
書

評陳
垣
編
、
陳
智
超

・
曽
慶
瑛
校
補

『
道

家

金

石

略
』

森

田

憲

司

か
ね

て
出
版
を
予
告

さ
れ
て
い
た

『
道
家
金
石
略
』
(文
物
出
版

社
)
が
出
版
さ
れ
た
。
陳
智
超
氏
の

「校
補
前
言
」
は
、

一
九
八
四

年
八
月

二
八
日
の
日
付
で
書
か
れ
て
お
り
、
奥
付
に
よ
れ
ば
、
出
版

は

一
九
八
八
年
の
六
月
と
あ
る
が
、
筆
者
が
奈
良
大
学
中
国
研
修
旅

行

の
途
中
、
上
海
の
新
華
書
店
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、

一
九
八
九
年
の
三
月

一
七
日
、
関
西
の
中
国
書
専
門
店
に
入
荷
し
た

の
は
、
同
じ
く
六
月
の
中
旬
で
あ

っ
た
。
そ
の
頃
は
、
入
荷
は
極
め

て
限
定

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
の
時
点
で
は
、
普

通
に
見
ら
れ
る
書
物
と
な
っ
て
い
る
。
陳
垣
の
編
ん
だ
道
教
関
係
金

石
文
資
料
集
と
い
う
だ
け
で
、
こ
の
書
物
が
、
関
係
の
研
究
者
に
い

か
に
待
望
さ
れ
て
い
た
か
は
、想
像
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
が
、

以
下
、

一
九
八
九
年
の
日
本
に
住
む
研
究
者

に
と

っ
て
、

こ
の
書
物

に
は
ど

の
様
な
使

い
勝
手
が
あ
る
の
か
を
中
心
に
、
元
代

の
石
刻
史

料
を
ど

の
様
に
収
集

・
利
用
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
を
視
点
と
し

て
論
じ
て
い
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
種

の
書
物

の
書
評
と
し

て
、
誰
で
も
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
入
矢
義
高
氏
の

『察
美
彪

氏
編

「
元
代
白
話
碑
集
録
」
を
読
む
』
(『東
方
学
報
』
京
都
二
六
、
一

九
五
六
)
で
あ
る
。
入
矢
氏
に
は
と
て
も
及
び
は
し
な
い
が
、
せ
め

て
そ
の
内
容
を
参
考
に
し
つ
つ
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
な
お
、

入
矢
氏
の
書
評
は
、
史
料
操
作
の
問
題
と
共

に
、
句
読
の
問
題
に
も

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
何

よ
り
も
筆
者
の
力
量
不

足
か
ら
、
そ
の
点

に
は
触
れ
ず
に
お
く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た

い
。書

評
の
例
と
し
て
、
ま
ず
本
書
の
体
裁
の
紹
介
か
ら
始
め
る
な
ら

ば
、
B
五
版
、
本
文

=
一=

六
頁
、
引
用
書

目
四
頁
、
索
引
五
九
頁

の
巨
冊
で
あ
り
、
本
文
の
構
成
は
、
漢
代
か
ら
明
代
ま
で
の
道
教
に

関
す
る
金
石
文
が
、
ま
ず
王
朝
ご
と
に
章
を
分
ち
、
そ
の
中
で
は
、

年
代
順
に
従

っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
各
資
料
に
は
、
句
読
が
ほ
ど
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こ
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
陳
垣
、
陳
智
超
両
氏
に
よ
る
注
記
も
少
な
く

な
く
、
多
く
は
な
い
が
、
拓
影
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

本
書

の
著
者
は
、
陳
垣
編
、
陳
智
超

・
曽
慶
瑛
校
補
と
な

っ
て
い

る
。
陳

垣
が
現
代
中
国
の
生
ん
だ
最
大
の
歴
史
家
の

一
人
で
あ
る
こ

と
は
、
今
さ
ら
紹
介
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
が
、
陳
智
超
氏
は
そ
の

孫
で
、
現
在
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
に
所
属
す
る
。
陳
垣
に

は
、
『南
宋
初
河
北
新
道
教
考
』
(
一
九
四

一
、
以
下

『新
道
教
考
』

と
略
)

と
い
う
、
有
名
な
著
書
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と

し
て
行

わ
れ
た
石
刻
史
料
の
収
集
が
、
本
書
の
前
身
で
あ
る
。
し
か

し
、
『新

道
教
考
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
陳
垣
に
よ
っ
て

『道
家
金
石

略
』
と
名
付
け
ら
れ
た
稿
本
は
、
校
訂
作
業
の
難
し
さ
な
ど
か
ら
、

(
1

)

筐
底
に
蔵
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
を
、
陳
智
超
氏
が
再

編
集

・
校
訂
、
さ
ら
に
大

幅
な
増
補

を
行
な
っ
て
完
成
さ
せ
た
の

が
、
今

回
出
版
さ
れ
た

『道
家
金
石
略
』
で
あ
り
、
そ
の
経
過
に
つ

い
て
は
、
陳
智
超
氏
が
巻
頭
に
付
し
た

「
校
補
前
言
」
に
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
弔

以
下
、
内
容
の
検
討
に
入
る
が
、
本
書

の
持

つ
特
徴
は
良
き
に
つ

け
悪
し
き
に
つ
け
、

『道
家
金
石
略
』
と
い
う
題
名
に
現
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
題
名
の
二
つ
の
部
分
、
す
な
わ
ち

「
道
家
」
と
、

「金
石
略
」
と
に
分
け
て
、

こ
の
書
物
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
後
者
の

「金
石
略
」
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
、
単
に
金
石

書
や
拓
本
を
出
典
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
文
集

・
道
蔵
な
ど
か
ら
も

碑
記
の
類
を
広
く
収
集
し
、
道
教
に
関
す
る

一
大
史
料
集
と
な

っ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
近
代
の
中
国
で
書

か
れ
て
き
た
文
章
の
か

な
り
の
割
合
の
も
の
が
、
文
集
な
ど
の
形
で
今
日
に
伝
わ

っ
て
は
い

て
も
、
元
来
石
に
刻
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
金
石
文
と
各
種
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
遺

文
と
を
、
「
金
石
略
」
の
名
の
下
に
同
列
に
集
成
す
る
こ
と
は

一
っ

の
見
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
一
方
で
は
、

「金
石
資
料
集
」
と
し
て
の
充
実
を
期
待
し
た
我
々
の
期
待
と
は
翻

酷
す
る
面
を
持

っ
結
果
と
な
っ
た
こ
と
も
、
以
下
の
本
書
の
内
容
に

つ
い
て
の
拙
見
か
ら
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
書
の
中
で
最
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
は
、
金
元
代

の
章
で
あ
り

(正
確
に
は
遼
の
も
の
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
)
、

八
〇

〇
頁
に
わ
た

っ
て
八
八
五
篇
(項
目
数
と
し
て
は
八
八
二
で
あ
る
が
、

一
項
目
に
複
数
の
史
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
)
の
金
石

文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
さ
ま
は
、
壮
観
の

一
語
に
尽
き
る
と
い
っ
て

言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
先
述
し
た
本
書

と

『新
道
教
考
』
と
の

関
係
を
考
え
れ
ば
、
金
元
時
代
が
中

心
的

位
置

を
占
め
て
い
る
の

は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
時
代
が
、
中
国
の
伝
統
的
な
石
刻
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の
学
に
お
い
て
は
、
『
金
石
葦
編
』
を
始
め
と
す
る
金
石
書

の
収
録
年

代

の
下
限
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、

一
部
の
例
外
を
除
い
て
は
、

(
3
)

対
象
の
外
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、

金
元
時
代
の
比
重
の
高
さ
は
、
本
書

の
最
も
特
徴
的
な
点
と
も
言
え

よ
う
。

こ
こ
で
は
、
筆
者
の
最
近
の
関
心
の
所
在
と
も
相
侯

っ
て
、

こ
の
金
元
時
代
の
部
分
を
対
象
と
し
て
、
検
討

の
作
業
を
行

っ
て
い

き
た
嘔

そ
れ
で
は
、
金
元
の
部
分
の
内
容
を
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
ま

ず
、
検
討
し
て
み
た
い
の
が
、
各
史
料
の

「
出
典
」
で
あ
る
。
複
数

の
出
典

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
加
算
し

て
数
え
て
み
る
と
、
拓
本
三
四
四
、
石
刻
書

=

六
、
文
集
三

一
五
、

道
蔵
九
四
、
解
放
後
の
調
査
報
告
や
編
者
の
実
地
調
査
に
基
づ
く
も

の

(以
下
、
「調
査
資
料
」
と
呼
ぶ
)
四
六
、
そ
の
他

一
二

(地
志

・

内
典
な
ど
)
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
純
粋
な
意
味
で
金
石
文
で
あ
る

も
の
は
、
六
割
を
欠
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
中
で
我
々
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
何
と
言

っ

て
も
、
拓
本
と
調
査
資
料
を
出
典
と
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も

な
い
。
本
書
で
利
用
さ
れ
て
い
る
拓
本
の
所
蔵
者
は
全
国
の

機
関
に
わ
た
る
が
、
北
京
大
学
図
書
館
所
蔵
の
、
藝
風
堂
お
よ
び
柳

風
堂
旧
蔵
の
も
の
が
多
く
を
占
め
る
。
藝
風
堂
は
書
誌
学
者
と
し
て

有
名
な
繧
茎
孫
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
柳
風
堂
と
は
張
仁
蓋
の

(
5
)

こ

と

で

あ

る

が
、

彼

は
張

之
洞

の
子

で
あ

り

、

そ

の

コ

レ
ク

シ

ョ
ン

で

あ

る

可
能

性

も

あ

る
。

こ
の

う

ち
、

藝

風

堂

に

つ
い

て
は
、

す

で

に
陳

垣

が
注

目

、
利

用

し

て
お
り

(注

1
参

照

)
、

柳

風

堂

を

出

典

(
6
)

と

す

る

も

の

は
、

陳

智

超

氏

に
よ

る
増

補

の

よ
う

で

あ

る
。

こ
れ

ら

の

コ

レ
ク

シ

ョ
ン

の
存

在

に

つ

い
て

は
、

す

で

に
紹

介

さ
れ

て

い
た

が
、

そ

の
内

容

が

ま

と

ま

っ
て
公
開

さ

れ

る

の

は
、

本

書

が

初

め

て

(7

)

で
あ
ろ
う
。
原
拓

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
難
し
い
今
日
、
道
教
に
関
わ
る

も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、

こ
の
よ
う
に

一
括
し
た
形
で
の
引

用
紹
介
は
、
何
に
も
ま
し
て
有
難

い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
恐
ら
く
内
部
の
刊
行
物

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
各
種
調

査
報
告

・
目
録
類
か
ら
の
引
用
も
、
同
様
に
有
難

い
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば
、

一
九
五
〇
年
代
に
な
っ
て
初
め
て
学
界

へ
の
紹
介
が
な
さ

れ
た
山
西
省
の
永
楽
宮
は
、
単
に
道
教
史
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
代
の

研
究
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
史
跡
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
現
存
す
る

石
刻

一
八
点

(こ
れ
で
全
て
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
)

が
、
原
文
を
付
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
本
書
が

最
初
で
は
な
か
ろ
う
か
。
極
端
に
言
え
ば
、

こ
の

一
点
だ
け
で
も
、

(
8
)

金
元
史
研
究

に
お
け
る
本
書
の
価
値
は
大
き

い
。

さ
て
、
拓
本
や
調
査
資
料

に
出
典
を
持

つ
も
の
が
、
な
ぜ
我
々
に
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と

っ
て
興
味
深
い
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
ら
が

「新
史
料
」
で
あ
る
故

で
あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の

「新
」

と
い
う
語
に
は
、
二
っ
の
方
向
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
量
の
問

題
と
質

の
問
題
で
あ
る
。

で
は
、
「量
の
問
題
」
と
は
何
か
と
言
え
ば
、

上
で
例
と
し
て
挙

げ
た
永
楽
宮
の
場
合

の
よ
う
に
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
石
刻

史
料
が
、
我
々
の
共
有
の
財
産
と
な

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ

が
ど
の
程
度
の
割
合
に
の
ぼ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
普
通
我
々
の
目

に
す
る
こ
と
の
で
き
る
石
刻
史
料
の
リ
ス
ト
と
し
て
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な

『石
刻
題
祓
索
引
』
と
の
比
較
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の

書
物
は
、
あ
る
石
刻
が
収
録
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
証
と
い
う

点
で
は
、
必
ず
し
も
使

い
や
す
い
も
の
で
は
な
い
た
め
、
定
量
的
に

述
べ
る
こ
と
は
出
来
ず
、
印
象
と
し
て
は
、
未
収
録
の
も
の
が
少
な

く
な
い
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に

『山
左
金
石
志
』
の
大
部
分
や
、
『関

中
金
石
記
』
の
よ
う
に
、
著
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
石
刻
本
文
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
陳
西
省
の
西
安

西
南

一
帯
、
そ
こ
に
は
永
楽
宮
と
な
ら
ぶ
全
真
教
の
重
要
史
跡
、蟄
屋

の
重
陽
万
寿
宮
が
含
ま
れ
る
が
、
『関
中
金
石
記
』
で
は
著
録
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
の
地
域

の
碑
刻
を
読
む
こ
と
が
可
能

に
な

っ
た

こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
地
域
の
石
刻
の

一
部
に
つ
い
て
は
、
『陳
西
金
石
志
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
『陳
西
金
石
志
』
が
本
書

の

「徴
引
書

目
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
言
及
さ
れ
て
い

(
9
)

な
い
と
い
う
、
不
可
解
な
事
実
が

一
方
で
は
存
在
す
る
。

そ
れ
で
は
、
金
石
書
を
離
れ
て
は
ど
う
か
。
現
在
、
多
く
の
石
刻

史
料
を
含
む
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
い
る
存
在

に
、
地
方
志
が
あ
る
。

数
年
前

に
台
湾
か
ら
出
版
さ
れ
た

『石
刻
史
料
三
篇
』
は
、
多
く
の

地
方
志
所
収
の
石
刻
史
料
を
研
究
者
に
身
近
な
も
の
と
し
た
。

こ
れ

に
対
し
、
本
書
巻
末
の
「
徴
引
書
目
」
を
見
る
と
、
道
蔵
関
係
な
ど
の

豊
富
さ
に
比
し
て
、
地
方
志
に
つ
い
て
は
、
道
教
史
上
重
要
な
史
蹟

の
あ
る
地
域
の
も
の
が
選
ば
れ
て
は
い
る
が
、
わ
ず
か
十
点
と
、
そ

の
少
な
さ
は
特
徴
的
で
す
ら
あ
る
。
確
か
に
地
方
志
に
は
様
々
な
も

の
が
あ

っ
て
、
石
刻
に
つ
い
て
詳
し
い
地
方

志
で
も
、
官
衙
や
儒
学

等
に
つ
い
て
の
そ
れ
が
中
心
で
、
道
教
な
ど
に
つ
い
て
は
冷
淡
な
も

の
も
多

い
。
し
か
し
、
も
し
道
教
関
係
の
資
料
の
集
成
を
目
指
す
の

で
あ
れ
ば
、
や
は
り
、
地
方
志
史
料

の
発
掘

の
手
薄
さ
は
問
題
点
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
金
元
時
代

に
関
し
て
言

え
ば
、
全
真
教
発
生
の

地
で
あ
る
、
山
東
半
島
北
部
の
渤
海
湾
沿
岸
部
の
、
莱
州

・
登
州
の

領
域
、
例
え
ば
福
山

・
寧
海
と
い
っ
た
各
地

に
関
し
て
は
、
地
方
志
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を
利
用
す
れ
ば
、
も

っ
と
多
く
の
資
料
が
得
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

今
我
々

に
、

『新
道
教
考
』
執
筆
当
時

の
陳
垣
が
、

そ
し
て
校
補
に

あ
た

っ
て
の
陳
智
超
氏
が
、
地
方
志
史
料
の
利
用
に
つ
い
て
ど
の
様

な
立
場

に
お
か
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
事
は
出
来
な
い
が
、
や
は
り

不
満

の
残
る
点
で
は
あ
る
。

次

に

「質
」
の
問
題
に
移
ろ
う
。
質
の
面
で
、
ま
ず
第

一
に
感
じ

る
本
書

の
有
難
さ
は
、
「複
本
」
が
出
現
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

膨
大
な
数
が
現
存
す
る
金
元
時
代
の
金
石
文
史
料
で
は
あ
る
が
、
個

々
の
史
料

に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
例
え
ば

『石
刻
題
駿
索
引
』
を

検
索
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、

一
種
類
の
書
物
に
し
か
移
録
さ
れ
て

い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
従

っ
て
、
史
料
と
し
て
利
用
す
る
時
、

本
文
に
疑
問
が
生
じ
て
も
、
他
本
に
よ
る
検
討
の
余
地
が
な
か

っ
た

が
、
今
回
本
書
で
拓
本
か
ら
移
録
さ
れ
た
史
料
に
つ
い
て
は
、
我
々

は
複
本

を
得
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
価
値
は
、
現
実
に
金
石
文
を
史

料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
方
な
ら
、
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
が
金
石
文
を
資
料
と
す
る
時
、
そ
の
最
大
の
魅

力
は
金
石
文
の
持

つ
同
時
代
性
に
あ
る
。
ま
た
、
権
利
関
係
に
関
わ

る
石
刻

に
お
い
て
は
、
主
張
の
根
拠
と
な
る
文
書
を
原
形
の
ま
ま
刻

す
る
例

が
あ
り
、
古
文
書
の
残
存

の
少
な
い
中
国
に
お
い
て
は
、
研

究
者
を
引
き
付
け
る
。
し
か
し
、

一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
清
朝
以
来

の
金
石
学
の
蓄
積
は
、
そ
の
欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
用
字
や
体
裁
、
と
く
に
改
行
と
空
格
な
ど
の
問
題
を
は
じ
め
と

し
て
、
本
来
ナ
マ
の
も
の
で
あ
る
は
ず

の
原
資
料
の
姿
を
、
必
ず
し

も
忠
実
に
再
現
し
て
く
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
書

で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
と
し
て
は
、

は
な
は
だ
不
満
足
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の
本
文
の
形
式
は
、

簡
体
字
、
ベ
タ
組
み
、
加
点
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
ど
う

　む
　

し
よ
う
も
な
い
。
残
念
な
が
ら
編
者
の
関
心
は
、
本
文
の
内
容
に
の

み
在

っ
て
、
文
書
史
料
と
し
て
の
石
刻
と
い
う
視
点
、
と
く
に
文
書

形
式
を
め
ぐ
る
そ
れ
に
は
、
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
実
に
体
験
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
拓
本
を

「読
む
」
と
い
う

こ
と
は
、
学
問
的
に
も
、
さ
ら
に
は
物
理
的

に
も
、
決
し
て
容
易
な

作
業
で
は
な
い
。
す
で
に
陳
垣
は
、
本
書
を
稿
本
で
止
め
て
い
る
理

由
と
し
て
、

「
校
讐
不
易
」
を
挙
げ
て
い
る
し
、
陳
智
超
氏
は
、
陳

垣

の
利
用
し
た
拓
本
を
用
い
て
本
文
を
校
訂
す
る
た
め
に
、
片
道
数

時
間
を
か
け
て
自
宅
か
ら
北
京
大
学
の
図
書
館
ま
で
通
わ
れ
た
と
い

う
。
そ
の
よ
う
に
苦
心
し
て
作
ら
れ
た
本
文
が
、
昨
今
の
中
国

に
お

け
る
出
版
状
況
の
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
不
満
足
な
形
で
し
か
出
版

で
き
な
か

っ
た
こ
と
は
、
惜
し
み
て
も
余
り

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い

(も

っ
と
も
、
陳
垣
の
遺
著
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
浩
溜
な
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史
料
集
が
出
版
で
き
た
か
ど
う
か
す
ら
も
分
か
ら
な
い
が
)。

恐
ら

く
編
者

の
意
図
に
は
反
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
集
や
道
蔵

を
出
典

と
す
る
史
料
、
そ
れ
は
今
の
我
々
に
は
、
決
し
て
目
に
し
難

い
物
で
は
な
い
だ
け
に
、
そ
れ
ら
を
省
い
て
、
純
粋
な
金
石
文
史
料

の
み
の
史
料
集
と
な

っ
て
い
れ
ば
、
せ
め
て
改
行

・
空
格
の
問
題
な

り
と
も
、
物
理
的
に
解
消
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
言
う
な
ら
ば
、
拓
本
に
基
づ
く
史
料
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

法
量

・
書
体
な
ど
が
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
有
難

い
が
、
聖
旨
碑

を
中
心
と
す
る

「白
話
碑
」
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
文
並
記
の
有
無
は
、

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
お
り
、
原
碑

の
形
態
を
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
本
書
も
出
典
の

一
つ
と
し
て
い
る
察
美
彪
氏
の

『
元
代
白

話
碑
集
録
』
が
こ
の
点
を
必
ず
注
記
し
て
い
る
の
と
比
較
す
れ
ば
、

後
者
が
言
語
史
資
料
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持

つ
と
は
い
え
、
そ
の

(
12
)

違
い
は
明
瞭
で
あ
る
。

本
文

の
移
録
に
関
し
て
は
、
も
う

一
つ
題
名
の
省
略
と
言
う
問
題

が
あ
る
。
宗
教
関
係
の
碑
刻
で
は
、
そ
の
事
業
や
立
碑
に
関
係
し
た

人
々
の
名
前
を
、
碑
陰
に
刻
む
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
ら
の

人
名
は
、
単
に
宗
教
集
団
の
構
成
員
を
考
え
る
上
だ
け
で
は
な
く
、

し
ば
し
ば
、
地
域
社
会
研
究
や
官
僚
制
度
研
究
に
関
し
て
も
有
益
な

史
料
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
で
は
、
宗
教
関
係
の
肩
書
を

持

つ
場
A口
を
除
い
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
官
員
を
も
含
め
て
、
そ

れ
ら
の
移
録
を
省
略
す
る
場
合
が
少
な
く
な
く
、
筆
者
の
気
付

い
た

だ
け
で
も

一
四
件

に
の
ぼ
る
。
た
し
か
に

膨
大

か
つ
繁
項
な
人
名

群
で
あ
り
、
そ
の
作
業

の
労
力
を
考
え
る
と
や
む
を
え
な
い
面
も
あ

ろ
う
が
、

こ
れ
ら
の
史
料
は
金
石
文
以
外
に
は
求
め
難
い
も
の
で
あ

り
、
研
究
者

に
と

っ
て
は
、
欲
求
不
満
の
生
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
文

の
移
録
、
と
く
に
個
々
の
文
字
に
は
問
題
が
無

い

の
で
あ
ろ
う
か
。
た
ま
た
ま
拓
本
や
原
碑
の
写
真
が
手
許
に
あ

っ
た

一
、
二
の
例
に
関
し
て
は
、
問
題
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
次
の

よ
う
な
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「重
建
昊
天
宮
碑
」

(六
六
四
頁
)

の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
碑
は
、
山
東
省
の
益
都
郊
外

に
あ

る
駝
山
の
上
に
現
存
し
、
今
ま
で
に
も
、
『益
都
金
石
記
』

(巻

四
)
や
、

『益
都
県
図
志
』
(巻

二
八
)
な
ど

に
、
収
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
碑
の
碑
陰
に
関
し
て
、
本
書
で
は
、
「
碑
陰

"
宗
派
之
記
」

と
題
し
て
、

一
九
名
の
道
士
の
名
前
の
掲
げ

ら
れ
た
宗
派
図
が
、
移

録
さ
れ
て
い
る
。
今
筆
者
の
手
許
に
は
、
こ
の
碑
そ
の
も
の
と
拓
本

と
の
そ
れ
ぞ
れ
写
真
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
を
参
照
し
て
も
碑
陰
の
状

況
は
こ
の
様
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
碑
陰
の
上
に
は

「
題
名
之
記
」

と
い
う
横
大
字
が
あ
り
、
そ
の
下
は
、
細
い
線
で
区
切
ら
れ
て
、
「助

縁
功
徳
」
と

「
宗
派
之
図
」
に
分
か
れ
て
い
る
。
本
書
に
引
用
さ
れ
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て
い
る
の
は
、
こ
の

「宗
派
之
図
」
の
箇
所
に
対
応
す
る
が
、
し
か

し
二
つ
の
区
画
は
不
定
形
で
、
「宗
派
之
図
」
の
み
が
拓
本
に
な
っ
て

い
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は

「
助
縁
功

徳
」

の
部
分
の
存
在
に
す
ら
言
及
し
て
い
な
い
。

一
体
な
ぜ
こ
の
様

な
こ
と
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
指
摘
し
た
人
名

へ
の
軽
視

と
同
じ
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
様
な
例

が
あ
る
と
、

こ
の
書
物
全
体

へ
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
以
上
の
よ

う
な
点

は
、
史
料

の

「質
」
と
い
う
面

で
の
、
本
書

の
問
題
点
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
書
評
の
初
め
に
、
書
名
を

「道
家
」
と
「
金
石
略
」
の
二
つ
に

分
け
て
考
え
る
と
述
べ
た
。
次
に

「道
家
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

の
書
物

に
お
け
る

「道
家
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の

王
朝
の
部
分
は
、
単
に
年
代
順
で
あ
る
の
に
対
し
、
金
元
の
章
は
、

ω
全
真

派
、
ω
真
大
道
派
、
㈲
太

一
派
、
ω
正

一
派
、
㈲
帰
属
不
明

者
、
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
陳
垣
が
最
初

『道
家
金
石
略
』
を

編
ん
だ
時
か
ら
同
様
で
あ

っ
た
。
陳
垣
に
よ
れ
ば
、
原
本
で
は
、
そ

の
金
元

の
部
分

の
内
容
は
、

一
割
が
道
教
旧
派
、

二
割
が
真
大
道

・

太

一
道

で
、
残
り
七
割
が
全
真
教
で
あ

っ
た
と
い
う
(注
1
参
照
)。

こ
れ
に
対
し
、
本
書
に
お
け
る
比
率
を
見
て
み
る
と
、
帰
属
不
明
の

も
の
を
除
い
た
比
率
は
、
全
真
六
六
%
、真
大
と
太

一
を
あ
わ
せ
て
七

%
、
正

一
が
二
七
%
と
、帰
属
不
明
の
三

一
七
件

の
存
在
も
合
わ
せ
考

え
る
と
、
陳
智
超
氏
の
増
補
が
、
元
代

の

「道
家
」
関
係
の
金
石
文

全
体
の
集
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
分
類
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
言
う

「道
家
」

と
は
、
教
団
道
教
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。

一
方
で
皇
帝
に
よ
る
祭
天

に
関
わ
る
石
刻
は
収
め
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
「帰
属
不
明
」
の
箇
所
を

見

て
も
、
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰
に
関
わ
る
石
刻
は
少
な
く
、
収
録
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ

っ
て
選
ば
れ

て
き
た
の
か
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
金

・
南
宋
か
ら
、
元
に
か
け

て
の
時
代
は
、
現
在
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
、
嬌
祖
や
関
帝
、
文
昌
帝

君
等
の
信
仰
が
全
国
に
広
ま
っ
た
時
期
で
あ
り
、
色
々
な
神
々
の
祠

廟
に
つ
い
て
の
石
刻
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
金
石

文
を
少
し
で
も
か
じ
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
気
付
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
史
料
は
、
本
書
に
は
ま

っ
た
く
収
録
さ
れ

て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
城
陛
廟
に
関
す
る
石
刻
は
た
っ
た

一
篇
し

か
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず

(「重
修
輩
昌
城
陛
廟
記
」
七
五
四
頁
)
、
こ

れ
も
、
全
真
教
と
の
か
か
わ
り
の
故
の
収
録
で
あ
る
。

胡
聰
之
の

『山
右
石
刻
叢
編
』
と
い
え
ば
、
山
西
に
お
け
る
金
石

文

の
基
礎
的
集
成
で
あ
り
、
『道
家
金
石
略
』
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ

れ
て
い
る
。
い
ま
、
こ
の
書
物
の
元
初
か
ら
大
徳
初
年
に
至
る
箇
所
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(巻
二
四
ー
八
)
の
九
二
件
に
関
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
史
料
の

う
ち
、
我
々
の
感
覚
で

「
道
教
関
係
」
と
見
な
し
う
る
も
の
に
つ
い

て
、
本
書
で
の
採
録
の
有
無
を
調
べ
て
み
た
。
結
果
は
、
三
五
件
中

収
録
は

一
六
件
と
な
る
。
未
収
録
の
中
に
は
、
后
土
廟

の
よ
う
に
、

道
教
と
呼
ぶ
こ
と
に
躊
躇
さ
れ
る
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

例
え
ば
解
州
の
塩
池
廟

の
石
刻
が
ま

っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
は
、
先
に
書

い
た
よ
う
な
、
本
書

の
言
う
と
こ
ろ
の

「
道
家
」

の
反
映

で
あ
ろ
う
か
。
本
書

の
出
版
予
告
を
見
て
、
筆
者
の
期
待
し

た
の
は
、
こ
の
方
面

の
史
料
で
あ

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
官
撰
で
あ

る
各
種

地
方
志
は
も
と
よ
り
、
各
石
刻
書

の
類
で
も
、

こ
の
方
面
の

史
料

の
収
録
は
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
感
じ

て
き
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
期
待
は
全

く
裏
切
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
史
料
集
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
、
ま
す

ま
す
金
石
文
の
現
物
も
し
く
は

そ
れ

に
準
ず

る
も
の
と
し
て
の
拓

本
、
さ
ら
に
は
せ
め
て
、
拓
本
の
図
版

へ
の
欲
求
が
高
ま
る
。
本
書

に
も
図
版
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
収
録
点
数
も
少
な
い
上
に
、

残
念
な
が
ら
と
て
も
鮮
明
と
は
言
い
兼
ね
る
代
物
で
あ
る
。
最
近
刊

行

の
始
ま

っ
た
ば
か
り
の
、
全
百
冊
と
い
う

『
北
京
図
書
館
所
蔵
中

国
歴
代
石
刻
拓
本
匪
編
』
が
、
ど
の
様
な
形

で
我
々
に
北
京
図
書
館

所
蔵
の
拓
本
を
公
開
し
て
く
れ
る
の
か
が
、
第

一
の
期
待
さ
れ
る
点

で
あ
る
が
、
本
稿
執
筆
の
時
点
で
到
来
し
て
い
る
冒
頭
の
数
巻
を
見

る
か
ぎ
り
、
図
版
の
精
祖
、
大
小
は
ま
ち
ま
ち
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
文
章
の
初
め
に
、
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
拓
本

へ
の
ア
ク

セ
ス
の
難
し
さ
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
本
書

の
意
義
の

一
つ
が
あ
る

と
書
い
た
。
日
中
を
含
め
世
界
各
国
に
お
け
る
拓
本
の
収
集
と
公
開

利
用
の
現
状
に
つ
い
て
は
、

エ
ー
ル
大
学
の

ハ
ン
セ
ン
女
士
が
書
か

れ
て
い
る
が

(<
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Φユ
Φ
団
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ωΦP
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ωo
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ユ
oロ
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"
=
翼
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ユ
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ω
o
¢
容
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ω

{自

夢
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ω
o
口
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目
曹

ヒq
ミ
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§

ミ

砺

暴

楓
q
郎
Nく

砺
ミ

ミ
禽

Z
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ち

。。
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竈

・
H
刈
-
b。
0
)
、
拓

本

が

一
種

の
文
物

と

し

て
扱

わ

れ
、

接

す

る

こ
と

の
難

し

い

こ
と

は
、

わ

が

国

に

お

い

て
も

同

様

で

あ

る
。

現

物

の
取

扱

い

の
難

し

さ

と
損

壊

の
危
険

は

理
解

で

き

る
が

、

せ

め

て

マ
イ
ク

ロ
化

し

て

で
も

公

開

は
促

進

さ

れ

る

べ
き

で

あ
り

、

そ
う

な

っ
た

暁

に
は
、

上

で
述

べ

た
本

書

の
持

つ
問

題
点

の
幾

つ
か

は
、

原

拓

本

を

見

る

こ
と

に

よ

っ
て
解

決

で
き

る

は
ず

で

あ

る
。

以
上

、

本

書

の
持

つ
特

徴

と
問

題
点

に

つ

い
て
述

べ

て
き

た
。

最

初

に
も

書

い

た

よ
う

に
、

こ

の
文

章

は
、

一
九

八

九
年

の
日

本

に
住

む
研

究

者

の

立
場

か
ら

見

て

の
も

の
で

あ

る
。

設

立

さ

れ

て
日

の
浅

.;



い
奈
良
大
学
に
勤
務
す
る
筆
者
に
お
い
て
さ
え
、
『
石
刻
史
料
新
編
』

初
-
三
編

(地
方
志
に
関
し
て
も
、

こ
れ
で
か

な
り

カ
バ
ー
で
き

る
)、
『
元
人
文
集
珍
本
叢
刊
』
、
『
四
庫
全
書
珍
本
』
さ
ら
に
は

『道

蔵
』
や

『永
楽
大
典
』
な
ど
の
影
印
本
と
い
っ
た
風
に
並
べ
て
い
っ

た
時
、
本
書
の
出
典
と
な

っ
て
い
る
史
料
群

の
う
ち
、
拓
本
と

「
調

査
史
料
」
以
外
の
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
、
身
近
で
利
用
で
き
る
こ
と

が
分
か

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
上
で
述

べ
た
よ
う
な
本
書

へ
の

不
満
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
、
も
し
、

こ
れ
が
二
十
年
前
、

い
や

十
年
前

で
も
、
本
書
の
博
捜
は
、
大
変
な
歓
迎
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
本
書
の
原
出
版
地
で
あ
る
中
国
に
お
け
る
、
研
究

者
と
史
料
と
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
明
ら
か
に
し

な
い
が
、
お
そ
ら
く
我
々
と
は
違

っ
た
目
で
迎
え
ら
れ
て
い
る
に
違

い
な
い
。
我
国
に
お
け
る
史
料
と
そ
れ

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
状
況
の
変

化
は
、
明
ら
か
に
研
究
の
動
向
に
反
映
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、

本
書
が
さ
ら
に
ど

う
影
響

す

る
か
は
、
興
味
深

い
問
題
で
あ
る
。

(
一
九
八
九
、

一
〇
、

一
七
)

こ
の
書
評
を
書
く
に
あ
た

っ
て
は
、
京
都
大
学
文
学
部
羽
田
記

念
館
で
行
わ
れ
て
い
る
「
元
代

の
石
刻
を
読
む
会
」
に
お
い
て
、

一
九
八
九
年
九
月

=

日
に
行

っ
た
発
表
を
基
礎
と
し
た
。
竺

沙
京
大
教
授
を
始
め
、
当
日
参
加
さ
れ
、
有
益
な
意
見
を
い
た

だ
い
た
こ
の
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
た

い
。
ま
た
、
こ
の
文
章
は
、
平
成
元
年
度
三
島
海
雲
記
念
財
団

研
究
奨
励
金
の
中
間
報
告
で
も
あ
る
。

あ
わ
せ
て
記
し
て
関
係

の
各
位
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

〔
注
〕

(
1
)

余
昔
纂
道
家
金
石
略
、
曽
将
道
蔵
中
碑
記
、
及
各
家
金
石
志

・
文
集

・
並
藝
風
堂
所
蔵
拓
片
、
凡
有
関
道
教
者
、
悉
行
録
出
、
自
漢
至
明
、
得

千
三
百
余
通
、
編
為
百
巻
。
顧
以
校
讐
不
易
、
久
未
刊
行
。
其
金
及
元
初

部

秩
、

十
之

一
属
道
教
旧
派
、

十
之

二
属
大
道
太

一
、

十
之

七
皆
属
全

真
…

(
2
)

本
書

の
校
補
が
、
何
時
、
ど

の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
の
か
は
、

不

明

な
点
も
残

る
。
例
え
ば
、
『
民

族

語

文
』

の

一
九
八
四
年

六
期

に
は
、

河
南
省
許
昌
縣

の
天
宝
宮

に
あ
る
、
後

至
元

二
年
の
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
の
白

話
聖
旨
碑
が
紹
介
さ
れ
、
陳
智
超
氏
自
身
が
解
題
を
書

い
て
い
る
。
し
か

し
、

こ
の
碑

に
は
本
書

に
は
収
め
ら
れ
て
い
な

い
。

(
3
)

例
え
ば
、
や
は
り

近
着

の
徐
自
強
編

『
北
京
図
書
館
蔵
石
刻
叙
録
』

(書
目
文
献
出
版
社
、

一
九
八
八
)
は
、
法
帖
を

除

い
て

晴
唐

で
終

わ

っ

て
い
る
。

(
4
)

本
書

の
唐
代
の
部
分

の
出
典
を
見

て
み
る
と
、
拓
本

に
基
づ
く
と
さ

れ
て
い
る
も

の
も
、

ほ
と
ん
ど
は
旧
来

の
金
石
書
に
も
見
ら
れ
る
史
料

で

あ
り
、
他

に
出
典
が
あ
げ
ら
れ
て

い
な
い
も

の
は
、

一
六
件

に
し
か
過
ぎ

な
い
。

こ
の
よ
う
な
部
分

に
お
い
て
は
、
研
究
者

に
と

っ
て
本
書
の
持

つ

位
置
も
、
新
史
料
を
多

く
含
む
金
元

の
箇
所
と
は
、
自
つ
か
ら
異

な
る
は

ず

で
あ
り
、
そ
の
時
代

を
専
攻
さ
れ
る
方

に
よ

っ
て
、
然

る
べ
き
書
評
が
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な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

(
5
)

張
仁
畿

に
つ
い
て
は
、
民
国

二
一二
年
刊

『
覇
縣
新
志
』

の
巻
三
に
史

料
が
あ
り
、
彼

が
張
之
洞

の
末
子
で
あ
る
こ
と
の
他
、
青
島

の
ド
イ
ッ
専

門
学
校

の
出
身

で
あ
る
こ
と
、
民
国

一
九
年

に
覇
縣

の
県
長
と
な

っ
た
こ

と
な
ど
が
分

か
る
。

(
6
)

陳
智
超
氏
に
よ

っ
て
増
補
さ
れ
た
史
料

に
は
、
目
次

に
*
が
付

さ
れ

て
い
る
が
、
金
元

に
関

し
て
は
、
柳

風
堂
の
も

の
で

*
が
付
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、

一
件

の
み
で
あ
る
。

(
7
)

藝
風
堂
に

つ
い
て
は
、
　
茎
孫
自
身

に

『
藝
風
堂
金
石
文
字
目
』

の

著
が
あ

っ
て
、
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て

い
る

(
『石
刻
史
料
新
編
』
所
収
)
。

な
お
、
北
京
大
学
図
書
館

に
、

こ
の
二
つ
の

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
が
存
在

す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
察

美

彪

「
浬
州
水
泉
寺
碑
訳
釈
」

(元
史
論
叢
三
、

一
九

八
六
)

の
中
で
述

べ
ら
れ

て
い
る
ほ
か
、
後
掲

の

=
鋤
口
ω8

論
文

で

も
言
及
さ
れ

て
い
る
。

(
8
)

た
だ

し
、
注

2
で
述
べ
た
よ
う
な
例
も
あ
り
、
解
放
後
新
出
の
史
料

が

ど
の
程
度
カ

バ
ー
さ
れ
て
い
る
か
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
新
出
紹
介

の
石
刻
史
料

に
つ
い
て
は
、
気
賀
沢
保
規
氏
が
、
雑

誌

『書
論
』

に
連
載

さ
れ
て
い
る

「
中
国
新
出
石
刻
関
係
史
料
目
録
」
が
、
有
用

で
あ

る
。

(9
)

本
書
所
収

の
金
石
文
で
、

『陳

西

金
石
志
』

に

見
出
だ

さ
れ
る
も

の

は
、
著
録
三
件
を
含

め
て
二
八
件
も

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『陳

西

金

石
志
』
と
の
関
係

に
言
及
さ
れ
て

い
る
の
は

一
件

の
み
で
あ
る
。

(
10
)

尤
も
、

や
は
り

こ
の
地
域
に
属
す

る
液
県

の
よ
う
に
、

『山

左

金

石

志
』

に
、

多
く
の
著
録
が
あ
り
な
が
ら
、
石
刻

の
移
録

に
つ
い
て
歴
代

の

地
方
志
が
冷
淡
で
あ
る
こ
と
が
、
関
係

の
研
究
者
を
嘆
か
せ
て
い
た
も

の

が
、
本
書
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
本
文

を
ま
と
め
て
見
る

こ
と
が
で
き

る

よ
う

に
な

っ
た
例
も

あ
る
。
ま
た
、
多

く

の
重

要

な

史
料

を
含

み
な
が

ら
、
利
用

の
し

に
く
か

っ
た

『
成
化
山

西
通
志
』
を
出
典
と
レ
て
用

い
て

い

る
の
は
注
目
に
値
す
る
が
、
金
元
に
関
し
て
は
、
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。、

(
11
)

し
か
も
、
竣
県
と
溶
県

の
よ
う

に
簡
体
字
と
正
字
が
混
在
し
て
用
い

ら
れ
て

い
る
例
す
ら
あ
る
。

(
12
)

『
元
代
白
話
碑
集
録
』
に
あ

る
注
記
も
転
記

さ
れ
て
い
な
い
。
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