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は
じ
め
に

従
来
の
書
道
史
で
は
、
篆
書
・
隷
書
・
草
書
・
行
書
・
楷
書
の
五

つ
を
基
本
五
体
と
す
る
。
そ
の
う
ち
楷
書
体
に
つ
い
て
は
、
後
漢
以

降
南
北
朝
時
代
を
経
て
隋
・
唐
に
至
る
間
に
、
隷
書
か
ら
草
書
や
行

書
を
介
し
て
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
初
唐
の
三
大
書

家
、
欧
陽
詢
、
虞
世
南
、
褚
遂
良
ら
の
楷
書
作
品
に
見
ら
れ
る
均
整

の
取
れ
た
美
し
さ
に
、「
楷
書
体
の
完
成
」
を
見
る
の
が
一
般
的
で

あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
書
を
芸
術
と
見
て
、
表
現
様
式
の
変
遷
か
ら

捉
え
た
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
書
は
芸
術
で
あ
る
前
に
、
社
会
の
中
で
実
用
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
書
」
自
体
に
重
要
な
情
報
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
社
会
的
要
因
や
実
用
的
な
側
面
か
ら
書
体
の
性

格
や
変
遷
を
論
じ
、書
を
歴
史
資
料
と
し
て
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
ま
で
に
そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
書
を
論
じ
た
研
究
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
前
稿
で
は
ま
ず
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
の

書
道
史
で
は
「
完
成
」
と
見
る
初
唐
の
楷
書
体
に
つ
い
て
、
実
は
公

権
力
の
も
と
で
整
理
さ
れ
た
書
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
す
な

わ
ち
太
宗
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
弘
文
館
学
士
ら
が
、
王
羲
之
の
書

法
を
も
と
に
整
備
し
た
書
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
律
令
文
書
行
政

を
支
え
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
技
術
と
し
て
、
実
務
官
人
に
徹
底
的

に
学
ば
せ
、
実
用
の
場
で
使
わ
せ
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
書

体
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た（

（
（

。

ま
た
楷
書
と
い
う
書
体
名
称
が
成
立
し
た
の
は
、
宋
代
以
降
の
こ

と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
唐
代
ま
で
は
、
公
文
に
記
さ
れ
る
よ

楷
書
体
前
史

―
楷
書
体
以
前
の
隷
書
と
隷
書
体
か
ら
楷
書
体
へ
向
か
う
形
態
変
化
の
契
機
―
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う
な
正
式
の
書
体
は
「
正
書
」
や
「
真
書
」
と
い
う
名
称
で
見
え
、

草
書
と
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
形
の
上
で
は
す
で

に
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
隷
書
と
い
う

概
念
で
認
識
さ
れ
て
お
り
、
我
々
が
い
う
と
こ
ろ
の
楷
書
体
に
対
す

る
独
立
し
た
名
称
や
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
形
態
的
に

は
隷
書
体
か
ら
楷
書
体
へ
と
徐
々
に
変
化
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
唐

代
に
い
た
っ
て
も
な
お
公
文
な
ど
に
記
す
正
書
や
真
書
は
隷
書
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
楷
書
体
が
成
立
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち
後
漢
か
ら
北

魏
に
か
け
て
の
隷
書
体
が
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い

た
か
を
考
察
す
る
。
ま
た
近
年
出
土
し
た
後
漢
簡
牘
や
金
石
文
に
楷

書
体
に
近
い
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
最
近
の
研
究
で
は
楷
書

体
は
後
漢
の
こ
ろ
生
じ
た
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が（

（
（

、
そ
の

契
機
に
つ
い
て
も
探
っ
て
い
き
た
い
。

一
、
四
賢
と
蔡
邕

書
論
と
呼
ば
れ
る
書
を
論
じ
た
書
物
や
、
書
の
普
及
に
役
立
っ
た

筆
法
伝
授
の
書
の
中
で
は
、
張
芝
・
鍾
繇
・
王
羲
之
・
王
献
之
の
四

賢
と
呼
ば
れ
る
名
人
の
系
統
に
よ
っ
て
、
成
立
過
程
が
説
明
さ
れ
、

そ
の
正
統
性
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
書
の
普
及
・
定
着
が
図

ら
れ
た
。

東
晋
・
王
羲
之
・
献
之
父
子
の
出
現
を
受
け
、
六
朝
時
代
に
は
王

羲
之
父
子
の
書
法
が
流
行
し
賞
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
王
羲
之
父

子
は
草
書
の
張
芝
と
、
正
書
の
鍾
繇
を
学
ん
だ
と
さ
れ
、
六
朝
時
代

以
降
こ
の
四
人
を
四
賢
と
称
す
る
よ
う
に
な
る（

（
（

。
四
賢
の
尊
重
は
唐

代
以
降
も
王
羲
之
書
法
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
で
、
そ
の
普
及
に
お

お
い
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
四
賢
の
中
で
、
正
書
の
祖
の
よ
う
に
称
さ
れ
る
鍾
繇
に
つ
い

て
は
、
虞
世
南
の
『
書
旨
述
』
の
中
に
、

鍾
太
傅
（
鍾
繇
）
は
徳
昇
（
劉
徳
昇
）
に
師
資
し
、曹
（
曹
喜
）・

蔡
（
蔡
邕
）
に
馳
騖
す
。
倣
学
し
て
一
体
を
致
し
、
真
楷
独
り

精
妍
を
得）

（
（

。

と
見
え
、
そ
こ
で
は
鍾
繇
が
曹
喜
と
蔡
邕
の
書
を
学
び
、
独
自
の
書

体
（
真
楷
＝
真
の
楷
法
（
を
生
み
出
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鍾
繇
が
蔡
邕
を
学
ん
だ
と
し
て
、
鍾
繇
よ
り
さ
ら
に

先
に
蔡
邕
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
書
を
論
じ

た
史
料
の
中
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
中
田
勇
次
郎
氏
に
よ
っ
て
両
者

の
関
連
を
示
す
史
料
が
網
羅
・
整
理
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
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中
田
勇
次
郎
氏
に
よ
る
と
、
唐
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
筆
法
伝
授
と

は
「
蔡
邕
を
祖
と
し
魏
晋
の
鍾
・
王
か
ら
六
朝
を
へ
た
伝
統
を
伝
え

て
、
そ
の
権
威
を
示
す
た
め
に
立
て
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
す
べ

て
名
家
を
中
心
と
し
て
書
法
の
相
承
伝
授
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」

と
い
う（

（
（

。

書
が
盛
ん
に
な
っ
た
唐
代
以
降
に
は
、
筆
法
伝
授
の
書
に
お
い
て

な
か
ば
逸
話
化
し
た
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
蔡
邕
は
、
梁
・
袁
昂
『
古
今
書
評
』
に
よ
る
と
、

蔡
邕
の
書
は
、
骨
気
洞
達
、
爽
爽
と
し
て
、
神
有
り）

（
（

。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
唐
・
作
者
未
詳
『
伝
授
筆
法
人
名
』
に
も
、

蔡
邕
神
に
受
く
人
な
り）

（
（

。

と
あ
る
。
さ
ら
に
唐
・
張
懐
瓘
『
書
断
』
で
は
「
神
品
」「
妙
品
」「
能

品
」
の
う
ち
「
神
品
」
に
分
類
さ
れ
た
十
二
人
の
中
に
、
四
賢
ら
と

と
も
に
並
ん
で
い
る（

（
（

。
そ
こ
で
は
、
蔡
邕
が
飛
白
を
作
っ
た
と
し
、

又
た
飛
白
を
創
造
し
、
妙
有
り
て
絶
倫
、
動
に
神
功
に
合
ふ）

（1
（

。

と
表
現
す
る
ほ
か
、

伯
喈
（
蔡
邕
）
の
八
分
・
飛
白
は
神
に
入
る）

（（
（

。

と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
蔡
邕
の
書
に
対
し
「
神
」

の
語
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。「
神
」
と
は
「
万
物
の
根
源
」
で

あ
り
、「
神
妙
」
と
は
、
甚
だ
巧
妙
で
人
力
の
及
ば
な
い
は
た
ら
き

の
こ
と
を
さ
す
。
あ
る
い
は
「
神
功
」
と
は
神
妙
で
測
れ
な
い
功
績

の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

事
実
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
に
蔡
邕
は
、
筆
法
伝
授
の
系
譜
の

冒
頭
に
お
か
れ
て
筆
法
の
源
と
み
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
神
」
の
語

が
示
す
如
く
に
甚
だ
巧
妙
で
、
人
力
の
及
ば
な
い
功
績
が
あ
っ
た
と

見
な
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
四
賢
よ
り
さ
ら

に
遡
っ
て
筆
法
伝
授
の
系
譜
の
始
ま
り
に
お
か
れ
た
の
が
蔡
邕
で

あ
っ
た
。
で
は
蔡
邕
と
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た

の
か
。
以
下
に
見
て
い
き
た
い
。

二
、
蔡
邕
と
い
う
人
物

蔡
邕
は
晋
・
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
に

邕
、
篆
勢
を
作
り
て
曰
く
、（
以
下
略）

（1
（

）。
　

と
見
え
る
の
を
始
め
、
宋
・
羊
欣
『
古
来
能
書
人
名
』
に

陳
留
の
蔡
邕
は
、
後
漢
の
左
中
郎
将
。
篆
・
隷
を
善
く
す
。
斯

（
李
斯
）･

喜（
曹
喜
）の
法
を
採
る
。
真
定
宜
父
碑
の
文
、
猶
世

に
伝
は
る
。
篆
す
る
者
、
師
と
す）

（1
（

。

等
の
記
載
が
あ
り
、
書
に
関
す
る
史
料
の
中
で
は
、
し
ば
し
ば
篆
書

の
名
人
と
し
て
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る（

（1
（

。
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但
し
蔡
邕
は
篆
書
の
達
人
で
あ
る
前
に
、
桓
帝
や
霊
帝
の
も
と
で

政
治
に
携
わ
る
と
と
も
に
後
漢
末
を
代
表
す
る
古
文
学
派
の
学
者
で

あ
っ
た
。
陳
留
郡
圉
県
（
現
河
南
省
（
の
出
身
で
、
博
学
な
こ
と
か

ら
霊
帝
に
抜
擢
さ
れ
、
そ
の
後
董
卓
に
も
厚
遇
さ
れ
た
が
、
王
允
に

よ
り
獄
死
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

蔡
邕
に
関
し
て
、
書
の
達
人
と
し
て
の
面
と
、
学
者
と
し
て
の
面

が
併
せ
て
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
こ

の
両
面
の
関
連
性
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。
す
で
に
政
治
的
な

経
歴
に
関
し
て
は
多
く
の
言
及
が
あ
る（

（1
（

の
で
、
こ
こ
で
は
学
問
的
経

歴
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

蔡
邕
は
熹
平
四
（
一
七
五
（
年
桓
帝
の
時
代
に
馬
日
磾
等
と
と
も

に
、
す
で
に
誤
字
が
多
く
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
六
経
の
校

訂
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
熹
平
石
経
を
建
て
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

学
問
的
業
績
と
し
て
は
石
経
の
外
に
、『
独
断
』
を
著
し
た
こ
と

で
も
よ
く
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。『
独
断
』
は
漢
代
の
制
度
や
文

物
を
ま
と
め
た
も
の
で
、『
六
典
』等
に
も
し
ば
し
ば
引
用
が
見
ら
れ
、

唐
代
の
諸
制
度
や
文
物
が
準
拠
し
た
書
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
今
な
お
史
料
的
価
値
の
高
い
書
物
で
あ
る
。
蔡
邕
は『
独
断
』

の
他
に
も
、
数
多
く
の
著
作
を
残
し
た
が
、
そ
の
大
半
は
失
わ
れ
て

逸
文
が
知
ら
れ
る
の
み
と
な
っ
て
い
る（

（1
（

。

蔡
邕
は
師
で
あ
る
胡
広
が
「
旧
儀
を
博
綜
」
し
て
ま
と
め
た
『
漢

制
度
』
を
元
に
、『
独
断
』
や
、後
述
す
る
『
後
漢
書
』
や
『
続
漢
書
』

の
も
と
と
な
る
志
を
ま
と
め
た（

（1
（

。

胡
広
の
『
漢
制
度
』
に
つ
い
て
は
逸
文
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
と
『
独
断
』
を
比
較
す
る
と
、『
独
断
』
は
『
漢
制
度
』

を
も
と
に
著
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
ま
た
『
独
断
』
は
霊

帝
の
時
代
、
熹
平
元
年
（
一
七
二
（
の
完
成
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『
独
断
』
を
著
し
た
後
、蔡
邕
は
東
観
で
修
史
事
業
に
携
わ
り
、『
漢

記
』
の
撰
述
に
あ
た
っ
た
。『
漢
記
』
と
は
『
漢
書
』
に
続
い
て
編

纂
さ
れ
た
史
書
で
、『
東
観
漢
記
』
の
祖
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

熹
平
六
年
（
一
七
七
（、
蔡
邕
は
投
獄
さ
れ
た
こ
と
で
、『
漢
記
』

編
纂
の
一
時
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
復
帰
後
に
、
蔡
邕

は
ま
ず
「
志
」
に
あ
た
る
「
十
意（

（1
（

」
に
着
手
し
た
。
こ
れ
は
散
佚
し

て
書
物
と
し
て
伝
わ
ら
な
い
も
の
の
、『
後
漢
書
』
や
『
続
漢
書
』

の
志
の
原
典
の
一
部
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（2
（

。

こ
の
よ
う
な
多
く
の
著
作
物
を
残
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
蔡
邕
で

あ
る
が
、
一
方
政
治
的
に
は
薫
卓
に
よ
り
出
仕
を
強
い
ら
れ
、
中
郎

将
に
累
進
し
異
例
の
出
世
を
果
た
し
た
。
蔡
中
郎
将
と
い
う
呼
称
は

こ
の
時
の
名
称
に
よ
る
。
し
か
し
薫
卓
の
反
勢
力
で
あ
る
王
允
に



−　 −5

よ
っ
て
投
獄
さ
れ
る
（
一
九
二
（。
そ
の
際
、馬
日
磾
が
「
伯
喈
（
蔡

邕
（
は
曠
世
の
逸
才
に
し
て
多
く
漢
の
事
を
識
る
。
後
史
を
続
成
せ

し
む
れ
ば
、一
代
の
大
典
と
な
ら
ん
。」と
助
命
を
請
う
た
が
叶
わ
ず
、

惜
し
ま
れ
な
が
ら
獄
中
で
生
涯
を
閉
じ
た
。

さ
ら
に
『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
に
は
、

其
の
撰
集
せ
る
漢
事
、未
だ
録
せ
ら
れ
て
以
て
後
史
を
継
が
ず
。

適
ま
霊
紀
及
び
十
意
を
作
り
、
又
た
諸
々
の
列
伝
四
十
二
篇
を

補
う
も
、
李
傕
の
乱
に
因
っ
て
湮
没
し
て
多
く
存
せ
ず
。
著
す

所
の
詩
・
賦
・
碑
・
誄
・
銘
・
讃
・
連
珠
・
箴
・
弔
・
論
議
・「
独

断
」・「
勧
学
」・「
釈
誨
」・「
叙
楽
」・「
女
訓
」・「
篆
勢
」・
祝
文
・

章
表
・
書
記
、
凡
そ
百
四
篇
、
世
に
伝
は
る）

1（
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
蔡
邕
が
編
纂
に
携
わ
っ
た
紀
・
志
・
列
伝
等
、
後

漢
の
歴
史
的
資
料
は
李
傕
の
乱
（
一
九
二
～
一
九
八
（
に
よ
っ
て
大

半
が
失
わ
れ
、
一
部
の
著
作
物
が
辛
う
じ
て
世
に
伝
わ
る
の
み
で

あ
っ
た（

（（
（

。

以
上
蔡
邕
の
生
涯
を
学
問
的
業
績
を
中
心
に
見
て
き
た
。
蔡
邕
に

つ
い
て
は
、
彼
が
活
躍
す
る
舞
台
と
な
っ
た
後
漢
末
の
東
観
と
そ
れ

を
と
り
ま
く
当
時
の
学
問
情
勢
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
必
要
が
あ

る
。後

漢
の
半
ば
頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で
修
史
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た
蘭

台
に
代
わ
り
、
洛
陽
城
南
宮
の
東
方
に
あ
っ
た
東
観
が
新
た
な
修
史

事
業
の
場
と
な
っ
た
。
東
観
で
は
、
様
々
な
記
録
類
が
編
纂
さ
れ
、

そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
『
東
観
漢
記
』
や
范
曄
の
『
後
漢
書
』
な
ど

大
規
模
な
史
書
の
編
纂
が
展
開
さ
れ
た
。

こ
の
東
観
は
、
安
帝
の
代
に
は
正
式
に
史
官
と
な
り
、
後
世
の
正

史
編
纂
に
通
じ
る
修
史
の
形
態
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
東
観
が

そ
れ
ま
で
の
蘭
台
を
凌
い
で
修
史
事
業
を
掌
る
史
官
と
し
て
台
頭
し

た
背
景
に
は
、
政
治
的
背
景
の
ほ
か
に
、
実
は
根
本
的
な
学
問
上
の

相
違
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る（

（2
（

。

蘭
台
で
は
、
図
讖
を
基
本
理
念
に
据
え
て
修
史
事
業
を
行
っ
た
。

図
讖
と
は
漢
王
朝
を
神
聖
王
朝
と
し
て
絶
対
視
す
る
予
言
書
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
蘭
台
で
は
こ
の
図
讖
に
基
づ
い
て
漢
王
朝
と
そ
の
歴

史
を
正
当
化
し
た
。
例
え
ば
、
班
固
の
『
漢
書
』
に
見
え
る
光
武
帝

の
歴
史
は
、
蘭
台
令
史
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
図
讖
に
基
づ

い
て
漢
王
朝
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
東
観
に
集
う
学
者
達
は
、
蘭
台
に
お
け
る
図
讖
中
心

の
歴
史
観
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
修
史
事
業
を
批
判
し
、
光
武
帝
の
革

命
や
そ
の
支
配
を
絶
対
化
す
る
上
で
の
根
拠
と
な
る
図
讖
を
す
べ
て

偽
作
と
し
て
否
定
し
た（

（1
（

。

ま
た
図
讖
を
中
心
と
し
た
歴
史
観
を
形
成
し
て
い
た
の
は
今
文
学
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派
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
東
観
に
は
経
学
を
得
意
と
す
る
古
文
学
派

が
参
集
し
た（

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
蔡
邕
ら
古
文
学
派
が
結
集
し
た
東
観
で
は
、
史
実
に

基
づ
く
記
述
と
断
代
史
と
い
う
新
た
な
叙
述
形
式
が
成
立
し
、
そ
の

後
の
史
書
編
纂
の
基
礎
が
拓
か
れ
た
。
そ
の
合
理
性
・
客
観
性
に
は

班
固
の
編
纂
意
図
と
の
間
に
明
ら
か
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。

一
方
当
時
の
社
会
は
、
後
漢
の
安
帝
以
後
、
現
実
問
題
が
深
刻
化

す
る
中
で
図
讖
の
影
響
力
が
衰
退
し
、
現
実
に
対
応
し
た
政
策
が
必

要
と
さ
れ
、
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
て
い
た
。

こ
う
し
た
政
治
的
変
革
期
の
中
で
、東
観
を
中
心
と
し
た
蔡
邕
等
、

当
時
の
古
文
学
派
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
彼
ら
は
図
讖
が
標

榜
す
る
天
に
代
わ
っ
て
、
陰
陽
思
想
や
無
為
自
然
の
道
と
い
っ
た
超

自
然
的
能
力
に
依
り
な
が
ら
も（

（1
（

、
人
間
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
向
か

い
、
や
が
て
は
歴
史
観
を
転
換
さ
せ
神
聖
王
朝
の
歴
史
か
ら
の
脱
却

へ
と
向
か
っ
た（

（1
（

。

以
上
、
蔡
邕
の
学
問
的
業
績
と
、
蔡
邕
ら
古
文
学
派
が
お
か
れ
た

後
漢
末
の
変
革
期
の
状
況
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
は
、
蔡
邕
を
は
じ

め
と
す
る
張
衡
、
馬
融
や
蘆
植
と
い
っ
た
古
文
学
派
の
学
者
達
が
、

正
統
派
儒
学
に
基
づ
く
蘭
台
の
歴
史
観
を
打
破
し
、
時
代
の
変
革
期

の
中
で
新
た
な
歴
史
観
、
す
な
わ
ち
現
代
に
も
通
じ
る
歴
史
観
を
確

立
せ
ん
と
し
て
い
た
。
蔡
邕
は
そ
の
一
人
と
し
て
新
た
な
時
代
を
切

り
拓
く
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

三
、
蔡
邕
に
対
す
る
江
式
の
認
識 

蔡
邕
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
と
し
て
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
北
魏
・
宣
武
帝
に
江
式
が
奉
っ
た
表
に
見
ら
れ
る
、
蔡

邕
の
業
績
で
あ
る
。
以
下
で
は
江
式
の
「
論
書
表
」
を
通
じ
て
、
蔡

邕
が
文
字
の
歴
史
の
中
で
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）
江
式
の
「
論
書
表
」
に
つ
い
て　

江
式
に
つ
い
て
は
、『
魏
書
』
及
び
『
北
史
』
の
江
式
伝（

（1
（

と
、
そ

こ
か
ら
引
用
し
た
「
論
書
表
」
が
『
法
書
要
録
』
に
採
録
さ
れ
て
い

る
ほ
か
は
ま
と
ま
っ
た
史
料
が
な
い
の
で
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
江
式
の
「
論
書
表
」
は
後
漢
か
ら
北
魏
に
お
け
る
文
字
整
理

の
経
緯
に
関
し
て
、
多
く
の
情
報
を
含
ん
で
い
る（

22
（

。

考
察
に
入
る
前
に
ま
ず
、
江
式
の
「
論
書
表
」
に
つ
い
て
概
略
を
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紹
介
す
る
。

北
魏
の
江
式
は
延
昌
三
（
五
一
四
（
年
三
月
、
宣
武
帝
に
乱
れ
た

文
字
の
整
理
を
願
い
出
る
表
を
上
奏
し
た
。
そ
の
内
容
は
そ
れ
ま
で

に
行
わ
れ
て
き
た
歴
代
の
文
字
修
訂
作
業
の
経
緯
を
説
明
し
、
自
ら

が
行
お
う
と
す
る
事
業
の
根
拠
と
必
要
性
を
表
し
て
、
皇
帝
の
許
可

を
願
い
出
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
江
式
の
「
論
書
表
」
を
見
る
と
、ま
ず
始
め
に
『
説
文
解
字
』

叙
の
記
述
を
も
と
に
、
太
古
の
書
契
か
ら
始
ま
り
秦
漢
に
い
た
る
文

字
の
来
歴
を
説
明
す
る
。
続
い
て
後
漢
以
降
、
時
代
を
追
っ
て
、
文

字
の
整
理
に
携
わ
り
功
績
を
挙
げ
た
先
駆
者
を
列
挙
し
て
い
く
。
そ

し
て
江
式
自
ら
が
整
理
を
行
う
理
由
と
し
て
、

皇
魏
は
百
王
の
季
を
承
け
、
五
運
の
緒
を
紹
ぐ
。
世
易
り
風
移

り
、
文
字
改
変
し
、
篆
形
謬
錯
し
、
隷
体
真
を
失
ふ）

1（
（

。

と
、
当
時
文
字
の
乱
れ
が
生
じ
て
き
た
状
況
を
述
べ
る
。

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
長
い
年
月
の
間
に
、
文
字
は
い
ろ

い
ろ
な
か
た
ち
に
改
変
さ
れ
、
篆
書
の
形
が
誤
り
乱
れ
た
り
、
或
い

は
隷
書
の
体
裁
が
本
来
の
形
を
失
っ
た
り
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
江

式
の
時
代
に
は
様
々
な
文
字
が
横
行
し
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
江
式
は
、
代
々
篆
書
を
家
学
と
し
て
き
た
こ
と
で
自
ら
が

先
祖
よ
り
受
け
継
い
だ
知
識
を
生
か
し
、
先
人
の
後
を
追
っ
て
、
乱

れ
た
文
字
を
分
別
し
て
分
類
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
。さ

ら
に
編
纂
計
画
と
し
て
具
体
的
な
方
針
に
つ
い
て
「
論
書
表
」

に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

輒
ち
、
古
来
の
文
字
を
撰
集
せ
ん
こ
と
を
求
め
、
許
慎
の
説
文

を
以
て
主
と
為
す
。
爰
に
孔
氏
尚
書
・
五
経
音
注
・
籀
篇
・
爾

雅
・
三
倉
・
凡
将
・
方
言
・
通
俗
文
・
祖
文
宗
・
埤
倉
・
広
雅
・

古
今
字
詁
・
三
字
石
経
・
字
林
・
韻
集
、
諸
賦
の
文
字
の
、
六

書
の
誼
有
る
者
を
採
り
、
皆
な
次
類
を
以
て
編
聯
す
。
文
に
復

た
重
な
る
無
く
、
糺
し
て
一
部
と
為
す
。
其
れ
古
籀
・
奇
惑
・

俗
隷
の
諸
体
は
、
咸
な
篆
の
下
に
班
せ
使
め
、
各
区
別
有
り
。

詁
訓
・
仮
借
の
誼
は
、
僉
な
文
に
随
っ
て
解
き
、
楚
・
夏
の
声

を
音
読
し
、
並
び
に
字
を
逐
い
て
注
す
。
其
の
知
ら
ざ
る
所
の

者
は
、
則
ち
闕
如
す
る
な
り
。
脱
蒙
は
許
に
遂
る
。

こ
う
し
た
江
式
の
上
表
に
対
し
皇
帝
か
ら
裁
許
の
詔
が
出
さ
れ
て

事
業
が
開
始
さ
れ
た
。『
魏
書
』
江
式
伝
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
は
、

式
、
是
に
於
い
て
字
書
を
撰
集
し
、
号
し
て
「
古
今
文
字
」
と

曰
う
。
凡
そ
四
十
巻
、大
体
許
氏
の
説
文
に
依
り
て
本
と
為
す
。

上
に
篆
、
下
に
隷
。
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と
あ
り
、
文
字
の
整
理
・
統
一
の
成
果
は
字
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
。
そ
の
体
裁
は
『
説
文
解
字
』
に
倣
っ
て
上
段
に
篆
書
を
並
べ
、

下
段
に
隷
書
を
並
べ
、
全
部
で
四
十
巻
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
先

の
「
論
書
表
」
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、ま
ず
始
め
に
古
文
籀
書
・

奇
惑
・
通
行
し
て
い
る
隷
書
な
ど
の
諸
体
の
分
類
が
行
わ
れ
、
次
に

訓
詁
や
仮
借
の
誼
、
音
韻
な
ど
の
整
理
が
文
字
ご
と
に
施
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
江
式
伝
に
は
続
い
て
、

正
光
中
に
、
驍
騎
将
軍
に
除
し
、
著
作
佐
郎
を
兼
ぬ
。
正
史
中

字
（
マ
ヽ
）。
四
年
卒
す
。
右
将
軍
・
巴
州
刺
史
を
贈
ら
る
。

其
の
書
、
竟
に
未
だ
能
く
成
ら
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
か
ら
、
江
式
は
事
業
半
ば
に
し
て
亡
く
な
り
、
こ
の
計
画
も

未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
江
式
が
計

画
し
た
文
字
統
一
事
業
は
、
皇
帝
の
裁
許
を
得
て
始
め
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
文
字
の
統
一
が
公
権
力
の
も
と
で
文
化
事
業
と
し
て
進
め
ら

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）「
論
書
表
」
に
見
る
江
式
以
前
の
文
字
整
理

江
式
は
「
論
書
表
」
の
中
に
、
文
字
の
整
理
に
あ
た
っ
た
歴
代
の

先
駆
者
を
列
記
し
て
い
る
。
江
式
に
と
っ
て
は
、
文
字
整
理
を
行
っ

た
諸
先
輩
で
あ
る
。
そ
れ
を
順
番
に
見
て
み
る
と
、

後
漢
…
曹
喜
、
賈
逵
、
許
慎
、
蔡
邕

魏　

…
張
揖
、
邯
鄲
淳
、
韋
誕
、
衛
覬

晋　

…
呂
忱

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
「
論
書
表
」
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

①
曹
喜

後
漢
の
郎
中
、
扶
風
の
曹
喜
、
号
し
て
篆
に
工
み
な
り
と
曰
う
。

小
し
く
斯
（
李
斯
）
の
法
に
異
な
る
も
、
甚
だ
精
巧
な
り
。
是

れ
自
り
後
学
は
皆
な
其
の
法
な
り
。
　

曹
喜
は
篆
書
に
巧
み
で
あ
っ
た
。
李
斯
の
書
法
と
異
な
る
が
、
曹

喜
よ
り
以
後
の
「
後
学
」
は
曹
喜
の
書
法
に
依
拠
し
た
と
い
う
。

②
賈
逵

侍
中
賈
逵
に
詔
し
て
、
旧
文
を
修
理
せ
し
む
。
殊
藝
異
術
、
王

教
の
一
端
、
苟
く
も
以
て
国
に
加
う
可
き
者
有
ら
ば
、
悉
く
集

め
ざ
る
は
靡
し
。
逵
は
即
ち
汝
南
の
許
慎
・
古
文
学
の
師
な
り
。

賈
逵
は
前
漢
・
賈
誼
の
九
世
孫
、
父
は
劉
歆
か
ら
古
文
経
典
を
伝

授
し
た
賈
徽
と
い
う
、
代
々
儒
学
を
家
業
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
賈

逵
が
詔
を
受
け
て
悉
く
「
旧
文
」
を
蒐
集
・
整
理
し
た
、
と
い
う
の
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は
、『
後
漢
書
』
賈
逵
列
伝
に
、
章
帝
の
時
に
「
逵
、
数
々
帝
の
為

に
『
古
文
尚
書
』、
経
伝
『
爾
雅
』
詁
訓
と
相
応
ず
る
こ
と
を
言
う
。

詔
し
て
欧
陽
を
し
て
大
小
夏
侯
の
『
尚
書
』・
古
文
の
同
異
を
撰
令

し
む
。
逵
集
め
て
三
巻
と
為
す
。」
と
見
え
る
こ
と
な
ど
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。賈
逵
は
今
文
と
古
文
の
訓
詁
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

ま
た
江
式
が
賈
逵
を
挙
げ
る
の
は
、
許
慎
の
古
文
の
師
で
あ
る
こ
と

に
も
重
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る（

2（
（

。

③
許
慎

（
賈
逵
の
）
後
に
慎
は
時
の
人
の
好
奇
を
嗟
き
、
儒
俗
の
穿
鑿

を
歎
じ
、
文
の
誉
れ
に
毀
た
る
を
惋
き
、
字
の
訾
り
に
敗
る
を

痛
む
。
更
に
詭
し
て
情
に
任
じ
、
世
に
変
乱
せ
り
。
故
に
説
文

解
字
十
五
篇
を
撰
し
、
一
に
首
り
、
亥
に
終
は
り
、
各
部
属
有

り
、
六
藝
群
書
の
詁
を
包
括
し
、
百
氏
諸
子
の
訓
を
評
釈
す
。

天
地
・
山
川
・
草
木
・
鳥
獣
・
昆
虫
・
雑
物
、
奇
怪
珍
異
、
王

制
礼
儀
、
世
間
人
事
、
畢
く
載
せ
ざ
る
は
莫
し
。
類
従
群
分
し
、

雑
わ
り
て
、
越
え
ず
と
謂
う
可
し
。
文
質
彬
彬
と
し
て
、
最
も

得
て
論
ず
可
き
な
り
。

許
慎
は
『
説
文
解
字
』
十
五
巻
を
著
し
た
人
物
で
あ
る
。
許
慎
に

つ
い
て
江
式
は
『
説
文
解
字
』
叙
を
も
と
に
記
す（

22
（

。

江
式
は
、
自
ら
が
字
書
の
編
纂
を
行
う
際
、
編
纂
方
針
を
『
説
文

解
字
』
に
依
拠
し
た
。
そ
し
て
許
慎
と
同
様
の
方
針
を
「
論
書
表
」

に
示
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
述
べ
る
の
で
、こ
こ
で
は
、

『
説
文
解
字
』
叙
に
見
え
る
、
具
体
的
編
纂
方
針
に
つ
い
て
の
み
確

認
し
て
お
こ
う
。『
説
文
解
字
』
叙
に
は
、

今
、
篆
文
を
叙
し
、
合
す
る
に
古
籀
を
以
て
し
、
博
く
通
人
を

采
り
、
小
大
に
至
り
、
信
に
し
て
証
有
り
。
其
の
説
を
稽
譔
し
、

将
に
以
て
群
類
を
理
め
、
謬
誤
を
解
き
、
学
者
を
暁
し
、
神
恉

に
達
せ
ん
と
す）

13
（

。

と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
許
慎
が
行
っ
た
具
体
的
な
作
業
と
は
、（
１
（

篆
文
＝
篆
書
の
文
字
を
示
す
こ
と
、
古
文
や
籀
文
と
も
齟
齬
が
な
い

か
確
認
す
る
こ
と
、（
２
（
博
く
識
者
の
説
を
採
り
、
あ
ら
ゆ
る
こ

と
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
頼
に
足
る
証
拠
と
す
る
こ
と
、

（
３
（
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
誤
謬
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
学
者
の
助

け
と
な
る
よ
う
、
文
字
本
来
の
意
味
に
到
達
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
説
文
解
字
』
で

は
文
字
ご
と
に
篆
書
の
文
字
を
行
頭
に
置
い
て
文
字
の
根
拠
を
示

し
、
そ
の
下
に
字
義
と
音
節
が
配
置
さ
れ
た
。

④
蔡
邕
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左
中
郎
将
陳
留
の
蔡
邕
、
李
斯
・
曹
喜
の
法
を
採
り
、
古
今
の

雑
形
を
為
す
。
太
学
に
詔
し
、
石
碑
を
立
て
、
五
経
を
刊
載
す
。

題
書
の
楷
法
は
、
多
く
是
れ
邕
の
書
な
り
。
後
に
鴻
都
を
開
く

に
、
書
画
の
奇
能
、
雲
集
せ
ざ
る
は
莫
し
。
時
に
諸
方
、
篆
を

献
ず
る
に
、
邕
に
出
づ
る
者
無
し）

13
（

。

蔡
邕
は
李
斯
や
曹
喜
の
書
法
を
学
び
、
古
今
の
種
々
の
雑
体
を
得

意
と
し
た
と
い
う（

21
（

。
洛
陽
の
官
吏
養
成
機
関
で
あ
っ
た
太
学
の
前
に

石
碑
（
＝
石
経
（
を
建
立
し
五
経
を
掲
示
し
た
こ
と
や
、
篆
書
で
蔡

邕
の
右
に
出
る
者
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
記
す
。

⑤
張
揖

魏
の
初
め
、
博
士
清
河
の
張
揖
、
埤
倉
・
広
雅
・
古
今
字
詁
を

著
し
、
諸
の
埤
広
を
究
め
、
遺
漏
を
綴
拾
し
、
事
類
を
増
長
す
。

抑
も
亦
た
、
文
に
於
い
て
益
を
為
す
者
な
り
。
然
れ
ど
も
其
の

字
詁
は
、
之
を
許
慎
の
篇
に
方
ぶ
れ
ば
、
古
今
の
体
用
、
或
い

は
得
、
或
い
は
失
へ
り
。

張
揖
は
『
爾
雅
』
を
増
補
し
て
『
広
雅
』
を
ま
と
め
た
人
物
と
し

て
知
ら
れ
る
。
江
式
に
よ
る
と
、
張
揖
は
『
埤
倉
』『
広
雅
』『
古
今

字
詁
』
を
著
し
た
と
い
う
。
こ
の
う
ち
『
埤
倉
』
と
『
古
今
字
詁
』

は
散
失
し
て
今
に
伝
わ
ら
ず
、
逸
文
が
知
ら
れ
る
の
み
と
な
っ
て
い

る
。張

揖
は
漏
れ
遺
っ
た
文
字
を
拾
い
集
め
事
類
を
増
補
し
た
。
こ
れ

も
ま
た
文
字
に
お
い
て
有
益
な
業
績
で
あ
っ
た
が
、『
説
文
解
字
』

に
比
べ
る
と
、
文
字
の
字
形
と
意
味
は
、
古
今
の
字
体
の
識
別
等
に

お
い
て
得
る
と
こ
ろ
と
失
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

⑥
邯
鄲
淳

陳
留
の
邯
鄲
淳
も
亦
た
揖
と
同
時
な
り
。
博
古
開
藝
、特
に
倉
・

雅
・
許
氏
の
字
指
を
善
く
す
。
八
体
六
書
、
閑
理
を
精
究
し
、

揖
よ
り
も
有
名
な
り
。
書
を
以
て
諸
皇
子
を
教
ふ
。
又
た
三
字

石
経
を
漢
碑
の
西
に
建
つ
。
其
の
文
蔚
炳
し
、三
体
復
た
宣
ぶ
。

之
を
説
文
に
校
ぶ
る
に
、
篆
・
隷
は
大
い
に
同
じ
く
し
て
、
古

字
は
少
し
く
異
な
る
。

邯
鄲
淳
は
古
事
、
特
に
『
埤
倉
』『
広
雅
』『
説
文
解
字
』
の
文
字

に
精
通
し
て
い
た
。
ま
た
八
体
六
書
す
な
わ
ち
古
文
や
篆
書
の
系
譜

を
引
く
種
々
の
書
体
も
究
め
て
お
り
、
張
揖
よ
り
有
名
で
、
皇
子
に

書
を
教
え
た
、
と
見
え
る
。
ま
た
蔡
邕
が
建
て
た
石
経
の
西
に
邯
鄲

淳
が
三
字
石
経
を
建
て
た
と
い
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
証
が
な

い
。
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⑦
韋
誕
・
⑧
衛
覬

京
兆
の
韋
誕
・
河
東
の
衛
覬
の
二
家
有
り
。
並
び
に
能
篆
と
号

す
。
当
時
の
台
観
の
榜
題
・
宝
器
の
銘
は
、
悉
く
是
れ
誕
の
書

な
り
。
咸
な
之
を
子
孫
に
伝
へ
、
世
其
の
妙
を
称
す
。

韋
誕
と
衛
覬
に
関
し
て
は
、
江
式
は
文
字
の
整
理
に
関
す
る
具
体

的
な
業
績
は
伝
え
て
い
な
い
。
し
か
し
二
人
と
も
篆
書
の
名
手
と
し

て
秀
で
て
い
た
こ
と
、
と
く
に
韋
誕
に
関
し
て
は
宮
殿
の
題
額
や
宝

器
銘
は
皆
韋
誕
の
書
で
あ
っ
た
と
い
う
。
韋
誕
は
篆
書
の
名
人
と
し

て
書
論
等
に
そ
の
名
が
見
え
る（

21
（

。

衛
覬
に
関
し
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
式
の
六
世
の
祖
、
江
瓊

が
衛
覬
に
学
ん
で
、
古
篆
の
法
、
倉
雅
、
方
言
、
説
文
の
誼
を
受
け

た
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
単
に
書
の
み
な
ら
ず
文
字
の
全
般
に
わ

た
っ
て
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑨
呂
忱

晋
の
世
、
義
陽
王
の
典
祠
令
、
任
城
の
呂
忱
、
表
し
て
字
林
六

巻
を
上
る
。
其
の
況
趣
を
尋
ぬ
る
に
、
許
慎
の
説
文
に
附
託
し

て
、
章
句
を
案
偶
し
、
古
籀
・
奇
惑
の
字
を
隠
別
す
。
文
は
隷

を
正
す
を
得
。
篆
意
に
差
わ
ざ
る
な
り
。

晋
に
な
る
と
、
義
陽
王
の
頃
典
祠
令
で
あ
っ
た
任
城
の
呂
忱
は
上

表
し
て
『
字
林
』
六
巻
を
奉
っ
た
と
い
う（

21
（

。

江
式
に
よ
る
と
、呂
忱
が
字
林
六
巻
を
上
奏
す
る
際
、許
慎
の
『
説

文
解
字
』
に
依
拠
し
て
章
句
を
勘
案
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
呂
忱

は
ま
ず
、
古
文
や
籀
文
と
、
怪
し
い
文
字
に
よ
る
も
の
と
を
分
別
し

た
。
そ
し
て
文
字
に
関
し
て
は
、
隷
書
体
の
乱
れ
を
正
す
こ
と
が
で

き
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
篆
書
の
も
つ
本
来
の
意
味
に
違
わ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

当
時
流
布
し
て
い
た
テ
キ
ス
ト
の
文
章
や
語
句
を
調
べ
て
、
隷
書

の
誤
り
を
正
す
た
め
に
は
、
古
文
や
籀
文
、
篆
書
の
意
に
基
づ
い
て
、

そ
れ
を
根
拠
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
江
式
が
「
論
書
表
」
に
文
字
整
理
の
先
駆
者
と
し
て
列
挙

し
て
い
る
人
物
を
一
人
ず
つ
確
認
し
た
。
そ
こ
に
は
許
慎
・
張
揖
・

呂
忱
と
い
っ
た
字
書
編
纂
を
行
っ
た
人
物
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。
そ

の
他
に
は
、
賈
逵
・
曹
喜
・
邯
鄲
淳
・
韋
誕
・
衛
覬
な
ど
が
見
ら
れ

た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
古
文
や
篆
書
に
並
々
な
ら
ぬ
知
識
を
有
し
、

篆
書
に
精
通
し
た
り
、
巧
み
と
し
た
り
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
人
物

で
あ
っ
た（

21
（

。
そ
の
中
に
蔡
邕
の
名
が
見
え
、
石
経
建
立
事
業
に
言
及

し
て
い
る
の
は
、
江
式
が
蔡
邕
の
石
経
建
立
を
、
字
書
の
編
纂
に
も

匹
敵
す
る
、
文
字
の
統
一
・
整
理
事
業
の
例
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
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で
あ
る
。

（
三
）
江
式
に
よ
る
文
字
の
整
理

次
に
「
論
書
表
」
を
上
し
た
江
式
自
身
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た

い
。前

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
江
式
に
つ
い
て
世
に
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
多
く
な
い
。
但
し
『
魏
書
』
江
式
伝
に
よ
る
と
、そ
の
冒
頭
に
、

江
式
、
字
は
法
安
、
陳
留
・
済
陽
の
人
な
り
。
六
世
の
祖
は
瓊
、

字
は
孟
琚
、
晋
の
馮
翊
太
守
な
り
。
蟲
篆
・
詁
訓
を
善
く
す
。

永
嘉
の
大
乱
に
、
瓊
官
を
棄
て
、
西
し
て
張
軌
に
投
ず
。
子
孫

因
て
涼
土
に
居
し
、
世
に
家
業
を
伝
ふ
。
祖
彊
、
字
は
文
威
。

太
延
五
年
、
涼
州
平
し
、
内
に
代
京
に
徙
る
。
書
三
十
余
法
を

上
る
。
各
体
例
有
り
。
又
た
経
史
・
諸
子
千
余
卷
を
献
ず
。
是

に
由
て
擢
し
て
中
書
博
士
を
拝
す
。
卒
、敦
煌
太
守
を
贈
ら
る
。

父
紹
興
、
高
允
奏
し
て
秘
書
郎
と
為
す
。
国
史
を
掌
る
こ
と
二

十
余
年
な
り
。
謹
厚
を
以
て
称
せ
ら
る
。
趙
郡
太
守
に
て
卒
す
。

と
あ
る
。
ま
た
「
論
書
表
」
の
中
に
も
、
六
世
祖
の
瓊
よ
り
六
代
に

わ
た
っ
て
古
篆
の
法
や
字
義
を
伝
掌
し
、
そ
の
古
篆
八
体
を
献
上
し

て
文
字
を
司
る
役
職
を
得
、
そ
れ
を
家
業
と
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
江
式
は
先
祖
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
掌
の
教

え
に
従
っ
て
文
字
の
整
理
を
す
る
の
だ
と
い
う（

12
（

。

こ
の
よ
う
に
、
代
々
蟲
篆
と
詁
訓
に
通
じ
そ
れ
を
家
業
と
す
る
よ

う
な
家
に
生
ま
れ
、江
式
自
身
も
篆
書
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

江
式
の
「
論
書
表
」
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
代
以
降
、
文

字
の
整
理
に
当
た
っ
て
き
た
の
は
、
訓
詁
に
通
じ
た
人
物
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
、
篆
書
の
文
字
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
る
。
中
に
は
韋
誕

の
よ
う
に
、
篆
書
の
名
人
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
も
見
ら
れ
た
が
、

彼
ら
は
お
そ
ら
く
篆
書
の
字
形
に
精
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

呂
忱
の
功
績
に
見
た
よ
う
に
、
様
々
な
書
体
が
横
行
し
て
い
る
中

か
ら
、
篆
書
や
隷
書
の
真
贋
を
見
極
め
、
正
し
い
文
字
を
選
り
分
け

て
、
系
統
立
て
て
整
理
す
る
に
は
、
訓
詁
学
や
音
韻
の
知
識
の
み
で

は
不
可
能
で
、
字
形
そ
の
も
の
を
正
確
に
見
極
め
る
知
識
と
能
力
が

必
要
と
さ
れ
た
。
そ
れ
故
江
式
の
よ
う
な
代
々
家
業
と
し
て
篆
書
に

精
通
し
た
、
書
の
専
門
家
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

先
の
「
論
書
表
」
の
概
略
で
見
た
江
式
の
編
纂
方
針
に
も
「
其
れ

古
籀
・
奇
惑
・
俗
隷
の
諸
体
は
、
咸
な
篆
の
下
に
班
せ
使
め
、
各
区

別
有
り
。
詁
訓
・
仮
借
の
誼
は
、
僉
な
文
に
随
っ
て
解
き
、
楚
・
夏

の
声
を
音
読
し
、
並
び
に
字
を
逐
い
て
注
す
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

訓
詁
や
音
韻
よ
り
も
先
に
諸
々
の
書
体
の
選
別
が
挙
げ
ら
れ
て
い
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る
。
当
時
書
体
と
い
う
の
が
字
形
を
選
別
し
た
り
、
語
義
を
決
定
す

る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
書
体
と
字
形
が

密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
北
魏
に

至
っ
て
も
な
お
、
隷
書
体
を
選
別
・
整
理
す
る
の
に
、
江
式
の
よ
う

な
篆
書
の
専
門
家
が
あ
た
っ
て
い
た
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

う
。（

四
）
江
式
の
拠
り
ど
こ
ろ

先
に
見
た
よ
う
に
江
式
は
文
字
を
分
類
整
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、

許
慎
の『
説
文
解
字
』に
準
拠
し
た
。
最
終
的
な
字
書
の
体
裁
も『
説

文
解
字
』
の
よ
う
に
篆
書
を
上
段
に
お
き
、
そ
の
下
に
隷
書
そ
の
他

の
文
字
を
お
く
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
江
式
が
許
慎
の
方

針
に
準
拠
す
る
の
は
、単
に
『
説
文
解
字
』
の
体
裁
を
真
似
る
と
か
、

文
字
整
理
の
基
本
原
点
と
考
え
て
、
そ
こ
に
回
帰
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
た
の
で
は
な
い
。
以
下
で
江
式
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て

整
理
を
行
っ
た
の
か
、「
論
書
表
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
て
い
く
。

江
式
は
許
慎
に
つ
い
て
、『
説
文
解
字
』を
ま
と
め
た
理
由
と
し
て
、

儒
俗
の
穿
鑿
を
歎
じ
、
文
の
誉
れ
に
毀
た
る
を
惋
き
、
字
の
訾

り
に
敗
る
を
痛
む
。

と
記
す
。
す
な
わ
ち
許
慎
が
、
低
俗
な
儒
教
学
者
の
勝
手
な
解
釈
を

嘆
き
、
文
字
が
も
て
は
や
さ
れ
た
り
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
り
し
て
本
来
の

姿
を
失
う
状
況
を
嘆
い
て
い
た
こ
と
を
提
示
す
る
。

あ
る
い
は
、
江
式
自
ら
が
お
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
も
、

俗
学
鄙
習
、
復
た
虚
巧
を
加
え
、
談
弁
の
士
、
又
た
意
を
以
て

説
き
、
時
に
炫
惑
し
、
以
て
釐
改
す
る
に
難
し
。

と
記
し
、
文
字
が
低
俗
な
学
問
に
よ
っ
て
虚
り
の
工
夫
が
加
わ
っ
た

り
、
声
高
な
人
が
さ
も
あ
り
そ
う
な
意
味
を
説
い
た
り
す
る
こ
と
に

惑
わ
さ
れ
て
、是
正
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
説
文
解
字
』
叙
に
見
え
る
表
現
で
あ
り
、『
論

語
』
や
『
書
経
』
の
語
を
基
に
し
た
文
章
で
あ
る（

1（
（

。

あ
る
い
は
江
式
は
同
様
に
、

文
字
な
る
者
は
六
藝
の
宗
、
王
教
の
始
め
、
前
人
の
今
に
垂
る

る
所
以
、
今
人
の
古
え
を
識
る
所
以
な
り
。
故
に
曰
く
、
本
立

ち
て
道
生
ず
、
と
。
孔
子
曰
く
、
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
と
。

又
た
曰
く
、
述
べ
て
作
ら
ず
と
。
書
（『
書
経
』）
に
曰
く
、
予

れ
古
人
の
象
を
観
ん
と
欲
す
と
。
皆
は
旧
史
に
遵
修
し
て
、
敢

え
て
穿
鑿
せ
ざ
る
を
言
ふ
な
り）

31
（

。

と
記
す
。

こ
れ
も
孔
子
や
『
書
経
』
に
基
づ
い
た
『
説
文
解
字
』
叙
に
見
え
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る
と
こ
ろ
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
江
式
自
ら
も
そ
の
方
針
に
従
う
意
向

を
著
し
た
文
章
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
古
人
が
象
っ
た
」
と
こ
ろ
に

従
い
、
後
か
ら
「
述
べ
て
作
」
っ
た
り
、「
穿
鑿
」
す
な
わ
ち
勝
手

な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
を
排
除
し
て
旧
史
す
な
わ
ち
古
典
に
遵
う
と

い
う
。
後
漢
の
頃
古
文
学
派
は
古
文
の
テ
キ
ス
ト
を
解
読
す
る
際
、

テ
キ
ス
ト
に
忠
実
か
つ
客
観
的
な
態
度
で
臨
む
と
い
う
合
理
的
な
学

問
を
貫
い
た
。
江
式
も
ま
さ
に
許
慎
等
と
同
じ
姿
勢
を
踏
襲
す
る
こ

と
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
。
賈
逵
が
許
慎
に
先
ん
じ
て
先
頭
に
お

か
れ
た
こ
と
も
十
分
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
五
）
蔡
邕
の
拠
り
ど
こ
ろ

次
に
蔡
邕
が
太
学
に
石
経
を
建
て
た
際
の
経
緯
に
も
注
目
し
て
み

た
い
。
蔡
邕
は
い
か
な
る
所
存
で
文
字
の
整
理
に
臨
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
か
。

『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
を
見
る
と
、
蔡
邕
は
熹
平
四
（
一
七
五
（
年

に
石
経
を
建
て
る
に
あ
た
り
、
堂
谿
典
等
と
と
も
に
奏
上
し
て
六
経

の
文
字
を
正
し
定
め
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
。そ
の
理
由
と
し
て
、

邕
以
う
に
、
経
籍
は
聖
を
去
る
こ
と
久
遠
に
し
て
、
文
字
は
多

く
謬
り
、
俗
儒
穿
鑿

、
、
、
、

し
て
後
学
を
疑
わ
せ
誤
ら
す
と
。（
傍
点

筆
者
（

と
述
べ
て
い
る
。「
俗
儒
」
と
は
江
式
の
「
論
書
表
」
に
見
え
る
「
俗

学
」
と
同
義
語
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
も
、
後
世
加
わ
っ

た
余
分
な
解
釈
を
意
味
す
る
「
俗
儒
穿
鑿
」
と
い
う
常
套
句
が
見
ら

れ
る
。

す
な
わ
ち
経
籍
が
本
来
の
聖
人
の
意
図
や
解
釈
を
離
れ
て
、
文
字

が
多
く
誤
っ
た
り
、「
俗
儒
」
に
よ
っ
て
勝
手
な
解
釈
が
加
わ
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
時
代
の
人
を
混
乱
さ
せ
た
こ
と
を
文
字
を
正

す
理
由
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
排
除
し
て
本
来
の

文
字
の
姿
に
立
ち
返
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
許
慎

や
江
式
と
共
通
す
る
学
問
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
蔡
邕
の
功
績
を
、
両
者
の
中
間
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

す
な
わ
ち
『
説
文
解
字
』
を
作
っ
た
後
漢
の
許
慎
と
、『
古
今
文
字
』

の
編
纂
を
め
ざ
し
た
北
魏
の
江
式
を
繋
い
だ
線
上
に
、
確
実
に
蔡
邕

の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。先
に
見
た
よ
う
に
、

江
式
は
「
論
書
表
」
の
中
で
蔡
邕
に
つ
い
て
、
許
慎
と
同
様
に
か
な

り
の
文
字
数
を
割
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
江
式
は

蔡
邕
を
、
許
慎
同
様
に
文
字
の
整
理
に
功
績
の
あ
っ
た
重
要
人
物
と

し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
、
あ
と
か
ら
勝
手
な
解
釈
を
加
え
る
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「
儒
俗
の
穿
鑿
」
や
「
俗
学
鄙
習
」、「
談
弁
の
士
」
と
い
う
の
は
古

文
学
に
対
す
る
、
漢
代
の
今
文
儒
学
の
姿
勢
を
批
判
す
る
も
の
で
あ

る
。
北
魏
の
時
代
に
い
た
っ
て
も
な
お
、
篆
書
を
家
学
と
す
る
学
者

に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
漢
代
の
学
問
姿
勢
が
継
承
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
北
魏
の
江
式
に
お
い
て
も
な
お
、
文
字
を
選
別
・

分
類
す
る
際
に
は
、
依
然
と
し
て
後
漢
代
に
古
文
学
派
が
打
ち
立
て

た
学
問
手
法
が
継
承
さ
れ
て
い
た
。
世
に
横
行
す
る
間
に
乱
れ
た
要

素
を
取
り
除
い
て
、
真
偽
の
判
断
を
下
す
た
め
に
は
、
賈
逵
・
許
慎
・

蔡
邕
ら
を
含
む
古
文
学
派
に
よ
る
手
法
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、
篆
書

に
基
づ
い
て
判
断
す
る
方
針
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
六
）
小
結

本
稿
で
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
後
漢
よ
り
北
魏
の
頃
ま

で
文
字
の
整
理
・
統
一
は
、
後
漢
の
古
文
学
派
の
許
慎
ら
の
手
法
に

依
拠
し
つ
つ
、
篆
書
文
字
を
根
拠
と
し
て
隷
書
体
文
字
を
判
別
・
選

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
代
の
文
字
の
整
理
・
統
一
を
担
っ
て
き

た
の
は
、
篆
書
文
字
の
専
門
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
訓
詁
や
音
韻
の
整
理
以
前
に
文
字
の
形
の
判
断
が

必
要
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

前
稿
に
お
い
て
は
、
唐
代
に
い
た
る
ま
で
、
公
文
等
を
記
す
「
真

書
」
と
呼
ば
れ
る
書
体
に
対
し
て
楷
書
の
概
念
は
存
在
せ
ず
、
草
書

と
対
極
を
な
す
書
体
は
常
に
隷
書
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
し
て
唐
代
に
い
た
る
と
、
律
令
文
書
体
制
と
爆
発
的
な
文

字
の
需
要
を
支
え
る
べ
く
、
太
宗
の
も
と
で
王
羲
之
書
法
を
も
と
に

楷
書
体
が
整
備
さ
れ
、
従
う
べ
き
標
準
書
体
と
し
て
示
さ
れ
て
、
官

人
の
学
ぶ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
楷
書
体
に
対
し
て
は
『
干
禄
字

書
』
が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
文
字
は
正
字
体
・
通
字
体
・
俗
字

体
と
字
体
ご
と
に
分
類
さ
れ
て
、
そ
れ
以
前
の
字
書
と
は
全
く
異
な

る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
分
類
法
に
よ
っ
て
文
字
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
字
体
と
い
う
も
の
が
始
め
て
正
式
に
成
立
し
た
と
も
い

え
る
。

ま
た
そ
れ
ま
で
は
、
字
体
や
字
形
は
書
体
と
切
り
離
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
段
階
ま
で
は
字
形
は
書
体
と
い
わ
ば
未

分
化
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
代
に
い
た
る
ま
で
正
式
の
書
体
が
隷
書
と
認
識
さ
れ
続
け
た
の

は
、
一
つ
に
文
字
の
根
拠
が
篆
書
に
あ
り
、
篆
書
に
裏
付
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

篆
書
体
は
隷
書
体
の
形
の
根
拠
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
儒
学

は
常
に
篆
書
体
と
い
う
古
い
形
態
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
学
問
の
客
観
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性
を
保
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
六
朝
以
降
、
漢
訳
仏
典
流
入
の
増
加
を

始
め
、
儒
学
以
外
の
学
問
・
芸
術
・
文
学
が
発
達
し
て
く
る
と
、
文

字
の
形
は
篆
書
に
裏
付
け
ら
れ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。

北
魏
で
江
式
が
後
漢
以
来
の
古
文
学
派
の
手
法
を
踏
襲
し
て
乱
れ

た
文
字
を
整
理
す
る
目
的
で
字
書
の
編
纂
を
目
指
し
た
の
に
対
し
、

南
朝
で
は
そ
の
後
梁
・
顧
野
王
が
『
玉
篇
』
の
編
纂
を
行
っ
て
い
る
。

『
玉
篇
』
は
後
に
言
う
と
こ
ろ
の
楷
書
体
で
書
か
れ
、
部
首
別
に
整

理
さ
れ
た
。
北
朝
で
は
篆
書
に
基
づ
い
て
隷
書
を
正
そ
う
と
し
た
の

に
対
し
、
南
朝
で
は
王
羲
之
父
子
の
出
現
以
降
、
行
書
体
や
草
書
体

の
発
展
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
筆
法
と
し
て
の
運
動
面
も
含
め
て

文
字
が
よ
り
実
用
化
に
向
か
っ
て
合
理
化
が
進
め
ら
れ
、
伝
達
手
段

と
し
て
の
機
能
が
充
実
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

王
羲
之
の
書
法
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
筆
記
文
字
と
し
て

の
機
能
が
実
用
面
に
お
い
て
格
段
に
改
良
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
文
化

の
大
転
換
や
、
社
会
的
に
は
律
令
体
制
が
築
か
れ
文
書
シ
ス
テ
ム
が

成
熟
し
て
き
た
こ
と
に
、
時
代
が
新
た
な
形
の
隷
書
体
を
必
要
と
す

る
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
隷
書
体
が
篆
書
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の
が
、
初
唐
に
太
宗
の
も
と
で
整
備
さ
れ
た

次
な
る
楷
書
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
熹
平
石
経

前
節
ま
で
に
魏
の
江
式
が
蔡
邕
の
石
経
を
、
歴
代
の
字
書
の
編
纂

と
並
ぶ
文
字
の
統
一
・
整
理
事
業
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ

と
を
見
て
き
た
。
蔡
邕
の
石
経
は
、
当
時
の
文
字
の
形
、
あ
る
い
は

書
体
に
関
し
て
統
一
基
準
を
示
す
と
い
う
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
蔡
邕
が
残
し
た
と
さ
れ
る
熹
平
石
経
に
つ
い
て
見
て
み

る
と
、
書
道
的
評
価
は
低
い
。『
書
の
総
合
事
典
』
に
よ
る
と
、「
書

体
は
「
乙
瑛
碑
」
と
も
共
通
す
る
八
分
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
漢
碑
ほ
ど

扁
平
な
字
形
で
は
な
い
（
図
（
（。
文
字
の
正
確
さ
を
示
す
た
め
の

図 1　�熹平石経の例（『周易』の一部。
羅振玉『漢熹平石経残字集録』
石上より転載）
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書
な
の
で
、
縦
横
の
比
率
を
揃
え
、
波
磔
を
短
め
に
抑
え
、
升
目
に

並
べ
た
よ
う
に
整
然
と
し
て
い
る
反
面
、
変
化
に
乏
し
く
、
芸
術
性

は
高
く
な
い
、
と
評
価
し
な
い
向
き
も
多
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る（
12
（

。
そ
れ
は
一
つ
に
、
複
数
の
人
間
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
そ
の
原
因
と
い
わ
れ
て
い
る（

11
（

。

し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
芸
術
性
が
高
く
な
い
」
と

い
う
の
は
、
こ
の
石
経
の
特
徴
を
非
常
に
良
く
と
ら
え
た
表
現
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
同
時
代
の
隷
書
や

八
分
と
比
べ
て
み
る
と
、
隷
書
や
八
分
の
美
し
さ
や
特
徴
を
兼
ね
備

え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
そ
こ
に
こ
の
石
経
の
制

作
者
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
残
さ
れ
た
熹
平
石
経
の
断
片
を
観
察
し
て
、
そ
こ
か
ら
い

く
つ
か
の
特
徴
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

①
横
画
が
水
平

②
払
い
が
コ
ン
パ
ク
ト

③�

縦
線
・
横
線
と
も
に
太
か
っ
た
り
細
か
っ
た
り
せ
ず
、
一
定
の

太
さ

な
ど
の
特
徴
が
見
ら
れ
、
通
常
の
八
分
に
比
べ
る
と
か
な
り
装
飾
性

が
排
除
・
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
大
部
の
経
典
で
あ
る
た
め
に
、
複

数
の
人
の
手
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
た
め
と
は
い
え
、
今
ま
で
に
知

ら
れ
て
い
る
出
土
例
の
石
経
断
片
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
が

共
通
し
て
見
ら
れ
、
一
つ
の
統
一
方
針
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

列
伝
に
は
蔡
邕
に
つ
い
て
「
古
今
の
雑
形
を
な
す
」、
す
な
わ
ち

古
文
や
篆
書
、あ
る
い
は
雑
体
書
（
＝
様
々
な
用
途
に
応
じ
た
書
体
（

を
得
意
と
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
あ
る
い
は
当
時
の「
題
書
の
楷
法
」

が
い
ず
れ
も
蔡
邕
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
記
す
。
こ
れ
は
建
物
の
門

戸
等
に
掲
げ
る
題
額
を
書
す
の
は
当
時
随
一
の
書
家
が
選
ば
れ
た
こ

と
を
示
す
、史
書
に
見
ら
れ
る
能
書
家
を
表
す
慣
用
表
現
で
あ
る
が
、

蔡
邕
は
学
問
的
な
功
績
の
み
な
ら
ず
、
篆
書
・
隷
書
を
始
め
様
々
な

雑
体
書
に
至
る
ま
で
を
操
る
こ
と
の
で
き
る
能
書
家
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
蔡
邕
が
六
経
に
対
す
る
古
文
学
派
の
学
問
的
成
果
を

世
に
公
表
す
る
際
、
低
水
準
の
隷
書
で
公
表
す
る
こ
と
に
躊
躇
が
な

か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
し
て
や
、
対
立
す
る
今
文
学
派
も
操

る
隷
書
に
お
い
て
劣
る
と
い
う
こ
と
は
聊
か
考
え
ら
れ
な
い
。

大
量
の
六
経
テ
キ
ス
ト
を
公
表
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
文
字
に
合

理
性
が
求
め
ら
れ
た
際
、学
問
を
合
理
主
義
に
推
し
進
め
た
蔡
邕
が
、

当
時
の
隷
書
体
を
脱
し
て
よ
り
実
用
に
か
な
っ
た
合
理
的
な
書
体
に

向
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。



−　 −18

蔡
邕
ら
は
今
文
派
を
斥
け
て
経
典
を
示
す
際
、
篆
書
に
基
づ
い
て

隷
書
か
ら
余
分
な
装
飾
的
要
素
を
ふ
る
い
落
と
し
た
際
、
一
層
実
用

に
適
し
た
方
向
に
踏
み
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
篆
書
に
裏
付

け
ら
れ
た
隷
書
体
文
字
の
形
の
要
素
を
い
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、篆
書
に
精
通
し
た
当
代
随
一
の
学
者
の
他
に
は
、な
し
え
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

蔡
邕
伝
に
見
え
る
、
石
経
が
建
て
ら
れ
た
際
、
車
が
列
を
な
し
て

街
路
を
埋
め
尽
く
し
た
逸
話（

11
（

は
、
経
典
の
新
た
な
テ
キ
ス
ト
が
提
示

さ
れ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
書
体
の
斬
新
性
に

注
目
が
集
ま
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
後
世
書
道

史
で
楷
書
体
の
祖
の
ご
と
く
に
称
さ
れ
る
鍾
繇
が
、
蔡
邕
を
学
ん
だ

と
し
て
し
ば
し
ば
関
連
付
け
ら
れ
る
の
も
、
単
な
る
逸
話
で
は
な
く

八
分
の
よ
う
な
装
飾
性
の
強
い
書
体
を
脱
し
て
合
理
的
な
書
体
に
向

か
う
転
換
点
と
し
て
の
認
識
が
残
存
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

学
問
が
古
文
学
派
に
よ
っ
て
合
理
主
義
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
の

と
軌
を
一
に
し
て
、
書
体
も
ま
た
実
用
の
た
め
の
合
理
性
を
求
め
る

方
向
に
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
篆
書
に
裏
付
け
ら
れ
る
隷
書
の
範
疇
に
あ
り
、

前
稿
で
見
た
よ
う
に
唐
代
に
い
た
る
ま
で
隷
書
の
名
称
で
認
識
さ
れ

て
い
た
。
社
会
の
中
で
は
行
政
公
文
を
記
す
正
式
の
書
体
、
す
な
わ

ち
正
書
あ
る
い
は
真
書
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
隷
書
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
、
後
漢
の
こ
ろ
か
ら
隷
書
体
か
ら
脱

却
し
た
書
体
が
見
え
は
じ
め
た
。
例
え
ば
後
漢
末
か
ら
三
国
時
代
初

に
か
け
て
の
長
沙
・
東
牌
楼
出
土
後
漢
簡
や
長
沙
・
走
馬
楼
出
土
三

国
呉
簡
に
見
ら
れ
る
書
体
な
ど
は
突
然
変
異
に
よ
っ
て
出
現
し
た
よ

う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
従
来
の
よ
う
に
表
現
方
法
の
変
遷
の
み
か
ら

図
2　

後
漢
末
か
ら
三
国
時
代
初
に
か
け
て
の
書
体
例　

　
　
　
　

�
右
：
長
沙
・
東
牌
楼
後
漢
簡
牘
一
二
（『
長
沙
東
牌
楼
東
漢
簡
牘
』）。

左
：
長
沙
・
走
馬
楼
三
国
呉
簡
官
府
文
書
（
長
沙
市
文
物
工
作
隊
・

長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
「
長
沙
走
馬
楼
Ｊ
二
二
発
掘
簡
報
」『
文

物
』
一
九
九
九
―
五
）。
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は
説
明
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
。

書
体
と
字
形
と
は
未
分
化
な
ま
ま
文
字
と
し
て
、
公
権
力
に
よ
っ

て
そ
の
時
々
に
整
理
・
統
一
が
図
ら
れ
た
。
後
漢
末
に
お
け
る
楷
書

体
の
萌
芽
と
い
う
現
象
は
、
文
字
に
対
し
て
何
ら
か
の
新
た
な
統
一

基
準
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
見
る
べ
き
現
象
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

前
稿
で
は
楷
書
の
変
遷
に
つ
い
て
、
後
漢
以
降
の
史
料
に
見
え
る

「
楷
書
」
の
語
、
社
会
に
お
け
る
認
識
、
隋
・
唐
代
に
お
け
る
「
完

成
形
」
と
い
わ
れ
る
楷
書
体
の
成
立
要
因
を
考
察
し
た
。
前
稿
に
引

き
続
き
本
稿
で
は
隷
書
体
の
中
か
ら
楷
書
体
へ
と
形
態
が
変
化
す
る

契
機
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

文
字
は
普
及
・
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
用
の
中
で
乱
れ
が
生

じ
、
そ
の
時
々
に
程
邈
、
蔡
邕
、
江
式
な
ど
の
学
者
に
よ
っ
て
公
権

力
の
も
と
で
整
理
・
統
一
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

書
道
芸
術
の
中
で
、
様
式
論
の
変
遷
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
た
い

へ
ん
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
文
化
が
伝

播
さ
れ
た
の
か
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
り
、
重
要
な
示
唆
を
多
く
含
ん
で
い
る
。

し
か
し
、書
体
の
変
遷
を
様
式
論
の
み
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、

社
会
的
な
契
機
か
ら
捉
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
書
体
の
普

及
は
流
行
の
伝
播
の
み
な
ら
ず
、
ま
ず
公
権
力
に
よ
り
当
時
も
っ
と

も
文
字
を
駆
使
す
る
立
場
に
あ
っ
た
実
務
官
人
を
養
成
す
る
場
に
お

い
て
示
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
普
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
押
さ
え
た
上
で
様
式
論
の
変
遷
を
押
さ

え
る
こ
と
は
、
よ
り
構
造
的
に
書
道
文
化
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に

も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

蔡
邕
の
石
経
に
倣
っ
て
、
そ
の
後
三
体
石
経
、
あ
る
い
は
開
成
二

年
（
八
三
七
（
に
は
開
成
石
経
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
官
吏
養
成
機
関
で
あ
る
太
学
の
前
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
文
書
行

政
の
実
務
を
担
う
こ
と
で
こ
れ
か
ら
最
も
文
字
を
駆
使
す
る
人
た
ち

に
学
ば
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
蔡
邕
の
列
伝
に
記
す
よ
う
に
、熹
平
石
経
を
建
て
た
際
、

世
間
が
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
用

に
お
け
る
文
字
の
普
及
は
、
世
間
一
般
に
漫
然
と
普
及
す
る
よ
り
も

先
に
、
実
務
官
人
が
公
務
の
中
で
膨
大
な
量
の
文
書
を
作
成
し
、
膨

大
な
量
の
帳
簿
を
書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
巨
大
な
原
動

力
と
な
っ
て
社
会
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
普
及
が
進
み
、
文
字
が
乱
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れ
る
と
整
理
と
統
一
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
変
遷
過
程
と
芸
術
と
し
て
表
現
方
法
が
発
展

成
長
し
た
過
程
と
は
別
に
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の
よ
う

な
観
点
か
ら
さ
ら
に
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
書
体
の
変
遷
に
つ
い
て
は
一
つ
の
書
体
が
通

用
に
よ
る
早
書
き
に
よ
っ
て
崩
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
書
体
を
生
成

す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
、
と
説
明
さ
れ
る（

11
（

。
し
か
し
書
体
は
単
に

自
然
発
生
的
に
「
生
成
」
し
た
り
「
完
成
」
し
た
り
し
た
の
で
は
な

い
。
表
現
方
法
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
そ
れ
は
根
本
的
要
因

と
は
な
ら
な
い
。
大
西
克
也
氏
は
秦
の
始
皇
帝
に
よ
る
「
隷
定
」
の

状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
実
は
そ
の
後
も
、
文
字
の
か
た
ち
、

す
な
わ
ち
字
体
や
書
体
や
語
義
に
つ
い
て
は
公
権
力
に
よ
る
統
一
が

企
図
さ
れ
、
学
問
に
よ
る
合
理
的
根
拠
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
書
体
も
そ
れ
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る（
11
（

。
注（

（
（�

拙
稿
「
楷
書
体
に
つ
い
て
」（
古
瀬
奈
津
子
編
『
古
代
日
本
の
政
治
と

制
度
―
律
令
制
・
史
料
・
儀
式
―
』
同
成
社
、
二
〇
二
一
年
（。
以
下

文
中
に
、
前
稿
と
あ
る
の
は
す
べ
て
こ
れ
を
指
す
。

�

な
お
本
稿
で
は「
楷
書
」「
隷
書
」は
書
体
名
称
と
し
て
、ま
た「
楷
書
体
」

「
隷
書
体
」
は
書
体
の
形
を
表
す
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
（
（�

大
西
克
也
・
宮
本
徹
『
ア
ジ
ア
と
漢
字
文
化
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇

〇
九
年
（、『
書
の
総
合
事
典
』（
柏
書
房
、
二
〇
一
〇
年
（。

（
（
（�

注
（
（
（
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
4
（�

張
彦
遠
『
法
書
要
録
』
巻
三
、
八
七
頁
（
以
下
、『
法
書
要
録
』
は
、

人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
四
年
刊
行
の
も
の
に
よ
り
頁
数
を
示
す
（

（
（
（�

中
田
勇
次
郎
「
鍾
繇
と
そ
の
書
」（『
中
国
書
論
集
』
二
玄
社
、
一
九

七
〇
年
（。

（
（
（�

中
田
勇
次
郎
「
中
国
書
論
史
（
二
（」（『
中
国
書
論
大
系
』
第
二
巻
唐
１
、

二
玄
社
、
一
九
七
七
年
（。

（
7
（�『
法
書
要
録
』
巻
二
、
七
五
頁
。

（
8
（�『
法
書
要
録
』
巻
一
、
一
六
頁
。

（
（
（�『
法
書
要
録
』
巻
八
、
二
四
八
頁
。

（
（0
（�『
法
書
要
録
』
巻
八
、
二
六
三
頁
。
な
お
、
張
懐
瓘
は
蔡
邕
を
八
分
と

飛
白
の
名
手
と
す
る
。
特
に
飛
白
に
つ
い
て
は
そ
の
創
設
者
と
す
る
。

但
し
張
懐
瓘
が
蔡
邕
を
八
分
の
名
手
と
す
る
の
は
、
古
書
雑
体
の
楷

書
を
八
分
と
す
る
独
自
の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
注
意
を

要
す
る
。
ま
た
蔡
邕
が
飛
白
を
創
設
し
た
こ
と
は
、『
書
断
』
の
ほ
か
、

唐
・
崔
備
『
壁
書
飛
白
䔥
字
記
』（『
法
書
要
録
』
巻
三
（に
あ
る
だ
け
で
、

そ
れ
以
前
の
資
料
に
は
見
え
な
い
。

（
（（
（�『
法
書
要
録
』
巻
八
、
二
六
三
頁
。

（
（（
（�『
晋
書
』
巻
三
十
六
列
伝
第
六
、
衛
恒
伝
。「
篆
勢
」
は
『
蔡
中
郎
集
』

に
見
え
る
。

（
（（
（�『
法
書
要
録
』
巻
一
、
一
〇
頁
。



−　 −21

（
（4
（�

蔡
邕
に
つ
い
て
は
、先
に
挙
げ
た
『
古
今
書
評
』『
書
断
』
の
他
に
は
『
四

体
書
勢
』『
古
来
能
書
人
名
』『
諸
後
品
』『
書
譜
』
な
ど
に
も
見
え
る
。

ま
た
『
書
断
』
上
に
は
蔡
邕
の
著
作
と
し
て
、「
大
篆
讃
（
＝
篆
勢
（」

「
小
篆
賛
」「
隷
書
勢
」「
勧
学
篇
」「
聖
皇
篇
」（
最
後
の
二
つ
は
『
隋
書
』

経
籍
志
に
も
見
え
る
（
な
ど
が
見
え
る
ほ
か
、『
初
学
記
』
に
は
「
篆

書
体
」
が
見
え
る
。

（
（（
（�

丹
羽
兌
子
「
蔡
邕
伝
お
ぼ
え
が
き
」（
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集

五
六
（
史
学
一
九
（、
一
九
七
二
年
三
月
（
は
そ
の
代
表
的
な
研
究
成

果
で
あ
る
。

（
（（
（�『
独
断
』
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
福
井
重
雅
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ

る
。
本
稿
で
は
蔡
邕
の
学
問
的
経
歴
や
彼
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
に

つ
い
て
福
井
氏
の
研
究
に
従
っ
た
（「
蔡
邕
と
『
独
断
』」（『
史
観
』

一
〇
七
、一
九
八
三
年
（、「『
独
断
』
解
題
」（『
訳
注
西
京
雑
記
・
独
断
』

東
方
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（。

（
（7
（�

丹
羽
注
（
（（
（
前
掲
論
文
に
詳
細
な
考
証
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
蔡
邕

列
伝
巻
五
十
下
（
以
下
、『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
（
に
、

�

　

�

少
く
し
て
博
学
、
太
傅
の
胡
広
に
師
事
す
。
辞
章
・
数
術
・
天
文

を
好
み
、
妙
み
に
音
律
を
操
る
。

�

と
あ
る
。
ま
た
『
後
漢
書
』
志
第
四
礼
儀
上
、
謝
沈
註
に
、

�

　

�

太
傳
胡
広
、
旧
儀
を
博
総
し
て
、
漢
制
度
を
立
つ
、
蔡
邕
依
り
て

以
て
志
を
為
す
。

�

と
見
え
る
。
な
お
、『
後
漢
書
』
は
、
吉
川
忠
夫
訓
注
『
後
漢
書
』（
全

十
一
冊
（（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
七
年
（
を
参
照
し
た
。

（
（8
（�

東
観
に
お
け
る
『
東
観
漢
記
』
の
編
纂
は
明
帝
の
永
平
年
中
（
五
六

～
七
五
（
頃
に
始
ま
り
霊
帝
の
熹
平
年
中
（
一
七
二
～
一
七
七
（
頃

ま
で
長
年
に
渡
り
継
続
さ
れ
た
が
、
蔡
邕
は
霊
帝
の
代
、
熹
平
年
間

す
な
わ
ち
終
盤
部
分
で
編
纂
に
加
わ
っ
た
。『
独
断
』
を
執
筆
し
た
直

後
に
『
漢
記
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
こ
と
か
ら
『
独
断
』
は
『
漢
記
』

の
た
め
の
習
作
、
基
礎
作
業
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
（�「
十
志
」
の
こ
と
で
、
桓
帝
・
劉
志
の
諱
を
避
け
る
た
め
に
こ
う
呼
ば

れ
る
。

（
（0
（�

范
瞱
の
『
後
漢
書
』
に
は
元
来
「
天
文
志
」
や
「
五
行
志
」
が
存
在

し
た
と
見
ら
れ
る
が
今
に
伝
わ
ら
な
い
。
現
在
知
ら
れ
る
『
後
漢
書
』・

志
は
、
後
に
司
馬
彪
が
編
ん
だ
『
続
漢
書
』・
志
を
合
刻
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
遡
る
と
司
馬
彪
は
、
蔡
邕
の
志
を
参
考
に

し
て
執
筆
し
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
蔡
邕
の
「
車
服
志
」「
礼
楽
志
」

な
ど
は
、『
文
選
李
善
注
』、『
北
堂
書
鈔
』、『
初
学
記
』、『
芸
文
類
聚
』、

『
太
平
御
覧
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
代
ま
で
伝
存
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
（�『
後
漢
書
』
列
伝
五
、
蔡
邕
列
伝
第
五
十
下
の
最
後
に
見
え
る
。

（
（（
（�『
独
断
』
は
こ
う
し
て
か
ろ
う
じ
て
後
世
に
伝
わ
っ
た
著
作
の
一
つ
で

あ
っ
た
。
彼
が
編
纂
に
携
わ
っ
た
『
漢
記
』
は
、
逸
文
が
わ
ず
か
に

知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
独
断
』
の
価
値
は
大
き
い
。

た
だ
福
井
氏
に
よ
れ
ば
、『
独
断
』
巻
二
は
か
な
り
の
脱
誤
や
錯
簡
が

あ
り
、
ま
た
後
世
の
加
筆
も
あ
る
の
で
、
現
行
本
の
全
て
が
自
筆
と

は
い
え
な
い
と
い
う
。

（
（（
（�

東
観
に
つ
い
て
は
小
林
春
樹
氏
に
よ
る
研
究
に
従
っ
た
（「
後
漢
時
代

の
東
観
に
つ
い
て
―
『
後
漢
書
』
研
究
序
説
―
」（『
史
観
』
一
一
一
、
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一
九
八
七
年
（（。

（
（4
（�
最
も
東
観
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
、
張
衡
の
「
虚
妄
に
し
て
聖
人

の
法
に
非
ず
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
張
衡
は
そ
の
著
書
『
論
衡
』

の
中
で
図
讖
と
図
讖
に
基
づ
く
史
記
や
漢
書
を
批
判
し
た
。

（
（（
（�

小
林
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
東
観
で
は
、「
図
讖
中
心
の
今
文
学
を
批
判

す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
古
文
系
統
の
儒
学
を
修
め
、
そ
れ
ま

で
漢
王
朝
の
絶
対
性
や
神
秘
性
を
主
張
す
る
ば
あ
い
に
根
拠
と
さ
れ

て
き
た
図
讖
に
対
し
て
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
批
判
を
加
え
る
と
と

も
に
、
遂
に
は
こ
れ
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
。」
と
い
う
（
小
林
注

（
（（
（
前
掲
論
文
、
以
下
同
様
（。

（
（（
（�

さ
ら
に
東
観
の
古
文
学
派
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
新
た
な
歴
史
観
は
、

史
学
が
儒
学
か
ら
次
第
に
自
立
し
て
く
る
後
漢
中
期
以
後
の
状
況
に

対
応
す
る
形
で
成
立
し
た
と
い
う
。

�

　

こ
の
当
時
史
学
は
独
立
し
て
お
ら
ず
、
六
芸
に
あ
る
春
秋
の
一
分

野
で
し
か
な
く
、儒
学
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
後
漢
末
霊
帝
の
頃
に
、

史
学
は
経
学
（
＝
儒
学
（
と
併
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
経
、史
、子
、

集
」
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
自
の
学
問
領
域
を
確
立
す
る
。

（
（7
（�

東
観
人
士
の
処
世
観
に
は
道
家
的
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
六
朝

士
大
夫
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
性
格
が
窺
え
る
と
い
う
。
彼
ら
は
儒

･

史･

道･

文
学
な
ど
多
方
面
に
渉
る
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
一

方
蘭
台
令
史
ら
は
図
讖
を
中
心
と
す
る
、
今
文
系
儒
学
に
固
執
し
た

と
い
う
。

（
（8
（�

吉
川
忠
夫
氏
は
、『
東
観
漢
記
』
は
班
固
の
『
漢
書
』
に
比
べ
る
と
は

る
か
に
及
ば
な
い
も
の
で
あ
り
、評
判
が
良
く
な
か
っ
た
、と
す
る
『
三

国
志
』
等
の
記
事
を
挙
げ
る
（『
後
漢
書
』
解
題
、吉
川
忠
夫
訓
注
『
後

漢
書
』
第
一
冊
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
所
収
（。
こ
う
し
た
批
判

は
学
問
的
見
解
を
異
に
す
る
立
場
の
言
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
（�『
魏
書
』
巻
九
十
一
列
伝
術
藝
第
七
十
九
江
式
（
以
下
、『
魏
書
』
江

式
伝
（、『
北
史
』
巻
三
十
四
列
伝
第
二
十
二
江
式
。

（
（0
（�

江
式
の
論
書
表
は
、
張
彦
遠
『
法
書
要
録
』
巻
二
に
収
録
さ
れ
、
従

来
の
書
道
史
の
研
究
で
は
書
論
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
皇

帝
に
上
表
さ
れ
、
史
書
の
中
に
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の

書
論
や
筆
法
伝
授
書
に
比
べ
て
後
世
の
加
筆
の
可
能
性
も
な
く
、
信

憑
性
が
高
い
史
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
重
要
な
情
報
を
多
く
含
ん
で

い
る
。

�

　

以
下
、
江
式
の
論
書
表
に
つ
い
て
は
、『
法
書
要
録
』
巻
二
所
収
の

原
典
で
あ
る
『
魏
書
』
江
式
伝
（
注
（
（（
（
前
掲
（
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、『
法
書
要
録
』
に
は
北
宋
・
虞
龢
の
論
書
表
も
収
録
さ
れ
る
。

こ
ち
ら
は
史
書
に
見
え
ず
錯
簡
を
多
く
含
む
が
、
江
式
の
論
書
表
同

様
に
貴
重
な
情
報
を
多
く
含
む
史
料
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、

拙
稿「『
国
家
珍
宝
帳
』に
見
え
る『
王
羲
之
書
法
廿
巻
』の
性
格
」（『
弘

前
大
学
国
史
研
究
』
一
四
二
、
二
〇
一
七
年
（
で
詳
し
く
論
じ
た
。

（
（（
（�

以
下
、江
式
の
「
論
書
表
」
の
書
き
下
し
は
、『
法
書
要
録
』
所
収
「
論

書
表
」の
福
本
雅
一
氏
に
よ
る
訓
読
・
訳
も
参
照
し
た（「
論
書
表�

後
魏
・

江
式
」、
中
田
勇
次
郎
編
『
中
国
書
論
大
系
』
第
一
巻
漢
魏
晋
南
北
朝
、

二
玄
社
、
一
九
七
七
年
所
収
（。

（
（（
（�

福
本
雅
一
氏
に
よ
れ
ば
、
江
式
が
記
し
た
賈
逵
の
経
歴
は
『
説
文
解

字
』
巻
末
、
許
慎
の
息
子
許
沖
上
奏
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
い
う
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（
注
（
（（
（
前
掲
書
所
収
「
論
書
表
」
の
注
（
4（
（（。
ま
た
同
氏
は
、「
修

理
旧
文
」
と
あ
る
の
は
安
帝
永
初
四
年
（
一
一
〇
（「
校
定
東
観
五
経

諸
子
伝
記
百
家
芸
術
、
整
斉
脱
誤
、
是
正
文
字
」（『
後
漢
書
』
巻
五
（

を
指
す
と
す
る
（
同
注
（
47
（（
が
、
賈
逵
は
永
元
一
三
（
一
〇
一
（

年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
相
当
し
な
い
。

（
（（
（�

許
慎
に
関
す
る
記
述
は
『
説
文
解
字
』
叙
を
踏
襲
し
た
部
分
が
多
い
。

た
と
え
ば
「
類
従
群
分
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
説
文
解
字
』
叙
に

見
え
る「
将
以
理
群
類
」と
い
っ
た
表
現
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る（
注

（
（（
（
前
掲
書
所
収
の
注
（
（（
（
で
福
本
氏
が
根
拠
に
あ
げ
る
「
方
以

類
聚
物
以
群
分
、
同
条
牽
属
、
共
理
相
貫
、
襍
而
不
越
、
拠
形
系
聯
」

と
い
う
表
現
は
、『
説
文
解
字
』
叙
本
文
に
は
見
当
た
ら
な
い
（。

（
（4
（�『
説
文
解
字
』
第
十
五
上
。
書
き
下
し
は
、
注
（
（（
（
前
掲
『
中
国
書

論
大
系
』
第
一
巻
所
収
の
福
本
雅
一
氏
の
訓
読
・
訳
を
参
照
し
た
。

（
（（
（�

江
式
「
論
書
表
」
は
『
後
漢
書
』
蔡
邕
列
伝
と
は
異
な
る
部
分
を
多

分
に
含
ん
で
お
り
、
蔡
邕
列
伝
か
ら
の
引
き
写
し
で
は
な
い
。

（
（（
（�

雑
体
の
書
に
つ
い
て
は
、
注
（
（
（
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
（7
（�

韋
誕
に
関
し
て
は
篆
書
と
並
ん
で
楷
書
を
得
意
と
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
れ
に
関
し
て
は
注
（
（
（
前
掲
拙
稿
参
照
。
な
お
、
邯
鄲
淳
・
韋
誕
・

衛
覬
に
関
し
て
は
『
三
国
志
』
魏
書
巻
十
一
・
胡
昭
伝
の
夾
注
に
「
昭
、

史
書
を
善
く
す
。
鍾
繇
、邯
鄲
淳
、衛
覬
、韋
誕
と
並
び
て
有
名
な
り
。」

と
あ
り
、
後
世
に
四
賢
の
一
人
と
称
さ
れ
る
鍾
繇
と
併
称
さ
れ
て
い

る
。

（
（8
（�『
隋
書
』
経
籍
志
（
巻
三
十
二
志
第
二
十
七
経
籍
一
（
に
は
七
巻
と
見

え
る
。
し
か
し
今
に
伝
わ
ら
ず
、
逸
文
が
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
。
弟

の
呂
静
の
作
っ
た
『
韻
集
』
も
隋
書
経
籍
志
に
「
韻
集
六
卷
晉
安
復

令
呂
静
撰
」
と
あ
る
。
な
お
呂
忱
に
つ
い
て
は
「
論
書
表
」
の
他
に

あ
ま
り
見
え
ず
詳
細
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

（
（（
（�

史
書
等
に
「
篆
書
を
善
く
す
」
と
い
う
常
套
句
が
散
見
す
る
。
こ
れ

は
後
世
に
書
が
巧
み
な
人
物
を
評
し
て
「
草
隷
を
善
く
す
」（
＝
書
に

巧
み
で
あ
る
（
と
記
す
の
と
は
若
干
異
な
る
。
当
時
篆
書
は
書
体
名

称
と
い
う
よ
り
、
篆
書
文
字
を
指
す
語
で
あ
り
、
篆
書
文
字
に
深
く

精
通
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
文
は
文
字

を
指
す
場
合
が
あ
り
、
篆
文
と
は
篆
書
文
字
の
こ
と
で
あ
る
。

（
40
（�

江
式
が
代
々
篆
書
を
伝
え
る
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
、「
論
書
表
」
で

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

�

　

�

臣
六
世
の
祖
瓊
、
家
世
陳
留
な
り
。
往
晋
の
初
、
従
父
兄
応
元
と

倶
に
学
を
衛
覬
に
受
く
。
古
篆
の
法
、
倉
雅
・
方
言
・
説
文
の
誼
、

当
時
並
び
に
善
誉
を
収
む
。
而
し
て
祖
の
官
、
太
子
洗
馬
に
至
り
、

出
で
て
馮
翊
郡
と
為
る
。
洛
陽
の
乱
に
値
ひ
、地
を
河
西
に
避
く
も
、

数
世
伝
習
す
。
斯
の
業
墜
ち
ざ
る
の
所
以
な
り
。
世
祖
の
太
延
中
、

皇
威
西
被
し
、
牧
犍
内
附
す
。
臣
の
亡
祖
文
威
、
策
を
杖
し
て
帰

国
し
、
五
世
伝
掌
の
書
、
古
篆
八
体
之
法
を
奉
献
し
、
時
に
褒
録

を
蒙
り
、
儒
林
に
叙
列
さ
る
。
官
は
文
省
に
班
し
、
家
は
世
業
を

号
す
。
臣
闇
短
に
し
て
、識
学
庸
薄
な
る
に
曁
び
、家
風
を
漸
漬
し
、

忝
有
る
も
顕
は
る
無
し
。
但
だ
時
来
る
に
逢
ひ
、
恩
は
願
外
に
出

づ
。
毎
に
澤
を
雲
津
に
承
け
、厠
に
漏
潤
に
霑
ふ
。
文
閣
に
駆
馳
し
、

史
官
に
参
預
し
、
篆
を
宮
禁
に
題
し
、
猥
り
に
上
哲
に
同
じ
く
す
。

既
に
愚
短
を
竭
し
、
罷
め
む
と
欲
し
て
能
は
ず
。
是
を
以
て
敢
て
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六
世
の
資
を
藉
り
、
祖
考
の
訓
を
奉
遵
し
、
竊
か
に
古
人
の
軌
を

慕
ひ
、
儒
門
の
轍
を
企
践
し
、
輒
ち
古
来
の
文
字
を
撰
集
せ
む
こ

と
を
求
む
。（
後
略
（�

�（『
魏
書
』
江
式
伝
（

（
4（
（�『
説
文
解
字
』
叙
に
「
皆
不
合
孔
氏
古
文
、
謬
於
史
籀
、
俗
儒
啚
夫

0

0

0

0

、

翫
其
所
習0

、
蔽
所
希
聞
、
不
見
通
学
。（
傍
点
筆
者
（」
と
い
う
記
述

が
見
え
る
。

（
4（
（�「
本
立
ち
て
道
生
ず
」
は
『
論
語
』
学
而
の
「
君
子
務
本
、
本
立
而
道

生
。」、「
述
べ
て
作
ら
ず
」
は
『
論
語
』
子
路
第
十
三
の
「
述
而
不
作
、

信
而
好
古
。」
か
ら
、
ま
た
「
書
（『
書
経
』（
に
曰
く
、
予
れ
古
人
の

象
を
観
ん
と
欲
す
と
。
必
ず
旧
史
に
遵
修
し
て
、
敢
え
て
穿
鑿
せ
ざ

る
を
言
ふ
な
り
」
は
、『
書
経
』
に
基
づ
い
た
『
説
文
解
字
』
叙
の
「
予

欲
観
古
人
之
象
、言
必
遵
修
旧
文
、而
不
穿
鑿
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

私
は
古
人
の
象
っ
た
も
の
を
見
た
い
と
思
う
、
と
あ
る
の
は
、
皆
は

古
文
に
従
い
そ
れ
を
修
め
て
、
こ
じ
つ
け
の
解
釈
を
し
な
い
こ
と
を

い
う
の
で
あ
る

（
4（
（�

注
（
（
（
前
掲
書
。

（
44
（�

熹
平
石
経
は
一
九
二
二
年
に
洛
陽
の
太
学
の
跡
地
か
ら
一
〇
〇
〇
片

を
越
え
る
断
片
が
出
土
し
た
。
そ
れ
ら
を
謄
写
・
収
録
し
た
羅
針
玉『
熹

平
石
経
』
は
文
字
の
姿
を
見
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

�

　

現
在
北
京
の
中
国
国
家
博
物
館
の
他
、
洛
陽
、
陝
西
省
、
上
海
等

の
博
物
館
で
所
蔵
さ
れ
る
他
、
日
本
の
書
道
博
物
館
に
も
論
語
・
公

羊
春
秋
経
の
断
片
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
4（
（�『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
、
熹
平
四
（
一
七
五
（
年
条
に
「
碑
始
め
て
立
つ

に
及
ん
で
、
其
の
観
視
し
及
び
摹
写
す
る
者
、
車
乗
日
ご
と
に
千
余

両
あ
っ
て
街
陌
を
填
め
塞
ぐ
」
と
あ
る
。

（
4（
（�

注
（
（
（
前
掲
書
。

（
47
（�

日
本
史
に
お
い
て
は
写
本
類
を
は
じ
め
、
前
近
代
に
い
た
る
ま
で
の

莫
大
な
量
の
古
文
書
類
と
い
っ
た
伝
存
史
料
・
出
土
史
料
と
も
に
墨

筆
史
料
を
研
究
対
象
と
し
、
実
用
書
体
を
直
接
観
察
し
な
が
ら
、
史

料
学
的
研
究
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
た
め
刊
本
を
中
心
に
研
究

す
る
中
国
史
に
お
い
て
、
近
年
出
土
簡
牘
な
ど
の
墨
筆
文
字
の
研
究

が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
書
体
研
究
に
は
、
日
本
史
の
知
識

を
実
用
の
書
の
変
遷
や
役
割
の
解
明
に
、
生
か
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

〔
付
記
〕

　

�

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
（「
歴
史
資
料
と
し
て
の
「
書
」

が
今
、
語
り
出
す
」（
研
究
代
表
者
黒
田
洋
子
、
課
題
番
号
Ｊ
Ｐ
一
七
Ｋ

〇
三
〇
六
七
（
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


