
得
し

て
の
ち
次
第
に
大
字

に
進
む
の
で
あ
る
。
古
人
で
は
顔
真
卿
、
柳
公
権
を
第

一
と
し
、
欧
陽
詞
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
大
字
に
は
王
者
の
威
厳
の
あ
る
風
格
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
筋
骨
神
気
の
蒼

つ
か

勤
清
古
な
の
を
よ
い
と
す
る
、
と

い
う
。
技
法
と
し

て
は
大
字
を
書
く
の
に
、
む
か
し
張
旭
が
衣
襟
を
捧
ん
で
大
字
を
か
い
た
の
に
倣

っ
て
、
布
を
用
い
て
い
る
の
が
め

ず
ら
し

い
説
で
あ
る
。
至
大
元
年
の
年
記
と
、
圓
悟
慈
慧
禅
師
資
善
大
夫
昭
文
館
大
学
士
李
浦
光
雪
庵
書
於
翰
林
院
文
会
軒

の
署
名
が
あ
る
。

こ
の
著
は
お
そ
ら
く
上
進

し
た
も
の
あ
ろ
う
。
至
大
元
年

(
=
二
〇
八
)
、
は
元
武
宗

の
年
号

で
、
元
初
に
近

い
こ
ろ
の
本
で
あ
る
。
今
本
に
は
前
に
、
明
の
永
楽
九
年

(
一
四

一
一
)
舎
恩
と
、
宣

徳
四
年

(
一
四

二
九
)
葉
勝

の
序
が
あ
り
、
巻
後
に
永
楽
八
年

(
一
四

一
〇
)
倉
恩
と
成
化
十
七
年

(
一
四
八

一
)
前
洪

の
両
蹟
が
あ
る
。
倉
氏

の
序
に
大
字

の
系
列
を

説

い
て
、
唐
に
は
張
旭
、
顔
真
卿
が
あ
り
、
宋
に
は
張
即
之
、
朱
晦
庵

(朱
無
)
、
票
君
.課

(藥
褒
)
、
米
元
章

(米
帝
)
が
あ
り

(順
序
は
原
文
の
ま
ま
)
、
金

に
は
趙
乗

文
が
あ
り
、
元
に
は
李
雪
庵
が
あ
り
、
聖
朝

(明
)

で
は
倉
孟
挙

(倉
希
原
)
数
人
の
み
、
と
言

っ
て
い
る
。
張
旭
が
大
字

の
書
家
と
し

て
出
て
く
る
の
は
、
か
れ
が
永
字

八
法
を
伝
え
た
か
ら
で
、

こ
の
本

の
首
に
天
宝

二
年

の
張
旭

の
字
説
を
の
せ
て
い
る
。
書
体
に
は
古
く
か
ら
署
書
が
あ
り
、
題
署

の
た
め
に
大
字
を
か
く

一
体
が
あ
り
、

各
代
に
そ
の
書
法
を
承
け

つ
い
だ
統
緒

の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
流
れ
は
明
代
に
及
ん
で
、
景
泰

二
年

(
一
四
五

一
)
李
淳
が
、
僧
楚
章
か
ら
李
河
光
の
永
字
八
法

変
化
三
十

二
勢
を
授
か
り
、
さ
ら
に
大
字
結
構
八
十

四
法
を
あ
ら
わ
し
て
上
進
し

て
い
る
。

清
の
為
武

の

胴
書
法
正
伝
」
に
は
、

李
河
光
の

「
永
字
八
法
」
と
李
淳
の

「
大
字
結
構
は
八
十
四
法
」
を
載
せ
て
い
る
。
大
字
結
構
は
文
字

の
間
架
結
構
を
字
形
別
に
整
理
し
た
も
の
で
、
初
心
の
学
習
に
は
必
須

の
も
の
で
あ
る
。
魯
孟
挙

(希

原
)

と
と
も
に
明
初
に
名

の
あ

っ
た
も

の
に
姜
立
綱
が
あ
り
、
李
雪
庵

の
大
字

の
法
を
受
け

て
、
同
じ
く
永
字
八
法
を
基
本
と
し
て
、
永
字

八
法

の
応
用
の
点
画
の
七
十

二
筆
勢
を
説
き
、
ま
た
間
架
結
構

の
諸
式
を
示
し
て
い
る
。

ロ
本

で
、
寛
文
、
元
禄
の
こ
ろ
に
流
行
し
た

h
内
閣
秘
伝
字
府
」
お
よ
び
そ
の
系
統

の
指
導
書
は
、
姜

の
説

か
ら
出
て
い
る
。

こ
れ
も
さ
か

の
ぼ
れ
ば
李
雪
庵
に
出
る
と
言

っ
て
よ
い
。
享
保
二
十
年
刊

「
中
書
楷
訣
」
は
姜
立
綱
の
著
書
と
し
て
覆
刊
さ
れ
た
も

の
で
、
原
著

に
は

嘉
靖
八
年

(
一
五
二
九
)

三
月
陳
樺
の
蹟
が
あ
る
。

こ
れ
も
お
な
じ
く
永
字
八
法
と
間
架
結
構
を
図
示
し
た
著
書
で
あ
り
、
中
書
格
と
よ
ば
れ
て
、
書

の
学
習
の
基
本
と

し

て
日
本
に
も
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
書
と
い
う
の
は
、
中
書
省
の
こ
と
で
、
詔
令
な
ど
を
清
書
す
る
中
書
舎
人

の
官
に
あ

っ
た
人
た
ち
が
楷
書
を
よ
く
し
、

そ
の

書
法
が
世
の
学
習
者
の
基
本
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

鄭
杓

の

「
衡
極
」

五
巻
、
鄭
杓
は
、
字
は
子
経
と

い
い
、
羅
源

(
福
建
)
の
人
。
元
の
泰
定
中

(
=
二
二
四
-

一
三
二
七
)

に
南
安
県
教
諭
と
な

っ
た
。
陳
旅

(字
は

衆
仲
、
甫
田
の
人
、
虞
集

に
文
才
を
み
と
め
ら
れ
て
推
薦
さ
れ
、
官
は
国
子
監
丞
に
至

っ
た
人
)
と
交
游
し
た
。

「
衡
極
」
は
五
篇
よ
り
成
り
、
至
朴
、
書
要
、
造
書
、

元
人
の
書
と
書
論
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元
人
の
書
と
書
論

古
学
、

天
五

の
各
篇

に
分

た
れ
る
が
、
内
容

は
必
ず
し
も

整

理
さ
れ

た
秩
序

正
し

い
著
述

で
は

な

い
。

至

朴

篇
は
書

の
源
流

と
、

諸
名
家

の
伝
統

を
と
き
、

八
卦

書
契

に

始

ま
り
宋

の
票

裏

で
終

っ
て
い
る
。

書
要
篇

は
、

ま
ず
、

六

書

の
説
を

と
き
、
古

文
象
隷
雑

体
等

の
各

体

の
技
巧

と
鑑
賞

の
理
論

を
と

い
て
い
る
。

そ

の
間

に
、
碑
帖

の

真
偽
を
弁
別
す

る
諸
条
が
あ

り
、
黄

庭
経
、
洛
神
賦

を
偽

と
し
、
張

旭
、
顔
真
卿

を
評
し

て
、

欧
、
虞
、

楮

、
醇

の
書

の
疲
茶
を

一
掃
し

た
と

い
う

な
ど
変

っ
た
説
を

立

て
て
い
る
。
造

書
篇
は
、
書

法

の
生
成

の
原

理
を
古
代
か

ら
説
き
起
し
、

つ
い
で
、
古
今

の
書
品
論

を
と

き
、

孫
過
庭

の
書
譜
、

姜
愛

の
績
書
譜
、

宣

和
書
譜
、

蘭

亭

考
、
黄
伯

思

の
東
観
余
論

な
ど
に
対
す

る
批
判

の
語
を

な

し

て
い
る
。

こ

の
批
判

は
大
局
を
論
じ

た
も

の

で
は
な
く
、
部
分

的
な

問
題
を
と
り
げ

て
疑

問

を
投
げ

か
け

て

い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の

一
つ

一
つ
は
み
な
か
な
り
手
厳

し

い
批
判

で
あ
る
。

ま
た
、
古

碑
を
論

じ
た
数

条

が
あ
る
。
古
学
篇

は
、

は
じ
め

に
魏

晋
以
後
唐

に
至
る
書
論

を
雑

記
し
、

署
書
、
銘
石
書

を
と
き
、

つ
い
で
晋
唐
宋

の
諸

家

の
書

を
論

じ
て

い
る
。
要

す

る
に
か
れ

の
取

る
と

こ
ろ
は
、
張
芝
、
鍾

孫
、
王
義

之
か
ら
、
唐

の
張
旭
、

顔
真
卿
、
李

陽
氷
、
宋

で
は
察

裏
ま

で
と
す

る

の
で
あ

っ
て
、

絶
対
的

な
古

典
主
義

の
立
場
を
と

っ
て

い

る
。

た
だ
、

そ

の
間

に
伝
説

的
な
虚
構

を
容

認

し
て
論

拠
と
す

る
と

こ
ろ
が
随
所

に
あ

る

の
は
新
鮮

と
は
言

え
な

い
点
も

あ

る
。
天

五
篇

で
は
、
執
筆

を
論
ず
る

ほ
か
は

、
書
体
、

書
法
、
書
論

が
雑

出
し

て
い
る
。

全
篇

に
は
劉
有

定

(字

は
能
静
、

号
原
範
、

請
田

の
入
)

の
注

が

つ
い
て
い

る

の
で
原
文

を
補

組
す
る
と

こ
ろ
が
多

い
。

は

じ

め
に
延
祐

七
年

(
一
三

二
〇
)

の
李
斉

(仲

思
)

の
序
文
が

あ

る
。

劉
有
定

の
序
が
至
治

二
年

(
=

三

一二
)

に
成

っ
て
い
る

の
で
、

こ

の
本

の
成

立

の
年
代

を
ほ

ぼ
推

定
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

今
、

行

わ
れ

て

い
る
の
は
陸

心

源

の
十
万
巻

楼
叢
書
本

で
あ
る
が
、

別
本

に
は
学

書
次
第

之
図

と
書
法
流
伝
之

図

の
二
図

が

つ
い
て

い
る

と

い
う
。

こ
の
二
図
は
侃

文
斎
書

画
譜
巻

四

に
収

め
ら
れ
て

い

る
。

学
書
次
第

之
図
は
、
法

帖
を
学

ぶ
と
き
、
年
令

に
応

じ

て
法
帖
が
指
定

さ
れ
る

こ
と

を
示
し
た
も

の

で
、
大
中

小

の
楷
書
、
行
、
草
、
象

、
古

文
、

八
分

の
手
本

を

八
歳

か
ら

二
十

五
歳
ま

で
に
配
し
て

い
る
。
書

法
流
伝

之

図

は
、

漢

の
薬
琶

に
は
じ
ま
り
、
魏

晋
南
北
朝

を
経

て
唐

に
及
ぶ
ま

で
の
書
法

の
伝

授

の
系

譜
を
図
示
し
た
も

の

で
あ
る
。

こ
れ
も
先

の
図

と
と
も

に
原
著

に
あ

っ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

こ
れ

を
見
る

と
、

書
が
伝
授

形
式

で
師

匠
か
ら
弟
子

に
教

え
ら
れ
た

と
い
う
見
方

で
排
列

さ

れ

て
い
る
。
従

っ
て
そ

の
目

標
は
漢
魏

晋
に
あ

り
、

そ

の
古
法

を
守

っ
た
唐
と
、

宋
で
は
察
裏

ま

で
を
限

界
と
し
、

そ

の
理
論
は
も
ち

ろ
ん
古

典

に
行

わ
れ

る
書

の
理
論

に
出
る
も

の
で
あ

る

こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
系

譜

に
張
旭

や
顔
真

卿
な
ど

の
、
今

日

の
書
道

史

で
は
革

新
派
と
言

わ
れ
る
書
人
が
あ

り
、

し
か
も
、

張
旭
な
ど

は
、

多
く

の
門

弟
を
擁
し

て
、

伝
授
書
道

の
大
家

の
位
地

を
占

め

て
い
る
。

こ
れ
は
現
在

の
書
道
史

で
は
、

こ

れ
を
革
新
と
よ

ん

で
い
る
が
、
中

国
の
書
論

で
は
そ
う

い
う

区

分

を
す

る

こ
と
は

な
く
新
し

い
考
え

で
新
し

い
書
風

を
備

え
た

人
も
す

べ
て
伝
統

の
系

譜

の
中

に
お

い
て

見
る
わ
け

で
、

系
譜
は
あ
く
ま

で
伝
統

一
す

じ

で
あ
り
、
革
新

派
が
伝
統

に
対
抗
す

る
よ
う
な
考
え
方

に
し
な

い
の
が
普

通

で
あ

る
。
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盛
煕
明
の

「
法
書
放
」

八
巻
、
著
者

の
盛
煕
明
は
、

出
身
は
曲
鮮

(
亀
藪
)

の
人
で
、

の
ち
予
章
に
住
ん
で
い
た
。

真
面
目
な
勉
学
家

で
、

学
問
も
広
く
才
能
も
あ

り
、
書
も
工
み

で
、
六
国

の
書
に
通
じ
て
い
た
と

い
う
。

「
法
書
放
」
は
書
学

の
文
献
を
よ
く
通
読
し
、
よ
く
整
理
し
て
編
成
し
た
も
の
で
、
至
正
甲
申
四
年

(
=
二
四

四
)
進
上
し
て
御
覧

に
供
し
、
禁
中

に
蔵
せ
ら
れ
た
と
い
う
、

(書
史
会
要
)
。
上
海
滴
弥
楼
景
印
砂
本

(四
部
叢
刊
続
編
)
、
曹
棟
亭
揚
州
詩
局
刊
十

二
種
の
中
に
も
収

め
ら
れ

て
い
る
。
陸
氏
十
万
巻
楼
叢
書
本
も
あ
る
。
内
容
は
、
書
譜
、
字
源
、
筆
法
、
図
訣
、
形
勢
、
風
神
、
工
用
、
附
録
の
八
巻
に
分
た
れ
る
。

書
譜
は
さ
ら

に
集
評
と
弁
古
と
に
分
れ
、
集
評
は
古
人

の
書
論
に
基
い
て
上
古
か
ら
唐
代
ま
で
の
書
人
を
ヒ
中
下
三
品
に
品
第
し
て
い
る
。
弁
古

は
、
ま
ず
古
文
笈
隷

の
古
石
刻
、
碑

お
よ
び
そ
の
参
考
文
献
を
列
挙
し
、

次
に
、
真
書
、
行
書
、

草
書

の
碑
帖
を
か
か
げ
、

真
偽
優
劣
の
評
を
加
え
て
、

の
ち
に
参
考
文
献
を
付
記
し
て
い

る
。
学
書
者
の
習
学
し
必
修
す
べ
き
も
の
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
字
源
は
梵
音
と
華
文
と
に
分

っ
て
い
る
。
梵
音
は
中
国
の
文
字

の
創
始
者
の
倉
韻
と
並
ぶ
も

の
と
し
て

梵
す
な
わ
ち
光
音
天
入
を
取
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
梵
音
の
声
韻
と
字
母
を
解
説
し
て
い
る
。

華
文
は
漢
の
許
慎
の

「
説
文
解
字
」

の
序
と
唐
の
張
懐
堪

の

「
十
体
書
断
」

を
あ
げ

て
解
説
を
加
え
て
い
る
。
筆
法
は
、
操
執
と
揮
運
と
に
分
ち
、
古
人

の
説
を
多
く
引
用
し
て
い
る
。
伝
授
書
道
の
弊
害
の
あ
る
記
事
も
あ
る
。
元

代
の
他

の
書
論

家
と
同
じ
よ
う
に
張
旭
、
懐
素
、
顔
真
卿
の
革
新
派
と
伝
統
派
の
書

の
区
分
を
せ
ず
に
論
じ
て
い
る
。
図
訣
は
八
法
と
偏
傍
と
に
分
ち
、
永
字
八
法
と
書

の
偏
傍

の
技
法

を
説

い
て
い
る
。

形
勢
は
、

布
置
と
肥
痩
と
に
分
ち
、

布
置
は
結
体
の
疎
密
を
論
じ
、

肥
痩
は
骨
格
に

つ
い
て
の
肥
痩
を
説
い
た
も

の
で
あ
る
。
風
神

は
、
情
性
と
遅
速
と
方
円
と
に
分
ち
、

工
用
は
宗
学
と
臨
華
と
丹
墨
と
に
分
ち
、
学
書
の
目
標
と
、
古
法
帖
の
臨
墓
と
用
墨
の
法

に
つ
い
て
論
じ
、
附
録
に
は
、
印
章
と

押
署
肱
尾
に

つ
い
て
説

い
て
い
る
。
曹
棟
亭

の
刊
本
に
は
、
首

に
元
の
虞
集
と
欧
陽
玄
と
掲
俣
斯
の
三
序
が
あ
る
。
末
尾
に
は
清

の
朱
弊
尊
の
践
が
あ
る
。
著
者

の
盛
氏

は
西
域
の
亀
藪

の
出
身
の
い
わ
ゆ
る
色
目
人
で
、
し
か
も
書
学

の
素
養
が
深
く
、
篇
目
も
よ
く
整
い
、
文
献
に
も
よ
く
通
じ
て
い
る
点
は
称
す
べ
き
と

こ
ろ
で
朱
氏
肱
に

も
、

「
そ
の
文

は
約
、
そ
の
旨
は
該
、

意
わ
ざ
り
き
、

九
州

の
外
に
乃
ち
こ
の
人
有
ら
ん
と
は
」

と
感
服
し
て
い
る
。

書
道

の
概
説
書
と
し
て
は
見
る
べ
き
著
述
で
あ

り
、
書
を
全
般

的
に
と
ら
え
て

的
確
な
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
時
代

の

保
守
的
な
傾
向
に
よ
く
迎
合
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

創
作
芸
術
の
書
で
は
な

く
、
伝
統
的
に
書
法
を
学
習
し
て
ゆ
く

一
般

の
動
向
に
応
ず
る
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

盛
熈
明
に
は
、
別
に
絵
画
に
関
し
て

「
図
画
放
」

の
著
が
あ
る
。

(上
海
酒
募
楼
景
印
伝
録
常
熟
盟
氏
鉄
琴
銅
剣
楼
蔵
紗
本
)
。

こ
れ

に
よ

っ
て
書
画
両
方
面
に
お
い

て
見
識
の
あ

っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
付

記
す
る
。

陳
繹
曽

「
翰
林
要
訣
」
、
陳
縄
曽
は
、
字
は
伯
敷
、
処
州

(
漸
江
)

の
人
、
進
士
と
な
り
、

官
は
国
子
助
教
に
至

っ
た
人
。

國
翰
林
要
訣
」
は

一
巻
よ
り
成
り
、
内
容

元
人
の
書
と
蕃
論
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元
人
の
書
と
書
論

は
、
執
筆
法
、
血
法
、
骨
法
、
筋
法
、
肉
法
、
平
法
、
直
法
、
員
法
、
方
法
、
分
布
法
、

変
法
、

法
書
の
十

二
条
に
分

っ
て
い
る
。

美
術
叢
書
本
、

書
法
正
伝
本
そ
の

他
、

「
書
史
会
要
」
、
王
世
貞
の

「
古
今
法
書
苑
」

に
も
部
分
的

に
収
録
さ
れ
、

【
侃
文
斎
書
画
譜
」

に
も
あ
る
。

各
本
字
句
に
か
な
り
異
同
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
伝
授

書
道
に
よ
り

口
述
で
師
授
さ
れ
た
記
録
か
ら
出
た
た
め
に
伝
紗
に
よ

っ
て
字
句
の
異
同
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
書
法
正
伝
本
に
は
、
目
録

の
末
尾
に
至
正
二
年

(
=
二

四
二
)
冬
、
朱
昇

の
題
記
が
あ
り
、
こ
の
本
の
成
立
年
代
が
わ
か
る
。
内
容
の
示
す
と
お
り
書
の
技
法
を
主
と
し
た
指
導
書

で
あ
り
、
当
時
ひ
ろ
く
用

い
ら
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
後
世
、
鵜
武

の

「
書
法

正
伝
」

に
李
雪
庵
の
著
書
な
ど
と
と
も
に
第

一
冊
に
採
用
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
そ
の
普
及
性
が
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
う

一
つ

「
書
法
三
昧
」
が
あ
る
。
同
じ
く
書
の
技
法
の
基
本
書
で
あ
る
。

こ
れ
も

「
書
法
正
伝
」
と

「
侃
文
斎
書
画
譜
」

に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
明
初

の
胡
翰

の
序
文
に
こ
れ
は
鮮
干
枢
、
趙
孟
頬
、
康
里
曖

々
が
常
に
宝
愛
し
、
周
伯
埼
も

こ
れ
を
見
た
と
伝
え
ら
れ
る
も

の
で
、
こ
の
よ
う
な
通
俗
な
書
道

の
学
習

の
た
め

の
指
導
書
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
な
お

二
、

三
こ
の
種

の
も
の
が
あ
る
が
、
重
要
な
も
の
は
上
記
の
四
種
で
あ
る
。

以
上

の
諸
書
を
通
じ
て
言
い
う
る
こ
と
は
、
元
代

の
書
道
は
、
保
守
性
が
強
く
、
伝
統

の
書
道
を
守
る
た
あ
に
、
そ
の
伝
授

に
よ
る
書
法
を
重
ん
じ
て
、

一
般
に
書
論

と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
書
法

の
技
術
面
の
濃
厚
な
参
考
書
が
多
く
行
わ
れ
た
。
反
面
に
お

い
て
、
北
宋
の
東
披
、
山
谷
、
海
岳
ら
の
称
え
た
創
作
的
な
新
し
い
書
論
は
影

を
ひ
そ
め
て
、

つ
い
に
表
面

に
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
顔
真
卿
や
張
旭
、
懐
素
は
取
り
あ
げ
ら
れ
て
も
、
そ
の
新
鮮
な
創
作
性
を
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、
伝
統
書
道
の
堅
固
な
城
郭

の
中
に
お
い
て
そ
れ
を
系
譜
の
中
の
書
人
と
し
て
見
て
い
る
。
東
坂

の
人
間
性
を
発
露
し
た
自
由
な
境
地
や
山
谷
の
俗
塵
か
ら
脱
し
た

超
越
性
や
、
米
苗

の
平
淡
天
真
の
妙
な
ど
、
書
道

の
核
心
に
ふ
れ
る
精
神
性
を
直
接
に
と
ら
え
る
こ
と
は
な
く
。
書
道
の
全
般
を
概
説
す
る
こ
と
は
で
き
、
書
法
の
精
巧

な
道
を
開
く
こ
と
に
は
、
大
き
な
努
力
が
払
わ
れ
て
、
や
が

て
次

の
明
代
の
前
半
期
の
古
典
性
に
役
立

つ
と
こ
ろ
は
少
く
な
か

っ
た
点
は
、

一
応
の
評
価

は
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

IS

 

結

び

 

元
代
の
書
人
は
、
蒙
古
人
と
色
目
人
と
漢
人
と
に
分
れ
る
が
、
書
を
よ
く
し
た
も
の
は
、

い
ず
れ
に
も
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
は
後
世
、
漢
人
の
書
家
が
多
く
取
り

あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
れ
は
書
の
文
化
の
担
当
者
が
歴
史
的
に
も
漢
入
が
優
位
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
元
代
に
は
と
く
に
趙
孟
頬
と
い
う
天
才
的
な
古
典
作

家
が
出
現
し
、
上
下
の
信
頼
を
得
た
た
め
に
、
そ
の
大
勢
も
こ
の
方
向
に
傾

い
て
い

っ
た
。
趙
氏

一
家
を
は
じ
め
、
趙

の
門
下
、
ま
た
趙

の
書
風
を
慕
う
も
の
は
、
士
大



夫

の
大

半
を
占

め
て

い
る
。

趙
と
対
抗

し

え
た

の
は
鮮

干
枢

、
郵

文
原

で
あ
り
、
虞

集
、
掲
便
斯

な
ど

み

な

一
家

を
な
し

な
が
ら
も
、
結

局

は
す

べ
て
趙

風

の
傘

下

に
集

っ
た
感

が
あ
る
。
元
末

の
箭

和
に

い
た
る
ま

で
趙
風

は
永

く

こ
の
時
代
を
蔽

う

て

い
た
。
趙
が
各

体
を

よ

く
し
た

の
は
天
資

に
出

る
で
あ
ろ

う
が
、

他

の
多
く

は

一
体

に

秀

で
て
も
、
各

体
に
通

達
す

る

こ
と

で
は
趙

に
は
及

ば
な

か

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

鮮

r
枢

の
草
書
、

康

里

子
山

の
章
草

な
ど
草

体

に
特

色
を

出
し

て

一
家

を
成
す

も

の
が

あ

る

の
も

こ

の
時
代

の

一
特

色
で
あ
る
。

元
時
代
も

後
半

期

に
入
り

、
趙

の
没

し

て
の
ち
、

文
芸
家

の
中

に
、

新
し

い
気
風
が

起

っ
た
。

こ
の
間

に
出

た
張

雨
、
饒

介
、

楊

維
槙
、
侃

蹟

な
ど

は
、
古
典

か
ら
出

て

い
る
と
言

わ
れ

な

が
ら
も

、
も
は

や
趙

風

の

一
語

で
言

い
尽
く

す

こ
と

の
で
き
な

い
境
界
を
も

っ
て
い
る
。

悦

の
画

は
米

箭

に

つ
な
が

る
し
、

張
雨
は

米
龍

を
崇

敬
し

て
そ

の
小
伝

を
書

い

て
い
る

の
を
見

て
も
、

そ
の
系
列

の
す

で
に
異

数

で
あ

る

こ
と

を
察
す

る
こ
と
が

で
き
よ

う
。

以

上
の
よ

う

な
わ
け

で
書
論

で
は
、

趙

の
書

と
平
行
す

る
絶
対
的

に
晋

唐

に
終
始
す

る
古
典
論

が
大
き

く
巾
を

と

っ
て

い
る
。

題
蹟

の
た
ぐ

い
に
、

こ

の
種

の
書

論

の
よ

い
も

の
が
あ

る
。
都

経
、

趙
孟
頬
、
哀

柚
、
虞

集
、

宋
本
、
衷
裏

な
ど

、

み
な

よ

い
書
論

を

の
こ
し
て

い
る
。
都

経
が

、
奇

を
以

っ
て
正
と

な
す
と

い
う
明

の
董
其

昌

の
し
ば

し
ば

用

い
る
言
葉

を
出
し
て

い
る

の
は
先

覚
者

と
し

て
注
目

さ
れ

て
よ

い
。
衰
哀

の
書

道

の
歴
史

的
な
大
観

も
、

こ
の
時
代
と

し

て
は
め
ず
ら
し

い
見
識

で
あ

る
。

宋
本

に
も

め

ず

ら
し

い
個

性
論
が
あ

る
な
ど
、
各

様

の
書
論

が
見

ら
れ

る
。

一
般

に
は
伝
授
書

道

の
通
俗
な
学
習

指
導

の
た

め

の
書
論

が
、

広
く
行
わ

れ

て
い
た
。

そ
れ

は

】
面

に
は

漢
字

を
知

ら
な

い
異
民

族

の
教
養

の
た

め

に
行
わ
れ

た
と

も
言

え

る
が
、

文

人
学

者

の
見
識

の
高

い
も

の

は
必
ず

し
も

こ
れ

に
は
捕
わ
れ

て
は

い
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

な
永
字
八
法

や
大
字

の
流
布
し

た
反
面

に
、
文

字

の
学

問
に
立

つ
て
古

文
笈
隷

を
よ
く

し
た

の
も
か

な
り

の
数

に
上

る
が
、
後

世

の
帖
学

派

の
人

々
の
観
賞

面

に
は
と
か
く

尺
腰
や
行

草

の
詩
翰

が
尊

重
さ
れ

る
の

で
、

広

く
は
伝

わ
ら
な

か

っ
た

よ
う

で
あ
る
。

結
局

、

元
代

に
求

め
ら
れ

る
も

の
は
趙
を
第

一
と
し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
が
、
も

う

一
つ
は
、

趙

の
古
典

主
義

の
中
か
ら
、

元

の
後

半
期

の

こ
ろ
次
第

に
起
こ

っ
て
き

た
文
人

の
新
鮮

で
高
逸

な
風

気
が
繭
し

て
、

そ
れ

が
明

の
前
半
期

の
古

典
性

の
う
ち

に
潜
在

力

と
な

っ
て
、

や
が

て
の
ち

の
文
人

芸
術

に

つ
な
が
る
も

の
が
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
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