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張
懐
耀

『書
断
』
の
書
膿
論成

田

健

太

郎

京
都
大
草

一

張
慣
礎

と

『書
断
』

①

②

張
懐
球

は

'
唐
代
を
代
表
す
る
書
論
家
で
あ
り
'
『書
断

』

は
そ

の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
｡
懐
種
が

『書
断
』
を
書
き
上
げ
る
の

は
開
元
十
五
年

(七
二
七
)
の
こ
と
だ
が
'
こ
の
頃
の
懐
種
は
い
ま

だ
在
野
の
一
撃
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
そ
の
後
閑
元
年
聞

(-
七
四

一
)
に
翰
林
待
詔
と
な
っ
て
か
ら
は
宮
中
で
活
動
し
､
い
-
つ
か
の

著
作
を
残
し
て
は
い
る
が
'
宮
中
の
書
跡
と
い
う
第

一
級
の
資
料
が

利
用
で
き
な
か
っ
た
在
野
時
期
の
作
と
は
い
え
'
や
は
-

『書
断
』

が
質
量
と
も
に
最
も
豊
富
な
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
議
論
を
侯

た
な
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
翰
林
院
出
仕
以
前
の
唯

一
の
著
作
で
あ

る
か
ら
'
宮
中
に
お
け
る
流
行
や
政
策
上
の
方
針
か
ら
受
け
る
影
響

も
少
な
-
'
懐
礎
の
書
論
の
核
を
純
粋
な
形
で
知
る
こ
と
の
で
き
る

著
作
と
も
い
え
る
｡

懐
種
が

『書
断
』
を
著
し
た
要
因
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
ろ
う
が
､

一
言
で
い
え
ば
'
父
の
張
紹
宗
か
ら
継
承
し
た
博
続
的
書
撃
を
集
成

し
て
有
数
な
書
品
論
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ

③
う

｡

『書
断
』
の
論
は
､
多
-
西
菅
か
ら
南
朝
､
初
唐
に
か
け
て
の

書
論
の
引
用
を
据
-
ど
こ
ろ
と
し
て
進
め
ら
れ
る
が
､
そ
れ
ら
の
書

論
は
'
そ
の
内
容
か
ら
大
き
-
書
濃
論
と
吾
人
論
の
二
種
類
に
分
け

ら
れ
､
細
か
-
見
れ
ば
､
吾
人
論
は
さ
ら
に
､
善
人
列
樽
型
と
､
こ

④

れ
か
ら
尊
展
し
品
第
形
式
を
加
え
た
書
品
論
と
に
分
け
ら
れ
る
｡

『書
断
』
の
内
容
構
成
も
'
巻
上
の
､
十
書
膿
の
起
源
'
沿
革
を
述

べ
る

｢十
倍
源
流
｣
の
部
分
と
'
巻
中

･
下
の
､
歴
代
の
約
百
名
の

吾
人
を

｢紳
品
｣
｢妙
品
｣
｢能
品
｣
の
三
品
に
分
け
て
論
ず
る

｢三

品
優
劣
｣
の
部
分
と
に
分
か
れ
へ
従
来
の
様
々
な
型
の
書
論
を
集
成

し
ょ
う
と
い
う
意
園
が
こ
こ
に
見
て
と
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
｢三
品
優
劣
｣
の
部
分
は
'
皆
然
な
が
ら
従
来
の
書

品
論
'
具
憶
的
に
は
梁
の
庚
眉
吾

『書
品
』
と
武
后
期
の
李
嗣
異

『書
後
品
』
の
二
書
の
形
式
を
採
り
入
れ
た
も
の
だ
が
'
『書
断
』
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の

｢三
品
優
劣
｣
と
こ
の
二
書
の
品
第
法
に
は
決
定
的
な
違
い
が
二

鮎
あ
る
｡

一
瓢
は
'
『書
品
』
の
九
段
階

(｢上
之
上
｣
-

｢下
之
下
｣)'

『善
後
品
』
の
十
段
階

(｢逸
品
｣
｢上
上
品
｣
-

｢下
下
品
｣)
に
射
し
'

『書
断
』
は
三
段
階
と
､
そ
の
品
級
を
大
き
-
減
ら
し
て
い
る
鮎
で

あ
る
｡
も
う

一
鮎
は
､
善
人
の
品
第
に
初
め
て
書
憶
別
と
い
う
要
素

を
持
ち
こ
ん
だ
鮎
で
あ
る
｡
品
級
は
三
段
階
と
少
な
-
と
ど
め
る
も

の
の
､
善
人
を
各
蓄
膿
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
品
第
し
わ
け
'
従
来
の

書
品
論
に
も
劣
ら
ぬ
奥
行
き
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な

『書
断
』
の
品
第
法
の
特
徴
か
ら
は
'
『書
断
』
執

筆
の
大
き
な
動
機
と
目
的
が
見
え
て
-
る
｡
そ
れ
は
'
従
来
の
書
品

論
へ
の
不
満
と
､
客
観
的
基
準
に
よ
る
有
数
な
書
品
論
へ
の
欲
求
で

あ
る
｡
懐
種
は
'
以
下
の
よ
う
に
例
を
拳
げ
て

『書
品
』
『善
後
品
』

の
品
第
の
問
題
鮎
を
糾
弾
す
る
｡

庚
備
蓄
以
戚
否
相
推
､
而
列
九
品
｡
升
院
研
輿
衛
堆

･
索
靖

･

章
誕

･
皇
象

･
鐘
曾
同
居
第
三
等
｡
此
若
菜
杜
之
樹
'
植
橘
柚

之
林
｡
又
抑
薄
紹
之
輿
賛
高
帝
等
三
十
人
同
番
第
七
等
｡
亦
猶

⑤

屈
塵
梅
之
量
'
庭
操
属
之
伍
｡
李
大
夫
以
程
遡
居
第

言
m
o
且

書
博
所
載
'
程
妙
為
隷
法
'
其
於
工
拙
､
蔑
爾
無
間
'
遭
逃
又

張
懐
瑠

『書
断
山
の
書
髄
論

(成
田
)

無
､
何
以
知
共
晶
第
｡
又
云
､
梁
氏
石
書
'
雅
勤
於
葦

･
察
｡

以
梁
比
察
'
豊
不
懸
絶
｡
張
飛
伯
英
之
弟
'
妙
於
革
隷
八
分
｡

混
兄
之
書
､
故
謂
之
亜
聖
｡
衛
恒
兼
精
憶
勢
｡
時
人
云
'
得
伯

英
之
骨
｡
並
居
第
四
'
仇
輿
漢
王
同
流
｡
又
割
桓
玄

･
謝
安

･

素
子
雲

･
樺
智
永

･
陸
東
之
等
輿
王
知
敬
同
居
第
五
等
｡
若
此

敦
子
'
豊
輿
埼
能
｡

庚
尚
書
は
戚
否
を
以
て
相
ひ
推
し
､
而
し
て
九
品
に
列
す
｡
院

研
を
升
せ
て
衛
堆

･
索
靖

･
葦
誕

･
皇
象

･
鐘
合
と
同
じ
-
第

三
等
に
居
-
｡
此
れ
菜
杜
の
樹
の
'
橘
柚
の
林
に
植
う
る
が
若

し
｡
又
た
薄
紹
之
を
抑
へ
て
斉
高
帝
等
三
十
人
と
同
じ
く
第
七

等
と
為
す
｡
亦
た
猶
は
塵
梅
の
量
を
屈
し
､
操
層
の
伍
に
虞
-

が
ご
と
し
｡
李
大
夫
は
程
選
を
以
て
第

言
叩
に
居
-
｡
且
つ
書

はじ

博
の
載
す
る
所
は
'
程
瀞
め
て
隷
法
を
為
せ
ど
も
､
其
の
工
拙

に
於
て
は
'
蔑
爾
と
し
て
聞
ゆ
る
無
-
'
道
連
も
又
た
無
け
れ

ば
'
何
を
以
て
か
其
の
品
第
を
知
ら
ん
｡
又
た
云
ふ
'
｢梁
氏

の
石
書
は
'
葦

･
察
よ
-
も
雅
勤
な
り
｣
と
｡
梁
を
以
て
葉
に

比
す
る
は
､
豊
に
懸
絶
せ
ざ
ら
ん
｡
張
飛
は
伯
英
の
弟
に
し
て
'

草
隷
八
分
に
妙
な
り
｡
兄
の
書
を
混
じ
'
故
に
之
を
亜
聖
と
謂
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く
は

ふ
｡
衛
伍
は
兼
ね
て
佳
勢
に
精
し
.
時
人
云
ふ
､
｢伯
英
の
骨

を
得
た
-
｣
と
｡
遊
び
に
第
四
に
居
き
､
偽
ほ
漠
王
と
流
を
同

じ
う
す
｡
又
た
桓
玄

･
謝
安

･
粛
子
雲

･
鐸
智
永

･
陸
乗
之
等

しり
ぞ

を

動

け

て
王
知
敬
と
同
じ
-
第
五
等
に
居
-
｡
此
の
敦
子
が

ひ
と

若
き
は
､
山豆
に
輿
に
能
を

持

し

う
せ
ん
｡
(下
･
許
)

し
か
し
'
そ
れ
を
い
ち
い
ち
修
正
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
意
識
が
向

か
う
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
懐
擢
自
身
が
こ
れ
に
頼
け
て

晴
好
不
同
'
又
加
之
以
言
｡
-
-
形
象
無
常
､
不
可
典
要
､
固

難
平
也
｡

晴
好
同
じ
か
ら
ず
'
又
た
之
に
加
ふ
る
に
言
を
以
て
す
｡
-
-

ひ
やう

形
象
に
常
無
け
れ
ば
､
典
要
な
す
べ
か
ら
ず
'
固
よ
-

平

し

難
き
な
り
｡

と
言
う
よ
う
に
'
評
者
の
好
み
の
違
い
'
言
語
の
不
完
全
さ
､
封
象

た
る
書
の
定
形
の
な
さ
と
い
っ
た
も
の
に
起
因
す
る
限
界
を
自
覚
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
品
級
を
三
に
減
ら
す
こ
と
で
評

者
の
好
み
に
よ
る
ぶ
れ
を
抑
え
る
と
と
も
に
､
書
膿
と
い
う
新
た
な

軸
を
組
み
こ
む
こ
と
で
､
か
か
る
限
界
を
乗
-
こ
え
た

｢典
要
｣
あ

る
有
数
な
書
品
論
を
確
立
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
書
倍
の
多
様

さ
は
確
か
に
書
の
定
形
の
な
さ
の

一
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
｡
蓄
膿
と

い
う
軸
を
が
ん
ら
い
善
人
論
で
あ
る
書
品
論
に
お
い
て
活
用
し
ょ
う

⑥

と
し
た
こ
と
こ
そ
'
懐
堆
以
前
に
は
無
か
っ
た
税
鮎
で
あ
る

.

書
品
論
に
お
け
る
書
膿
と
い
う
新
た
な
軸
は
懐
礎
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
創
ら
れ
'
『書
断
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
致
果
を
蓉
揮
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

二

『書

断
』
の

十

膿

ま
ず
'
『書
断
』
の
十
倍
に
つ
い
て
､
そ
の
派
生
の
過
程
と
､
費

いた
⑦

明
者
と
す
る
吾
人
'
そ
れ
に
各
健
に
つ
い
て

｢其
の
極
み
に

造

る

｣

と
'
頂
鮎
を
極
め
た
と
す
る
善
人
を
左
に
園
ホ
し
て
お
こ
う
｡

起
源

発
明
者

｢造
其
極
｣

Jd

隷 八 小 指 大 古
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券 豪 豪 妻 妾 (

蒼
頴

周

･
史
籍

周

･
史
籍

秦

･
李
斯

秦

･
王
次
仲

秦

･
程
遡

李
斯

寮
監

鍾
薪

･
王
義
之



章
草

隷
書

前
漠

･
史
瀞

行
書

隷
書

後
漠

･
劉
徳
昇

飛
自

八
分

後
漠

･
寮
監

草
書

章

草

後
漠

･
張
芝

張
芝

王
義

之

･
厳
之

王
義
之

･
献
之

張
芝

次
に
'
『書
噺
』
の
十
膿
は
､
昔
時
の
1
股
的
な
書
鰹
観
か
ら
見

て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
近
い
時
代
の
記
事
に
ど
の

よ
う
な
蓄
膿
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
｡
ま
ず
､
『大
唐

⑧
六
典

』

(秘
書
省
･
校
喜
郎
)
に
は
､

校
喜
郎
正
字
'
掌
讐
校
典
籍
'
刊
正
文
字
｡
字
髄
有
五
｡

一
日

古
文
'
摩
而
不
用
｡
二
H
大
家
､
惟
於
石
経
載
之
｡
三
日
小
策
'

謂
印
璽

･
旗
施

･
碑
褐
所
用
｡
四
日
八
分
'
謂
石
経

･
碑
褐
所

用
｡
五
日
隷
書
､
典
籍

･
表
奏
及
公
私
文
疏
所
用
｡

校
吾
郎
正
字
は
'
典
籍
を
讐
校
L
t
文
字
を
刊
正
す
る
を
掌
る
｡

字
膿
に
五
有
-
｡

l
に
目
-
古
文
'
廃
し
て
用
ゐ
ず
｡
二
に
日

-
大
家
､
惟
だ
石
経
に
於
て
之
を
載
す
｡
三
に
日
-
小
蒙
'
印

璽

･
旅
施

･
碑
硯
の
用
ゐ
る
所
を
謂
ふ
｡
四
に
日
-
八
分
､
石

経

･
碑
禍
の
用
ゐ
る
所
を
謂
ふ
｡
五
に
日
-
隷
書
､
典
籍

･
表

奏
及
び
公
私
の
文
疏
の
用
ゐ
る
所
な
り
｡

張
懐
瑠

F書
断
｣
の
書
髄
論

(成
田
)

と
あ
り
'
用
途
の
違
い
を
示
し
っ
つ
'
古
文
'
大
業
'
小
策
､
八
分
'

隷
書
の
五
膿
を
挙
げ
て
い
る
｡
ま
た
'
李
嗣
異

『善
後
品
』
の
各
品

の
目
録
に
は
､

李
斯
小
策

張
芝
草

錘
象
正

義
之
三
鯉
及
飛
自

献
之
行
書
､
草
書
'
牛
革

(以
上
､
逸
品
)

程
遡
隷

雀
瑳
小
策

(以
上
､
上
上
品
)

崖
蓮
華
幸

衛
夫
人
正

(以
上
'
上
下
品
)

と
､

1
部
の
善
人
に
つ
い
て
そ
の
能
-
し
た
蓄
膿
を
注
記
し
､
『書

断
』
の
分
類
で
い
え
ば
'
小
策
'
隷
書
'
章
草
､
行
書
'
飛
白
､
草

書
の
六
憶
が
見
え
る
.
ま
た
､
李
嗣
異
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
孫
過
庭

⑨

『書
譜

』

に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
｡

趨
吏
適
時
､
行
書
鵠
安
｡
題
勘
方
高
'
鼻
乃
居
先
｡
草
不
棄
藁
'

殆
於
専
謹
｡
藁
不
通
草
､
殊
非
翰
札
｡
星
以
鮎
董
馬
形
質
'
使

J7



中
歯
文
学
報

第
七
十
二
冊

持
馬
惰
性
｡

草
以
鮎
重
篤
惰
性
'
便
轄
馬
形
質
｡
草
乗
便
韓
'

不
能
成
字
｡
賞
鷹
鮎
茎
､
猶
可
記
文
｡
廻
互
雄
殊
､
大
腰
相
渉
｡

故
亦
傍
通
二
蒙
'
僻
貫
八
分
'
包
括
篇
章
'
滴
泳
飛
白
｡

趨
吏
時
に
適
ふ
は
､
行
書
安
と
為
す
｡
題
勤
方
言
は
'
異
乃
ち

先
に
居
-
｡
草
の
み
に
し
て
異
を
兼
ね
ず
ん
ば
､
専
謀
に
殆
し
｡

異
の
み
に
し
て
草
に
通
ぜ
ず
ん
ば
'
殊
に
翰
札
に
非
あ
-
｡
寅

は
部
室
を
以
て
形
質
と
為
し
､
使
樽
は
惰
性
と
為
す
｡
草
は
鮎

書
盲

以
て
惰
性
と
為
し
､
使
韓
は
形
質
と
為
す
｡
草
は
便
縛
に

もと
禿

れ

ば
'
字
を
成
す
能
は
ず
｡
寅
は
鮎
善
一に
鷹
-
と
も
'
猶
ほ

文
を
記
す
べ
し
｡
廻
互
は
殊
な
-
と
錐
も
､
大
腰
は
相
ひ
捗
る
｡

故
に
亦
た
二
蒙
に
傍
通
し
'
八
分
を
傭
貫
し
､
篇
章
を
包
括
し
'

飛
白
に
滴
泳
す
｡

こ
れ
に
は
行
書
'
異
書
'
草
書
'
二
蒙

(大
家
と
小
宴
)'
八
分
､
篇

章
､
飛
白
の
八
髄
が
見
え
る
｡
以
上
の
記
述
を
組
合
し

『書
断
』
の

十
億
と
比
較
す
る
と
'
そ
の
枠
組
み
は
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
が
わ
か

る
が
'
記
述
の
な
い
籍
文
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
考
察
が
必
要
で
あ

る
｡

『書
断
』
に
籍
文
を
能
-
し
た
と
さ
れ
る
喜
入
は
､
石
鼓
文
を
残

し
た
と
さ
れ
る
史
籍

(紳
品
)
の
み
で
あ
-
'
懐
種
に
と

っ
て
は
籍

文
す
な
わ
ち
石
鼓
文
で
あ
る
｡
石
鼓
は
､
唐
の
初
頭
に
馨
見
さ
れ
､

現
在
で
は
戦
国
秦
の
制
作
と
さ
れ
る
が
'
昔
時
は
'
周
の
宣
王
期
の

も
の
で
'
そ
の
文
字
は
宣
王
の
史

(書
記
官
)
で
あ
る
史
籍
の
手
に

⑲

な
る
清
文
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た

｡

石
鼓
文
は

『善
後
品
』
や
､

=

懐
礎
と
同
時
代
の
杜
甫
の
詩
に
も
現

れ

'

昔
時
石
鼓
文
が
史
籍
の
其

跡
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡
籍
文
は
'
本
来

大
業
の
別
名
で
あ
-
､
と
も
に

『史
籍
篇
』
の
書
膿
で
あ

っ
て
'
両

者
を
二
種
の
別
の
書
膿
と
す
る
懐
球
の
考
え
は
誤
-
だ
が
､
つ
ま
-

は
懐
礎
が
籍
文
を

『書
断
』
の
十
健
の

一
に
立
て
た
の
も
'
昔
時
の

流
行
を
反
映
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
｡
『書
断
』
の
十
髄
は
'
昔
時

の
書
膿
観
に
根
ざ
し
て
選
揮
し
､
整
理
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
｡

ま
た
､
『書
断
』
の
十
膿
は
古
文
'
大
業
'
箱
文
'
小
宴
､
八
分
'

飛
白
の
六
種
と
'
隷
書
､
章
草
'
行
書
､
草
書
の
四
種
と
の
二
類
に

大
き
-
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
以
下
'
前
者
を

｢寡
額
｣
､
後
者

⑲

を

｢草
隷
｣
と
絶
桶
す
る
こ
と
に
す
る

｡

こ
の
よ
う
な
二
分
法
は
'

『善
後
品
』
(上
品
許
)
の
以
下
の
記
述
に
も
す
で
に
硯
れ
て
い
る
｡

農
業
者
小
学
之
所
宗
'
草
隷
者
士
人
之
所
荷
｡
近
代
君
子
'
故
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多
好
之
｡

姦
策
な
る
者
は
小
学
の
宗
と
す
る
所
に
し
て
､
草
隷
な
る
者
は

士
人
の
荷
ぶ
所
な
-
｡
近
代
の
君
子
は
､
故
に
多
-
之
を
好
む
｡

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
蒙
類
は
小
学

(文
字
撃
)
の
た
め
の
書
膿
で
あ
-
､

君
子
の
徐
垂
と
し
て
修
め
る
べ
き
は
草
隷
で
あ
る
t
と
い
う
色
分
け

に
な
る
｡
こ
の
記
述
か
ら
は
､
｢義
家
｣
｢草
隷
｣
と
い
う
絶
稀
を
具

佳
的
に
ど
の
よ
う
な
蓄
膿
を
含
め
て
設
定
し
て
い
る
の
か
は
見
え
な

い

が
､
さ
き
に
引
い
た

『書
譜
』
か
ら
は
'
同
時
代
の
異
性
的
な
理

解

が
窺
え
る
｡
書
垂
の
本
流
と
し
て
意
識
さ
れ
'
｢鮎
葺
｣
と

｢便

樽
｣
の
封
立
と
い
っ
た
充
害
し
た
議
論
も
見
ら
れ
る
の
は
､
や
は
-

異
書
､
行
書
､
草
書
の
三
倍
'
す
な
わ
ち
草
隷
で
あ
-
'
本
流
で
あ

る
草
隷
の
向
上
の
た
め
に
肥
や
し
と
し
て
学
ぶ
べ
き
も
の
が
､
二
蒙
､

八
分
､
篇
章
､
飛
白
の
蒙
類
で
あ
る
｡
こ
こ
で
言
う

｢篇
章
｣
と
は
､

章
革
を
指
す
が
､
さ
き
に
提
示
し
た

『書
断
』
の
十
倍
の
二
分
法
と

異
な
-
蒙
類
に
属
し
て
い
る
｡
『書
断
』
に
お
い
て
は
な
ぜ
章
草
を

草
隷
に
入
れ
る
べ
き
か
は
'
後
に
説
明
す
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
『書
断
』
の
十
倍
は
蒙
類
と
草
隷
の
二
類
に
分

け
ら
れ
る
が
t
で
は
､
蒙
類
'
草
隷
と
い
う
ま
と
ま
-
､
ま
た
そ
れ

張
懐
堆

『書
断
』
の
書
膿
論

(成
田
)

ぞ
れ
の
内
部
に
お
け
る
各
書
濃
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

か
｡
こ
れ
を
論
ず
る
前
に
､
次
節
で
は
鍵
と
な
る
質
と
文
'
古
と
今

と
い
う
概
念
と
こ
れ
に
封
す
る
懐
種
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い｡

三

質
と
文
､
古
と
今

質
と
文
は
'
古
代
中
閲
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
様
式
に
お
い
て
停
統
的

で
古
典
的
な
封
立
概
念
で
あ
る
｡
『書
断
』
に
お
い
て
も
こ
の
概
念

は
多
用
さ
れ
､
以
下
の
よ
う
な

｢質
｣
と

｢文
｣
以
外
の
封
も
多
用

さ
れ
る
｡

ヽ

ヽ

奮
研
揚
波
'
金
相
玉
質
｡

ヽ
ヽ

棺
之
馬
妙
今

備
華
賓
.
(以
上
､
上
･
八
分
賛
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

賓
而
不
朴
'

文
而
不
華
｡
(中
･
納
品
･
皇
象
)

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

宜
有
豊
厚
淳
朴
､
補
乏
折
華
｡
(中
･
妙
品
･
王
借
虞
)

ヽ
ヽ

其
書
絶
世
､
剛
柔
備
葛
｡
(中
･
両
品
･
鐘
鶴
)

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
-
と
'
質
と
文
の
封
立
の
輪
郭
が
は
っ
き
-
し

て
-
る
｡
ま
ず
､
質
が
も
の
の
核
心
を
占
め
る
本
質
'
賓
質
で
あ
る

の
に
暫
し
､
文
は
表
面
的
な
あ
や
'
か
ざ
り
'
文
飾
で
あ
る
｡
ま
た
'
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両
者
は
植
物
で
言
え
ば
'

内
容
の
充
章
が
重
要
な

｢賓
｣
と
､
外
面

の
美
し
さ
､
芳
し
さ
が
重
要
な

｢華
｣
に
瞭
え
ら
れ
'
そ
し
て
性
質

と
し
て
は
､
｢淳
朴
｣
と

｢妨
華
｣
が
示
す
よ
う
な
､
飾
-
気
の
な

い
素
朴
さ
と
､
あ
で
や
か
さ
'
華
や
か
さ
と
の
封
立
'
あ
る
い
は

｢剛
｣
と

｢柔
｣
が
示
す
内
剛
と
外
柔
の
封
立
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

ま
た
'
質
と
文
は
'
時
間
軸
上
の
概
念
で
は
そ
れ
ぞ
れ

｢古
｣
と

｢今
｣
に
置
き
換
え
ら
れ
'
こ
の
考
え
方
は

『書
断
』
(中

･
紳
品

･

李
斯
)
の
以
下
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
｡

古
文
可
馬
上
古
､
大
業
馬
中
古
､
小
宴
馬
下
古
｡
三
古
烏
賓
､

草
隷
篤
華
｡

古
文
は
上
古
と
為
す
べ
-
､
大
家
は
中
古
と
為
し
'
小
策
は
下

古
と
為
す
｡
三
古
は
賓
と
為
し
'
革
隷
は
華
と
為
す
｡

た
だ
し
､
古
と
今
は
常
に
時
間
軸
上
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
-
､
軍
に
質
と
文
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

一
つ
と
し
て
現
れ

る
こ
と
も
多
い
｡
質
と
文
'
古
と
今
の
二
つ
の
封
は

一
倍
と
な
っ
て

一
つ
の
太
い
封
立
軸
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
質
と
文
､
古
と
今
の
互
換
性
は
､
懐
堆
以
前
の
書
論

に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
俸
続
的
特
徴
で
あ
り
'
そ
の
中
で
も
劉

宋

･
虞
餅

『論
苦
衷
』
の
以
下
の
一
節
は
､
最
も
時
期
の
早
い
も
の

と
し
て
重
要
で
あ
る
｡
懐
種
も
こ
れ
を
十
分
意
識
し
､
『書
断
』
に

⑬

引
用
し
て
い
る

｡

古
質
而
今
研
'
敏
之
常
也
｡
愛
析
而
薄
質
､
人
之
情
也
｡
鐘

･

張
方
之
二
王
'
可
謂
古
臭
'
山豆
得
撫
研
質
之
殊
｡
且
二
王
暮
年

皆
勝
於
少
｡
父
子
之
聞
'
又
烏
今
古
｡
子
敬
窮
共
析
妙
'
固
其

宜
也
｡

わぎ

古
は
質
に
し
て
今
は
折
な
る
は
'
数
の
常
な
-
｡
折
を
愛
し
て

･つと

質
を
薄
ん
ず
る
は
､
人
の
情
な
-
｡
錘

･
張
は
之
を
二
王
に
方

ぶ
れ
ば
､
古
と
謂
ふ
べ
-
'
山豆
に
桝
質
の
殊
な
る
こ
と
無
き
を

得
ん
｡
且
つ
二
王
は
暮
年
皆
な
少
き
に
勝
る
｡
父
子
の
聞
'
又

た
今
古
と
為
す
｡
子
敬
其
の
折
妙
を
窮
む
る
は
'
固
よ
-
其
れ

宜
な
-
｡

こ
の
虞
餅
の
説
は
､
書
論
に
お
け
る
質
と
文
､
古
と
今
の
出
番
鮎
と

い
え
'
文

･
今
を
質

･
古
よ
-
優
れ
る
と
す
る
鮎
が
注
目
さ
れ
る
｡

⑩

ま
た
､
以
降
の
書
論
で
も
繰
-
返
し
論
じ
ら
れ
る
四
賢

の

優
劣
論
の

出
費
鮎
で
も
あ
る
｡
そ
し
て
'
最
も
強
調
す
べ
き
は
'
質
と
文
､
古
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と
今
､
そ
し
て
四
賢
が
密
接
不
可
分
の
関
係
で
結
び
つ
き
､
そ
れ
ら

が
全
膿
と
し
て
優
劣
論
の
封
象
に
な
っ
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡
こ
の
構

園
は
以
降

の書

論

に

多大
な
影
響
を
輿

え

て
い

る
｡

⑮

次
に
'

『

書断

』

にも引
か

れ
る
孫

過

庭
『
書
譜

』

の
四
賢
の
優

劣
論
と
'
そ
れ
に

関
わ
る
質
と
文
'
古

と
今
を
見
て

お

こ
う
｡

評
者
云
､
彼
之
四
賢
'
古
今
特
絶
｡
而
今
不
達
古
､
古
質
而
今

断
｡
夫
質
以
代
興
'
析
因
俗
易
｡
雑
書
契
之
作
'
適
以
記
言
'

而
淳
醜

一
連
､
質
文
三
撃
｡
馳
驚
沿
革
'
物
理
常
然
｡
貴
能
古

不
束
時
､
今
不
同
弊
｡
所
謂
文
質
彬
彬
､
然
後
君
子
｡
何
必
易

離
宮
於
穴
庭
'
反
玉
略
於
椎
輪
者
乎
｡
又
云
､
子
敬
之
不
及
逸

少
'
猶
逸
少
不
及
錘

･
張
｡
意
者
'
以
為
許
得
其
綱
紀
'
而
未

詳
其
始
卒
也
｡
且
元
常
春
工
於
隷
書
'
百
英
尤
精
於
草
鰹
｡
彼

之
二
美
､
而
逸
少
兼
之
｡
擬
革
則
徐
其
'
比
鼻
則
長
草
｡
錐
専

工
小
劣
､
而
博
渉
多
優
｡
推
其
終
始
'
匪
無
乗
互
｡

評
者
云
ふ
､
｢彼
の
四
賢
は
､
古
今
の
特
権
な
-
｡
而
し
て
今

は
古
に
逮
ば
ず
'
古
は
質
に
し
て
今
は
析
な
-
｣
と
｡
夫
れ
質

も
こ

は
代
を
以
て
興
り
､
折
は
俗
に
因
-
て
易
る
｡
書
契
の

作

る

は
､

以
て
言
を
記
す
に
適
ふ
と
錐
も
'
而
し
て
淳
鱒
は

一
た
び
遣
り
'

張
懐
球

F書
断
』
の
蓄
膿
論

(成
田
)

質
文
は
三
た
び
埜
ず
｡
馳
驚
沿
革
は
､
物
の
理
常
に
然
-
.
能

そむ

-
古
に
し
て
時
に

兼

か

ず
'
今
に
し
て
弊
を
同
じ
う
せ
ざ
る
を

貴
ぶ
｡
所
謂

｢文
質
彬
彬
と
し
て
'
然
る
後
に
君
子
｣
な
-
｡

何
ぞ
必
ず
し
も
離
宮
を
穴
虞
に
易

へ
'
玉
格
を
椎
輪
に
反
す
者

な
ら
ん
や
｡
又
た
云
ふ
'
｢子
敬
の
逸
少
に
及
ぼ
ざ
る
は
'
猶

わ
もふに

ほ
逸
少
の
錘

･
張
に
及
ぼ
ざ
る
が
ご
と
し
｣
と
｡
意

者

'

以
て

其
の
綱
紀
を
許
し
待
た
れ
ど
'
而
し
て
未
だ
其
の
始
卒
を
詳
ら

か
に
せ
ず
と
為
す
な
-
｡
且
つ
元
常
は
専
ら
隷
書
に
工
み
に
し

は
く

く
は

て
'
育

英

は
尤
も
革
健
に

精

し

｡
被
れ
之
れ
二
美
な
れ
ど
'
而

し
て
逸
少
之
を
乗
ぬ
｡
草
に
擬
ふ
れ
ば
則
ち
星
を
験
し
､
真
に

や

比
ぶ
れ
ば
則
ち
革
に
長
ず
｡
専
工
は
小

や
劣
る
と
錐
も
､
而
し

て
博
渉
は
多
-
優
る
｡
其
の
終
始
を
据
ぶ
る
に
､
乗
互
無
き
に

匪
ず
｡

孫
過
庭
は
'
｢評
者
｣
の
説
'
い
わ
ば
従
来
の
書
論
の
線
髄
を
設
定

し
､
こ
れ
を
古

(鐘

･
張
)
を
今

(二
王
､
特
に
義
之
)
よ
り
優
れ
る

と
す
る
説
と
考
え
る
｡
こ
れ
は
虞
餅
の
説
と
は
正
反
封
だ
が
､
虞
鮮

以
来
の
四
賢
優
劣
論
を
質
と
文
'
古
と
今
と
い
う
基
準
の
み
に
依
摸

し
た
不
十
分
な
も
の
と
捉
え
る
鮎
で
は
決
し
て
外
れ
て
い
な
い
｡
そ
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し
て
'
そ
の
よ
う
な
従
来
の
評
債
の
掠
り
ど
こ
ろ
を
否
定
し
て
､
古

と
今
､
質
と
文
の
兼
備
を
理
想
と
す
る
が
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ

を
基
準
に
し
た
優
劣
論
に
尊
展
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
-
'
最
終
的
に

王
義
之
を
鐘
覇
'
張
芝
に
優
る
と
す
る
根
椋
は
､
義
之
の
諸
鰭
兼
能

と
鍾

･
張
の

一
腰
専
能
と
の
違
い
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
で
は
必
ず
し
も

明
快
で
は
な
い
が
'
従
来
の
単
純
な
質
と
文
､
古
と
今
の
封
立
の
構

園
か
ら
切
-
離
し
て
四
賢
を
評
債
し
ょ
う
と
い
う
意
園
を
こ
こ
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
｡

以
上
の

『書
断
』
以
前
の
様
子
を
押
さ
え
た
う
え
で
､
以
下
の

『書
断
』
(下
･
許
)
に
見
え
る
質
と
文
､
古
と
今
を
分
析
し
た
い
｡

夫
椎
輪
番
大
輪
之
始
｡
以
椎
輪
之
朴
､
不
如
大
略
之
華
､
蓋
以

拙
勝
工
'
豊
以
文
勝
質
｡
若
謂
文
勝
質
'
諸
子
不
達
周
孔
､
複

何
疑
哉
｡
或
以
法
可
博
'
則
輪
局
不
能
授
之
於
子
｡
是
知

一
致

而
百
慮
､
異
軌
而
同
奔
｡
鐘

･
張
碓
草
創
桶
能
､
二
王
乃
差
池

栴
妙
｡
若
以
居
先
則
勝
､
鐘

･
張
亦
有
所
師
｡
固
不
可
文
質
先

後
而
求
之
｡
蓋

一
以
貫
之
'
求
其
合
天
下
之
達
道
也
｡
雑
則
斉

聖
蹄
紳
'
妙
各
有
最
｡
若
其
書
古
雅
､
道
合
神
明
､
則
元
常
第

一
｡
若
暴
行
妨
美
､
粉
黛
無
施
､
則
過
少
第

一
｡
若
章
革
古
逸
'

極
致
高
深
'
則
伯
度
第

一
｡
若
章
則
勃
骨
天
縦
'
革
則
賛
化
無

方
'
則
伯
英
第

一
｡
其
聞
備
精
諸
憶
'
唯
猫
右
軍
'
次
至
大
令
｡

然
子
敬
可
諸
武
'
蓋
美
莫
'
未
蓋
善
也
｡
逸
少
可
謂
詔
､
蓋
美

奏
､
又
蓋
善
也
｡

た

夫
れ
椎
輪
は
大
略
の
始
め
鵠
-
｡
以
て
椎
輪
の
朴
は
､
大
輪
の

華
に
如
か
ず
と
す
れ
ど
も
､
蓋
し
以
て
拙
は
工
に
勝
る
と
し
､

山豆
に
以
て
文
は
質
に
勝
る
と
せ
ん
｡
若
し
文
は
質
に
勝
る
と
謂

は
ば
'
諸
子
の
周
孔
に
逮
ば
ざ
る
は
'
復
た
何
を
か
疑
は
ん
や
｡

或
い
は
以
て
法
は
倦
ふ
べ
L
と
せ
ば
'
則
ち
輪
后
は
之
を
子
に

揺
-
る
能
は
ず
｡
是
に
敦
を

1
に
し
て
慮
を
百
に
し
､
軌
を
異

に
し
て
奔
を
同
じ
う
す
る
を
知
る
｡
鍾

･
張
は
草
創
と
雄
も
能

を
稀
せ
ら
れ
'
二
王
は
乃
ち
差
池
と
し
て
妙
を
稀
せ
ら
る
｡
若

し
以
て
先
に
居
れ
ば
則
ち
勝
る
と
せ
ば
'
錘

･
張
に
も
亦
た
師

と
す
る
所
有
-
｡
固
よ
-
文
質
先
後
よ
-
し
て
之
を
求
む
べ
か

ら
ず
o
蓋
し

1
以
て
之
を
貫
き
'
其
の
天
下
の
達
道
に
合
す
る

の
ぼ

を
求
む
る
な
-
｡
則
ち
聖
を
脅
し
う
し
神
に

蹄

る
と
錐
も
'
妙

に
各
お
の
最
有
り
｡
真
書
の
古
雅
に
し
て
'
道
神
明
に
合
す
る

が
若
き
は
､
則
ち
元
常
第

一
な
り
｡
賞
行
の
析
美
に
し
て
､
粉
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黛
施
す
無
き
が
若
き
は
'
則
ち
逸
少
第

一
な
り
｡
章
草
の
古
逸

に
し
て
､
極
み
高
藻
に
致
る
が
若
き
は
'
則
ち
伯
度
第

1
な
-
.

章
は
則
ち
勤
骨
天
縦
に
し
て
､
草
は
則
ち
愛
化
無
方
な
る
が
若

つぶ
さ

く
は

き
は
､
則
ち
伯
英
第

一
な
-
｡
其

の
問
に

備

に
諸
腰
に
精
し

き
は
､
唯
だ
濁
-
右
軍
の
み
に
し
て
､
次

い
で
大
令
に
至
る
｡

然
る
に
子
敬
は
武
と
謂
ふ
べ
-
'
美
を
志
せ
ど
も
'
未
だ
善
を

蓋
さ
ざ
る
な
り
｡
逸
少
は
寵
と
謂
ふ
べ
-
､
美
を
志
し
て
'
又

た
善
を
志
す
な
り
｡

懐
確
は
こ
こ
で
ま
ず
'
古

･
質

の
例
と
し
て
椎
輪

(原
始
的
な
車
輪
)

を
'
今

･
文

の
例
と
し
て
大
輪

(後
世
の
豪
華
な
車
の
車
輪
)
を
挙
げ
'

朴
と
華
と
い
う
鮎
で
は
大
輪
の
華
が
優
る
が
､
拙
と
工
と
い
う
鮎
で

は
椎
輪
の
細
が
優
る
と
す
る

一
見
矛
盾
を
季
ん
だ
論
を
提
起
す
る
｡

そ
し
て
績
け
て
'
論
堰
を
示
し
っ
つ
'
文
が
質
に
優
る
と
す
る
論
､

先
が
後
に
優
る
と
す
る
論
の
南
方
を
否
定
し
'
こ
う

い
っ
た
も
の
を

優
劣
の
評
債
の
根
嫁
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
い
え

ば
'
孫
過
庭
の
よ
う
に
質
と
文
､
古
と
今
の
兼
備
を
理
想
と
し
て
掲

げ
る
わ
け
で
も
な
い
｡
孫
過
庭
の
論
も
'
質
と
文
､
古
と
今
と
い
う

物
差
し
の
上
で
測
る
以
上
'
従
来
の
構
画
を
完
全
に
脱
し
た
も
の
で

張
懐
種

『書
断
』
の
蓄
膿
論

(成
田
)

は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
質
と
文
､
古
と
今
と
い
う
許
債
基
準
の
相

野
化
こ
そ
が
'
『書
断
』
が
提
示
し
た
新
し
い
視
座
と

い
え
る
｡
そ

し
て
'
有
数
な
評
慣
基
準
と
し
て
'
｢妙
各
有
最
｣
と

い
う
多
元
的

債
値
観
を
表
明
し
､
さ
ら
に
横
け
て
五
賢
に
つ
い
て
そ
れ
を
具
性
的

に
述
べ
て
ゆ
-
｡
最
終
的
に
は
諸
膿
を
能
-
し
た
義
之
を
高
-
評
惜

し
､
孫
過
庭
と
大
差
な
い
よ
う
だ
が
､
注
目
す
べ
き
は
､
質
と
文
'

古
と
今
に
封
す
る
立
場
が
全
-
違
う
と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
懐
礎
は
'

虞
鮮
以
来
の
質
と
文
'
古
と
今
に
擦

っ
た
許
債
の
限
界
を
認
め
'
こ

れ
を
相
野
化
し
た
多
元
的
債
傍
観
を
提
起
し
て
こ
れ
を
乗
り
越
え
よ

う
と
し
'
そ
の
た
め
に
､
多
元
的
債
値
と
は
何
か
と

い
う
問
題
に
ま

す
ま
す
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
第

一
節
で
述
べ
た
'
書
品
論
の
新
た
な
軸
と
し
て
書
憶
に
着
眼
す
る
に

至

っ
た
動
機
と
全
-
軌
を

1
に
す
る
も
の
で
あ
る
.

四

静

と

動

前
節
の
結
論
と
し
て
'
懐
礎
は

『書
断
』
に
お
い
て
多
元
的
債
値

観
を
標
模
L
t
質
と
文
'
古
と
今
に
よ
る
優
劣
論
を
乗
り
越
え
よ
う

と
し
た
と
述
べ
た
が
'
す
で
に
引
用
し
た

｢妙
各
有
最
｣
の
説
は
､
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多
元
的
債
傍
観
が
最
も
端
的
な
形
で
表
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
｡
こ
れ

を
整
理
し
て
み
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
｡

真
書
古
雅
'
道
合
神
明
-
-
-
-
-
錘
蘇

其
行
析
美
､
粉
黛
無
施
-
-
-
-
-
王
義
之

章
草
古
逸
'
極
致
高
深
-
-
-
-
-
杜
度

章
則
勤
骨
天
縦
'
草
則
饗
化
無
方
-
張
芝

1
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
'
慣
値
の
あ
-
方
は
ま
ず
書
膿
に
よ
っ
て

限
定
さ
れ
'
次
に
そ
の
書
風
が
述
べ
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
蓄
膿
の
ほ

う
で
は
異
書

(隷
書
)､
章
草
が
重
出
す
る
し
､
書
風
の
ほ
う
で
も

｢古
雅
｣
と

｢古
逸
｣
は

｢古
｣
を
共
有
す
る
｡
つ
ま
-
'
蓄
膿
と

書
風
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る

｢妙
｣
の
あ
-
方
に
つ
い
て

｢最
｣
で
あ
る
善
人
を

一
人
ず
つ
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'

債
値
の
1
つ
と
し
て

｢祈
美
｣
と
い
っ
た
語
は
利
用
し
て
い
る
が
'

｢古
雅
｣
｢古
逸
｣
と
い
っ
た
表
現
は
'
質
と
文
'
古
と
今
の
枠
組

み
を
利
用
し
て
は
い
る
も
の
の
'
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
｡

も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
､
懐
種
は
質
と
文
'
古
と
今
だ
け
で
は
説
明

し
き
れ
な
い
か
ら
こ
そ
､
｢古
｣
に

｢雅
｣
｢逸
｣
と
い
っ
た
字
を
重

ね
た
複
合
的
な
術
語
を
運
用
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

本
節
で
は
､
こ
の
よ
う
な
質
と
文
､
古
と
今
と
い
う
停
続
的
な
枠
か

ら
漏
れ
出
た
慣
値
観
を
､
静
と
動
と
い
う
野
立
軸
を
用
意
し
て
分
析

し
た
い
｡

⑲

ま
ず
､
張
芝
の
章
草
の
特
長
と
し
て
現
れ
る

｢勃
骨

｣

｢骨
力
精

⑰熟
｣

と
い
っ
た
語
を
見
て
み
よ
う
｡
｢勤
骨
｣
あ
る
い
は

｢骨
力
｣

と
は
､
力
感
を
言
う
も
の
だ
が
'
そ
れ
は

｢骨
｣
す
な
わ
ち
内
に
赦

さ
れ
た
力
感
で
あ
-
'
外
へ
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
力
感
で
は
な
い
｡

王
厳
之
の
書
に
封
す
る
評
に
は

惜
其
陽
秋
筒
富
､
縦
逸
不
帝
､
天
骨
未
全
'
有
時
而
環
｡

惜
し
む
ら
く
は
其
の
陽
秋
筒
は
富
み
'
縦
逸
に
し
て
帝
が
れ
ず
'

天
骨
未
だ
全
か
ら
ず
し
て
､
時
と
し
て
碩
な
る
有
-
0
(中
･

納
品

･
王
厳
之
)

と
あ
り
､

｢骨
｣
が

｢縦
逸
｣
す
な
わ
ち
動
と
封
置
さ
れ
る
静
的
な

要
素
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た
､
｢精
熟
｣
の
語
に
は
､

長
い
時
間
を
費
や
し
て
き
め
細
か
-
鍛
え
あ
げ
ら
れ
た
囲
熟
味
が
感

じ
ら
れ
る
｡
王
厳
之
へ
の
許
の

｢天
骨
｣
も
､
長
い
年
月
を
か
け
て

獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡
張
芝
は
､
池
の
水
が

墨
で
異
っ
黒
に
な
る
ほ
ど
練
習
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
で
知
ら
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れ
､
そ
の
章
草
は
'
そ
の
修
練
に
裏
打
ち
さ
れ
た
落
ち
着
き
の
あ
る

味
わ
い
の
中
に
'
核
と
し
て
ど
っ
し
り
と
し
た
力
感
を
備
え
た
書
と

捉
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡
｢骨
力
精
熟
｣
は
､
静
と
動
で
い
え
ば
､

静
の
範
噂
に
屠
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に
､
鐘
額
の
隷
書
の
特
長
と
さ
れ
る

｢古
雅
｣
を
考
察
し
た
い
｡

鐘
額
の
隷
書
は
､

真
書
絶
世
'
剛
柔
備
蔦
｡
鮎
董
之
聞
､
多
有
異
趣
｡
可
謂
幽
深

無
際
'
古
雅
有
鈴
､
秦
漢
以
来
､

1
人
而
巳
｡

異
書
は
絶
世
に
し
て
､
剛
栗
備
は
れ
-
｡
黙
重
の
間
に
'
多
-

異
趣
有
-
｡
幽
深
際
無
-
､
古
雅
鎗
-
有
る
は
へ
秦
漠
以
来
'

1
人
の
み
と
謂
ふ
べ
し
｡
(中
･
軸
品
･
鐘
蘇
)

と
許
さ
れ
る
｡
剛
と
柔
､
す
な
わ
ち
質
と
文
の
兼
備
と
い
う
特
質
は
､

隷
書
質
に

｢隷
合
文
質
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
隷
書
と
い
う
蓄
膿

一
般

の
美
黙
で
あ
る
｡
鮎
葺
の
間
に
横
溢
す
る
猫
特
の
意
趣
こ
そ
が
､
鐘

轟
の
隷
書
に
の
み
備
わ
る
美
鮎
と
い
え
よ
う
.
こ
の
よ
う
な
意
趣
の

横
溢
に
よ
っ
て
'
｢幽
深
｣
奥
行
き
と
深
さ
の
あ
る
空
間
的
な
ス

ケ
ー
ル
感
が
生
れ
る
｡
こ
の
杢
閲
は
'
膨
張
し
'
噂
幅
L
t
接
大
し

て
ゆ
-
盛
-
上
が
-
で
は
な
-
､
ゆ
っ
-
-
と
'
穏
や
か
に
浸
み
わ

張
懐
耀

『書
断
』
の
書
髄
論

(成
田
)

た
っ
て
ゆ
-
静
か
な
贋
が
-
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
追
っ
て
ゆ
く
と
､

｢古
雅
｣
の

｢雅
｣
は
'
二
字
に
引
き
の
ぼ
せ
ば

｢温
雅
｣
｢閑
雅
｣

で
あ
-
､
穏
や
か
で
静
か
な
風
格
を
示
す
こ
と
が
見
え
て
-
る
｡

｢古
雅
｣
は
､
力
感
を
内
に
蓄
え
る
張
芝
の
章
革
と
は
異
な
る
が
､

静
と
動
で
い
え
ば
や
は
-
静
の
範
晴
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
'
性
質
は
異
な
-
な
が
ら
も
同
じ
-
静
の
範
晴
に
属

す
る
二
種
類
の
風
格
は
'
そ
れ
ぞ
れ

｢骨
｣
｢雅
｣
の
一
字
で
代
表

さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
｡
こ
れ
に
封
L
t
動
の
範
噂
を
代
表
し

う
る

1
字
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
､
｢逸
｣
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
｡
さ
き

に
引
い
た
王
厭
之
に
封
す
る
評
で
は

｢縦
逸
｣
が

｢天
骨
｣
と
封
置

さ
れ
'
何
物
に
も
縛
ら
れ
な
い
放
縦
さ
を
表
し
て
い
る
｡
す
る
と
'

杜
度
の
章
草
の

｢古
逸
｣
は
'
｢古
雅
｣
で
あ
る
錘
解
の
隷
書
と
古

と
い
う
特
質
を
共
有
し
っ
つ
'
静
と
動
で
は
封
立
す
る
｡
杜
度
の
章

革
と
錘
鯨
の
隷
書
の
共
通
鮎
は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
る
｡

伯
英
損
益
伯
度
章
草
､
亦
猶
逸
少
将
減
元
常
真
書
｡
難
潤
色
精

於
断
割
､
意
則
実
美
､
至
若
高
床
之
意
､
質
素
之
風
'
倶
不
及

其
師
也
｡

伯
英
の
伯
度
の
章
革
を
損
益
す
る
は
'
亦
た
猶
ほ
過
少
の
元
常
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く
は

の
真
書
を
増
減
す
る
が
ご
と
し
｡
潤
色
は
断
割
に
精
し
-
､
意

は
則
ち
美
な
-
と
錐
も
､
高
深
の
意
'
質
素
の
風
の
若
き
に
至

-
て
は
'
倶
に
其
の
師
に
及
ぼ
ざ
る
な
-
｡
(中
･
紳
品
･
杜

度
)

こ
こ
で
は
杜
度
と
錘
歓
が
そ
れ
ぞ
れ
張
芝
と
王
義
之
に
射
し
て
古
と

さ
れ
､
そ
の
共
通
す
る
美
鮎
は

｢高
深
之
意
｣
と

｢質
素
之
風
｣
で

あ
る
と
い
う
｡
後
者
は
古
と
直
結
し
､
前
者
は
鐘
孫
の
隷
書
の

｢幽

深
｣
と

1
致
し
､
杢
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
感
を
指
す
｡
本
来
時
間
的
な

ス
ケ
ー
ル
感
を
思
わ
せ
る
古
の
イ
メ
ー
ジ
は
'
室
間
的
な
ス
ケ
ー
ル

感
と
も

一
致
す
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
｡
こ
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
､

鍾
薪
の
隷
書
は
静
に
よ
っ
て
'

一
方
杜
度
の
章
草
は
動
に
よ
っ
て
作

り
だ
す
の
で
あ
る
｡

次
に
'
張
芝
の
草
書
の
特
長
と
さ
れ
る

｢埜
化
｣
を
見
て
み
た
い
｡

こ
の
語
は
'
｢精
熟
｣
と
封
比
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
､
動
の
範
噂
に

屠
す
る
と
務
想
さ
れ
る
が
'

一
腰
ど
の
よ
う
な
動
を
言
う
の
か
'

｢精
熟
｣
と
の
封
比
だ
け
で
は
わ
か
-
に
-
い
｡
そ
こ
で
'
張
芝
の

草
書
に
封
す
る
次
の
評
が
参
考
に
な
る
｡

張
芝
草
書
､
得
易
簡
流
速
之
極
｡
察
畠
飛
白
､
得
華
艶
楓
蕩
之

極
｡
字
之
逸
越
'
不
復
過
此
二
途
｡

張
芝
の
草
書
は
'
易
簡
流
速
の
極
み
を
得
た
-
｡
察
畠
の
飛
白

は
'
華
艶
楓
蕩
の
極
み
を
得
た
り
｡
字
の
逸
越
は
'
復
た
此
の

二
途
を
過
ぎ
ず
｡
(上
･
飛
白
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
'
張
芝
の
草
書
の

｢埜
化
｣
は
'
具
鰹
的
に
は

｢易

簡
流
速
｣
す
な
わ
ち
字
を
崩
し
て
流
れ
る
よ
う
に
速
や
か
に
書
き
あ

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､

察
畠
の
飛
白
と
な
ら
ん
で

｢逸
越
｣
の
極
み
と
許
さ
れ
る
が
'
こ
の

｢逸
越
｣
な
る
語
は
､
｢逸
｣
を
二
字
に
引
き
の
ば
し
た
へ
何
物
を

も
超
越
す
る
よ
う
な
勢
い
を
指
す
語
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
語
が

｢華
艶

親
蕩
｣
で
あ
る
寮
監
の
飛
白
に
も
普
て
は
ま
る
こ
と
か
ら
､
｢逸
｣

こ
そ
が
最
も

1
股
的
な
､
贋
汎
な
意
味
の
動
を
表
す
語
で
あ
る
と
理

解
で
き
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
｢骨
｣
｢雅
｣
と

｢逸
｣
を
そ
れ
ぞ
れ
静
と
動
を

表
す
評
語
の
例
と
し
て
指
摘
し
た
｡
質
と
文
'
古
と
今
に
加
え
て
'

静
と
動
の
封
立
を
設
定
し
､
複
数
の
見
地
か
ら
書
髄
論
を
分
析
す
る

と
'
懐
確
の
多
元
的
慣
値
観
を
説
明
し
や
す
-
な
る
で
あ
ろ
う
｡

一 亡や -



五

蒙
類
に
お
け
る
書
髄
論

以
上
の
よ
う
に
､
質
と
文
､
古
と
今
､
そ
れ
に
静
と
動
と
い
う
野

立
軸
を
用
意
し
た
う
え
で
'
本
節
と
次
節
で
は
'
蒙
類
､
草
隷
そ
れ

ぞ
れ
に
お
け
る
書
髄
論
を
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
｡
本
節
で
は
蒙
類
に

つ
い
て
､
善
人
が
澄
明
者
し
か
い
な
い
清
文
を
除
い
た
五
倍
に
つ
い

て
分
析
す
る
｡

ま
ず
は
附
表
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
大
家
'
小
策
に
つ
い
て
､

書
人
と
そ
の
品
第
を
見
て
ゆ
-
と
'
興
味
深
い
現
象
に
気
づ
-
｡
大

笑
の
紳
品
は
史
籍
の
み
で
､
秦
代
で
は
李
斯
､
撞
高
が
妙
品
に
入
る

が
'
徐
々
に
吾
人
は
減
-
､
評
債
も
全
髄
的
に
下
が
っ
て
ゆ
-
｡
小

策
も
､
李
斯
が

｢造
其
極
｣
と
さ
れ
､
以
降
は
時
代
を
や
や
後
に
ず

ら
し
て
大
家
と
同
様
の
衰
類
が
起
こ
っ
て
い
る
｡
大
業
'
小
策
は
古

か
ら
今
へ
と
移
る
に
し
た
が
っ
て
本
来
の
良
さ
を
失
う
書
鰭
と
捉
え

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
､
古
文
に
つ
い
て
は
'
古
文
テ
キ
ス
ト
と
そ
れ
に
よ
る
学
習

と
い
う
こ
の
蓄
膿
猫
特
の
問
題
か
ら
､
大
業
'
小
策
と
同
じ
特
徴
が

見
え
て
-
る
｡
古
文
の
沿
革
は
古
文
撃
の
俸
続
と
古
文
テ
キ
ス
I
の

張
懐
堆

『書
断
』
の
書
鰭
論

(成
田
)

尊
兄
か
ら
語
ら
れ
る
が
'
古
文
学
者
で
あ
る
杜
林
の
父
､
杜
郭
は
能

品
に
も
入
ら
な
い
の
に
封
L
t
漆
書
古
文
尚
書
を
学
ん
だ
と
い
う
杜

⑲

林
の
古
文
は
妙
品
に
入
る

｡

ま
た
'
衛
恒
の
租
父
衛
親
､
父
衝
礎
の

古
文
が
と
も
に
能
品
ど
ま
-
で
あ
る
の
に
封
し
､
後
家
古
文
を
撃
ん

⑲

だ
と
い
う
衛
恒
の
古
文
は
妙
品
に
入
る

｡

優
れ
た
古
文
テ
キ
ス
ト
の

学
習
は
､
父
子
相
博
の
古
文
撃
以
上
の
草
書
経
験
と
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
｡
古
文
も
大
家
'
小
策
に
同
じ
-
､
古
の
極
み
で
あ
る
古

文
テ
キ
ス
ト
こ
そ
が
最
高
の
許
債
を
受
け
､
こ
の
古
か
ら
遠
ざ
か
る

に
つ
れ
て
評
倍
を
下
げ
る
と
見
ら
れ
る
｡

で
は
､
以
上
の
三
倍
に
共
通
す
る
古
の
美
鮎
と
は
ど
う
い
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
｡
各
膿
の
質
か
ら
取
-
だ
し
て
み
よ
う
｡

粂
若
星
辰
､
欝
為
綱
紀
｡
千
齢
菌
類
､
如
掌
斯
親
｡

粂
た
る
こ
と
星
辰
の
若
-
'
欝
と
し
て
綱
紀
を
為
す
｡
千
齢
高

額
'
掌
に
斯
れ
視
る
が
如
し
｡
(上
･
古
文
質
)

如
彼
江
海
'
大
波
洪
藩
｡
如
彼
音
楽
､
干
成
羽
施
｡

彼
の
江
海
の
'
大
波
洪
藩
の
如
し
.
彼
の
音
楽
の
､
干
成
羽
族

の
如
し
｡
(
上
･
大
家
質
)

江
海
森
漫
'

山
山獄
醜
貌
｡
長
風
寓
里
､
鷲
鳳
干
飛
｡
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江
海
森
渡
と
し
て
'

山
猿
魂
観
た
-
｡
長
風
寓
里
に
し
て
､
鷲

=
l

鳳
千
に
飛
ぶ
｡
(上
･
小
宴
質
)

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
､
前
節
で
梱
れ
た
'
古
の
も

つ
ス
ケ
ー
ル
感
で
あ
る
｡
た
だ
'
こ
れ
ら
の
表
現
は
抽
象
的
す
ぎ
て
'

賓
際
の
蓄
膿
の
ど
う
い
っ
た
特
性
が
ス
ケ
ー
ル
感
を
も
た
ら
す
の
か

は
掴
み
が
た
い
｡

八
分
は
､
大
家
'
小
宴
と
同
じ
現
象
が
比
較
的
短
期
間
に
起
き
､

二
王
以
降
は
全
-
善
人
を
記
載
し
な
い
｡
し
か
も
､
そ
の
二
王
の
八

分
は
以
下
の
よ
う
に
許
さ
れ
る
｡

諺
日
へ
韓
詩
難
易
桂
着
壁
｡
且
二
王
八
分
'
即
控
壁
之
類
｡

諺
に
日
-
'
｢韓
詩

･
鄭
易
は
壁
に
挫
け
着
-
｣
と
｡
且
つ
二

王
の
八
分
は
'
即
ち
壁
に
桂
-
る
の
類
な
-
｡
(上
･
八
分
)

八
分
は
二
王
の
頃
に
は
も
は
や
壁
に
掛
け
て
あ
-
が
た
が
る
だ
け
の
､

生
命
力
を
失

っ
た
婁
術
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
｡
で
は
､
本
来
備
わ
っ
て
い
た
生
命
力
と
は
何
か
｡
八
分

の
質
に
は

奮
研
揚
波
'
金
相
玉
質
.
龍
騰
虎
距
骨
勢
非

一
｡
交
戟
横
充
分

気
雄
逸
｡
棺
之
馬
妙
今

備
華
賓
｡

あ
が

研
を
奮
ひ
波
を
揚
げ
'
金
の
相
に
し
て
玉
の
質
な
り
｡
龍

騰

-

う
づ
くま

虎

据

-

て
勢

l
に
非
ず
｡
戟
を
交

へ
文
を
横
た
へ
て
気
雄
逸

た
-
｡
棺
の
妙
を
為
す
や
華
賓
を
備
ふ
｡
(上
･
八
分
質
)

と
い
う
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
'
質
と
文
の
兼
備
と
い
う
要
素
と
､

動
物
や
戦
闘
に
瞭
え
ら
れ
る
躍
動
感
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
要
素
は

寮
は
小
策
の
質
に
も
す
で
に
見
ら
れ
る
｡

銭
鵠
肢
膿
､
乱
作
鯵
緋
.

く
ろ
がね

みづ
ち

銭

肢

膿
を
為
し
'
札

鯵

酢
を
作
す
｡
(上
･
小
策
賛
)

こ
こ
で
は

｢銭
｣
の

｢肢
髄
｣
が
内
剛
す
な
わ
ち
質
を
､
｢札
｣
の

｢鯵
緋

(四
頭
立
て
の
馬
車
の
外
側
の
二
頭
)｣
が
外
柔
す
な
わ
ち
文
を

表
し
､
や
は
-
両
者
が

一
腰
と
な
っ
て
躍
動
感
を
作

っ
て
い
る
｡
小

策
は
'
古
文
､
大
家
と
古
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
共
有
し
っ
つ
､
質
と
文

の
兼
備
を
賓
現
し
て
八
分
と
共
通
す
る
躍
動
感
を
も
備
え
た
蓄
膿
と

い
え
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
八
分
､
小
策
の
躍
動
感
を
表
す
表
現
は
'

ス

ケ
ー
ル
感
を
表
す
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
具
鰭
的
で
'
八
分
'
小
策
の
賓

例
に
即
し
て
解
梓
で
き
る
｡
ま
ず
､
園
I
に
奉
げ
る
後
漠
の
八
分
は
'

そ
の
左
右
に
贋
が
る
波
裸
の
動
き
が
魅
力
だ
が
'
し
っ
か
-
と
し
た

68



直
線
が
中
心
を
支
え
'
波
裸
の
美
を
い
っ
そ
う
引
き
立
て
て
い
る
｡

次
に
'
園
2
に
挙
げ
る
李
斯
の
小
策
は
'
桂
と
な
る
が
っ
し
-
と
し

た
線
質
と
'
融
通
無
碍
な
曲
線
が
魅
力
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
､
質
を

備
え
る
内
'
文
を
備
え
る
外
と
は
'
具
髄
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
字
の
中

国
-

韓

仁

銘

心
と
外
線
で
あ
る
と
考
え
た
い
｡

飛
白
に
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こ
こ
で
は
､

八
分
に
由
来
す
る

｢法
｣
と
小
策
に
由
来
す
る

｢徴
｣

の
二
要
素
が
封
置
さ
れ
る
が
'
こ
の
両
者
が
合
わ
さ
っ
て
飛
白
と
い

う

1
つ
の
書
鰹
が
完
成
す
る
こ
と
､
起
源
と
し
て
は
八
分
を
挙
げ
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
｢法
｣
と

｢徴
｣
は
､
八
分
'
小
策
が
と

も
に
備
え
る
内
剛
と
外
柔
､
す
な
わ
ち
質
と
文
に
そ
れ
ぞ
れ
野
鷹
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
二
要
素
は
'
粛
子
雲
の
作
っ
た
小
策
飛
白

に
酎
す
る
以
下
の
許
に
も
見
ら
れ
る
｡

瀞
造
小
策
飛
白
｡
意
趣
瓢
然
'
鮎
董
之
際
､
若
有
審
翠
､
桝
妙

至
極
'
難
輿
比
肩
｡
但
少
乏
古
風
､
抑
居
妙
品
｡

小
策
飛
白
を
赫
造
す
｡
意
趣
瓢
然
と
し
て
'
部
室
の
際
､
審
翠

有
る
が
若
-
､
妨
妙
至
極
に
し
て
'
輿
に
比
肩
し
難
し
｡
但
だ

少
し
-
古
風
に
乏
し
-
､
抑
へ
て
妙
品
に
居
-
0
(中
･
妙
品
･

粛
子
雲
)

飛
白
の

｢親
然
｣
｢養
拳
｣
と
い
っ
た
動
の
特
性
は

｢粘
書
一之
際
｣

に
現
れ
､
｢研
妙
｣
で
あ
っ
て
､
外
縁
を
飾
る
文
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
｡
し
か
し
､
こ
の
小
策
飛
白
は

｢古
風
に
乏
し
-
｣
､
質
と
文

の
兼
備
は
賓
現
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
で
は
'
飛
白
の
山
股

的
な
性
質
と
し
て
も
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
衛
憶
が
作
っ
た
散
隷

に
封
す
る
以
下
の
許
か
ら
見
て
み
よ
う
｡

拘
束
於
飛
白
､
粛
酒
於
隷
書
'
庭
其
季
孟
之
聞
也
｡

飛
白
よ
り
拘
束
に
し
て
､
隷
書
よ
り
粛
酒
な
-
'
其
の
季
孟
の

問
に
慮
る
な
り
｡
(上
･
飛
自
)

こ
こ
か
ら
'
規
矩
に
き
っ
ち
-
と
は
ま
っ
た
規
範
性
と
'
こ
れ
に
封

し
て
自
由
で
す
っ
き
り
と
し
た
軽
快
さ
を
､
そ
れ
ぞ
れ
隷
書
と
飛
白

の
長
所
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
た
'
察
畠
の
飛
白
は
､
前
節
で
す
で
に
引
い
た
よ
う
に
､
｢華

艶
瓢
蕩
之
極
｣
と
さ
れ
､
張
芝
の
草
書
の

｢易
簡
流
速
之
極
｣
と
封

比
さ
れ
る
｡
こ
の
封
比
は
'
｢易
簡
｣
と

｢華
艶
｣
'
｢流
速
｣
と

｢瓢
蕩
｣
の
二
組
の
封
比
に
分
析
で
き
'
ま
ず
前
者
は
､
質
と
文
の

封
比
で
捉
え
ら
れ
る
｡
｢華
艶
｣
が
文
に
屠
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
し
'
｢易
簡
｣
は
具
膿
的
に
は
字
を
崩
し
て
書
-
こ
と
を
言

う
が
'
簡
素
さ
に
通
じ
'
質
に
層
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

1

万
後
者
は
と
い
う
と
'
ど
ち
ら
も

｢逸
越
｣
す
な
わ
ち
動
を
表
す
部

分
だ
が
'
｢流
速
｣
は
'
水
流
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
-
'
勢
い
は
あ
る

が
平
面
的
で
あ
る
｡

一
方

｢親
蕩
｣
は
'
粛
子
雲
の
小
策
飛
白
の

｢瓢
然
｣
と
通
じ
'
ゆ
ら
ゆ
ら
と
浮
か
び
た
だ
よ
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
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り
'
勢
い
は
な
い
が
室
聞
的
で
あ
る
｡
速
-
平
面
的
な
動
と
'
軽
や

か
で
室
間
的
な
動
の
違
い
で
あ
る
｡
｢華
艶
瓢
蕩
｣
と
は
'
華
や
か

な
文
と
､
軽
や
か
で
空
間
的
な
動
と
が

一
健
と
な
っ
た
も
の
で
あ
-
､

こ
れ
が

｢拘
束
｣
で
あ
る
隷
書
に
封
し
て
は

｢粛
酒
｣
と
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
動
の
特
性
は
'
八
分
や
小
蒙
の
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
躍
動
感
に
封
し
て
､
軽
や
か
に
舞
い
あ
が
る
飛
動
感
と

呼
べ
る
で
あ
ろ
う
｡

と
い
う
こ
と
は
､
飛
自

1
般
に
お
い
て
も
や
は
-
'
動
と

l
鰹
と

な
っ
た
文
に
傾
斜
L
へ
質
と
文
の
兼
備
は
賓
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
結
論
に
な
る
｡
む
し
ろ
､
文
と
動
が

一
腰
と
な
っ
た
飛
動
感
を
窮

め
つ
-
す
こ
と
こ
そ
飛
白
の
目
的
で
あ
り
美
鮎
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
は
'
蒙
類
の
各
膿
の
美
鮎
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
'

こ
こ
か
ら
は
そ
の
衰
類
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
'
古
か
ら
今
へ

と
移
る
蒙
類
全
鰹
の
適
時
的
様
相
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
｡

古
文
'
大
家
は
'
早
-
か
ら
学
術
的
な
蓄
膿
に
な
っ
た
た
め
'
本

来
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
失
い
T
型
に
は
ま
っ
た
､
聾
術
と
し
て
は
面
白

味
の
な
い
蓄
膿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
ま
た
'
小
蒙
は
､
李
斯
が
馨

明
者
で
あ
る
と
同
時
に
頂
鮎

(｢造
其
極
｣)
で
あ
-
'
そ
れ
以
降
は

張
懐
堆

『書
断
』
の
書
健
論

(成
田
)

評
債
を
下
げ
て
ゆ
-
が
､
そ
の
原
因
は
'
質
と
文
の
均
衡
を
失

っ
た

こ
と
で
あ
る
｡
察
畠
の
飛
自
費
明
の
時
鮎
に
お
い
て
'
小
策
か
ら
は

｢徴
｣
す
な
わ
ち
文
が
要
素
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
頃
す
で

に
文
が
質
を
凌
駕
し
､
外
面
の
美
を
街
う
だ
け
の
聾
術
へ
と
衰
香
し

つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
質
と
文
の
兼
備
と
は
､

〓
疋
の
質
の
部
分

を
保
つ
こ
と
で
'
文

へ
の
時
好
に
任
せ
て
と
め
ど
な
く
文
に
流
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
抑
制
す
る
機
能
と
い
え
る
｡
囲
3
に
挙
げ
る
唐
代
の

小
策
を
見
て
み
る
と
､
邦
書
1e
末
端
に
繊
細
な
表
情
が
馨
達
す
る
が
'

李
斯
の
よ
う
な
力
強
い
線
質
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
｡

秦
代
に
頂
鮎
を
極
め
て
い
た
小
策
か
ら
汲
生
し
た
八
分
は
'
寮
監

を
頂
鮎
と
L
t
こ
の
頃
に
は
質
と
文
の
兼
備
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
躍
動
感
が
賓
現
さ
れ
て
い
た
｡
よ
っ
て
'
飛
白
の
澄
明
に

お
い
て
八
分
か
ら

｢法
｣
す
な
わ
ち
質
が
要
素
と
し
て
採
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡
し
か
し
'
察
畠
以
降
八
分
も
小
策
と
同
様
評
債
を
下
げ
て

ゆ
-
｡
質
と
文
の
均
衡
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
躍
動
感
が

失
わ
れ
､
生
命
力
の
な
い
蛮
術
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
蘭

4
に
挙
げ
る
唐
代
の
八
分
は
'
動
だ
け
が
高
度
に
様
式
化
し
､
字
全

膿
が
技
巧
に
流
れ
て
い
る
感
が
あ
る
｡
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園
3

説
文
解
字
唐
駕
本
籍
巻

鰐 枢常 術
析31℃ 旦

丸衣 紳札LkL.島台オヽ埜竺管 し絶埠

!金 武 丸顔か押

鴨草

蘇 壁願千九

礼為
錦丈

鵜

紘

l

針お

う嵐

礼

l紘

術

期

先

せ

葵

飛
白
は
'
頂
鮎
を
極
め
た
寮
監
の
八
分
か
ら
生
れ
た
｡
飛
白
の

頂

鮎
と
さ
れ
る
の
は
二
王
で
あ
る
｡
二
王
の
飛
白
に
つ
い
て
の
記
述

は

意
外
に
少
な
-
'
そ
の
飛
動
感
が
語
ら
れ
る
の

み
で
あ
る
が
'
王
義

之
の
叔
父
で
あ
り
'
妙
品
に
入
る
王
虞
の
飛
白
は

其
飛
白
､
志
気
極
古
｡
-
-
時
人
云
､
王
虞
飛
白
'
右
軍
之
丑

｡

其
の
飛
白
は
'
志
気
極
め
て
古
な
-
0
-
-
時
人
云
ふ
､
｢王

虞
の
飛
白
は
'
右
軍
の
亜
な
り
｣
と
｡
(中

･
妙
品

･
王
虞

)

と
許
さ
れ
'
二
王
の
飛
白
に
も
質
の
要
素
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
す
る
と
'
粛
子
雲
の
小
策
飛
白
が

｢古
風
｣
に
乏

し

い
こ
と
な
ど
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
'
飛
白
も
や
は
-
､
そ
の
頂
鮎

に

お
い
て
は
含
ん
で
い
た
質
の
要
素
を
し
だ
い
に
失

っ
て
い
っ
た
と

捉

え
ら
れ
る
｡
園
5
に
挙
げ
る
唐
代
の
飛
白
は
'
園
4
の
八
分
に
も

増

し
て
技
巧
に
走
-

'
落
ち
着
き
の
あ
る
線
質
と
い
っ
た
静
の
要
素
は

全
-
見
ら
れ
な
い

｡

以
上
の
よ
う
な
蒙
類
全
鰭
の
推
移
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
'
あ
る

蓄
膿
が
頂
鮎
を
極
め
て
い
る
他
の
書
膿
か
ら
派
生
L
t
次
第
に
技

巧

を
凝
ら
し
て
い
っ
て
頂
鮎
を
極
め
'
そ
の
後
は
技
巧
に
流
れ
る
ば
か-



園
5

青

桐

銘

生
し
た
新
た
な
蓄
膿
が
頂
鮎
を
極
め
て
い
る
と
い
う
'
リ
レ
ー
の
よ

う
に
し
て
蒙
類
全
膿
が
新
し
-
生
れ
か
わ
っ
て
ゆ
-
過
程
で
あ
る
｡

古
文
､
大
業
も
'
こ
の
リ
レ
ー
の
先
頭
に
繋
げ
て
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
｡

六
草
隷
に
お
け
る
書
髄
論

本
節
で
は
'
草
隷
の
四
護

(隷
書
･
章
草
･
行
書

･
草
書
)
に
つ
い

張
懐
種

r専
断
｣

の
奮
健
論

(成
田
)

て
考
え
る
が

､
ま
ず
第
二
節
で
梱
れ
た
章
草
と
草
書
の
扱
い
の
問
題

を
解
決
し
て
お

こ
う
｡
懐
種
は
'
章
草
と
草
書
は
'
と
も
に
早
書
き

向
け
の
崩
し
字
で
あ
り
､
前
者
が

｢字
字
直
別
｣
､
後
者
が

｢上
下

⑳

牽
連
｣
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
す

る

｡

草
書
の
馨
明
者
と
し
'
章
草
､

草
書
と
も

｢造
其
極
｣
と
す
る
張

芝
に
つ
い
て
は
､
第
四
節
で
述
べ

た
よ
う
に
'
｢精
熟
｣
と

｢髪
化
｣
を
そ
れ
ぞ
れ
の
蓄
膿
の
特
徴
と

す
る
｡
し
か
し
'
章
草
と
草
書
が
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
の

は
張
芝

に
つ
い
て
の
場
合
の
み
で
あ
-
'
賓
は
章
革
と
草
書
は
明
確
に

置
別

し
て
論
じ
ら
れ
な
い
｡
ど
ち
ら
も
正
憶

(蘇
)
に
封
す
る
草

憶
と
し

て
現
れ
'
単
な

る
書
風
の
次
元
の
違
い
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
｡

こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
'
敢
え
て
懐

礎
の
草
書
張
芝
馨
明
説
を
否
定

す
る
と
す
っ
き
-
と
説
明
で
き
る
｡
懐
擢
自
身
が
『
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く

幸
草
を
牽
じ
て
今
草
を
鵠
-
'
韻
嫡
宛
韓
に
し
て
､
大
い
に
世

に
行
は
れ
'
章
革
幾
ん
ど
牌
に
絶
え
な
ん
と
す
｡
(上
･
草
書
)

と
言
い
､
王
義
之
と
王
治
が
費
明
し
た
か
は
別
に
し
て
も
､
む
し
ろ

こ
ち
ら
の
方
が
書
法
史
の
賓
際
に
近
-
､
古
い
方
の
章
草
が
後
世
に

は
賓
用
を
離
れ
小
学
の
封
象
で
あ
る
蒙
類
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

懐
礎
が
こ
の
考
え
を
認
め
ず
､
張
芝
の
草
を
章
草
と
草
書
の
二
つ
に

分
け
て
考
え
て
し
ま

っ
た
原
因
は
'
｢精
熟
｣
と

｢饗
化
｣
と
い
う

二
大
特
徴
が
､
あ
ま
-
に
も
懸
け
は
な
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
懐

種
は
こ
れ
を
'

一
人
の
吾
人
は

一
種
の
書
髄
に
つ
い
て
は

一
つ
の
書

風
で
し
か
表
現
し
え
な
い
と
い
う
厳
密
な
考
え
の
も
と
に
'
書
濃
の

違
い
と
い
う
理
由
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は

史
籍
が
尊
明
し
た
と
す
る
大
家
と
籍
文
の
違
い
に
つ
い
て
も
言
え
る
｡

懐
球
は
､
書
膿
と
い
う
書
品
論
に
お
け
る
新
た
な
軸
の
有
数
性
を
確

保
せ
ん
と
す
る
あ
ま
-
に
硯
賓
の
蓄
膿
史
を
部
分
的
に
歪
め
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
｡
本
稿
に
お
い
て

『書
断
』
の
蓄
膿
論
を
純
然
た
る

蓄
膿
史
論
で
は
な
-
､
書
品
論
の
た
め
の
書
髄
論
と
考
え
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
｡

ま
た
'
行
書
に
つ
い
て
懐
種
は

｢非
草
非
最
｣
(上
･
行
書
質
)
と
､

隷
書
と
草
書
の
中
間
膿
と
す
る
が
､
行
書
そ
の
も
の
の
特
質
は
全
-

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
語
ら
れ
な
い
｡
定
義
も
は
っ
き
-
し
て
い
て
名

稀
も
固
定
し
て
い
る
が
､
｢暴
行
｣
と
も

｢行
革
｣
と
も
投
稿
さ
れ
､

隷
と
草
と
の
狭
間
で
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
印
象
が
あ
る
｡
両
品
に
入
る

吾
人
を
見
て
も
､
隷
と
草
か
ら
の
類
推
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
'
行
書

と
言
え
ば
こ
の
人
､
と
い
う
吾
人
は
見
あ
た
ら
な
い
｡

つ
ま
り
'
草
隷
の
四
倍
は
'
隷
と
草

(章
草
と
草
書
の
両
方
を
含

む
)
の
二
憶
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
'
全
膿
の
性
格
を
十
分
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
で
は
'
隷
と
草
の
根
本
的
な
違
い
は
何
か
と

⑪

い
う
と
､
字
形
と
筆
勢

の

果
た
す
役
割
の
違
い
を
挙
げ
た
い
｡
孫
過

庭
は
こ
の
両
者
を

｢鮎
書
こ

と

｢使
樽
｣
と
表
現
し
'
隷
は

｢鮎

董
｣
を

｢形
質
｣
と
'
｢使
特
｣
を

｢惰
性
｣
と
し
'
草
は
そ
の
逆

で
あ
る
と
す
る
｡
｢形
質
｣
と

｢惰
性
｣
が
何
を
指
す
か
は
な
か
な

か
難
し
い
問
題
だ
が
､
こ
の
よ
う
な
税
鮎
を
踏
ま
え
て
､
草
隷
の
沿

革
を
見
て
ゆ
き
た
い
｡

草
隷
に
多
大
な
影
響
を
輿
え
た
善
人
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
べ
き
は
､

や
は
り
五
賢
で
あ
る
｡
五
賢
は
､
従
来
の
拘
賢
に
懐
球
が
杜
度
を
加

え
た
も
の
だ
が
t
E
]賢
は
'
苗
と
今
で
分
け
れ
ば
錘

･
張
が
古
､
二
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王
が
今
で
あ
り
'
蓄
膿
で
分
け
れ
ば
張
芝
が
草
'
錘
轟
が
隷
で
あ
-
'

二
王
は
草
隷
の
南
方
で
あ
る
o
牡
鹿
は
'
書
鰹
で
は
草
を
能
-
L
t

古
と
今
で
は
鍾

･
張
よ
-
も
さ
ら
に
古
と
い
う
こ
と
な
る
｡

五
賢
以
前
の
草
隷
に
つ
い
て
は
､
隷
書
と
章
草
の
項
だ
け
に
見
ら

れ
る

｢創
開
某
書
之
善
｣
と
い
う
記
述
が
兄
の
が
せ
な
い
｡

漢
陳
蓮
､
-
-
善
隷
書
､
興
人
尺
傾
､
主
皆
戒
之
以
為
栗
｡
此

其
創
開
隷
書
之
善
也
｡

漠
の
陳
蓮
､
-
-
隷
書
を
善
-
し
､
人
に
尺
億
を
輿
ふ
れ
ば
､

ほまれ

主
管
な
之
を
戒
し
て
以
て

柴

と

為
す
｡
此
れ
其
れ
隷
書
の
善

き
を
創
関
す
る
な
-
0
(上
･
隷
書
)

後
漠
北
海
敬
王
劉
穆
'
善
草
書
､
光
武
器
之
｡
-
-
此
其
創
開

草
書
之
善
也
｡

と
ふ
と

後
漠
の
北
海
敬
王
劉
穆
'
草
書
を
善
-
し
､
光
武
之
を

器

ぶ

｡

-
-
此
れ
其
れ
草
書
の
善
き
を
創
関
す
る
な
り
｡
(上
･
章
草
)

こ
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
蓄
膿
の
改
良
者
の
名
を
挙
げ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
す
る
と
､
そ
れ
以
前
の
草
隷
は

｢書
き
｣
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
捉
え
る
ら
し
い
｡
こ
の
こ
と
は
以
下
の
記
述
に
も
窺
え
る
｡

自
陳
蓮

･
劉
穆
之
起
濫
腸
於
前
へ
曹
喜

･
杜
度
数
洪
波
於
後
､

張
懐
堆

『書
断
』
の
蓄
膿
論

(成
田
)

華
能
聞
出
'
角
立
挺
抜
｡

陳
蓮

･
劉
穆
の
濫
腸
を
前
に
起
し
'
曹
喜

･
杜
度
の
洪
波
を
後

に
激
し
て
よ
り
'
華
能
閉
ま
出
で
'
角
立
し
挺
抜
す
｡
(下
･

能
品
･
慮
戒
用
の
後
'
許
の
前
)

こ
こ
で
は
陳
遅
､
劉
穆
に
加
え
'
そ
の
後
に
曇
術
化
を
押
し
進
め
た

吾
人
と
し
て
曹
喜
'
杜
度
を
奉
げ
て
い
る
｡
後
漠
の
曹
書
は
隷
書
が

妙
品
に
入
る
善
人
で
あ
る
｡
目
録
に
'
書
膿
の
馨
明
者
で
あ
る

｢作

書
九
人
｣
に
漬
け
て

｢附
者
四
人
｣
と
あ
る
の
は
こ
の
陳
蓮
､
劉
穆
､

曹
喜
'
杜
度
の
四
人
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
｡
懐
種
は
程
遡
､
史
源

を
書
膿
の
蓉
明
者
と
し
て
し
か
許
債
せ
ず
'
こ
の
四
人
こ
そ
蛮
術
と

し
て
の
草
隷
の
寅
の
創
始
者
と
し
て
許
債
L
t
馨
明
者
に
準
ず
る
功

績
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
以
上
を
組
合
す
る
と
､
草
隷
の
二
王

に
至
る
ま
で
の
沿
革
は
重
要
な
喜
入
を
用
い
て
左
の
よ
う
に
整
理
で

き
る
｡(隷

)
程
遡
1
陳
遵
1
曹
喜
1
錘
蘇
1
二
王

(辛
)
史
瀞
1
劉
穆
1
杜
度
1
張
芝
1
二
王

つ
ま
り
'
隷
と
草
の
沿
革
は
時
間
的
な
ず
れ
こ
そ
あ
れ
完
全
に
封
癒

し
て
お
-
､
両
者
が
車
の
両
輪
と
な
っ
て
草
隷
全
髄
が
動
い
て
ゆ
-
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の
で
あ
る
｡

そ
の
沿
革
の
う
ち
草
創
期
の
隷
と
革
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
記

述
が
あ
る
｡

秦
蓬
隷
書
'
以
赴
急
速
｡

秦
隷
書
を
造
-
'
以
て
急
速
に
赴
-
0
(上
･
隷
書
)

存
字
之
梗
概
'
損
隷
之
規
矩
'
縦
任
奔
逸
､
赴
俗
急
就
｡

字
の
梗
概
を
存
し
､
隷
の
規
矩
を
損
じ
て
'
縦
任
に
奔
逸
し
､

な

俗
に
赴
き
急
に
就
る
｡
(上
･
章
草
)

こ
こ
で
草
隷
の
原
鮎
と
し
て
共
通
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
簡
化
と
捷

化

(簡
捷
性
)
で
あ
る
｡
こ
れ
が
筆
勢
の
源
と
な
-
'
質
と
文
で
は

質
に
､
静
と
動
で
は
動
に
層
す
る
で
あ
ろ
う
｡
草
隷
で
は
'
蒙
類
と

は
逆
に
'
質
と
動
が
原
鮎
と
し
て
一
致
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'

｢赴
俗
｣
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
'
や
は
-
ま
だ

｢善
き
｣
も
の
と
は

捉
え
ら
れ
ず
'
そ
の
ま
ま
質
､
動
の
美
鮎
と
し
て
は
述
べ
ら
れ
な
い
｡

で
は
'
草
隷
は
ど
の
よ
う
に
し
て
美
鮎
を
備
え
て
ゆ
-
の
か
｡
ま

ず
隷
に
つ
い
て
考
え
よ
う
｡
隷
の
原
郡
と
し
て
は
'
園
6
の
よ
う
な

段
階
が
想
定
で
き
る
｡
こ
れ
は
､
八
分
特
有
の
横
書
一の
起
筆

･
終
筆

部
の
虞
理
を
省
き
､
全
腰
に
わ
た
っ
て
捷
化
し
た
も
の
で
あ
る
｡
筆

勢
は
十
分
に
感
じ
ら
れ
る
が
'
八
分
に
備
わ
っ
て
い
た
字
形
の
均
整

は
損
な
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
錘
解
の
も
の
と
さ
れ
る
隷

(園

7
)
を
見
る
と
､
起
筆

･
終
筆
部
に
停
頓
を
加
え
る
こ
と
で
字
形
を

整
え
'
し
か
も
そ
の
間
の
蓮
華
部
は
隷
本
来
の
筆
勢
を
保

っ
て
い
る
｡

中
心
の
筆
勢
に
外
縁
の
抑
制
を
加
え
､
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
'

｢古
雅
｣
す
な
わ
ち
静
的
な
ス
ケ
ー
ル
感
を
賛
現
し
た
の
で
あ
る
｡

動
を
静
が
包
み
こ
む
こ
と
で
､
穏
や
か
な
贋
が
-
を
作
-
だ
し
た
と

い
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
債
値
を
賓
現
し
て
は
じ
め
て
'
隷
に
そ
の
一

般
的
美
鮎
で
あ
る
質
と
文
の
兼
備
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

囲
8
は
'
簡
捷
性
の
み
の
段
階
の
草
で
あ
る
｡
草
は
こ
こ
か
ら
ど

の
よ
う
に
尊
展
し
た
の
か
.
劉
穆
の
革
に
つ
い
て
は
参
考
に
な
る
記

述
が
な
い
の
で
'
杜
度
の
革
を
見
て
み
よ
う
｡
杜
度
の
草
は
'
第
四

節
で
述
べ
た
よ
う
に
､
｢古
逸
｣
す
な
わ
ち
動
的
な
ス
ケ
ー
ル
感
を

特
長
と
す
る
｡
た
だ
し
'
や
は
り
筆
勢
が
そ
の
ま
ま
古
の
慣
値
に
な

る
の
で
は
な
-
'
次
の
よ
う
な
要
素
も
述
べ
ら
れ
る
｡

寺
誕
云
'
杜
氏
傑
有
骨
力
'
而
字
董
徴
痩
｡
崖
氏
法
之
'
書
膿

甚
濃
'
結
字
工
巧
'
時
有
不
及
｡

孝
誕
云
ふ
､
｢杜
氏
は
傑
れ
て
骨
力
有
-
'
而
し
て
字
董
徴
や

- 7∂-
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く
は

の
最
書
を
増
減
す
る
が
ご
と
し
｡
潤
色
は
断
割
に
精
し
-
､
意

は
則
ち
美
な
り
と
経
も
'
高
深
の
意
'
質
素
の
風
の
若
き
に
至

-
て
は
､
供
に
其
の
師
に
及
ぼ
ざ
る
な
-
｡
(中
･
所
品
･
杜

度
)

と
､
杜
度
の
章
草
に
封
す
る
張
芝
の

｢損
益
｣
を
､
鐘
轟
の
隷
に
封

す
る
王
義
之
の

｢増
減
｣
と
同
質
の
も
の
と
す
る
｡
ま
た
､
王
義
之

の
草
隷
革
新
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
｡

割
析
張
公
之
草
'
而
濃
繊
折
衷
'
乃
悦
其
精
熟
｡
損
益
錘
君
之

隷
'
錐
連
用
将
華
'
而
古
雅
不
達
｡
至
研
精
鰹
勢
､
則
無
所
不

工
｡

さ
だ

張
公
の
草
を
割
析
し
､
而
し
て
濃
繊
東
を

折

む

れ
ど
､
乃
ち
其

～

の
精
熟
に
像
づ
｡
錘
君
の
隷
を
損
益
L
t
連
用
華
を
増
す
と
錐

も
'
而
し
て
古
雅
は
逮
ば
ず
｡
髄
勢
を
研
精
す
る
に
至
-
て
は
､

則
ち
工
み
な
ら
ざ
る
所
無
し
｡
(中
･
紳
品
･
王
義
之
)

こ
こ
で
は
王
義
之
に
よ
る
張
芝
の
草
に
封
す
る

｢割
析
｣
と
'
鐘
解

の
隷
に
封
す
る

｢損
益
｣
を
同
質
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
｡
す
る
と
'

鐘
紡
の
隷
に
野
す
る
王
義
之
の

｢増
減
｣
あ
る
い
は

｢損
益
｣
を
介

し
て
'
杜
度
の
草
に
封
す
る
張
芝
の

｢損
益
｣
と
'
張
芝
の
草
に
封

す
る
王
義
之
の

｢割
析
｣
も
同
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
'

五
賢
の
時
代
の
草
隷
の
蟹
容
は
常
に

｢損
益
｣
｢増
減
｣
｢割
析
｣
と

い
っ
た
共
通
の
作
用
に
よ
っ
て
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

で
は
､
こ
れ
ら
の
作
用
に
共
通
す
る
も
の
と
は
何
か
｡
ま
ず
'
｢割

析
｣
は
､
｢断
割
｣
と
も
言
う
よ
う
に
､
字
を
字
形
'
筆
勢
の
南
面

に
わ
た
っ
て
仔
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
-
､
｢損
益
｣
｢槍
減
｣
と

は
'
そ
う
し
て
分
析
さ
れ
た
要
素
を
細
や
か
に
補
い
あ
る
い
は
削
っ

⑳

て

｢濃
勢
｣
す
な
わ
ち
文
字
全
健
の
構
成

を

｢研
精
｣
す
な
わ
ち
磨

き
整
え
る
こ
と
と
み
ら
れ
る
｡
草
隷
に
お
け
る
古
か
ら
今
､
質
か
ら

文
へ
の
流
れ
を
'
古

･
質
の
債
値
が
技
巧
と
し
て
分
析
さ
れ
整
理
さ

れ
て
ゆ
-
過
程
と
捉
え
る
の
で
あ
る
｡

隷
に
つ
い
て
こ
の
過
程
を
見
て
み
る
と
'
鍾
解
の
隷
に
封
す
る
王

義
之
の

｢損
益
｣
は
'
｢運
用
噂
華
｣
つ
ま
-
分
析
さ
れ
整
理
さ
れ

た
多
彩
な
技
巧
を
使
い
こ
な
し
て

｢華
｣
す
な
わ
ち
文
を
増
す
こ
と

で
あ
る
｡
隷
書
の
質
を
見
て
み
る
と
'

隷
合
文
質
'
程
君
是
先
｡
乃
備
風
雅
'
如
聡
管
絃
｡
長
童
秋
効
'

素
膿
霜
折
｡
推
鋒
鋤
折
'
落
鮎
星
懸
｡
乍
馨
紅
焔
､
旋
凝
紫
煙
｡

金
芝
填
草
'
蔑
世
芳
侍
｡
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隷
は
文
質
を
合
し
'
程
君
是
れ
先
な
-
｡
乃
ち
風
雅
を
備
へ
､

き

つよ

管
絃
を
聡
-
が
如
し
O
長
童
は
秋
の
ご
と
-

勤

-

'
素
鰹
は
霜

く
じ

の
ご
と
-
桝
な
-
｡
鋒
を
捲
け
ば
鋤
の
折
る
る
が
ご
と
-
'
鮎

た
ちま

た
ち
ま

を
落
せ
ば
星
の
懸
る
が
ご
と
し
｡
乍

ち

紅
燈
を
馨
し
､
旋

ち

かを

紫
煙
を
凝
ら
す
｡
金
芝
竣
草
は
､
寓
世
に

芳

-

俸
は
る
｡

と
い
う
｡
初
め
の
四
句
は
質
と
文
の
兼
備
と
い
う
美
黙
で
あ
る
が
､

そ
の
後
の
六
句
は
'
多
彩
な
技
巧
に
よ
る
文
飾
'
つ
ま
-
王
義
之
の

隷
を
思
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
｡
多
彩
な
技
巧
に
よ
っ
て
さ
ら
に
細
部

に
わ
た
っ
て
整
っ
た

｢析
美
｣
な
隷
が
完
成
し
､
そ
の
反
面
'
錘
解

の
隷
に
見
ら
れ
た
重
層
的
な
構
造
は
解
憶
さ
れ
'
ス
ケ
ー
ル
感
は
失

わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

草
に
つ
い
て
見
る
と
'
張
芝
は
'
章
草
に
お
い
て
は
杜
度
の

｢骨

力
｣
を
き
め
細
か
-
鍛
え
あ
げ

｢精
熟
｣
と
い
う
静
の
美
鮎
に
高
め

た
.
ま
た

1
万
で
張
芝
の
草
書
は

｢上
下
牽
連
｣
し
､
｢字
皆
な

lL

⑳

筆
に
し
て
成
る

｣

も
の
と
さ
れ
る
｡
墨
を
継
が
ず
に
何
字
も
連
綿
し

て
書
-
と
､
首
然
最
初
は
線
が
太
-
塞
-
､
最
後
は
墨
が
滴
れ
て
細

-
檀
-
な
る
し
､
途
中
の
筆
の
動
き
に
も
緩
急
の
差
が
出
て
-
る
｡

こ
れ
が
張
芝
の
草
書
の

｢饗
化
｣
の
正
膿
で
あ
ろ
う
｡
張
芝
は

｢精

張
懐
確

言
口断
』
の
蓄
膿
論

(成
田
)

熟
｣
だ
け
で
な
-
､
静
動
織
-
ま
ぜ
た
多
様
な
線
質
が
連
績
す
る
黙

室
の
中
に
次
々
と
現
れ
る

｢埜
化
｣
を
も
賓
現
し
た
の
で
あ
る
｡

王
義
之
は
張
芝
の
草
の

｢濃
｣
と

｢織
｣
を
折
衷
し
た
と
言
う
が
､

こ
れ
は
張
芝
の
草
書
に
見
ら
れ
る
上
下
の
字
の
連
綿
を
適
度
に
切
-

離
す
こ
と
で
'
太
-
重
い
線
と
細
-
軽
い
線
の
差
､
緩
急
の
差
を
適

切
な
範
囲
に
収
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
静
と
動
を

同
時
に
賓
現
し
ょ
う
と
す
る
張
芝
と
は
封
照
的
に
､
静
と
動
の
中
庸

の
境
地
を
兄
い
だ
そ
う
と
す
る
作
業
で
あ
る
｡
こ
こ
で
章
草
の
質
を

見
る
と
､

史
済
製
革
'
始
務
急
就
｡
娩
若
廻
鷲
､
摸
如
舞
袖
｡
遅
廻
嫌
簡
'

勢
欲
飛
透
｡
敷
華
重
責
'
尺
牒
尤
奇
｡
井
功
惜
日
､
学
者
馬
宜
｡

つく

ま
つは

史
源
草
を
製
-
'
始
め
て
急
就
に
務
む
｡
椀

る
こ
と
廻
鷲
の

から

若
-
'
摸
む
る
こ
と
舞
袖
の
如
し
｡
嫌
筒
を
遅
廻
し
､
勢
は
飛

透
せ
ん
と
欲
す
｡
華
を
敷
き
賓
を
垂
れ
'
尺
債
尤
も
奇
な
-
｡

あ
は

功
を

拝

せ

日
を
惜
し
み
'
学
ぶ
者
は
宜
し
き
を
為
す
｡

と
い
い
'
や
は
-
緩
急
両
様
の
多
様
な
筆
勢
が
感
じ
ら
れ
る
｡
｢敷

華

垂

賓

｣
と
は
'
質
と
文
の
兼
備
と
い
う
よ
-
は
'
多
様
な
債
値
を

馨
拝
し
う
る
と
い
う
意
味
に
謹
め
る
｡
両
品
の
吾
人
が
隷
書
の
三
人
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に
比
べ
て
草
は
八
人
と
'

全
書
濃
の
中
で
も
そ
の
多
き
が
際
立
つ
の

も
､
草
が
多
様
性
を
許
容
す
る
書
膿
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
｡

さ
ら
に
い
え
ば
'
草
に
限
ら
ず
草
隷
全
健
が
動
き
な
が
ら
多
様
な
表

現
を
獲
得
し
'
王
義
之
が
草
隷
撃
方
の
多
様
な
表
現
を

1
人
で
賓
硯

し
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ま
た
'
隷
書
と
章
草
の
質
に
は
､
多
様
な
筆
の
連
動
が
様
々
な
比

陳
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
｡
草
隷
の
多
様
な
表
現
は
筆
の
連
動
に
よ
っ

て
賓
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
皆
然
に
思
え
る
か
も
し

れ
な
い
が
､
こ
の
よ
う
に
筆
の
運
動
が
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
蒙
類

で
は
決
し
て
無
い
｡
筆
の
連
動
し
た
時
間
を
そ
の
ま
ま
紙
面
に
記
録

し
､
再
生
可
能
に
す
る
こ
と
'
こ
れ
こ
そ
草
隷
の
垂
術
た
る
ゆ
え
ん

な
の
で
は
な
い
か
｡
こ
れ
に
射
し
蒙
類
の
静
と
動
は
､
時
間
と
は
無

関
係
の
造
型
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
｡
他
の
糞
術
に
瞭
え
れ
ば
'
草
隷

は
音
楽
に
近
-
､
蒙
類
は
彫
刻
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡

七

『書
断
』
の
蓄
膿
論
の
成
果

前
二
節
を
振
-
返

っ
て
み
る
と
'
家
類
で
は
書
惜
論
が
比
較
的
よ

-
機
能
し
'
質
か
ら
文

へ
流
れ
る
時
間
と
い
う
観
鮎
か
ら
債
値
の
全

鰭
像
が
す
っ
き
-
と
描
け
た
よ
う
に
思
え
る
｡
革
隷
に
つ
い
て
は
､

隷
と
草
の
二
膿
に
単
純
化
L
t
し
か
も
主
要
な
書
人
に
絞

っ
て
考
え

た
だ
け
で
も
､
多
様
な
慣
値

へ
接
散
し
て
ゆ
-
過
程
が
見
て
と
れ
た
｡

懐
球
は
蓄
膿
と
書
風
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
慣
値
の
多
様
さ
を
規
定
し

よ
う
と
し
た
よ
う
だ
が
'
他
の
個
性
的
な
書
人
を
も
考
え
に
入
れ
れ

ば
'
も
は
や
全
髄
像
の
把
握
は
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､

懐
球
が
そ
れ
以
前
の
吾
人
論
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
多
様
な
債
値

を
'
常
時
の
書
濃
艶
に
根
ざ
し
た
書
健
の
枠
で
捉
え
よ
う
と
し
た
こ

と
が
原
因
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
章
革
と
草
書
の
直
別
や
'
行
書
の
存

在
は
有
効
な
書
品
論
を
作
-
あ
げ
る
う
え
で
は
ほ
と
ん
ど
益
す
る
所

が
な
か

っ
た
｡
『書
断
』
の
書
髄
論
の
最
大
の
問
題
鮎
は
こ
こ
に
あ

る
｡
蒙
類
に
は
善
人
論
の
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
な
-
､
懐
堰
は
書
膿
を

軸
に
し
た
書
品
論
を
比
較
的
自
由
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
'

草
隷
に
お
い
て
は
､
あ
-
ま
で
善
人
の
個
性
を
主
催
と
し
て
蓄
積
さ

れ
て
き
た
書
人
論
を
'
常
時
の
書
鰹
観
を
援
用
し
軸
に
し
て
捉
え
よ

う
と
し
た
結
果
'
多
様
性
は
多
様
な
ま
ま
整
理
し
き
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
｡
昔
時
の
蓄
膿
観
に
囚
わ
れ
ず
'
む
し
ろ
書
風
の
多
様
性
を

重
視
し
て
髄
系
的
に
整
理
す
れ
ば
'
も

っ
と
明
快
な
多
元
的
償
値
観
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が
示
せ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
書
風
の
整
理
と
い
う
馨
想
は
､
『書
断
』

か
ら
半
世
紀
ほ
ど
下

っ
た
大
暦
十
年

(七
七
五
)
に
成
る
資
蒙
の

『述
書
賦
語
例
字
格
』
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
う
ち

｢字

格
｣
の
部
分
は
'
九
十
に
も
上
る
評
語
を
列
挙
L
t
そ
の
語
が
示
す

㊧

⑳

風
格
を

1
つ
1
つ
簡
潔
に
説
明
し
て
､
賓
見

『述
書
賦
』
の
吾
人
論

の
讃
解
に
益
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

｢字
格
｣
は
非
常
に

示
唆
的
で
は
あ
る
が
､
い
さ
さ
か
観
念
的
に
過
ぎ
'
そ
の
鮎
で
は
具

膿
的
な
書
経
を
意
囲
し
な
が
ら
論
ず
る
懐
種
を
評
惜
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

で
は
'
『書
断
』
の
書
髄
論
は
懐
球
の
後
､
ど
の
よ
う
に
謹
ま
れ

て
き
た
か
｡
多
-
の
書
物
に
引
用
さ
れ
て
は
い
る
が
'
十
億
そ
れ
ぞ

れ
の
起
源
や
沿
革
と
い
っ
た
情
報
の
集
成
と
し
て
細
切
れ
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
が
多
-
､
そ
の
全
健
の
構
造
や
意
園
を
謹
み
と
ろ
う
と
す

る
讃
者
は
決
し
て
多
-
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
例
え
ば
'
北

宋

･
朱
長
文

『積
善
断
』
は
､
『書
断
』
の
頼
編
と
銘
打
ち
な
が
ら
'

善
人
を
紳

･
妙

･
能
の
三
品
に
品
第
す
る
だ
け
の
単
純
な
書
品
論
に

終
始
し
て
い
る
｡
ま
た
'
南
宋

･
陳
恩

『書
苑
青
華
』
や
明

･
王
世

貞

『古
今
法
書
苑
』
は
'
『書
断
』
の

｢十
髄
源
流
｣
の
部
分
と

張
懐
堆

r書
断
』

の
書
髄
論

(成
田
)

｢三
品
優
劣
｣
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
題
で
分
け
て
収
録
し
て
い

る
｡
こ
れ
は
､
蓄
膿
論
を
善
人
論
に
有
機
的
に
結
び
つ
け
て
有
数
な

書
品
論
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
懐
種
の
目
論
見
と
は
裏
腹
に
､
書

健
に
せ
よ
喜
入
に
せ
よ
'
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
さ
こ
そ
人
々
に
は
興
味

を
も
っ
て
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

本
稿
は
､
そ
の
よ
う
な
興
味
か
ら

『書
断
』
の
書
髄
論
を
書
法
史

の
史
料
と
し
て
利
用
し
ょ
う
と
し
'
そ
の
昔
否
を
云
々
す
る
性
質
の

論
で
は
な
い
.
む
し
ろ
､
多
様
性
の
な
か
に

｢
一
以
て
之
を
貫
-
｣

原
理
を
兄
い
だ
そ
う
と
し
た
懐
礎
の
格
闘
の
痕
跡
を
追
う
こ
と
で
､

移
-
ゆ
-
時
代
の
な
か
で
多
様
な
蓄
膿
が
次
々
と
生
み
だ
さ
れ
､
才

気
あ
る
善
人
と
反
磨
し
､
さ
ら
に
多
様
な
債
値
を
生
み
だ
し
績
け
る

姿
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
試
み
も
ま
た
格

闘
で
あ
り
'
人
が
蛮
術
の
債
値
を
考
え
る
と
き
'
こ
の
種
の
格
闘
を

避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

註
①

張
懐
種
に
つ
い
て
は
､
醇
龍
春

『張
懐
球
音
撃
著
作
考
論
』
(天
津

人
民
美
術
出
版
社
'
二
〇
〇
五
)
に
詳
し
-
､
そ
の
生
涯
は
以
下
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
る
｡
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中
国
文
学
報

第
七
十
二
冊

○
生
卒
年
不
詳
'
海
陸

(硯
江
蘇
省
泰
州
市
)
の
人
｡

開
元
年
聞

(-
七
四

一
)
弟

･
懐
壌
と
と
も
に
翰
林
院
に
人
-
､
以

後
翰
林
待
詔

(供
奉
)
と
し
て
'
宮
中
秘

蔵
書
跡
の
研
究
'
王
族
子
弟
の
書
法
教
育

等
の
任
に
笛
る
｡

天
質
十
四
載

(七
五
五
)
安
線
山
坂
-
0

天
質
十
五
載

(七
五
六
)
粛
宗
即
位
し
'
至
徳
に
改
元
｡

乾
元
年
聞

(七
五
八
-
七
六
〇
)
都
よ
-
乾
せ
ら
れ
､
郡
州
司
馬
'

次

い
で
同
長
史
｡

ま
た
､
現
存
す
る
張
懐
堰
の
著
述
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
o

『書
断
』
(
『法
書
要
録
』
巻
七
-
九
｡
開
元
十
二
年

[
七
二
四
〕
起

稿
'
同
十
五
年

[
七
二
七
〕
成
)

『六
健
吾
論
』
(
『書
苑
青
華
』
巻
十
二
｡
成
立
年
不
明
)

『許
書
薬
石
論
』
(同
巻
十
二
｡
成
立
年
不
明
)

『書
店
』
(
『法
書
要
録
』
巻
四
｡
天
賓
十
三
載

[
七
五
四
]
成
)

『書
議
』
(同
巻
四
｡
乾
元
元
年

[
七
五
八
]
成
)

『二
王
等
書
録
』
(同
巻
四
｡
乾
元
三
年

〔
七
六
〇
〕
成
)

『文
字
論
』
(同
巻
四
｡
成
立
年
不
明
)

②

本
稿
に
引
用
す
る

『書
断
』
は
'
中
国
美
術
論
者
叢
刊

『法
書
要

録
』
(人
民
美
術
出
版
社
'

一
九
六
四
年
初
版
､
鮎
校
本
)
に
操
っ
た

が
､
句
議
に
は
誤
-
が
少
な
-
な
い
の
で
従
わ
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
｡

以
下
､
書
名
を
省
略
し
た
引
用
は
す
べ
て

『書
断
』
を
さ
す
｡
な
お
'

『諭
吉
表
』
(
『法
書
要
録
』
巻
二
)
､
『善
後
品
』
(同
巻
三
)
の
引
用

に
際
し
て
も
同
じ
本
を
用
い
た
｡

③

懐
輝
の
父

･
紹
宗
の
事
跡
に
つ
い
て
は
'
『書
断
』
下

･
能
品

二
筒

正
臣
候
の
ほ
か
'
懐
種
の
弟

･
懐
壕
の
曾
孫
で
あ
る
張
中
立
の
墓
誌
銘

(陶
宗
儀

『古
刻
叢
紗
』
所
収
)
に
も
記
述
が
あ
る
｡
懐
種
が
弟
の
懐

壌
と
と
も
に
翰
林
院
に
入
っ
た
こ
と
か
ら
も
､
懐
球
の
書
撃
の
基
盤
が

父
の
紹
宗
に
よ
る
教
育
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

④

蓄
膿
論
と
し
て
は
'
西
晋

･
衝
憧

『四
健
吾
勢
』
'
劉
宋

･
王
惜

『文
字
志
』
(上
)
'
南
賛

･
粛
子
良

『蒙
隷
文
健
』
が
'
吾
人
列
俸
型

書
論
と
し
て
は
､
劉
宋

･
羊
欣

『古
来
能
書
人
名
』
へ
王
惜

『文
字
志
』

(中

･
下
)
､
南
賛

･
土
僧
慶

『論
書
』
'
梁

･
衰
昂

『古
今
書
評
』
が
､

書
品
論
と
し
て
は
'
梁

･
庚
肩
吾

『書
品
』
､
唐

･
李
嗣
異

『書
後
品
』

が
馨
げ
ら
れ
よ
う
｡

⑤

底
本
は

｢大
夫
｣
を

｢夫
人
｣
に
作
る
が
誤
字
と
み
て
改
め
る
｡
李

嗣
寅
は
永
昌
中

(六
八
九
)
に
知
大
夫
事
の
官
に
あ
っ
た
｡

⑥

例
え
ば
後
に
引
-

『書
後
品
』
の
目
録
の
注
記
に
は
そ
の
萌
芽
が
窺

え
る
が
'
蓄
膿
に
よ
っ
て
喜
入
を
品
第
し
わ
け
る
と
い
う
奇
想
は
な
い
｡

①

｢造
其
極
｣
と
い
う
表
現
は
'
虞
蘇

『論
書
表
』
に
す
で
に
見
え
､

｢義
之
書
在
始
末
有
奇
殊
'
不
勝
庚
翼

･
郁
悟
｡
迫
其
末
年
､
乃
造
其

極
｣
と
い
う
.
こ
れ
は
王
義
之
の
書
嚢
が
晩
年
に
囲
熟
を
迎
え
た
こ
と

を
言
う
が
へ
懐
輝
は
こ
の
よ
う
な
吾
人
の
成
熟
と
い
う
考
え
方
を
書
健

に
歴
用
L
t
蓄
膿
の
成
熟
の
過
程
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

⑧

『大
唐
六
典
』
(境
地
学
園
出
版
部
'

一
九
七
三
､
近
衛
本
影
印
)

に
掘
る
｡
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⑨

『中
国
書
論
大
系

第
二
審

･
唐
-
』
(二
玄
赦
'

1
九
七
七
)
｢書

譜
｣
(異
跡
本
を
底
本
と
す
る
)
に
楳
る
｡

⑲

『元
和
郡
豚
囲
志
』
(叢
書
集
成
初
編
)
巻
二

･
関
内
道
二

･
鳳
朔

府

･
天
輿
麻
に

｢
石
鼓
文
在
願
南
二
十
里
許
｡
石
形
如
鼓
'
其
敷
有
十
｡

蓋
紀
周
宣
王
攻
猟
之
事
､
其
文
即
史
籍
之
迩
也
｡
貞
観
中
吏
部
侍
郎
蘇

尻
紀
其
事
云
'
虞

･
樽

･
欧
陽
共
稀
古
妙
｡
雄
歳
久
靴
鉄
､
遺
透
間
有

可
観
｡
而
歴
代
紀
地
理
志
者
'
不
存
記
録
｡
尤
可
歎
息
｣
と
あ
り
'
石

鼓
は
遅
-
と
も
貞
観
年
間
に
は
尊
兄
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
天

輿
願
は
現
陳
西
省
風
潮
願
附
近
｡
石
鼓
の
年
代
に
つ
い
て
は
'
唐
蘭

｢石
鼓
年
代
考
｣
(
『故
宮
博
物
院
院
刊
』

一
九
五
八
年
第

一
期
)
に
詳

し
い
｡
福
田
智
之

｢石
鼓
文
と
大
蒙
｣
(
『書
の
宇
宙
』
第
二
筋
'
二
玄

社
､

一
九
九
七
)
に
よ
れ
ば
'
石
鼓
文
の
字
鰹
は
､
『説
文
解
字
』
に

｢籍
文
｣
と
し
て
収
録
さ
れ
る
異
倦
字
と
の
比
較
に
よ
っ
て
籍
文
と
同

定
さ
れ
た
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
な
作
業
を
行
っ
た
文
字
学
者
は
普
然
大

業
と
籍
文
が
同

一
の
蓄
膿
を
指
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
､

文
字
学
者
で
は
な
い
懐
堰
は
そ
の
よ
う
な
比
定
の
作
業
を
経
験
し
な
か

っ
た
た
め
'
大
家
と
籍
文
を
別
の
蓄
膿
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
｡

⑪

『書
後
品
』
逸
品
賛

｢史
籍
壇
滅
'
陳
倉
籍
甚
｣
｡
陳
倉
は
硯
陳
西

省
賓
鶏
市
｡
尊
兄
さ
れ
て
か
ら
こ
こ
に
石
鼓
が
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
｡
『杜
詩
詳
注
』
巻
十
八

･
李
潮
八
分
小
宴
歌

｢陳
倉
石
鼓
又

巳
詑
'
大
小
二
叢
生
八
分
｣
｡

⑫

蒙
類
は

『善
後
品
』
に
従
え
ば

｢姦
策
｣
と
す
る
べ
き
だ
が
､
｢十

張
懐
種

『書
断
』
の
書
鰹
論

(成
田
)

⑮⑲⑫⑲⑲㊨㊨
書
之
外
'
乃
有
亀
蛇
麟
虎
雲
龍
晶
鳥
之
書
へ
鑑
非
世
用
､
悉
所
不
取

也
｣
(中

･
胃
頭
)
と
あ
る
よ
う
に
､
晶
書
は

『書
断
』
の
論
考
の
封

象
外
に
な
っ
て
い
る
の
で
'
本
稿
で
は

｢某
類
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡

下

･
許
に

｢虞
鮮
云
｣
と
し
て
こ
れ
を
引
用
し
､
第
二
､
四
句
の

｢也
｣
字
及
び
第
八
句
を
鉄
-
0

四
賢
は
､
張
芝
'
鐘
餅
へ
二
王
の
四
人
｡
｢
四
賢
｣
の
語
は
'
梁

･

衰
昂

『古
今
書
評
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
現
れ
る
が
'
そ
れ
以
前
か
ら

こ
の
四
人
が
最
高
レ
ヴ
エ
ル
の
善
人
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
｡
懐
種
は
こ
の
四
人
に
杜
度
を
加
え

｢
五
賢
｣
と
し
た
｡

下

･
評
に

｢孫
過
庭
lH
'
元
常
専
工
於
隷
書
'
伯
英
猶
精
於
草
健
｡

彼
之
二
美
へ
而
義
献
策
之
｣
と
引
-
｡

一

中

･
紳
品

･
張
芝

｢羊
欣
云
､
張
芝

･
皇
象

･
錘
蘇

･
索
靖
'
時
姓

郎

鍍
書
聖
｡
然
張
勃
骨
豊
肌
､
徳
冠
諸
賢
之
旨
｣
｡

一

中

･
紳
品

･
荏
援

｢善
幸
草
'
師
於
杜
度
'
黙
董
之
聞
'
莫
不
調
暢
｡

伯
美
観
連
之
､
其
骨
力
精
熟
過
之
也
｣
｡

中

･
妙
品

･
杜
林

｢嘗
於
西
河
得
漆
書
古
文
尚
書

一
巻
へ
賓
玩
不

巳
｣｡中

･
妙
品

･
衛
憶

｢得
汲
家
古
文
'
論
楚
事
者
最
妙
｡
伍
嘗
玩
之
｣
｡

上

･
章
草

｢懐
確
実
､
章
草
之
書
､
字
字
直
別
｡
張
芝
饗
馬
今
草
'

加
其
流
速
へ
抜
茅
連
茄
'
上
下
牽
連
｣

｡

字
を
幾
何
学
的
に
面
積
ゼ
ロ
の
鮎
と
線
に
平
均
化
し
て
認
識
し
た
も

の
を
字
形
と
､
字
形
に
幅
や
奥
行
き
を
も
た
ら
す
面
的
な
饗
化
を
筆
勢

と
考
え
て
お
-
｡
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｢膿
勢
｣
の
語
は
'

『文
心
願
龍
』
走
勢
に

｢固
着
規
髄
'
其
勢
也

日
韓
.
方
者
矩
形
'
其
勢
也
自
安
｡
文
章
倦
勢
､
如
斯
而
己
｣
と
い
う

よ
う
に
'
形
態
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
力
学
的
効
果
を
い
う
｡

⑳

中

･
紳
品

･
張
芝

｢其
草
書
急
就
章
'
字
皆

一
筆
而
成
'
合
於
自
然
'

可
謂
禦
化
至
極
｣
｡

㊧

例
え
ば
へ
｢除
去
常
情
日
古
｣
｢縦
任
無
方
日
逸
｣
等
｡

⑮

『逸
書
賦
』
『述
書
賦
語
例
字
格
』
は

『法
書
要
録
』
巻
五
-
六
所

収

｡

後 後 後 後 徳 徳 後 後 後 後 後 徳 後 徳
節 節 秦 秦 周 朝漢 漢 漢 漢 漢 漢

漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 漢 代i 徐 班 歩 栄8二 壁 留rJ徳 歯日 衛蘇 杜 察 張 # 牡皮 蕨 中 揺LL- 李

史 杏慣 幹 固 稚 鵠 且管 空ll 塞 奉 林

邑 之 環 塗 延午 敵 ｢可 斯 箱 人名叔 伯 孟 文
孟自 貢 仲 汰 北 伯 哩 壬 伯 吹 千音 辛重 蘇 堅 節 ∃E 嗣 則 仲 山

暗中那 央有追 玉 皮 刺 lH】

過棉妙 妙 能 文古

能 妙 舵 妙 妙 柿 蒙大

紳 文箱舵



西 西 西 西 輿 呉 貌 貌 親 魂 魂 魂 魂 戟 後
塗 後 後 後 後漢 徳益日 A日 品目 益【ヨ

7% 漢 漢 漢 漢 漢蘇 蘇 莱 衛 蘇 白∃E 衝 鍾 # 奉 胡 那 管 鍾 毛 蘇 左 逮 荏 峯

蘇伍 華 靖 種 弘 象 親 曾 康 誕 昭 饗浮

操 毛糸 弘 紘 伯 襲 曙 渠塞 追良 茂 幼 伯 敬 休 伯 士 叔 仲 礼 千 孟 元 大
千 千 元 叔 チ 千山 先 安 玉 穐 明 倭 季 夜

棉 明 淑 確執読帝 常 雅 綱

し三上 嗣 景 輿 姓珍 舵 能 妙

舵 妙

妙 舵 舵 舵

舵 妙 能妙 妙 妙 妙 妙 能 舵能 妙

舵 妙 妙 妙 妙 紳妙 妙 紳 紳 紳 舵 妙 妙 妙 舵 舵 舵 能

妙 妙 妙 巾や

妙 妙妙 妙 妙 妙 珍

妙莱7､J. 東盛 東上きこ 東五五 東蛋 蓋 莱庄 莱蛋 莱基 東入人 莱芸左 西A 西A 西五五 西蕊 西ム入 西蛋 西
iL̂ 西互左 西盗 西蛋日 日 ー∃ 日 日 【ヨ 日 日 日 日 日 日 rlj 日 l∃ 日 日 E]

日 Eヨ 日王 王 葦 蘇 檀 王 謝 王 都 王 王 王 李 司 杜
楊 劉 悼 何 王 宿惜 濠

孤 彰租 妄 現 安 袷 惜 厳之 義之
導式局
倣
請肇
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北周 陳 栄 梁 梁 梁 梁 南奔 南斉 南斉 両帝 宋 莱 栄 莱 莱 莱 莱 東

蛋E∃ 東五五日 東蕊日王 樺 陶 顔 粛 院 秦 謝 粛 蘇 王 渇 粛 礼 謝 薄 辛 劉 章
王 庚壁 管 孤 桁 研 眺

敬 嘩 甲 欣 飛 修 翼永 景

五亡コ 雲 成 度 芸 之 逮 之 隆モ 過 叔 叔 文 景 玄 紹 忠 節 彦
敬 敬 栄 文 敬 秩深

明 慣 準梁衣育 幾 香 曙 但軒高育 光 慕

琳 叔 元 文帝 休 仁
恭

舵

能

舵 舵

舵 妙 舵 舵 能 妙 妙 妙

妙 妙 妙 妙 舵 能妙 舵

能舵 能 妙 舵 能 珍 能 妙 妙 妙 舵 能

妙

妙 能 舵 妙 能 舵 能 妙 妙 舵 能 妙 妙 妙 妙

舵 舵磨 磨 磨 磨 磨 磨磨磨磨磨磨磨磨惰

慮蘇蘇王栄
1三
千甲求高李
陸袴虞臥碍

戒 穫皮
穐
壁･､ll蘇
行正

臣
元
日

莱逐世

南

壁管

用
示
文 &倹E∃
之良言旬果

千

潜

過
庭
承

烈

漢
王

率


