
ﾀﾞ２

支
那
金
石
學
概
要
石
刻

馬

　
　
　
　

衡

　
　
　

著

水
野
清

　

一
詳
註

第
一
、
刻
石
と
碑
の
別

第
二
、
造
像
と
斑
像
の
別

第
三
、
綻
典
諸
刻
と
紀
事
請
刻
の
別
（
以
下
次
銃
）

第
四
、
一
切
建
築
物
附
刻
の
文

　

商
周
時
代
に
は
器
を
兄
る
こ
と
國
家
の
存
亡
官
位
の
高
下
と

同
一
で
あ
っ
た
。
故
に
孔
抑
は
「
だ
ゞ
器
と
名
と
は
人
に
恨
す

　
　
　
　

①

べ
か
ら
す
」
と
い
っ
た
０
で
あ
る
。
そ
の
銘
を
勒
す
る
に
み
づ

か
ら
名
づ
け
て
先
組
の
美
を
裕
揚
し
、
こ
れ
を
後
世
に
瀬
彰
し

か
０
は
ま
た
そ
０
名
と
器
を
重
ん
す
る
の
意
を
昭
示
し
た
わ
け

で
あ
る
。
は
じ
め
茄
は
文
に
よ
っ
て
器
を
顕
彰
し
た
か
、
後
に
は

器
に
籍
っ
て
文
を
傅
へ
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
後
世
の
器

は
必
ず
し
も
文
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
川
室
が
衰
微
し
て
諸

侯
が
強
大
と
な
っ
て
か
ら
は
名
と
器
と
が
や
う
や
く
軽
ぜ
ら
れ

功
利
の
み
重
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
ゝ
に
お
い
て
文
章
を
誇

張
の
具
と
な
し
、
石
刻
０
文
が
は
じ
ま
っ
た
。
だ
か
ら
石
刻
の

文
は
全
く
石
に
籍
っ
て
文
章
を
傅
へ
る
も
の
で
、
器
の
文
が
文

に
よ
っ
て
器
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
意
味
が
ち
が
ふ
。

　

刻
石
の
風
は
秦
涜
時
代
に
流
行
し
、
後
漢
に
お
い
て
極
盛
と

な
る
。
魏
１
　
に
及
ん
で
し
ば
し
ば
刻
石
の
禁
を
か
さ
ね
た
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

南
朝
に
至
っ
て
も
な
ほ
改
ら
な
い
。
隋
唐
は
北
朝
の
儲
風
を
う

け
て
、
事
亘
細
と
な
く
、
多
く
石
に
刻
し
て
こ
れ
を
記
念
し

た
。
こ
れ
よ
り
以
後
も
引
っ
ゞ
き
は
な
は
だ
盛
ん
で
、
つ
ひ
に

石
刻
の
文
字
は
ほ
と
ん
ど
支
那
各
地
に
桐
浦
す
る
に
至
っ
た
。

　

石
刻
の
種
類
と
名
栃
と
は
十
指
に
か
ぞ
へ
き
れ
な
い
。
形
催

に
よ
っ
て
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
文
膿
に
よ
っ
て
い
ふ
も
の
が
あ

り
、
た
１
.
＾
＾
ま
か
に
碑
と
い
っ
て
し
ま
ふ
も
の
も
あ
る
。
錯

綜
紛
糾
し
て
ゐ
て
、
亘
別
す
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
む
っ
か
し
い
。

そ
の
類
別
を
論
じ
て
第
一
に
は
刻
石
と
碑
と
の
貰
別
、
第
二
に

は
造
像
と
提
像
と
の
頁
別
、
第
三
に
は
経
典
諸
刻
と
記
事
諸
刻

と
の
貰
別
、
そ
し
て
第
四
に
は
あ
ら
ゆ
る
建
築
物
に
附
刻
さ
れ
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た
文
を
翠
げ
る
。
そ
０
爵
の
鳶
の
の
細
目
に
つ
い
て
は
各
條
Ｏ

下
に
分
っ
て
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
ゝ
す
る
。

　

①
『
左
傅
』
成
公
二
年
。

　

②
葉
昌
熾
『
語
石
』
巻
一
、
晋
二
則
、
北
朝
四
則
等
に
碑
禁
の
こ
と
が

　
　

見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
刻
石
と
碑
の
別

　
　
　
　

い
ま
の
人
は
石
に
載
録
す
る
も
の
は
み
な
碑
と
よ
ぶ
が
、
こ

　
　
　

れ
は
正
し
く
な
い
。
碑
を
刻
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は

　
　
　

漢
末
に
あ
る
。
そ
れ
よ
り
以
前
は
た
ヾ
刻
石
と
し
か
い
は
だ
か

　
　
　

っ
た
。
秦
の
始
皇
帝
が
山
東
の
寫
邪
に
至
り
、
海
上
に
議
し
た
。

　
　
　

そ
の
時
幕
臣
は
議
を
上
し
て
「
古
の
帝
は
…
…
な
は
金
石
に
刻

　
　
　

し
て
自
ら
紀
を
な
す
、
・
…
…
い
ま
皇
帝
海
内
を
並
一
し
…
…
幕

　
　
　

臣
は
相
と
も
に
皇
帝
の
功
徳
を
誦
す
、
金
石
に
刻
し
て
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

　
　
　

表
経
せ
ん
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
で
始
皇
帝
０
束
巡
し
た
郡
頴
に

　
　
　

お
け
る
諸
刻
は
み
な
刻
石
と
い
っ
て
、
は
じ
め
は
ま
だ
こ
れ
を

　
　
　

碑
と
い
は
な
か
っ
た
。
碑
の
名
は
周
に
は
じ
ま
る
が
、
何
か
の

　
　
　

用
を
果
す
た
め
の
設
備
で
、
文
章
を
刻
す
る
た
め
の
も
の
で
は

　
　
　

な
か
っ
た
。
『
題
記
』
祭
義
に
「
君
は
牲
を
牽
く
・
・
・
・
・
。
既
に
廟
門

タダ

　
　

に
入
々
、
碑
に
っ
な
ぐ
」
と
い
ふ
０
は
廟
門
０
砕
を
指
す
０
で

あ
る
。
『
腔
記
』
檀
弓
に
「
公
室
に
豊
碑
を
覗
る
」
と
い
ふ
の
は

墓
に
あ
る
碑
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
廟
門
の
陽
は
石
で
っ
く
り
、

犠
牲
を
つ
な
い
だ
り
、
太
陽
の
影
を
測
っ
た
り
す
る
。
墓
に
あ

る
碑
は
木
で
っ
く
ね
、
繩
を
引
い
て
棺
を
下
す
の
に
用
ゐ
る
こ

と
『
儀
鵬
』
聘
強
注
鳶
よ
び
『
強
記
』
檀
弓
の
注
に
見
え
る
と

ほ
り
で
あ
る
。
そ
の
・
形
式
は
い
ま
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
と
に
か
く
今
日
の
い
は
ゆ
る
陽
の
ご
と
き
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
陽
に
文
を
刻
す
る
の
は
漢
以
後
０
こ
と
で
あ
っ

で
、
古
刻
に
開
し
て
論
す
る
必
要
は
な
い
。
た
■
u
’
相
傅
へ
る

古
刻
の
う
ち
に
も
ま
た
陽
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
ｋ
で

古
刻
０
真
偽
を
一
座
辨
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

宋
以
来
、
金
石
を
著
録
す
る
書
に
お
い
て
三
代
の
石
刻
を
述

　
　
　
　
　

―

べ
る
も
ｏ
は
夏
に
恂
峨
陽
、
盧
氏
摩
崖
が
あ
り
、
な
ら
び
に
萬

　
　
　
　
　
　
　
　

１

の
手
蹟
と
傅
へ
る
。
殷
に
紅
崖
刻
石
が
あ
り
、
傅
へ
て
高
宗

　
　
　
　
　
　

１

時
代
の
刻
と
す
る
。
錦
山
摩
崖
は
箕
子
ｏ
書
と
傅
へ
て
ゐ
る
。

　

―

周
に
お
い
て
檜
山
刻
石
は

ｉ延
陵
季
子
墓
字
と

　
　

Ｉ

し
、
そ
の
賓
、
幽

　

－

０
刻
、
石
鼓
文
は
史
箱
の
書
、

－
―基
字
は
孔
子
の
書
と
傅
へ
る
。
し
か

匹
唐
宋
人
の
記
載
に
見
え
る
が
傅
聞
Ｏ

聊
に
す
ぎ
ぬ
。
い
ま
傅
は
る
も
０
は
明
人
の

の
郭
宗
昌
は
既
に
そ
の
附
合
た
る
こ
と
を
辨

か)劣

で
あ
る
。
明

。
盧
氏
摩
崖
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仰

は
た
ゞ
一
字
の
み
で
、
清
０
劉
師
陸
は
称
し
て
「
洛
」
と
す
る

が
、
羅
振
玉
は

で
は
な
い
と
考

へ⑤拓
本
を
兄
て
た
？
石
理
の
交
錯
せ
る
も
の
、
字

　
　

－
－
１
１
’
④

　
　

’
１
－
－
１
１
－
１

だ
。
紅
崖
刻
石
は
俗
に
諸
葛
誓
苗
碍
と
拐
し

て
ゐ
る
。
清
の
那
漢
勤
は
押
し
て
殷
の
高
宗
が
鬼
方
を
伐
っ
た

刻
石
と
し
、
莫
友
芝
は
ま
た
辨
じ
て
三
危
山
に
お
け
る
掲
の
手

蹟
と
す
る
。
議
論
は
紛
々
と
し
て
定
論
な
く
、
趙
之
謙
如
苗
民

の
古
書
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
ゐ
る
。
年
代
悠
遠
に
し
て
鐙
抹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

と
て
な
い
が
、
こ
の
逞
が
具
賓
に
近
い
も
の
で
あ
ら
う
。
錦
山

－
⑧

摩
崖
は
或
は
祥
し
て
箕
子
の
書
と
す
る
が
、
朝
鮮
の
人
は
秦
ｏ

徐
禰
の
題
名
と
栢
す
る
。
葉
昌
熾
は
古
に
徴
仙
な
く
、
牛
ば
附

合
に
ょ
る
と
い
ふ
。
壇
山
刻
石
９
　
の
歓
陽
修
が
『
穆
天
子
傅
』

と
「
隋
圖
紅
」
と
に
よ
っ
て
周
の
穆
王
が
鴛
皇
に
登
っ
た
時
に

刻
す
と
こ
ろ
と
す
る
。
し
か
し
、
趙
明
誠
は
脱
に
そ
れ
が
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

Ｉ
Ｉ

　
　
　
　
　

⑨

く
な
い
こ
と
を
疑
っ
て
ゐ
る
。
延
陵
季
子
菓
字
に
つ
い
て
は
宋

の
董
迫
０
曰
く
、
孔
子
は
嘗
っ
て
災
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

ら
そ
の
書
の
是
非
あ
き
ら
か
に
し
難
い
。
比
干
墓
字
は
隷
書
で

あ
る
。
な
ほ
さ
ら
孔
子
の
作
で
は
あ
り
得
な
い
。
宋
の
洪
辺
、

婁
機
は
と
も
に
そ
の
誤
謬
た
る
を
辨
じ
、
後
漢
の
人
の
書
た
る

　
　
　
　
　
　
　

⑩

こ
と
を
断
定
し
て
ゐ
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
は
み
な
文
人
が
奇
を

好
ん
で
の
穿
盤
附
合
で
あ
る
。
或
は
も
と
も
と
字
が
な
い
の
に

は
っ
き
り
と
明
言
し
た
り
、
或
は
説
を
も
っ
て
誂
に
傅
へ
、
強

ひ
て
時
代
を
定
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に

前
人
の
考
訂
が
あ
り
定
論
が
具
っ
て
ゐ
る
・
か
く
て
古
刻
は
石

鼓
を
措
い
て
そ
の
他
は
み
な
信
じ
ら
れ
ぬ
と
断
言
で
き
る
。
な

ほ
宋
代
に
出
土
し
ご
到
訃
孔
紅
四
や
ゝ
信
じ
え
ら
れ
る
。
思
ふ

に
三
石
と
も
久
し
く
怯
し
て
、
そ
の
形
制
が
ど
う
だ
か
知
れ
な

い
が
、
宋
人
の
著
録
す
る
所
に
よ
る
と
こ
れ
も
亦
決
し
て
碑
で

は
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
で
砕
を
刻
す
る
風
尚
は
富
に
漢
末
に
興

り
、
古
は
た
ゞ
こ
れ
を
刻
石
と
の
み
い
っ
た
と
考
べ
ら
れ
る
・

　

刻
石
の
ひ
と
り
立
つ
も
の
は
褐
と
い
ふ
。
天
然
の
も
の
は
こ

れ
を
摩
崖
と
い
ふ
。
い
ま
碑
と
と
も
に
以
下
に
分
述
し
よ
う
。

　

褐

　

『
史
記
』
始
皇
本
紀
に
石
に
刻
し
て
徳
を
頌
す
る
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　

⑩

も
０
す
べ
て
七
た
び
、
す
な
は
ち
部
峰
山
・
黍
山
・
寫
邪
・
砺

石
・
會
稽
は
お
の
お
０
一
刻
、
之
聚
は
二
刻
、
そ
の
文
に
は
必

す
は
じ
め
に
「
石
を
立
つ
」
と
い
ひ
’
　
４
％
は
り
に
「
石
に
刻
す
」

も
し
く
は
「
立
つ
所
０
石
に
刻
す
」
と
い
ふ
。
い
は
ゆ
る
立
石

と
は
す
な
は
ち
毫
で
あ
る
。
『
説
文
』
石
部
に
「
喝
と
は
特
立
の

石
な
り
」
と
い
ふ
０
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
形
制
は
今
日
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｓ
)

＾
ｕ
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
山
左
金
石
志
』
に
瓊
邪
刻
石

の
寸
尺
を
記
し
て
「
石
の
高
さ
は
エ
部
管
造
尺
の
丈
五
尺
、
下
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が

の
寛
は
六
尺
、
な
か
ほ
ど
の
寛
は
五
尺
、
上
牛
０
寛
は
三
尺
、

頂
０
寛
は
二
尺
三
寸
、
。
南
北
。
の
厚
さ
は
二
尺
五
寸
」
と
い
ふ
。

ま
た
泰
山
頂
上
無
字
石
を
記
し
て
「
碑
０
高
さ
、
廣
さ
、
厚
さ

さ
く
下
が
大
き
い
・
屈
砺
ひ
十
石
（
そ
れ
が

と
い
ふ
わ
た
く
し
の
考
へ
ぱ
別
に
述
べ
た
も

で
あ
る

）
は
ひ

と
し
く
こ
れ
と
同
じ
で
、
や
ｘ
小
で
あ
る
と
い
斗
に
す
ぎ
ぬ
。

一
に
瓊
邪
畳
の
ご
と
し
、
差
す
る
所
も
分
寸
に
過
ぎ
す
」
と
い

　
　

従
来
ま
だ
こ
れ
を
正
し
く

Ｊ
・
『
雲
麓
漫
妙
』
に
國
山
刻
石
Ｅ
昶
び
び
の
形
鸚
記
し
て

　

命
名
し
た
も
の
な
べ
ヽ
た

い
ふ
「
土
人
目
し
て
國
碑
と
い
ふ
、
石
は
圓
に
し
て
八
出
し
、
米

　
　

？
そ
の
形
が
鼓
に
類
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～

　
　
　
　
　
　
　
　
　

”

　
　
　

’
．
ｊ
．
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

漢
の
ご
と
き
を
も
つ
て
い
ふ
」
と
。
『
國
山
碑
致
』
に
ま
た
「
碑

の
高
さ
八
尺
、
園
一
丈
、
そ
の
形
争
ｘ
圓
に
し
て
楕
、
東
西
の

二
面
は
廣
く
、
南
北
は
狭
き
こ
。
と
四
の
Ｉ
な
り
」
と
い
ふ
。
『
雨

　
　
　
　
　
　

―
⑩

浙
金
石
志
』
に
掲
陵
窟
石
第
一

　

（
篆
書
に
し
て
年
月
な
し
、
阿

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国

元
は
災
の
孫
皓
の
刻
と
推
定
し
た
）
を
記
し
て
コ
曇
笠
ハ
尺
、

周
廣
四
尺
、
頂
上
に
穿
あ
り
競
柳
錘
ｏ
ご
と
し
」
と
い
ふ
。
諸

石
を
綜
合
し
て
観
る
に
褐
の
形
は
方
圓
の
間
に
あ
り
、
上
は
小

第
一
圖
(
Ｆ
ｉ
ｇ
.
ご

　

萬

　

定

　

石

Ｉ
Ｋ
　
ｆ
ｃ
;
　
Ｓ
　
ｓ
;
-

０
で
っ
ひ
に
こ
れ
を
石
鼓

と
い
っ
た
の
み
で
あ
る
。

國
山
刻
石
は
諸
字
の
公
路

に
よ
る
と
こ
れ
も
ま
た
そ
一

の
形
が
鼓
の
ご
と
く
で
あ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

唇

る
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。

董
迫
が
誂
を
附
灘
し
て

．
Ｊ
、
。
。
－
－
酋

「
武
事
は
鉦
鼓
に
刻
す
」
と

い
ふ
は
ま
た
妄
説
で
あ

第二回(Fig. 2)･　石　　　鼓I　　-・革國子墜-
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る
・
漢
の
裴
岑
紀
功
刻

砲
争

孤
筒
の
ご
と
く
挺
立
す
る
。
俗
に
よ
ん
で
石
人
子
と
い
ふ
。
清
の

牛
運
震
の
『
金
石
回
説
』
に
見
え
る
。
天
璽
甥

ｍ
聶
防
難

は
第
一
石
が
高
さ
三
尺
五
寸
、
周
園
八
尺
九
寸
、
そ
の
頂
は
さ

な
が
ら
鐘
形
の
上
雨
を
截
り
と
。
つ
だ
ご
と
く
で
あ
る
。
第
二
石

jﾑ
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助

は
高
さ
二
尺
三
寸
三
分
、
第
三
石
は
高
さ
二
尺
六
寸
二
分
、
そ

の
周
閉
が
第
一
石
よ
り
小
さ
い
の
は
石
に
快
損
が
あ
。
る
か
ら
で

あ
る
（
前
方
綱
『
雨
漢
金
石
記
』
谷
一
八
參
照
）
。
よ
っ
て
俗
に

よ
ん
で
三
川
蝶
と
い
ふ
。
そ
の
各
個
が
前
後
各
行
の
字
数
を
相

０
　
と
し
く
し
て
ゐ
る
の
を
石
る
と
一
石
の
折
れ
た
の
で
な
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

も
と
も
と
躍
か
に
三
石
が
相
累
っ
て
成
り
、
全
形
は
常
に
國
山

倅
に
似
た
も
ｏ
で
あ
っ
た
こ
と
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
二

か
て
き
Ｚ
Ｉ
甫
ぷ
Ｃ
赳
否
μ
｛
ｊ
Ｊ
一
が
子
年
に
雷
る
、

彫
礼
汗
ゴ
予
砦
語
謝
屈
郷

石
は
前
述
の
諸
石
と
形
制
や
ゝ
異
る
が
、
ま
た
褐
と
い
ふ
こ
と

谷
１
薦
談
・

Ｌ
彫
４
　
よ
に
竹
筒
苛
烈

臨Ｕ
は
ま
だ

そ
の
形
制
を
つ
ま
び
ら
か
に
せ
ぬ
が
、
ほ
ゞ
こ
れ
と
同
類
で
あ

る
・
李
賢
が
べ
後
浹
書
い
皿
憲
に
「
方
な
る
も
の
は
碑
と
い
ひ

　
　
　
　
　
　
　

⑩

圓
な
る
も
の
け
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

形
制
は
三
國
よ
り
後
に
お
い
て
は
わ
づ
か
に
一
度
だ
け
高
麗
好

ゴ
‰
混
驚
部
浬
り
に
穐
る
・
娶
笥
え

す
る
所
に
よ
る
と
「
高
さ
約
十
八
尺
、
南
に
向
ぴ
北
に
背
す
、

約
寛
五
尺
六
寸
有
奇
、
東
酉
側
は
約
寛
四
尺
四
寸
有
奇
」
と
い

ふ
。
是
は
中
國
の
制
に
倣
ひ
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
よ
り
崇
大
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
ｏ
ほ
か
に
は
絶
え
て
見
な
い
。
け
だ
し

碑
の
盛
行
し
て
か
ら
後
は
褐
の
制
は
つ
ひ
に
漸
慶
し
た
。
趙
岐

が
圓
石
を
茎
前
に
立
７
ん
と
欲
す
る
匹
皿
皿
の
は
出
し
ろ
常
時

の
習
俗
を
矯
め
て
古
に
復
へ
さ
う
と
の
意
に
す
ぎ

如

い
。

摩
崖

　

摩
崖
と
は
崖
壁
に
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
天
然
の
石
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
秦
の
刻
石
の
う
ち
た
？
喝
石

の
一
刻
は
「
喝
石
の
門
に
刻
す
」
と
い
っ
て
石
を
立
て
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

は
な
い
。
お
そ
ら
く
摩
崖
で
あ
ら
う
。
こ
の
後
で
は
漢
の
部
君

劉
恕
諾
詐
輦
万
昌
昌
琴
劉

刮
昌
即
一
対
李
卸
淑
叫
鼎
お
貼
一
冊
封
劉
常

劉
貼
・
就
素
剽
墳
離
・
帽
廓
剖
発
倒
輯
庵
頌

離
シ
オ
㈲
劃
訓
群
長
等
２
鉱
崖
？
つ
ま
い

ち
ゞ
る
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
ｏ
は
じ
め
は
そ
の
地
に
印
し
て

石
に
刻
し
事
を
紀
し
た
山
に
伐
り
石
を
探
る
の
努
力
を
省
い
た

だ
け
別
に
深
い
意
味
は
な
ぶ
っ
た
。
賓
に
唐
の
鯛
昌
釧
酬
皿

昆
笥
鯛
綴
峠
訃
循
荏
―
あ
・
詰
頌
賛
鸚

・
ご
ｔ
Ｅ
り
梁
・
器
５
　
該
丿
昆
掌
皆
鴇

等
は
狼
ほ
劃
朔
刻
司
の
ご
と
く
で
あ
る
。
人
そ
の
簡
易
に
し
て

迅
逍
に
で
き
る
ｕ
と
か
ら
つ
ひ
に
相
率
ゐ
て
こ
れ
を
な
し
、
は

な
は
だ
し
き
は
刻
経
・
造
像
・
詩
文
・
題
名
・
徳
政
・
９
　
道
の

類
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
を
崖
壁
に
ほ
ど
こ
さ
ぬ
も
の
な
く
、
こ

ｘ
に
お
い
て
名
山
勝
蹟
に
し
て
石
刻
の
な
い
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん

-46



ど
な
い
と
い
ふ
有
様
に
な
っ
た
。

　

碑

　

碑
は
廟
門
ま
た
墓
所
に
用
ふ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
は
既

一鵬首ｉ圭首－種
一

一碑漢
）

第三圖(FiS-

　
　
　

に
上
述
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
用
ゐ
て
文
章
を

　
　
　

刻
す
る
は
果
し
て
何
時
か
ら
は
じ
ま

い
か
。
曰
く
、
後
洗
０
は

ダ

　

じ
め
に
あ
り
ヽ
桓
帝
‘
露
帝
の
頃
ご
盛
ん
に
な
っ
た
と
・
こ
Ｏ

ご
と
ぽ
宋
以
来
の
著
録
す
る
と
こ
^
０
^
Ｖ
'
見
て
知
り
え
ら
れ
る
。

漢
碑
の
制
は
多
く
上
部
に
穿
が
あ
る
。
穿
の
ほ
か
に
量
と
い
は

れ
る
も
０
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
菓
碑
の
績
櫨
を
ほ
ど
こ
し
た

遺
制
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
の
は
じ
め
は
墓
所
に
棺
を
引
く
と

こ
ろ
の
碑
を
と
っ
て
こ
れ
を
利
用
し
、
そ
の
上
に
徳
を
述
べ
事

を
記
し
た
が
、
そ
の
後
は
こ
れ
を
繰
返
し
て
っ
ひ
に
習
慣
と
な

り
、
碑
は
全
く
刻
辞
の
篤
に
も
う
け
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

だ
か
ら
最
初
の
碑
に
は
穿
が
あ
り
、
最
が
あ
る
。
題
額
は
穿
上

１
　
間
に
刻
し
、
左
に
偏
し
、
或
は
右
に
か
た
よ
り
、
そ
の
勢
に

し
た
が
っ
て
必
す
し
も
ま
ん
な
か
に
な
い
。
碑
文
は
額
下
に
刻

し
、
碑
右
に
か
た
よ
り
、
み
な
一
面
に
充
満
し
な
い
。
魏
１
　
以

後
は
穿
も
最
も
や
う
や
く
す
た
れ
。
額
は
必
ず
中
央
に
位
置
し
、

文
肝
は
必
ず
一
面
に
充
浦
す
る
に
至
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
覧
Ｏ

も
と
文
辞
０
た
め
に
も
う
け
た
も
０
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
明

澄
で
あ
る
。

　

碑
０
正
面
は
こ
れ
を
陽
と
い
ひ
、
背
面
は
こ
れ
を
陰
と
い
ひ

左
右
は
こ
れ
を
側
と
い
ひ
、
首
は
こ
れ
を
額
と
い
ひ
、
座
は
こ

れ
を
践
と
い
ふ
。
質
撲
な
も
の
は
圭
首
に
し
て
方
映
、
華
美
な

る
も
の
は
１
　
か
に
レ
ｔ
６
　
師
そ
の
式
は
石
な
い
Ｉ
四
三

　

宋

の
洪
迢
『
隷
綾
』
の
碑
圖
、
清
の
牛
運
震
『
金
石
圖
』
に
は
み
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μ

な
そ
の
全
形
を
描
き
、
讃
者
を
し
て
そ
の
原
碑
を
努
努
せ
し
め

る
。
碑
版
を
著
録
す
る
例
で
は
こ
れ
よ
り
よ
い
方
法
は
な
い
。

そ
０
刻
辞
０
通
例
は
時
額
に
標
題
を
、
時
陽
に
文
辞
を
つ
く

り
、
碑
陰
、
碑
側
に
は
題
名
を
な
ら
べ
る
。
そ
０
曼
例
に
は
両

面
に
か
の
な
の
一
文
を
刻
す
る
も
の
あ
り
、
長
文
に
し
て
時
陽

に
収
め
き
れ
す
、
時
側
或
は
碑
陰
に
ま
で
刻
す
る
も
０
も
あ

る
。
佛
教
開
係
の
時
は
そ
の
額
に
多
く
像
を
つ
く
る
。
唐
の
到

宜
師
晶
聖
ハ
星
基
９
　
昇
ッ
曹
ご
と
き
牡

の
も
つ
と
も
穎
著
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
佛
激
開
係
の
時
で
な

く
し
か
も
造
四
す
る
も
０
は
北
魏
の
前
楊
蝶
５
１
｀
一
゜
四
匹
東
魏

　

！
―
。
卜
卜
凶
μ
ｔ
、
’
Ｉ
‘

の
有
太
公
望
表
心
Ｐ
４
Ｊ
ｉ
ｉ
　
ｙ
類
が
こ
れ
ｒ
あ
る
。
け
だ
し
、

北
朝
は
佛
に
佞
り
そ
の
適
不
適
を
考
へ
す
、
一
般
に
佛
像
を
こ

の
と
こ
ろ
に
き
ざ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
後
人
右
碑
版
の
文

字
を
つ
く
る
に
必
ず
先
例
を
こ
ゝ
に
求
め
る
こ
と
は
ま
こ
と
に

迂
述
で
あ
る
。

①
「
史
記
」
巻
六
、
始
皇
本
紀
二
十
八
年
。

の
延
陵
季
子
弟
字
は
江
蘇
省
江
陰
膳
巾
港
に
あ
る
が
、
宋
崇
本
問
の
摸

　

刻
で
あ
り
、
し
か
も
磨
助
せ
る
こ
と
馮
雲
鵬
・
馮
雲
鶏
『
金
石
索
』
石

　

索
巻
一
に
見
え
る
。
比
干
菓
字
は
河
南
省
汲
膳
比
干
廟
に
あ
つ
た
。

　

楊
守
敬
『
宸
宇
貞
石
㈲
』
に
そ
の
縮
影
を
収
む
。
王
昶
『
金
石
葦
編
』
倦

　

一
九
、
殷
比
干
菜
題
字
あ
り
。

③
哨
殯
碑
は
『
金
石
索
』
石
索
悠
一
『
宸
宇
貞
石
岡
』
に
縮
影
を
牧
む
。
『
葦

　

編
』
巻
只
岫
瞎
碑
の
條
に
い
ふ
、
「
按
す
る
に
、
昶
の
蔵
す
る
所
の
絢

　

瞎
碑
四
あ
り
。
一
は
雲
南
昆
明
に
あ
り
。
一
は
四
川
成
祁
に
あ
り
。

　

荒
し
皆
楊
惧
の
幕
す
る
所
、
慣
は
蜀
の
人
に
し
て
雲
南
に
諦
戌
す
る

　

が
故
な
り
。
】
は
長
沙
に
あ
り
、
何
人
の
重
勒
な
る
か
を
知
ら
す
、

　

顧
燐
の
政
に
採
る
に
乃
も
明
の
嘉
靖
初
、
太
守
淆
鑑
の
得
る
所
た
り
、

　

い
ま
書
院
の
旁
に
あ
り
。
一
は
西
安
に
あ
り
、
康
煕
中
毛
會
建
の
刻

　

す
る
所
な
り
。
昶
は
皆
親
し
く
そ
の
下
に
至
り
で
摩
準
し
て
審
ら
か

　

に
祀
、
拓
し
て
之
を
蔵
す
。
後
一
拓
本
を
見
た
り
、
乃
も
明
の
安
知

　

山
等
楊
氏
本
に
よ
り
て
幕
す
る
所
な
り
、
そ
の
石
は
聞
く
に
紹
興
再

　

陵
に
あ
り
と
。
石
墨
銚
華
お
よ
び
金
石
存
に
謂
へ
ら
く
楊
時
喬
は
１
　

　

つ
て
棲
霞
に
刻
す
と
。
嗣
後
に
容
痛
は
廿
泉
に
刻
し
、
張
嶺
は
新
泉

　

精
舎
に
刻
寸
こ
と
甘
泉
文
集
に
見
ゆ
。
ま
た
高
氏
刻
本
あ
り
、
墨
林

　

快
事
に
見
ゆ
。
汲
賑
の
刻
本
は
黄
叔
吸
の
重
立
絢
嘘
碑
記
に
見
ゆ
。

　

康
煕
中
通
江
の
李
藩
が
黄
螺
に
別
す
る
こ
と
も
ま
I
　
)
撰
す
る
所
の
記

　

に
見
ゆ
。
則
ち
五
石
に
止
ま
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
た
ｙ
」
の
碑
は
南

　

宋
よ
り
始
め
て
出
づ
。
故
に
欧
・
趙
み
な
著
録
せ
す
。
後
来
の
考
据

　

家
、
楊
惧
・
楊
時
喬
・
安
如
山
・
郎
瑛
の
如
き
諸
人
は
深
く
信
じ
て
疑

　

は
ず
、
倅
は
み
な
斥
け
て
伶
物
と
な
す
。
い
ま
ま
た
究
め
る
に
確
誼

　

な
し
。
…
…
」
と
ｏ

④
郭
宗
昌
『
金
石
史
』
巻
上
、
夏
衡
岳
僑
砕
。

⑤
こ
の
項
不
詳
。

④
紅
崖
刻
石
は
貴
州
安
順
府
永
享
西
北
六
十
里
諸
葛
啓
の
後
山
に
あ
る

　

と
い
ふ
。
凡
て
四
十
字
ば
か
り
、
入
乱
れ
て
行
を
な
さ
ぬ
。
土
人
は

　

孔
明
碑
と
孵
す
る
。
張
諧
「
絞
幹
書
」
に
は
殷
の
高
宗
が
鬼
を
伐
っ
た
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即

　

刻
石
と
し
た
が
、
宇
蹟
、
地
理
よ
’
り
む
し
ろ
三
危
山
に
お
け
る
褐
の

　

蹟
と
す
べ
し
と
。
莫
友
之
「
郡
亭
逍
詩
」
（
影
山
卿
堂
六
種
）
倦
六
、
紅

　

山
古
刻
歌
に
見
え
る
。

⑦
趙
之
謙
『
補
査
宇
訪
碑
報
』
巻
一
、
紅
崖
古
宇
に
は
清
祀
蔭
原
拓
本
蔚

　

中
東
木
本
、
陽
湖
呂
氏
縮
刻
本
を
借
り
て
詳
校
す
る
に
「
次
第
既
に

　

衆
れ
、
且
つ
鮎
査
文
義
能
く
辨
析
す
る
な
し
、
疑
ふ
ら
く
は
こ
れ
苗

　

民
の
古
書
か
、
代
遠
く
し
て
考
を
失
す
」
と
い
ふ
。

⑧
『
補
査
宇
訪
碑
録
』
巻
一
、
錦
山
摩
崖
は
朝
鮮
南
海
に
あ
り
と
い
ふ
。

　

か
さ
ね
て
「
字
奇
古
に
し
て
識
る
べ
が
ら
す
、
朝
鮮
人
傅
へ
て
秦
の
徐

　

禧
の
題
名
と
な
す
、
或
は
祁
し
て
殷
の
箕
子
の
書
と
な
す
」
と
い
ふ
。

⑨
壇
山
刻
石
は
河
北
省
賛
皇
騒
南
方
十
三
里
壇
山
に
あ
る
。
「
石
索
」
巻

　

一
に
縮
影
あ
り
。
『
草
編
』
巻
三
壇
山
刻
石
を
見
よ
。
宋
皇
赫
頃
の
登

　

見
に
か
？

　

『
金
石
文
字
記
』
に
「
今
移
し
て
儒
學
の
戟
門
に
置
く
」
と
い
ふ
は
嘉

　

柿
中
李
中
祓
の
刻
し
た
石
で
あ
る
と
い
ふ
。
（
王
隋
「
虚
舟
題
敲
」
巻

　

一
懺
華
蓋
叢
書
所
収
）
し
か
し
、
『
草
編
』
巻
三
、
壇
山
石
刻
に
は
李

　

中
柿
の
模
刻
も
既
に
な
く
、
見
る
と
こ
ろ
は
た
き

　

ひ
、
さ
ら
に
そ
の
題
名
の
下
で
は
「
共
に
四
字
あ
-
O
.
、
右
に
李
中
柿

　

記
を
刻
す
、
額
に
吉
自
発
已
之
記
六
字
を
題
す
、
正
書
、
い
ま
賛
皇
噺

　

學
に
あ
り
」
と
い
ふ
か
ら
現
存
鴛
皇
脂
學
に
あ
る
の
は
さ
ら
に
李
中

　

柿
本
か
ら
の
禁
刻
か
。
孫
承
津
『
庚
子
鎗
夏
記
』
巷
四
に
賛
皇
の
禁
刻

　

本
以
外
に
中
書
謝
従
寧
の
絹
本
哭
恭
順
惟
英
の
刻
本
あ
り
と
い
ひ
、

　

宋
派
『
漕
滉
集
』
に
は
ま
た
浦
陽
書
院
に
模
刻
し
た
こ
と
を
い
ふ
。

⑩
欧
陽
修
『
集
古
録
疏
尾
輿
朱
氏
金
石
叢
書
』
巻
一
、
周
穆
王
刻
石
。

　

趙
明
誠
『
金
石
報
』
（
朱
氏
金
石
叢
書
）
巻
十
三
、
吉
日
発
已
字
に
は

　

「
案
や
る
に
穆
王
の
時
に
用
ふ
る
所
は
皆
古
文
科
斗
書
な
り
、
こ
の
字

　

筆
査
反
り
て
小
篆
に
類
す
、
ま
た
穆
天
子
傅
、
。
史
記
の
諸
書
皆
載
せ

　

す
、
こ
れ
を
以
つ
て
そ
の
是
に
非
ざ
る
か
を
疑
ふ
」
と
。

　

ヽ

⑨
董
迫
『
廣
川
１
　
駈
』
（
朱
氏
金
石
叢
書
）
巻
三
、
延
眸
墓
字
。

⑩
洪
辺
『
隷
績
』
巻
二
十
、
殷
比
干
塵
に
「
乃
も
東
流
域
震
の
時
の
人
の

　

書
す
る
所
な
り
」
と
、
高
機
『
流
隷
字
源
』
碑
目
、
殷
比
千
墓
四
字
の

　

條
に
「
上
世
孔
子
の
書
と
傅
ふ
、
然
れ
ど
も
隷
は
秦
に
始
る
、
孔
子

　

の
書
に
非
ざ
る
や
必
せ
り
」
と
い
ふ
。

⑩
三
個
あ
う
　
０
一
は
宋
嘉
脳
中
に
防
西
鳳
翔
府
開
元
寺
の
土
中
よ
り
出

　

で
、
二
は
治
平
中
、
清
水
河
畔
の
朝
那
漱
よ
り
出
土
、
三
は
洛
陽
劉

　

恍
家
に
あ
り
た
り
と
い
ふ
。
い
づ
れ
も
「
緯
帖
」
「
汝
帖
」
に
そ
の
模
刻

　

本
あ
り
。
容
庚
『
古
石
刻
零
拾
』
阻
楚
文
考
挿
に
詳
述
さ
れ
て
ゐ
る
。

⑩
邨
峰
山
、
泰
山
、
琉
邪
の
刻
石
は
始
皇
二
十
八
年
、
硝
石
は
三
十
二

　

年
、
會
稽
は
三
十
七
年
、
之
米
は
二
十
八
年
、
二
十
九
年
の
二
刻
が

　

あ
る
。
『
史
記
』
倦
六
、
始
皇
本
紀
。

⑩
畢
況
、
院
元
『
山
左
金
石
志
』
巷
七
。

⑩
秦
の
刻
石
に
つ
い
て
は
論
考
少
く
な
い
が
、
ま
づ
容
庚
「
奉
始
皇
刻

　

石
孜
」
（
燕
京
學
報
、
第
十
七
期
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
泰
山
刻
石
に

　

つ
い
て
は
別
に
同
氏
の
『
古
石
零
拾
』
中
に
も
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

縮
影
は
『
宸
宇
貞
石
岡
』
に
泰
山
と
寫
邪
の
刻
石
か
あ
る
。

⑥
江
蘇
省
宜
興
西
南
五
十
里
國
山
に
あ
る
。
『
紫
編
』
巻
二
十
四
、
輝
國

　

山
碑
。
宋
の
趙
彦
復
『
雲
麓
漫
抄
』
（
稗
海
）
巻
一
。

⑩
哭
誉
「
國
山
碑
孜
」
（
昇
終
楼
叢
書
）
。
こ
の
文
の
あ
と
に
「
碑
首
上
但

　

に
し
て
微
に
窪
む
、
色
は
紺
碧
、
風
雨
剥
蝕
す
」
と
い
ふ
。

⑩
断
江
省
紹
興
褐
廟
に
為
る
。
『
華
編
』
巻
十
一
、
萬
陵
定
石
題
字
。
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⑩
隠
元
『
両
浙
金
石
志
』
巻
一
、
尻
萬
陵
窪
石
題
字
。
そ
の
字
天
璽
紀
功

　

碑
に
似
て
ゐ
る
の
で
哭
刻
と
断
す
る
。

⑥
馬
衡
「
石
鼓
恰
秦
刻
石
考
」
’
國
學
季
刊
、
第
一
巻
第
一
耽
）
。
後
民
國

　

二
十
年
に
単
行
本
を
出
す
。

◎
史
能
之
「
咸
淳
毘
陵
志
」
（
國
山
碑
考
所
引
）
。

の
『
廣
川
書
践
』
巻
二
、
石
鼓
文
辨
。

⑩
裴
岑
紀
功
刻
石
は
新
疆
巴
里
坤
西
北
三
里
回
帝
廟
に
あ
つ
た
。
『
金
石

　

圖
』
に
「
碑
は
西
塞
巴
爾
庫
爾
城
西
五
十
里
に
あ
丿
、
石
人
子
と
名
づ

　

く
、
碑
は
上
鏡
下
大
に
し
一
Ｌ
、
孤
位
の
ご
と
く
挺
立
し
、
之
を
望
め

　

ば
石
人
の
如
き
を
以
つ
て
な
り
、
雍
正
七
年
大
将
軍
岳
鍾
瑛
は
許
軍

　

府
に
移
置
す
、
十
Ξ
年
又
師
を
撒
し
、
漢
壽
亭
侯
廟
に
移
置
す
」
と
。

　

『
雨
淡
金
石
記
』
に
「
是
碑
は
土
人
重
刻
す
る
者
あ
り
、
そ
の
鍔
本
多

　

く
拐
手
の
描
失
を
な
す
、
故
に
鍔
本
亦
往
々
同
じ
か
ら
す
、
然
れ
ど

　

＆
）
そ
の
描
失
の
痕
は
乃
も
こ
れ
i
S
本
な
り
、
も
し
描
支
の
辿
な
く
失

　

誤
あ
る
者
は
曼
本
に
非
ず
・
・
・
：
長
洲
顧
置
汀
文
鉄
が
済
寧
に
重
刻
せ

　

る
は
乃
も
立
海
祠
に
作
る
、
蓋
し
亦
釘
本
よ
り
出
づ
る
に
非
ず
」
と
。

　

『
革
編
』
俗
七
に
「
昶
鮒
中
に
在
り
、
門
人
申
兆
定
一
本
を
重
模
し
、

　

石
碑
林
に
勒
す
、
蒼
勁
ほ
と
ん
ど
侭
を
１
　
る
、
こ

　

と
な
る
」
と
い
ふ
。
銭
泳
『
梅
駱
居
士
縮
本
流
碑
』
に
縮
影
あ
り
。

⑩
天
富
紀
功
刻
石
は
江
蘇
省
江
皐
府
學
に
あ
り
。
録
文
は
『
爾
漢
金
石

　

記
』
に
見
え
る
。

⑩
河
北
省
永
平
噺
に
あ
る
。
御
安
「
廣
倉
古
石
録
」
（
廣
倉
學
倉
叢
書
）
に

　

縮
影
あ
り
。

図
嘉
孝
褐
刻
石
は
山
東
省
泗
水
に
出
で
、
歴
城
後
李
氏
園
に
蔵
せ
ら
れ

　

る
。
王
諮
柴
『
淡
石
存
目
』
巻
上
。
「
廣
倉
古
石
録
」
に
縮
影
あ
り
。

図
宋
伯
望
刻
石
は
山
東
芭
脂
に
出
づ
。
「
廣
倉
古
石
鎌
」
に
縮
影
あ
り
。

⑩
『
後
漢
書
』
巻
五
三
、
資
憲
傅
に
よ
る
に
憲
は
匈
奴
を
討
っ
て
燕
然
山

　

に
至
り
、
紀
功
の
刻
石
を
立
つ
。
そ
の
硲
に
「
紳
丘
に
封
し
、
隆
喝

　

を
建
っ
」
と
あ
り
、
そ
の
李
賢
の
注
に
「
紳
丘
は
す
な
は
ち
燕
然
山
な

　

り
、
方
な
る
も
の
を
碑
と
い
ひ
、
圓
な
る
も
の
を
鴫
と
い
ふ
、
喝
は

　

褐
な
り
」
と
い
ふ
。

⑩
満
洲
國
緋
安
嘔
に
あ
る
。
鄭
文
掠
「
高
麗
國
永
察
好
太
王
碑
糧
文
纂

　

孜
」
（
大
鶴
山
房
全
書
）
、
那
珂
通
世
「
高
句
麗
古
碑
考
」
（
史
學
雑
誌
第

　

四
嗇
）
『
朝
鮮
古
蹟
閻
譜
』
第
一
珊
。

励
『
後
漢
書
』
巻
九
四
、
趙
岐
傅
に
「
一
圓
石
を
わ
が
蕗
前
に
立
て
、
こ

　

れ
に
刻
し
て
漢
に
逸
人
あ
り
、
姓
は
趙
、
名
は
嘉
、
志
あ
り
、
時
命

　

な
き
を
奈
何
せ
ん
と
い
ふ
べ
し
」
と
。
嘉
は
趙
岐
の
初
名
で
あ
る
。

⑩
永
革
六
年
褒
斜
道
記
、
建
利
六
年
石
門
頌
、
永
壽
元
年
李
君
通
閣
道

　

記
、
真
平
二
年
楊
淮
表
記
は
防
西
坂
城
に
あ
り
、
永
壽
劉
軍
國
通
道

　

作
城
記
は
新
疆
庫
車
城
西
婁
里
木
山
中
に
あ
り
、
建
察
四
年
李
翁
西

　

狭
頌
は
甘
粛
成
脂
に
あ
り
、
建
察
五
年
李
翁
析
里
橋
部
閣
頌
は
院
西

　

略
陽
に
あ
る
。
と
も
に
『
簑
宇
貞
石
岡
』
に
は
墨
影
を
収
む
。
沈
勒

　

廬
・
陳
子
彝
「
宸
宇
貞
石
閻
目
録
」
（
江
蘇
省
立
蘇
州
国
書
館
館
刊
、
第

　

二
銃
）
參
照
。
褒
斜
道
記
、
楊
淮
表
記
、
李
翁
頌
に
は
競
泳
『
梅
鮫
居

　

士
縮
本
漢
碑
』
及
び
『
翠
編
』
に
も
見
え
る
。

⑩
開
元
十
四
年
紀
泰
山
銘
は
山
東
泰
山
泰
岳
廟
後
石
崖
に
あ
る
。
『
翠

　

編
』
巻
七
六
、
紀
太
山
銘
。
大
暦
六
年
中
興
頌
は
湖
南
省
祁
陽
噺
に

　

あ
る
。
『
葦
編
』
巻
九
六
。

⑩
『
金
石
録
』
巻
六
に
開
元
十
九
年
唐
平
南
恨
碑
が
見
え
る
。

⑩
『
語
石
』
巷
三
、
論
碑
之
名
義
縁
起
一
則
、
碑
穿
二
則
。
関
野
貞
『
支
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那
碑
褐
形
式
の
僥
蓬
』
昭
和
十
年
刊
。

⑩
関
野
、
前
褐
書
、
第
三
十
岡
お
よ
び
第
三
十
一
岡
。

＠
景
明
五
年
裳
揚
碑
は
不
詳
。
武
平
八
年
脊
太
公
望
表
は
河
南
汲
麻
に

　

あ
り
。
『
妄
宇
貞
石
岡
』
に
縮
影
あ
り
。

　
　
　
　
　

ニ
、
造
像
と
憲
像
と
の
別

　

文
字
の
み
こ
り
は
書
に
端
を
狸
す
る
。
六
書
の
象
形
は

い
は
ゆ
る
「
そ
の
も
０
を
書
成
し
、
値
の
詰
哨
に
し
た
が

①ふ
」
も
０
で
。
み
な
古
代
に
お
け
る
最
初
０
書
で
あ
る
。

そ
０
後
、
天
象
を
観
て
服
章
を
つ
く
り
、
鼎
を
結
て
物
を

象
る
や
う
に
な
っ
て
、
圖
書
の
一
科
が
は
じ
め
て
文
字
よ

り
出
派
し
て
は
っ
き
り
と
狽
立
す
る
に
至
っ
た
。
圖
書
に

は
平
面
的
に
象
る
も
の
が
あ
り
、
立
膿
的
に
象
・
る
も
の
が

あ
る
。
平
面
に
象
る
も
０
・
は
こ
れ
を
平
面
書
と
い
ひ
、
立

醍
に
象
る
も
の
は
こ
れ
を
立
愛
書
と
い
ふ
。
鐘
鼎
彝
器
の

圖
案
に
お
け
る
雲
雷
、
婆
饗
等
０
文
様
０
ご
と
き
は
商
周

時
代
の
平
面
書
で
あ
る
。
犠
尊
、
兇
胱
０
類
は
商
周
時
代

０
立
愛
書
で
あ
る
。
後
世
石
刻
の
い
は
ゆ
る
書
像
な
る
も
の
は
み

な
平
面
書
、
い
は
ゆ
る
造
像
は
み
な
立
愛
畳
で
、
こ
れ
が
す
な
は

ち
書
像
と
造
像
と
０
亘
別
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
以
下
に
分
述
し

　

重
像

　

す
べ
て
平
面
に
刻
す
る
も
の
は
人
物
・
草
木
・
鳥
獣
た
’

る
の
論
な
く
み
な
重
像
で
９
　
。
そ
の
最
古
の
も
の
に
は
常
に

衝
孝
喬
刻
石
の
朱
雀
重
一
匹
を
推
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
ヾ
輪
廓

を
具
へ
る
０
み
で
、
刻
法
は
粗
末
で
あ
る
。
前
漢
の
書
で
、
わ

づ
か
に
存
す
る
も
０
で
あ
る
。
舒
水
鮑
家
山
摩
崖
に
刻
す
る
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鳳
凰
書
心
ご
そ
の
題
字
中
に
「
元
□
」
等
の
字
が
あ
る
。
前
人

或
は
「
元
狩
」
と
鐸
し
、
或
は
「
元
鳳
」
と
憚
し
、
前
漢
の
刻

石
と
す
る
が
、
そ
の
賓
「
元
□
」
等
の
字
は
「
三
月
」
。
等
の
宇

と
一
處
に
あ
る
の
で
な
く
、
決
し
て
年
貌
で
は
な
い
。
後
房
末

　

丿

端難こ

。
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に
至
っ
て
そ
の
風
は
最
も
盛
ん
で
、
す
べ
て
の
祠
廟
や
家
茎
の

間
に
多
く
精
美
な
書
像
が
あ
る
。
肥
城
の
孝
堂
山
、
嘉
祚
の
武

氏
祠
、
臍
寧
の
雨
城
山
０
ご
と
き
は
み
な
洋
々
た
る
大
作
で
あ

る
。
そ
０
他
の
残
訣
の
石
は
至
る
と
こ
ろ
に
多
く
、
醐
垣
、
断
壁

の
間
に
も
時
々
我
見
す
る
。
王
詣
条
『
漢
石
存
目
』
中
０
書
存
は

そ
の
収
録
も
っ
と
も
完
備
し
て
ゐ
る
。
こ
の
ほ
か
碑
額
・
防
陰

０
刻
に
し
て
『
隷
綺
』
碑
圖
に
録
す
る
と
こ
ろ
０
如
き
も
の
は

指
を
Ｍ
す
る
に
耐
へ
ぬ
ほ
ど
あ
る
。
８
　
道
０
閥
は
必
ず
し
も
字

が
あ
る
に
か
ぎ
ら
ぬ
が
、
霜
象
の
な
い
も
の
は
な
い
。
山
東
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

河
南
・
四
川
の
諸
省
に
あ
り
、
四
川
省
が
も
っ
と
も
多
い
。
す

べ
て
こ
れ
ら
の
諸
刻
が
描
く
と
こ
ろ
は
武
氏
祠
の
帝
王
・
孝
子
・

烈
女
・
義
±
０
書
像
の
ご
と
く
古
人
０
事
蹟
で
あ
り
、
或
は
李

剛
・
魯
峻
・
武
氏
等
の
書
像
の
・
ご
と
く
茎
中
の
人
の
事
蹟
で
あ

り
、
或
は
武
氏
祠
祚
瑞
圖
お
よ
び
湘
池
五
瑞
圖
の
ご
と
く
符
瑞

圖
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
み
な
涜
の
爰
で
あ
る
。
魏
音
に
な
る

と
や
う
や
く
減
少
す
る
。
近
頃
、
河
南
出
土
の
音
営
利
里
祀
碑

④残
石
に
は
そ
０
陰
の
上
部
に
祀
老
等
八
人
の
像
を
列
刻
す
る
。

１
　
代
０
霊
の
今
日
に
見
う
る
は
た
？
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
北
朝

は
喜
ん
で
佛
像
を
つ
く
り
、
そ
０
銘
記
の
碑
に
は
往
々
平
面

の
書
像
が
あ
る
。
ま
づ
佛
の
事
蹟
が
あ
る
。
北
魏
正
光
五
年
劉

　
　
　
　
　
　

０

根
等
造
三
級
埓
浮
圖
記
に
佛
涅
槃
圖
を
描
き
、
東
魏
武
定
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

清
信
士
合
道
俗
九
十
人
造
像
記
に
憚
迦
降
誕
得
道
圖
等
を
描
く

の
は
み
な
こ
れ
で
あ
る
。
或
は
清
信
士
女
の
像
を
つ
く
る
。
こ

れ
は
造
像
０
碑
陰
に
見
え
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
隋
唐
以

後
、
書
家
が
輩
出
し
、
聖
賢
仙
佛
鬼
御
諸
像
０
ほ
か
兼
ね
て
山

水
草
木
鳥
獣
等
の
圖
を
刻
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
こ
ｋ
に
お
い

て
綸
書
の
能
事
は
じ
め
て
大
い
に
備
れ
り
と
栃
さ
れ
る
。
も
し

時
代
に
よ
っ
て
こ
れ
を
概
括
す
れ
ば
、
後
房
０
世
は
歴
史
書
多

く
、
北
朝
以
後
は
宗
教
書
多
く
、
唐
以
後
は
自
然
界
の
重
が
多

い
と
５
へ
る
。

　

造
像

　

漢
武
帝
元
狩
中
、
粛
去
病
を
遣
し
て
匈
奴
を
討
ち
、

そ
の
金
人
を
獲
た
。
武
帝
も
っ
て
大
御
と
考
へ
、
甘
泉
宮
に
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥
。

し
た
。
こ
れ
が
佛
像
中
國
に
入
る
の
唱
矢
で
あ
る
。
後
漢
末
、

丹
陽
の
人
笛
融
大
い
に
浮
屠
寺
を
起
し
。
上
に
金
盤
を
累
ね
、

下
に
重
桜
を
つ
く
り
、
黄
金
役
像
を
つ
く
り
、
衣
服
に
は
錦
様

を
も
っ
て
し
た
こ
と
が
、
後
漢
書
陶
謙
傅
に
見
え
て
ゐ
る
。
こ

れ
は
支
那
に
お
け
る
造
像
の
記
載
に
見
え
る
最
初
で
あ
る
。
今

日
に
存
す
る
も
の
で
は
ま
づ
北
魏
を
も
っ
て
も
っ
と
も
早
い
も

の
と
す
る
。
山
西
大
同
の
雲
崩
石
窟
は
す
べ
て
十
所
あ
る
。
そ

の
五
が
北
魏
文
成
帝
の
時
に
造
る
所
で
あ
る
の
は
『
魏
書
』
禅
老
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志
に
見
え
る
。
北
魏
の
造
像
で
こ
れ
よ
り
古
い
も
ｏ
は
な
い
。

造
像
は
三
種
に
分
た
れ
る
。
石
像
、
銅
像
と
泥
像
で
あ
る
。
ｉ

　

石
像
は
多
く
方
座
の
上
に
彫

如
或
は
一
佛
或
は
敦
佛
。
或

は
立
ち
或
は
坐
す
。
或
は
寵
あ
り
Ｊ
或
は
背
光
あ
り
。
そ
の
記

文
は
或
は
背
に
刻
し
、
或
は
寵
側
に
刻
し
、
或
は
座
上
に
刻
す

　
　
　

る
。
こ
の
ほ
か
な
ほ
方
形
で
、
柱
０
ご
と
き
も
の
が
あ
り
、
高

　
　
　

く
幅
廣
く
し
て
碑
の
ご
と
き
も
の
か
あ
る
。
み
な
石
を
磨
い
て

　
　
　

成
り
、
各
面
の
上
部
に
寵
を
慾
り
像
を
造
り
、
下
部
に
記
文
及
び

　
　
　

題
名
を
刻
し
、
陰
と
爾
側
に
は
多
数
の
小
庭
を
つ
く
り
、
累
珊

が

　

排
列
し
ヽ
お
の
お
の
の
寵
側
に
題
名
を
す
る
・
こ
れ
ら
０
小
寵

は
必
ず
し
も
み
な
佛
像
を
つ
く
る
に
か
ぎ
ら
ぬ
。
或
は
死
者
Ｏ

或
は
造
像
者
の
像
を
つ
く
る
も
の
が
あ
り
、
男
女
は
列
を
分
ち

或
も
の
は
香
花
を
と
ひ
、
或
も
の
は
幡
憧
を
と
る
な
ど
、
そ
の

舷
は
ま
た
多
様
で
あ
る
。
石
を
切
探
っ
て
琢
成
す
る
の
で
な
く
、

た
ゞ
ち
に
崖
壁
の
上
に
お
い
て
寵
を
駆
り
像
を
造
る
も
の
は
こ

　

一

　
　

れ
を
石
窟
像
と
い
ひ
、
或
は
石
室
と
い
ふ
。
記
文
は
皆

　

″

　

寵
０
上
下
左
右
に
あ
る
Ｉ
雲
尚
・
龍
門
の
諸
造
像
は
こ

　

ｍ

　

れ
に
営
る
。
佛
寵
の
垂
直
に
な
ら
ぶ
も
０
は
上
中
下
を

　

１
　

　

も
っ
て
孤
分
し
、
水
平
に
な
ら
ぶ
も
０
は
左
右
を
も
っ

　
　
　

て
孤
別
し
、
左
右
寵
或
は
ま
た
左
右
箱
と
稀
す
る
。
そ

　

石

　
　
　

０
記
文
は
ま
づ
造
る
と
こ
ろ
０
像
（
憚
迦
・
彊
勒
像
が

匂

　

多
い
）
を
記
し
、
禰
を
求
め
る
こ
と
に
及
ぶ
。
上
は
君

＆価

　

國
に
及
び
、
Ｔ
は
脊
属
に
及
ぶ
。
は
な
は
だ
し
い
の
は

四

　
　

一
切
衆
生
に
及
び
、
包
括
せ
ぬ
も
の
は
な
い
。
或
は
一

第

　

人
一
家
の
遥
作
に
か
ｘ
り
、
或
は
数
十
百
人
の
造
る
と

こ
ろ
に
か
ｋ
る
。
工
事
の
大
き
な
も
の
は
年
を
累
ね
て
後
に
で

き
あ
が
る
。
造
像
の
上
に
は
多
く
彩
色
を
施
し
て
’
飾
っ
て
ゐ

る
。
造
像
記
を
作
る
も
の
が
み
な
必
ず
文
士
だ
と
は
か
ぎ
ら

ぬ
。
極
め
て
鄙
俗
で
あ
っ
て
、
上
下
０
文
駱
が
照
庶
せ
ぬ
も
の

が
あ
る
。
造
作
者
の
姓
名
を
訣
い
で
補
刻
を
待
っ
も
０

０

が
あ
る
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か
と
思
ふ
と
、
茜
像
を
修
理
し
て
更
め
て
そ
れ
に
刻
記
す
る
も

の
が
あ
る
。
そ
の
題
名
や
肩
書
は
多
様
で
あ
っ
て
枚
維
に
暇
が

な
い
。
清
の
王
昶
は
嘗
っ
て
こ
れ
を
集
録
し
た
け
れ
ど
も
な
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

轟
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
普
通
に
は
「
佛
弟
子
」

と
か
「
洽
信
士
」
と
か
い
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

　

銅
像
０
小
さ
に
い
も
の
は
わ
づ
か
に
二
三
寸
、
大
き
な
も
の
も

ま
た
一
尺
除
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
下
に
蚕
座
の
な
い
も
の
は
な

い
。
蚕
座
は
或
も
０
は
四
脚
、
或
も
の
は
そ
の
後
の
一
面
に
脚

を
訣
く
。
題
字
は
蚕
座
に
鎬
っ
た
り
、
或
は
光
背
に
鎬
る
が
、

文
字
は
簡
略
で
、
刻
み
方
が
粗
末
で
あ
る
。
多
く
全
催
に
金
を

塗
る
こ
と
石
像
に
彩
色
を
施
す
や
う
な
も
０
で
あ
る
。

　

泥
像
は
土
を
こ
ね
て
っ
く
る
。
そ
れ
で
こ
れ
を
塑
像
と
も
い

ふ
。
『
魏
書
』
祥
老
志
に
は
艮
君
七
年
の
詔
を
載
せ
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
に
は
「
今
よ
り
以
後
、
敢
て
胡
紳
に
事
へ
、
及
び
形
象
泥

人
銅
人
を
造
る
者
は
門
洙
す
」
と
い
ふ
。
泥
人
は
す
な
は
ち
塑

像
で
あ
る
。
土
や
木
の
質
は
壊
滅
し
易
い
０
で
、
北
朝
の
造
像

は
銅
と
石
０
み
で
、
ま
だ
泥
塑
の
も
０
を
我
兄
し
な
い
。
臭
邸

角
直
偏
保
聖
寺
羅
漢

心

は
唐
０
楊
恵
之
０
塑
す
る
と
こ
ろ
と
傅

へ
る
。
楊
は
開
元
の
時
の
人
で
臭
道
子
と
名
を
１
　
し
う
す
る
。

傅
世
の
泥
像
で
こ
れ
よ
り
古
い
も
０
は
な
い
。
元
の
阿
尼
脊
、
劉

元
な
ど
は
み
な
塑
像
を
も
っ
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
作
品
は

北
京
天
慶
宮
等
に
お
け
る
も
の
ｘ
ご
と
く
収
に
現
存
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　

⑨

唐
の
「
善
業
泥
」
も
ま
た
塑
像
中
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
制
一

面
に
佛
像
を
つ
く
り
、
一
面
に
文
を
つ
く
る
。
そ
の
文
に
曰
く

「
大
唐
善
業
泥
、
座
し
て
員
如
妙
色
身
を
得
た
り
」
と
。
十
二

字
、
陽
文
で
凸
起
し
、
全
面
に
界
格
０
線
が
あ
る
。
そ
の
質
は

堺
に
似
て
ゐ
る
。
土
を
扨
っ
て
火
に
焼
い
た
ら
し
い
。
北
京
栴

檀
寺
０
栴
檀
像
は
木
に
刻
ん
だ
も
の
で
、
相
傅
へ
て
優
填
王
の

造
る
所
と
す
る
。
す
な
は
ち
周
の
穆
王
八
年
辛
卯
に
常
る
。
元

の
程
絹
天
の
「
栴
檀
佛
像
ど
」
に
こ
の
像
の
展
椅
流
傅
の
歴
史

を
述
べ
、
そ
の
叙
述
は
詳
細
で
あ
る
が
、
特
別
に
鐙
抹
が
あ
る

わ
け
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
元
以
前
の
も
の
で
あ

る
こ
と
は
疑
問
０
緑
地
が
な
い
だ
ら
う
。
た
ゞ
惜
し
い
こ
と
に

清
末
義
和
團
の
気
を
紅
て
、
こ
の
像
は
も
は
や
所
在
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
三
種
０
う
ち
石
像
は
も
つ
と
も
多
く
、
銅
像
こ
れ
に
次

ぐ
。
泥
像
は
千
百
〇
中
に
一
も
兄
ぬ
程
度
で

知
。

　

造
像
の
風
は
北
朝
か
ら
唐
０
中
葉
に
及
ぶ
時
期
が
最
盛
と
柳

せ
ら
れ
る
。
南
朝
は
造
像
が
あ
る
け
れ
ど
も
北
朝
の
萬
の
一
に

も
及
ば
な
い
。
洛
陽
龍
門
０
巌
壁
に
累
累
と
な
ら
ぶ
も
の
は
み
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な
北
魏
よ
り
唐
代
に
至
る
造
像
で
あ
る
。
黄
河
０
南
北
に
わ
た

　

っ
て
造
像
の
こ
れ
よ
り
多
い
も
の
は
な
い
。
降
っ
て
五
代
宋
初

　

に
至
っ
て
も
こ
の
風
ば
な
ほ
息
ま
す
、
浙
江
の
杭
飯
に
は
哭
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

　

０
時
の
造
像
が
多
く
、
山
東
の
臨
胸
、
嘉
祚
は
北
宋
の
時
の
造

　

像
が
多
い
。
こ
れ
よ
り
以
後
に
な
る
と
少
く
な
る
。
王
昶
は
１
　

・
つ
て
そ
の
原
因
を
推
諭
し
て
謂
ふ
、
そ
の
時
「
中
原
板
蕩
し
、

　

…
…
干
戈
接
攘
し
。
民
そ
の
間
に
生
れ
、
蕩
析
離
居
し
て
寧
字

こ
の
言
葉
は
よ
く
そ
の
員
資
を
え
て
ゐ
る
。

　

唐
代
は
道
教
を
崇
奉
し
、
佛
像
０
ほ
か
老
君
天
球
の
諸
像
を

造
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
北
朝
に
も
脱
に
あ
る
。
北
斉
１
　

文
こ
と
ご
と
く
佛
教
徒
の
口
吻
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

四

　

の
ご
と
き
は
そ
の
記

る
。
け
だ
し
寇
謙
之
の
天

　
　

師
を
も
っ
て
治
を
佐
け
て
よ
ｉ
後
は
、
佛
軟
と
道
教
と
が
混
淆

　
　

し
た
。
像
を
造
る
も
の
は
た
竺
厖
を
求
め
る
を
知
っ
て
、
そ
Ｏ

　
　

佛
像
た
る
か
道
像
た
る
か
を
わ
き
ま
へ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

書
像
と
造
像
と
は
た
ヾ
に
美
術
晶
た
る
ば
か
り
で
な
く
、
賓

　
　

に
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
漢
の
人
が
描
い
た
周
秦
以
前
の
故
事

∬

　

は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
正
し
い
と
は
い
へ
ぬ
が
、
描
く
と
こ
ろ

は
営
時
ｏ
事
賓
で
あ
る
。
凡
て
宮
室
・
車
馬
・
衣
冠
・
破
楽
・

丘
蔵
の
類
、
み
な
漢
代
諸
官
の
奮
制
で
あ
る
。
考
古
の
資
料

で
、
こ
れ
ほ
ど
適
切
な
も
の
は
な
い
。
又
こ
れ
を
駱
術
品
と
し

て
論
す
れ
ば
酪
術
狸
展
の
述
を
略
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

漢
の
重
は
凝
滞
し
て
型
に
は
ま
り
、
人
物
は
み
な
上
が
鋭
く
下

が
豊
か
で
、
衣
摺
は
簡
略
で
あ
る
。
六
朝
以
後
に
な
っ
て
は
じ

め
て
凝
滞
か
ら
生
動
に
向
ひ
、
簡
略
か
ら
繁
雑
に
な
る
。
た
と

　
　
　

１

へ
ば
晋
の
営
利
里
祀
碑
故
老
等
像
は
漢
の
書
像
と
同
じ
で
な

く
、
む
し
ろ
六
朝
の
霧
、
像
に
近
い
。
そ
ｏ
受
遷
の
廸
は
こ
れ
を

も
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
だ
し
、
そ
の
時
に
は
佛
像
が

西
方
よ
り
渡
来
し
て
以
来
年
久
し
く
、
既
に
普
及
し
て
支
那
固

有
ｏ
美
術
が
四
域
美
術
と
無
形
の
う
ち
に
融
合
し
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
宋
の
郭
若
虚
『
圖
書
見
聞
志
』
べ
に
曹
仲
達
、
臭
道
子

の
醒
法
を
論
じ
て
云
ふ
「
災
の
筆
は
そ
の
勢
圓
輯
と
し
て
衣
服

は
瓢
學
す
、
曹
の
筆
は
そ
の
殷
禍
昼
し
て
衣
服
は
緊
窄
す
、
故

に
後
輩
は
之
を
搦
し
て
『
哭
帯
富
風
、
曹
衣
出
水
』
と
曰
ふ
」

と
。
そ
の
論
は
も
っ
ぱ
ら
曹
仲
達
、
哭
道
子
に
つ
い
て
い
っ
た

ｏ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
六
朝
以
後
の
膿
法
の
漢
書
に
異
る
所

以
は
こ
の
敬
語
が
賓
に
よ
く
霊
し
て
ゐ
る
。

　

書
家
の
六
法
は
劈
頭
に
気
韻
を
重
す
る
。
そ
の
用
筆
設
色
の

ＱＱ

文纂
こ

　

造
と

　

る
ご

　

と
と

　

こ
く

　

ろ
佛の
教老
徒君
の像～

融こ

で五＿
あ六ｔ
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妙
は
石
刻
で
は
充
分
に
韓
へ
え
な
い
。
故
に
石
刻
の
書
は
真
跡

に
及
ば
ぬ
。
六
朝
以
来
名
工
の
妙
跡
は
練
素
の
ほ
か
、
往
々
寺

蔡
に
ほ
ど
こ
し
て
ゐ
る
。
い
ま
河
北
、
河
南
省
な
ど
に
宋
元
時

代
の
壁
書
に
し
て
、
な
ほ
現
存
し
て
ゐ
る
も
０
が
あ
る
。
敦
煌

に
我
見
さ
れ
た
唐
以
前
の
壁
書
は
み
な
東
西
各
國
の
剥
脱
運

搬
に
よ
っ
て
持
去
ら
９
　
・
『
莫
高
窟
石
室
秘
録
』
扉
振
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

玉

び
『
高
昌
壁
』
書
薔
華
』
羅
絹
の
影
印
す
る
と
こ
ろ
の
も
０
は
ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛

１
　
の
ご
一
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
十
四
手
脊
陳
萬
里
昶
は

敦
煌
に
古
蹟
を
訪
ね
、
西
魏
大
統
年
間
の
壁
書
を
我
見
し
た
。

既
に
残
訣
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
な
ほ
そ
０
一
班
を
窺
ふ
こ
と
が

で
き
る
。
洛
陽
乾
溝
村
に
新
し
く
古
墓
を
我
見
し
た
が
、
そ
の

う
ち
の
竃
・
閥
及
び
墓
門
は
み
な
切
質
で
あ
る
。
胡
粉
を
も
っ

て
地
を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
彩
書
を
ほ
ど
こ
し
て
ゐ
る
。
北
京

大
學
の
得
た
と
こ
ろ
の
切
二
個
は
み
な
墓
中
の
閥
柱
で
あ
る
。

そ
０
一
は
一
人
の
武
士
を
描
き
、
そ
０
一
は
白
兎
が
蔡
を
濤
く

形
と
姐
蛾
０
像
を
雌
り
、
さ
ら
に
彩
色
を
も
っ
て
こ
れ
を
飾

る
。
墓
中
の
五
鋒
鐘
お
よ
び
陶
倉
の
隷
書
を
も
っ
て
詮
す
れ
ば

営
に
西
漢
末
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
紳
話
は
漢
書
に
も
っ

と
も
普
通
に
兄
る
も
０
で
あ
る
。
漢
書
に
し
て
真
跡
で
あ
る
は

賓
に
稀
に
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

の
許
慣
『
脱
文
解
字
』
序
。

④
『
語
石
』
巻
五
、
斑
像
五
則
。
斑
像
の
著
鐘
は
少
か
ら
ぬ
も
ま
づ
関
野

　
　

貞
『
山
東
省
に
於
け
る
浹
代
墳
墓
の
表
飾
』
及
び

　

ｈ
.
　
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
;

　
　

M
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ

ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｔ
ｉ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｑ
i
i
e
ｓ

　
ｄ
ａ
ｎ
ｓ

l
a

　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｈ
ｅ
ｐ
t
ｅ
ｎ
t
ｒ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｃ
｡

　
　

Ｔ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ｉ
｡
　
Ｐ
ａ
ｎ
ｓ
　
１
９
０
９
.
-
;
　
Ｌ
ａ
　
Ｈ
ｃ
ｕ
l
p
t
ｕ
ｒ
ｅ
　
s
ｕ
ｒ
　
ｐ
ｌ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ

ｅ
ｎ

　
　
Ｃ
ｌ
ｄ
ｎ
ｅ

　
　

ａ
ｕ
　
t
ｅ
ｍ
ｐ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｕ
ｘ
　
Ｄ
ｙ
ｎ
ａ
ｓ
t
i
e
ｓ
　
　
　
ｌ
ｌ
ａ
ｎ
｡
　
Ｐ
ａ
ｒ
i
ｓ

１
８
９
３
.
　
を
參
照

　
　

さ
れ
た
い
。
ま
た
容
庚
『
漢
武
梁
祠
寅
像
』
崔
中
溶
『
漢
武
梁
祠
堂
石

　
　

刻
吏
像
孜
』
等
あ
り
。

　

③
『
廣
倉
古
石
録
』
。

　

④
張
徳
容
『
二
銘
卿
堂
金
石
聚
』
巻
一
に
雙
釣
本
あ
ｈ
ｙ
。
ま
た
陸
塀
祚

　
　

『
八
瓊
室
金
石
補
正
』
巻
一
參
照
。

　

の
石
岡
に
つ
い
て
は
前
記
開
野
、
Ｃ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
　
＆
の
著
、
四
川
石
閥

　
　

に
間
し
て
は
専
ら
Ｖ
.
　
Ｓ
ｅ
ｇ
ａ
ｌ
ｅ
ｎ
｡
　
Ｇ
.
　
ｄ
ｅ
　
Ｖ
ｏ
ｉ
ｓ
i
n
ｓ
　
ｅ
こ
｡
　
Ｌ
ａ
ｉ
t
'
ｇ
ｕ
ｅ
;

　
　

M
i
s
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ａ
ｒ
ｄ
ｉ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｅ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
｡
　
Ｔ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ｉ
｡
　
Ｐ
ａ
r
i
ｓ
　
１
９
２
３
.

　

④
替
唐
利
里
就
碑
は
「
廣
倉
古
石
録
」
晋
石
祀
碑
の
縮
影
を
見
よ
。

　

①
北
魏
正
光
五
年
劉
根
等
造
三
級
堵
浮
図
記
は
い
ま
開
封
の
河
南
悼
物

　
　

院
に
所
蔵
さ
れ
る
。
そ
し
て
顧
昼
光
『
古
刻
華
珍
』
に
牧
め
て
ゐ
る
が

　
　

ぞ
の
い
は
ゆ
る
涅
槃
図
な
る
も
の
は
見
え
な
い
。

　

⑧
東
魏
武
定
元
年
清
信
士
合
道
俗
九
十
人
造
像
は
ｔ
.

Ｌ
ｈ
ａ
ｖ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
　
;

　
　

M
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
＆
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
｡
　
P
I
.
　
Ｃ
Ｃ
Ｌ
ｘ
ｘ
ｘ
Ｉ
ｖ
.

　

⑨
金
人
を
獲
た
こ
と
は
『
史
記
』
匈
奴
傅
、
こ
れ
を
佛
像
と
解
す
る
は

　
　

『
魏
書
』
樟
老
志
等
。

⑩
『
語
石
』
巻
五
、
造
像
十
二
則
。
大
村
西
崖
『
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
』
〇

・

　
　

S
i
ｒ
ｅ
ｎ
　
:
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｕ
l
p
t
ｕ
ｒ
ｅ
｡
　
４
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｓ
.
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
.
　
１
９
２
５
.
　
Ｅ
.
　
Ｏ
ｈ
ａ
-

　
　

ｖ
ａ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
;
　
M
i
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｌ
Ａ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｌ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ
｡
　
Ｔ
ｏ
ｍ
ｅ
　
Ｉ
Ｉ
｡
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⑨
題
名
の
補
刻
を
待
つ
も
の
少
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佛
数
史
蹟
』
第
五
晋
に
も
見
え
る
。

　
　
　

⑩
『
蔡
編
』
巻
三
九
、
『
語
石
』
巻
五
、
造
像
十
二
則
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
『
草
編
』
巻
三
九

　
　
　

⑩
大
村
西
崖
『
塑
壁
残
影
』
。

　
　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
『
華
編
』
泰
三
十
四
、
姜
纂
造
像
記
、
ま
た
『
宸
宇
貞
石
圖
』
を
見
よ
。

　
　
　

⑨
『
尊
古
斉
陶
佛
留
侃
』
巻
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
南
厦
師
に
あ
る
。

　
　
　

面
『
営
楼
集
』
（
湖
北
先
正
逍
書
）
巻
九
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
『
魏
書
』
稗
老
志
。

　
　
　

⑩
『
語
石
』
巻
五
、
造
像
十
二
則
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卸
瞰
煌
の
ほ
か
高
昌
等
の
壁
寄
を
さ
す
Ｉ
の
で
、
そ
の
調
査
は
あ
ま
り

　
　
　

⑥
同
１
　
に
「
す
な
は
ち
下
五
代
宋
初
に
至
り
て
は
銭
唐
の
煙
霞
石
屋
諸

　
　
　
　

に
有
名
で
あ
り
、
著
録
は
あ
ま
’
り
多
い
の
で
こ
ゝ
に
は
略
す
る
。

　
　
　
　

洞
は
な
ほ
呉
越
時
の
造
像
多
し
、
臨
胸
の
仰
天
山
、
嘉
祚
の
七
日
山
、

　
　

⑩
『
西
行
遊
記
』
あ
り
。
そ
の
一
四
〇
、
一
四
一
頁
に
大
統
四
年
比
吼
醤

　
　
　
　

皆
北
米
の
時
の
刻
な
り
」
と
い
ふ
。
ま
た
前
者
に
つ
い
て
は
羅
振
王

　
　
　
　

化
造
像
記
、
大
統
五
年
滑
黒
奴
婢
光
岳

　
　
　
　

『
石
屋
洞
龍
氾
洞
題
名
』
の
専
著
あ
り
、
開
野
貞
・
常
盤
大
定
の
『
支
那

　
　
　
　

れ
は
墨
書
の
銘
で
、
ペ
リ
オ
氏
の
第
二
一
〇
窟
内
に
見
出
さ
れ
た
。

　
　
　

飴
『
日
に
申
す

　

こ
の
「
中
國
金
石
學
概
要
」
な
る
も
の
は
馬
衡
氏
０
講
義
用
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
お
よ
そ
北
京
大
學
の
講
義
と
い
ふ

　
　
　

も
の
は
全
く
初
學
者
に
對
す
る
概
況
で
う
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
先
端
を
行
く
様
な
新
學
説
を
唱
導
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

毎
年
同
じ
講
義
を
繰
返
し
、
プ
リ
ヱ
ト
は
赤
く
日
焼
け
し
て
ゐ
る
。
い
ふ
方
は
相
富
に
退
屈
で
も
あ
ら
う
が
、
わ
た
く
し
な
ど
は
牛

　
　
　

分
程
わ
か
ら
ぬ
支
那
語
の
講
義
に
緊
張
し
て
脂
い
た
も
０
で
あ
る
。
節
々
と
し
て
し
か
も
簡
潔
な
口
調
で
説
く
馬
衡
先
生
の
風
貌
は

　
　
　

い
ま
も
憶
ぴ
出
す
。
そ
れ
に
か
う
し
た
親
切
な
概
説
を
訣
く
我
邦
の
現
舷
を
思
ふ
と
謬
し
て
み
よ
う
か
と
思
ふ
こ
と
が
時
々
あ
る
。

　
　
　

こ
の
た
び
は
小
川
茂
樹
君
な
り
、
塚
木
善
隆
氏
が
あ
と
を
引
受
け
て
や
る
と
い
ふ
０
で
急
に
第
一
回
分
を
譚
し
て
み
た
、
謬
し
て
み

　
　
　

る
と
あ
ま
り
に
簡
箪
な
０
で
少
々
も
の
足
ら
ぬ
、
註
を
書
そ
へ
て
み
た
が
そ
れ
も
詳
者
の
心
党
之
に
と
？
奮
っ
て
面
白
味
は
さ
ら
に

　
　
　

な
い
。
だ
が
わ
が
邦
の
現
奴
を
正
直
に
い
へ
ば
斯
様
な
も
の
が
必
要
な
の
で
な
か
ら
う
か
。
手
近
い
話
に
９
　
凡
祀
の
「
東
洋
歴
史
大

　
　
　

祭
典
」
を
と
っ
て
み
よ
う
。
狭
の
項
目
は
あ
る
が
喝
は
な
い
、
璃
首
が
あ
っ
て
も
圭
首
や
鶏
践
や
最
は
見
え
な
い
。
銅
器
は
騨
だ
と

　
　
　

か
早
だ
と
か
相
営
に
こ
ま
か
く
畢
っ
て
ゐ
る
が
、
刻
石
０
項
目
は
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
『
東
洋
歴
史
大
祭
典
』
ひ
と
り
の
責
任
で

　
　
　

は
な
い
。
こ
れ
は
不
常
に
金
石
學
を
無
硯
し
て
ゐ
る
一
般
０
競
況
を
反
映
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
・
な
い
０
で
あ
る
。
馬
衡
氏
は
金
石
の
ヂ

　
　
　

レ
″
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
排
し
、
科
學
的
、
歴
史
的
研
究
に
努
力
さ
れ
た
。
容
庚
氏
を
は
じ
め
幾
多
有
篤
の
金
石
學
者
は
こ
の
門
か
ら

７

　

出
て
ゐ
る
。
羅
振
玉
・
王
國
維
か
ら
馬
衡
、
容
庚
氏
に
至
る
グ
ル
ー
プ
は
正
に
金
石
學
の
正
統
澱
と
い
へ
よ
う
か
。
書
き
方
は
簡
翠

ｊ

　

だ
が
陸
和
九
「
中
國
金
石
學
」
な
ど
に
く
ら
べ
る
と
一
見
し
て
そ
の
識
見
の
相
違
が
明
白
で
あ
る
。
｀
（
昭
和
十
二
年
十
月
十
日
）
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