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九

中
林
梧
竹
の
書
論

　
　

─
─
書
の
美
に
つ
い
て
─
─

内　

村　

嘉　

秀

　
　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、『
梧
竹
堂
書
話
』（
以
下
『
書
話
』
と
略
記
）
に
お
い
て
、
梧
竹
が

「
書
の
美
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
、
そ
の
考
え
を
整
理
し
、

そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
。
底
本
は
昭
和
六
年
刊
行
の
晩
翠
軒
刊
本
を
採
用

す
る
。『
書
話
』
の
原
文
は
訓
点
つ
き
の
漢
文
で
あ
る
が
、
引
用
に
あ
た
っ
て

は
書
き
下
し
文
に
改
め
、
漢
字
に
は
適
宜
ル
ビ
を
振
る
。
語
釈
や
訳
解
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「『
梧
竹
堂
書
話
』
訳
解
」
（
１
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、

『
人
文
学
会
紀
要
』
第
二
十
九
号
（
平
成
八
年
）
に
発
表
し
た
旧
稿
「
中
林
梧

竹
の
書
論
─
風
神
の
美
に
つ
い
て
─
」
を
全
面
的
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

一　

書
美
の
多
様
性
に
つ
い
て

　

第
二
則
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

秦
漢
の
書
有
り
、
魏
晉
の
書
有
り
。
唐
宋
の
書
有
り
、
元
明
の
書
有
り
。

本
源
は
一
と
雖
も
、
流
派
同
じ
か
ら
ず
。
時
代
を
追
っ
て
變へ
ん

迁せ
ん

し
、
人
情

に
隨
っ
て
推
移
す
。（
後
略
）

　

書
に
お
い
て
、
秦
漢
以
来
変
化
し
て
き
た
も
の
は
書し
ょ

体た
い

で
あ
り
、
人
の
性
情

に
か
か
わ
っ
て
推
移
展
開
し
て
き
た
も
の
は
書し
ょ

風ふ
う

で
あ
る
。
書
風
は
、
書
き
ぶ

り
の
風ふ
う

（
よ
う
す
・
す
が
た
）、
ま
た
書
き
ぶ
り
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
文
字

の
風
趣
を
意
味
す
る
語
で
、「
書
の
美
」
を
内
に
含
ん
で
い
る（
２
）。

書
は
、
時
代

の
風
気
を
反
映
し
つ
つ
変
化
し
て
き
た
。
そ
れ
故
、
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
特

有
の
性
質
、
即
ち
時
代
性
を
お
び
る
。

　

篆
書
、
隷
書
、
草
書
、
行
書
そ
し
て
楷
書
と
い
う
書
体
の
変
化
は
、
結
構
法

や
用
筆
法
・
運
筆
法
等
の
書
法
の
変
化
と
一
体
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

書
法
の
変
化
と
多
様
化
は
、
そ
の
他
の
要
因
（
例
え
ば
筆
や
墨
・
硯
の
改
良
や
木も

く

牘と
く

・
竹
簡
か
ら
紙
へ
の
書
写
材
料
の
変
化
等
）
と
も
密
接
に
関
連
し
つ
つ
、
書
風
に

多
様
性
を
も
た
ら
す
。書
風
は
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
・

風
土
・
民
族
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
た
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
同
じ
人
で



二
〇

あ
っ
て
も
、
例
え
ば
唐
・
褚
遂
良
の
「
孟
法
師
碑
」（
642
年
、
46
歳
作
）
と
「
雁

塔
聖
教
序
」（
653
年
、
57
歳
作
）
の
よ
う
に
、
年
齢
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。

　
「
書
は
心し
ん

画が

な
り
」
（
３
）

の
理
念
を
ふ
ま
え
て
、
梧
竹
は
書
風
が
時
代
に
よ
っ
て

異
な
る
理
由
を
、
書
者
の
「
性
情
」
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。
第
六
則
は
、

六
朝
時
代
の
人
と
今
の
人
と
で
は
「
性
情
」
が
異
な
る
と
指
摘
し
た
上
で
、

性
情
の
一
な
ら
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
心し
ん

畫ぐ
わ

の
均ひ
と

し
き
を
得
ん
や
。
古
今
書
風
の

同
じ
か
ら
ざ
る
所ゆ
ゑ
ん以

は
、
實
に
此こ
こ

に
存
す
。

と
述
べ
る
。「
性
情
」
は
、
こ
こ
ろ
。「
心
画
」
は
、
書
の
意
。
性
情
は
時
代
や

国
に
よ
っ
て
相
違
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
人
で
あ
っ
て
も
置
か
れ
て
い
る
情

況
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
書
が
「
心
画
」
即
ち
性
情
を
写
し
と
っ
た
像
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
時
ど
き
の
性
情
の
あ
り
よ
う
に
応
じ
て
書
風
が
変
わ
る
の
が

当
然
で
あ
ろ
う
。
第
十
二
則
は
、「
文
字
（
書
）
の
原
（
み
な
も
と
）」

は
「
感
」
に
あ
る
、

「
中
（
こ
こ
ろ
）に
感
ず
る
」
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
点
画
」
に
こ
め
ら
れ
た
も
の
が

「
文
字
（
書
）」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

今
夫そ

れ
感
じ
て
喜
ぶ
者
有
り
、
感
じ
て
怒
る
者
有
り
。
感
じ
て
哀
し
む
者

有
り
、
感
じ
て
樂
し
む
者
有
り
。
感
の
動
く
こ
と
一
な
ら
ず
。
故
に
同ど
う

一い
つ

人に
ん

の
字
に
し
て
、
而
も
同
一
の
字
な
る
も
、
憂
ふ
が
如
く
悲
し
む
が
如
く
、

笑
ふ
が
如
く
舞
ふ
が
如
く
、
變
化
窮
き
ゅ
う

詰き
つ

す
可べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
是
れ
書

の
妙
爲た

る
所
以
な
り
。
中
（
こ
こ
ろ
）に

感
ず
る
無
く
し
て
、
書
す
。
故
に
字
に
神
情

の
寓ぐ
う

す
る
無
し
。
苟い
や

し
く
も
神
情
の
寓
す
る
無
け
れ
ば
、
則
ち
鉛
版
石
印

と
何
ぞ
選
ば
ん
や
。
工た
く
みと

雖
も
稱
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

　
「
感
」
は
、
外
物
と
接
触
し
て
そ
の
刺
激
を
感
受
す
る
心
の
は
た
ら
き
、
さ

ら
に
そ
の
結
果
心
中
に
湧
き
お
こ
る
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
を
意
味
し
、
そ
の
感

情
が
純
一
無
雑
な
る
も
の
を
「
神
情
」
（
４
）

と
い
う
。「
感
の
動
く
こ
と
一
な
ら
ず
」

は
、
第
六
則
の
「
性
情
の
一
な
ら
ず
」
と
同
意
と
し
て
よ
い
。

　

書
は
、「
感
動
」
が
筆
鋒
の
活
躍
を
と
お
し
て
点
画
を
形
づ
く
っ
て
い
く
所

に
生
成
す
る
。
筆
鋒
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
点
画
に
そ
の
時
ど
き
の
「
神
情
」
が

こ
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
文
字
は
さ
ま
ざ
ま
な
“
表
情
”
を
お
び
る
。
そ
れ

故
、
同
じ
人
が
同
じ
文
字
を
書
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
書
と
は
な
ら
な
い
。
こ

こ
に
「
書
が
（
他
の
表
現
と
比
較
し
て
）
す
ぐ
れ
て
い
る
特
質
」
が
あ
る
、
と
梧

竹
は
と
ら
え
て
い
る
。「
妙
」
（
５
）

は
卓
越
性
、
す
ぐ
れ
た
特
質
を
意
味
す
る
。

　
「
書
」
と
「
鉛
版
石
印
」
即
ち
活
版
印
刷
や
石
版
印
刷
の
文
字
と
を
異
質
と

す
る
基
準
は
、「
神
情
」
が
点
画
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
。
筆
鋒

の
は
た
ら
き
に
現
わ
れ
た
書
者
の
心
意
・
情
意
を
「
筆
意
」
と
い
う
が
、
筆
鋒

の
活
躍
を
と
お
し
て
「
神
情
」
が
筆
意
と
化
し
て
点
画
に
こ
め
ら
れ
た
文
字
、

そ
れ
が
「
書
」
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
筆
意
が
、
書
を
し
て
書
た
ら
し
め
る
。

そ
れ
故
、
書
を
「
筆
意
の
藝
術
」
（
６
）

と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

筆
意
の
多
様
性
に
応
じ
て
書
風
も
一
様
で
は
あ
り
得
ず
、
書
風
の
ち
が
い
に

応
じ
て
そ
こ
に
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
美
」
を
感
受
す
る
。
第
四
十
六
則
に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

荒こ
う

々こ
う

た
る
油い
う

雲う
ん

、
寥れ
う

々れ
う

た
る
長
風
。
書
も
亦
た
此
の
雄ゆ
う

渾こ
ん

の
處
無
か
ら
ざ

る
可べ

か
ら
ざ
ら
ん
や
。
（
７
）

畸き

人じ
ん

眞
に
乘
じ
て
、
手
に
芙ふ

蓉よ
う

を
把も

つ
。
書
も
亦

た
此
の
高
古
の
處
無
か
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
坐
中
の
佳か

士し

、
左
右

の
修し
う

竹ち
く

。書
も
亦
た
此
の
典
雅
の
處
無
か
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
ら
ん
や
。（
後



二
一

略
）

　
「
荒
タ々
ル油

雲
、
寥
タ々
ル長

風
」
は
、
唐
の
司
空
図
（
837
〜
908
）
の
作
と
さ
れ
て

き
た
『
二
十
四
詩
品
』
中
の
、「
雄
渾
」
な
る
詩
品
を
説
明
す
る
四
言
十
二
句

か
ら
な
る
詩
の
第
七
・
八
句
を
、「
畸
人
乘ジレ

眞ニ、
手ニ
把ツ二

芙
蓉ヲ一

」
は
「
高
古
」

の
詩
品
を
説
明
す
る
詩
の
第
一
・
二
句
、「
坐
中ノ佳
士
、
左
右ノ修
竹
」
は
「
典
雅
」

の
詩
品
を
説
明
す
る
詩
の
第
三
・
四
句
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
も
「
亦ま

た
」
と
言
う
の
は
、『
二
十
四
詩
品
』
が
「
雄
渾
」「
高
古
」「
典
雅
」
等
の
詩

品
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
周
知
の
事
柄
と
し
た
上
で
、
書
に
も
同
様
に
こ
の
よ

う
な
「
品
」
が
あ
る
（
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
）
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
の
「
品
」
は
、「
品
第
（
等
級
）」
で
は
な
く
「
品
格
（
風
格
）
の

意（
８
）、

端
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
美
の
形
態
」（
即
ち
「
美
的
範
疇
」）
を
意
味
す
る（
９
）。

　

第
四
十
六
則
は
、
雄
渾
・
高
古
・
典
雅
の
他
に
、
洗
錬
・
勁
健
・
綺
麗
・
自

然
・
含
蓄
・
豪
放
・
精
神
そ
し
て
飄
逸
、
都
合
十
一
種
の
「
品
」
を
と
り
あ
げ

て
い
る
。
第
四
十
六
則
に
準
じ
て
、
第
四
十
八
則
は
宏こ
う

麗れ
い

・
樸
野
・
雄
壮
・
濶か
つ

大
・
威
気
・
深
遠
・
縹
ひ
ょ
う

緲び
ょ
うの

都
合
七
種
の
「
品
」
を
、
第
四
十
九
則
）
（（
（

は
宛
転
・

端
正
・
険
怪
・
変
幻
・
温う
ん

藉し
や

・
清
新
・
超
逸
・
余
韻
、
穠
じ
ょ
う

艶え
ん

・
枯
淡
・
遠
勢
・

出
色
・
造
詣
・
遅ち

重ち
ょ
う・

快か
い

疾し
つ

そ
し
て
老
勁
の
都
合
十
六
種
の
「
品
」
を
と
り
あ

げ
、『
全
唐
詩
』
等
か
ら
選
ん
だ
五
言
の
対
句
を
以
て
解
説
を
試
み
て
い
る
。

　

詩
と
同
様
、
書
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
品
」
即
ち
「
美
」
が
あ
る
が
、「
書
の
美
」

は
畢
竟
す
る
に
「
筆
意
の
美
」
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
故
書
家
は
、
そ
の
時
ど
き

の
己
の
「
神
情
」
を
筆
の
は
た
ら
き
に
託
し
て
、
筆
意
と
し
て
点
画
に
こ
め
て

い
く
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
梧
竹
は
考
え
て
い
る
。

　
　

二　
「
枯
淡
」
と
点
画
の
質
に
つ
い
て

　

第
四
十
九
則
は
、
初
唐
の
王お
う

績せ
き

の
五
律
の
詩
「
野
望
」
の
第
二
聯れ
ん

「
樹
ハ々皆ナ

秋
色　

山
ハ々
唯ダ
落
暉
」
を
以
て
「
枯
淡
」
の
「
品
」
を
説
明
す
る
。「
枯
」
は

生
気
が
失
せ
て
枯
れ
る
、「
淡
」
は
『
説
文
』
に
「
薄
き
味
な
り
」
と
あ
る
。

字
義
か
ら
い
え
ば
、「
枯
淡
」
は
無
味
乾
燥
に
通
ず
る
が
、『
漢
語
大
詞
典
』
は

「
質
朴
平
淡
。
多
く
は
詩
文
の
風
格
を
指
す
。」
と
、
そ
の
語
義
を
説
明
す
る
。

　

第
五
則
は
、「
枯
淡
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

東
坡
詩
を
論
じ
て
曰
く
、
枯
淡
に
貴
ぶ
所
の
者
は
、
外
は
枯
に
し
て
中
は

腴ゆ

、
淡
な
る
に
似
て
實
は
美
な
る
を
謂
ふ
。
若も

し
中
邊
皆
な
枯
な
ら
ば
、

亦
た
何
ぞ
衜い

ふ
に
足
ら
ん
）
（（
（

、
と
。
書
も
亦
た
然
り
。
漢
魏
六
朝
の
書
は
、

枯
な
る
が
如
く
に
し
て
實
は
腴
、
淡
な
る
が
如
く
に
し
て
實
は
美
な
り
。

是
れ
其
の
神し
ん

韻い
ん

の
高
き
所
以
な
り
。（
後
略
）

　

蘇
軾
は
「
枯
淡
」
に
つ
い
て
、
外
・
辺
は
「
枯
」
で
あ
り
「
淡
」
で
あ
る
が
、

中
・
実
は
「
腴
」
で
あ
り
「
美
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
る
、
も
し
中
も

辺
も
「
枯
」
で
あ
り
「
淡
」
で
あ
る
と
し
た
ら
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
論
ず
る
。

「
外
・
辺
」
と
「
中
・
実
」
は
、
形
式
と
内
容
）
（（
（

を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
し
て

よ
い
。「
枯
」
と
「
淡
」
は
形
式
面
の
特
質
を
指
摘
し
た
語
で
あ
る
が
、
詩
品

と
し
て
の
「
枯
淡
」
の
特
質
は
「
腴
・
美
」
な
る
内
容
と
「
枯
・
淡
」
で
あ
る

形
式
の
調
和
に
あ
る
、
と
蘇
軾
は
と
ら
え
て
い
る
。
豊
か
で
深
い
内
容
を
、
平

易
な
言
葉
で
簡
潔
に
表
現
す
る
に
は
、
詩
人
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
資
質
に
加
え

て
表
現
上
の
鍛
錬
（
錬
字
・
錬
句
・
錬
意
）
を
必
要
と
す
る
。
王
績
「
野
望
」
の



二
二

詩
句
が
単
な
る
叙
景
で
は
な
く
、
心
象
が
投
影
さ
れ
た
景
で
あ
る
よ
う
に
、「
枯

淡
」
の
詩
品
は
錬ね

り
あ
げ
ら
れ
た
「
意
境
」）
（（
（

の
美
と
理
解
し
て
よ
い
。

　

蘇
軾
の
枯
淡
説
を
ふ
ま
え
て
、
梧
竹
は
書
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る

と
説
く）
（（
（

。
梧
竹
は
「
枯
淡
」
の
書
美
を
漢
・
魏
・
六
朝
の
書
に
み
て
い
る
が
、

こ
こ
で
漢
・
魏
・
六
朝
の
書
は
、
例
え
ば
「
開
通
褒
斜
道
刻
石
」
や
「
祀
山
公

山
碑
」「
西
嶽
華
山
廟
碑
」
等
の
石
刻
の
文
字
を
念
頭
に
お
い
て
い
よ
う
。
こ

れ
ら
の
文
字
の
特
質
は
、「
痩そ
う

硬こ
う

」
即
ち
点
画
が
痩や

せ
て
硬
く
な
っ
て
い
る
点

に
あ
る
。「
痩
硬
」
は
、
古
碑
に
な
る
ほ
ど
著
し
く
な
る
。
第
三
則
に
い
う
。

書
に
皮
肉
骨
有
り
。
三
者
具そ
な

は
り
て
、
而
る
後
に
品
位
生
ず
。
古
碑
は
痩

硬
に
し
て
、
皮
肉
無
き
が
如
し
。
是
れ
初
め
よ
り
然
る
に
非
ざ
る
な
り
。

風ふ
う

剝は
く

雨う

蝕し
ょ
くの

久
し
く
し
て
、
皮
肉
既す
で

に
銷
し
ょ
う

磨ま

し
、
僅わ
ず

か
に
其
の
骨
を
存
す

る
の
み
。
後
人
察
せ
ず
。
辛
苦
し
て
摹も

倣ほ
う

し
、
强し

ひ
て
蝕
し
ょ
く

殘ざ
ん

剝は
く

餘よ

の
字
を

爲ま
ね

し
、
自
ら
喜
び
て
以
て
高
古
と
爲
す
。
譬
へ
ば
犹
ほ
粒
（
こ
め
つ
ぶ
）を

減
じ
て
、
細

腰
を
學
ぶ
が
如
し
。
痩そ
う

餓が

骨
立
し
、
風
神
何い
づ

く
に
か
存
せ
ん
。
葢け
だ

し
亦
た

思
は
ざ
る
の
み
。

　

第
五
則
後
半
に
「
今
の
書
を
學
ぶ
者
、
專ひ
た
すら
枯こ

槁こ
う

痩そ
う

癯く

の
體た
い

を
作な

し
て
、
中

に
腴ゆ

美び

の
實
無
し
、
而し
か

も
自
ら
標
ひ
ょ
う

榜ぼ
う

し
て
、
漢
と
曰
ひ
、
魏
と
曰
ひ
、
六
朝
と

曰
ふ
。」
と
あ
る
。「
蝕
残
剥
余
の
字
」
は
「
枯
槁
痩
癯
の
体
」
に
対
応
し
、
皮

肉
が
磨
り
減
っ
て
骨
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
文
字
を
意
味
し
て
い
る
。

　
「
皮ひ

」「
肉に
く

」「
骨こ
つ

」
は
点
画
の
質
に
か
か
わ
る
概
念
で
、
書
を
人
体
に
比
況

し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
所
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
と
考
え
て
よ

い
。「
骨
」
は
、
点
画
の
中
心
に
あ
っ
て
、
点
画
を
内
か
ら
引
き
し
め
充
実
さ

せ
て
い
る
も
の
を
い
い
、
具
体
的
に
は
骨こ
つ

力り
ょ
く・

骨こ
つ

勢せ
い

（「
勢
」
は
一
定
の
方
向
性
を

も
っ
た
力
の
展
開
）
と
し
て
現
象
す
る
）
（（
（

。
身
体
に
お
け
る
骨
は
物
質
で
目
視
で
き

る
が
、
書
に
お
け
る
「
骨
」
は
物
質
で
は
な
く
、
従
っ
て
目
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
現
象
形
態
で
あ
る
骨
力
・
骨
勢
は
、
書
の
稽
古
を
と

お
し
て
養
わ
れ
た
感
性
に
よ
っ
て
確
実
に
感
得
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
肉
」
は
「
骨
」
を
包
ん
で
い
る
点
画
の
豊
か
さ
を
い
い
、
書
に
秀
し
ゅ
う

潤じ
ゅ
ん・
温お
ん

潤じ
ゅ
んさ

を
も
た
ら
す
要
素
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
皮
」
は
点
画
の
際き
わ

（
白
と
黒
と

の
さ
か
い
）
を
い
い
、
そ
の
肌き

理め

の
細
か
さ
や
粗
さ
、
艶つ
や

が
問
題
と
さ
れ
る
。

　

南
朝
・
梁
の
武
帝
が
陶
弘
景
に
与
え
た
「
答
書
」（『
法
書
要
録
』
巻
二
）
に
、

骨
に
純も
っ
ぱら
な
れ
ば
媚
無
く
、
肉
に
純
ら
な
れ
ば
力
無
し
。

と
あ
る
。「
骨
」
は
点
画
に
「
力
」
を
も
た
ら
し
、「
肉
」
は
「
媚
（
媚
趣
）」
を

も
た
ら
す
。
書
は
文
字
（
筆
写
さ
れ
た
文
字
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
構
成
要
素
で

あ
る
点
画
の
質
が
書
美
の
内
実
を
支
え
る
。
そ
れ
故
、
右
の
見
解
を
は
じ
め
と

し
て
歴
代
の
書
論
に
お
い
て
多
く
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
㋑
．
骨
を

書
の
表
現
の
根
幹
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
重
視
す
る
、
㋺
．
骨
・
肉
の
調
和

を
説
く
、
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
梧
竹
も
ま
た
、
骨
・
肉
の
調
和
を
説

く
。
第
四
則
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

骨 

肉
に
勝
て
ば
則
ち
枯
、
肉 

骨
に
勝
て
ば
則
ち
綺
。
骨
肉
适て
き

均き
ん

に
し
て
、

而
る
後
に
彬ひ
ん

彬ぴ
ん

と
し
て
觀
る
可
き
な
り
。

　
「
適
均
」
は
異
な
っ
た
も
の
が
程ほ
ど

よ
く
調
和
す
る
意
。
書
は
点
画
に
お
け
る

骨
・
肉
の
調
和
を
基
盤
と
し
、
力
強
さ
と
秀
潤
が
調
和
し
た
「
文
質
彬
彬
」（『
論

語
』「
雍
也
」）
た
る
美
を
理
想
と
す
る
（「
文
質
」
は
、
外
飾
と
内
質
を
表
す
）。
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三　
「
体
様
の
工
麗
」
─
形
式
の
美
に
つ
い
て

　

第
三
十
一
則
は
、
書
の
「
趣
・
味
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

凡
そ
書
、
趣お
も
むき
の
雋す
ぐ

れ
、
味あ
じ
はひ
の
永
き
は
、
點
畫
の
工
に
在
ら
ず
し
て
、

風ふ
う

神し
ん

の
高
き
に
在
り
。
點
畫
の
工
は
、
至
り
難
き
に
非
ざ
る
な
り
。
唯
だ

風
神
を
ば
至
り
難
し
と
爲
す
な
り
。
右い
う

軍ぐ
ん

の
書
の
乁
び
難
き
所
以
の
者

も
、
亦
た
實
に
風
神
の
高
き
に
在
り
。（
後
略
）

　
「
趣
之
雋
、
味
之
永
」
は
、「
趣
味
之
雋
永
」
を
分
け
て
対
句
に
し
た
修
辞
法

即
ち
互ご

文ぶ
ん

で
、「
趣
味
」）
（（
（

は
あ
じ
わ
い
・
お
も
む
き
、
即
ち
美
を
意
味
す
る
。

「
雋
し
ゅ
ん

永え
い

」
は
す
ぐ
れ
て
い
る
義
で
、
価
値
評
価
を
示
す
語
。
第
三
十
一
則
の
テ
ー

マ
は
、「
書
に
お
い
て
真
に
鑑
賞
す
べ
き
美
は
何
か
」
に
あ
る
。

　

梧
竹
は
、「
書
の
美
」
を
「
点
画
」
と
「
風
神
」
の
両
面
か
ら
と
ら
え
て
い
る
。

第
二
十
九
則
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

書
家
は
練
筆
有
る
を
知
る
も
、
練
心
有
る
を
知
ら
ず
。
蓋
し
點
畫
の
工
は

練
筆
に
生
じ
、
風
品
の
高
き
は
練
心
に
生
ず
。（
後
略
）

　
「
錬
筆
」
は
、
用
筆
法
を
柱
に
す
え
た
技
法
力
の
鍛
練
を
い
う
。「
点
画
の
工
」

は
、
点
画
を
組
合
せ
て
で
き
る
文
字
の
構
成
（
結
構
・
結
体
）
の
巧
妙
さ
の
義
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
点
画
」
は
「
風
神
」「
風
品
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

作
品
の
全
体
構
成
を
も
含
め
た
「
か
た
ち
」
と
理
解
す
べ
き
語
で
あ
り
、「
工
」

は
構
成
上
の
巧
妙
さ
（
う
ま
さ
）
を
意
味
し
て
い
る
）
（（
（

。「
風
品
」
は
、『
漢
語
大

詞
典
』
に
「
作
風
・
品
行
」
の
義
と
あ
る
が
、『
書
話
』
で
は
「
風
神
」
と
ほ

ぼ
同
義
の
語
と
し
て
よ
く
、
あ
る
い
は
「
風
神
・
品
致
」
の
省
略
形
と
も
考
え

ら
れ
る
。
第
三
十
一
則
の
後
半
に
、「
風
神
の
高
き
は
、
人
品
の
高
き
に
關か
か

は

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
風
品
」「
風
神
」
は
「
人
品
」
即
ち
作
者
の
品
性
あ
る

い
は
精
神
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
故
「
高
さ
」
が
問
題
と
な
る
。
巧

拙
が
問
わ
れ
る
「
点
画
」
即
ち
形
式
に
対
し
て
、「
筆
意
」
を
と
お
し
て
感
受

さ
れ
る
内
容
の
美
と
理
解
し
て
よ
い
。
第
三
十
一
則
の
主
旨
は
、
書
の
本
当
の

「
趣
（
あ
じ

味わ
い
）」
は
視
覚
的
な
「
か
た
ち
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
“
奥
”
に
あ
る
、

精
神
性
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
美
に
あ
る
と
説
く
こ
と
に
あ
る
。

　

で
は
形
式
面
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
、
梧
竹
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た

の
か
。「
風
神
」
の
前
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

第
三
十
五
則
に
、
中
古
以
来
の
公
卿
の
書
を
批
判
し
て
、「
體た
い

樣や
う

工こ
う

麗れ
い

な
ら

ざ
る
に
非
ざ
る
も
、
只
だ
筆
勢
軟
弱
に
し
て
、
魯ろ

縞か
う

を
穿う
が

つ
能あ
た

は
ず
。
絕
へ
て

氣
力
無
し
。
蓋
し
其
の
安あ
ん

逸い
つ

偸と
う

惰だ

の
風ふ
う

の
然
ら
使
む
る
な
り
。
工た
く
みと
雖
も
稱
す

る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。」
と
あ
る
。「
工
麗
」
は
巧
妙
で
綺
麗
、「
か
た
ち
」
に

関
す
る
評
語
で
あ
る
。「
魯
縞
」
は
、
魯
の
国
に
産
し
た
薄
い
白
絹
で
、
破
れ

易
い
も
の
の
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
）
（（
（

。「
体
様
」
が
ど
れ
ほ
ど
「
工
麗
」
で
あ

ろ
う
と
も
、「
筆
勢
軟
弱
」
な
る
書
は
鑑
賞
に
値
し
な
い
。「
工
と
雖
も
称
す
る

に
足
ら
ざ
る
な
り
」、
こ
の
断
言
に
書
に
関
す
る
梧
竹
の
基
本
的
な
価
値
観
が

示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
筆
勢
」
は
運
筆
の
勢
、
さ
ら
に
そ
の
勢
が
生
み
出
す
筆
力
（
筆
画
に
こ
め
ら

れ
る
骨
力
）
の
動
勢
を
意
味
す
る
が
、
運
筆
の
根
底
に
は
書
者
の
「
意
」
が
あ

る
か
ら
、
筆
勢
は
筆
意
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
っ
て
、
書
の
妙
趣
は
筆
勢
・
筆
意

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
故
第
十
八
則
に
、
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書
に
遠え
ん

勢せ
い

無
か
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
是
れ
尤も
っ
とも

難
し
。（
中
略
）。
凡
そ

書
に
逍し
う

遙え
う

と
し
て
盡
き
ざ
る
の
妙
有
る
は
、
一い
つ

に
遠
勢
に
存
す
。

と
言
う
。「
遠
勢
」
と
は
、
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
潜
め
て
、
宇
宙
の
は
て
ま

で
も
続
い
て
い
く
か
の
如
き
感
を
い
だ
か
せ
る
暢の
び

や
か
な
筆
勢
を
い
う
語
。

　

筆
勢
の
あ
り
よ
う
は
「
骨こ
つ

」
の
形
成
に
直
接
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。「
筆

勢
軟
弱
に
し
て
」
と
は
別
言
す
れ
ば
骨
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
書
は
生
気
の
失
せ
た
、「
墨
猪
・
死
蛇
」）
（（
（

と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
「
体
様
」
は
、
書
（
作
品
）
の
「
か
た
ち
」
を
意
味
す
る
が
）
（（
（

、
表
現
特
に
藝
術

表
現
に
お
け
る
「
か
た
ち
」
は
、
作
者
の
独
自
な
作
風
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
「
か

た
ち
」
で
あ
る
か
ら
、
様
式
・
ス
タ
イ
ル
の
意
味
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
）
（（
（

。
第

七
則
は
、「
心
藝
」
を
「
己
の
體
樣
を
以
て
、
己
の
心
情
を
寫
す
、
是
れ
心
藝

な
り
。」
と
規
定
し
、「
体
」「
様
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

千
字
を
書
し
て
千
字
一
の
如
く
、
萬
字
を
書
し
て
萬
字
一
の
如
く
な
れ

ば
、
世
人
は
以
て
妙
と
爲
す
。
然
れ
ど
も
是
れ
腕
指
の
巧
の
み
、
心
藝
に

非
ざ
る
な
り
。（
中
略
）。
今
の
書
家
、
多
く
は
體
に
依
り
て
體
を
書
す
。

是
れ
古
人
の
體
に
し
て
、
己
の
體
に
非
ざ
る
な
り
。
樣
に
依
り
て
樣
を
書

す
。
是
れ
古
人
の
樣
に
し
て
、
己
の
樣
に
非
ざ
る
な
り
。
己
の
心
情
よ
り

出
づ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
結
構
は
妙
と
雖
も
、
腕
指
の
巧
に
過
ぎ
ざ
る
な

り
。
何
ぞ
心
藝
と
爲
す
こ
と
有
ら
ん
や
。

　
「
一
の
如
し
」
は
筆
づ
か
い
が
一
定
の
用
筆
法
を
守
っ
て
破
綻
を
き
た
さ
な

い
書
き
ぶ
り
を
、「
腕
指
の
巧
」
は
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
技
法
力
を
意
味
す

る
。「
心
藝
」
は
、
自
分
が
創
出
し
た
「
体
（
ス
タ
イ
ル
）
様
」
に
、〈
い
ま
・
こ
こ
〉
の
感
動
、

心
意
が
あ
る
が
ま
ま
に
写
し
と
ら
れ
て
い
く
「
藝わ
ざ

」、「
無
法
に
し
て
有
法
」（
第

一
則
）
の
用
筆
を
い
う
）
（（
（

。「
心
藝
」
に
よ
っ
て
、
感
動
は
筆
意
と
化
し
て
点
画
に

こ
め
ら
れ
、
形
象
化
さ
れ
て
「
心
画
」
が
成
立
す
る
。

　
「
結
構
は
妙
と
雖
も
、
腕
指
の
巧
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。」
は
、
第
三
十
五
則
の

「
工た
く
みと
雖
も
称
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。」
と
同
意
と
し
て
よ
い
。
こ
の
「
結
構
」

は
、
前
述
し
た
第
三
十
一
則
（
P.
５
）
の
「
点
画
」
同
様
、
作
品
の
全
体
構
成

を
も
含
め
た
「
か
た
ち
」
を
意
味
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

梧
竹
は
、「
結
構
は
妙
と
雖
も
、
腕
指
の
巧
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。」
と
断
定
す

る
が
、
こ
の
断
定
を
以
て
、
梧
竹
が
「
結
構
」
や
「
腕
指
の
巧
」
は
ど
う
で
も

よ
い
と
考
え
て
い
た
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
）
（（
（

。
感
動 

、
即
ち
〈
い
ま
・
こ
こ
〉

の
「
い
の
ち
」
の
あ
り
よ
う
と
関
係
な
く
、「
古
人
」
の
創
出
し
た
「
体ス
タ

様イ
ル

」

を
模
倣
し
て
書
か
れ
た
「
か
た
ち
」
は
、
ど
れ
ほ
ど
巧
妙
に
書
か
れ
て
い
た
と

し
て
も
内
容
を
と
も
な
わ
な
い
「
か
た
ち
」
で
あ
る
か
ら
評
価
に
値
し
な
い
と

説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
表
現
に
お
け
る
価
値
と
は
何
か
」
と
い

う
問
題
を
根
底
に
す
え
た
主
張
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

作
品
の
形
式
は
、
内
容
と
の
関
連
に
お
い
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
五
十
則
、
即
ち
『
書
話
』
最
終
則
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
字
の
內
、
左
右
上
下
、
參し
ん

差し

と
し
て
同
じ
か
ら
ず
。
一
幅
の
內
、
偃え
ん

仰ぎ
ょ
う

向こ
う

背は
い

、
錯さ
く

落ら
く

と
し
て
齊
し
か
ら
ず
。
而
る
後
に
活
動
流
り
ゅ
う

峙じ

し
、
筆
致

の
妙
見
る
可
き
な
り
）
（（
（

。
古
人
曰
く
、
林り
ん

巒ら
ん

は
一
狀
に
非
ず
、
水
石
に
餘
態

有
り
、
と
。

　
「
一
字
の
內
、
云
云
」
は
、
文
字
を
構
成
す
る
点
画
に
つ
い
て
言
う
。「
左
右
」
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は
偏
と
旁つ
く
り、｢

上
下
」
は
冠
か
ん
む
りと

脚あ
し

の
関
係
、「
參

cēn

差cī

」
は
字
勢
が
平
板
と
な
ら
な

い
た
め
の
結
構
法
上
の
工
夫
で
、
不
揃
い
で
あ
る
こ
と
を
表
す
双そ
う

声せ
い

の
擬
態

語
。「
一
幅
の
內
、
云
云
」
は
、
一
幅
の
作
品
を
構
成
す
る
布ふ

置ち

（
文
字
の
配
置
）・

章
法
に
つ
い
て
言
う
。「
偃
仰
向
背
」）
（（
（

は
文
字
及
び
文
字
群
の
あ
り
よ
う
を
説

明
し
て
い
る
語
。「
錯

cuō

落luō

」
は
疊
じ
ょ
う

韻い
ん

の
擬
態
語
で
、「
參
差
」
と
同
じ
く
「
整せ
い

斉せ
い

」
の
対
義
語
と
し
て
不
揃
い
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

　

そ
の
構
成
に
絶
妙
の
変
化
が
あ
っ
て
こ
そ
、
作
品
は
平
板
と
な
ら
ず
に
活
き

活
き
と
生
動
し
、
鑑
賞
す
る
に
足
る
「
筆
致
の
妙
」
が
生
成
す
る
。

　
「
筆
致
の
妙
」
は
、
語
義
と
し
て
は
筆
づ
か
い
の
趣
き
、
書
き
ぶ
り
の
す
ば

ら
し
さ
を
意
味
す
る
が
、
第
三
十
六
則
に

漢
魏
の
書
は
、
古こ

雅が

餘
り
有
る
も
、
温う
ん

藉し
ゃ

足
ら
ず
。
筆
致
の
妙
は
、
當ま
さ

に

晉
賢
を
以
て
第
一
と
爲
す
べ
し
。

と
あ
り
、「
古
雅
」「
温
藉
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。「
古
雅
」
は
渾こ
ん

樸ぼ
く

で
典
雅

な
風
韻
、「
温
藉
」
は
筆
力
を
内
に
薀つ
つ

ん
だ
含
蓄
性
の
豊
か
な
風
韻
を
意
味
す

る
語
で
あ
る
か
ら
、「
筆
致
の
妙
」
も
書
の
風
趣
に
関
す
る
語
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。「
晉
賢
」
は
王
羲
之
・
王
献
之
父
子
を
指
す
。
既
引
第
三
十
一
則

に
「
右
軍
の
書
の
乁
び
難
き
所
以
の
者
も
、
亦
た
實
に
風
神
の
高
き
に
在
り
。」

と
あ
り
、
第
九
則
は
、
漢
魏
の
書
の
「
筆
意
」、
隋
唐
の
書
の
「
筆
法
」
に
対

し
て
、
晋
人
の
書
の
特
質
は
「
品
致
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
梧
竹
は
王
羲
之

の
書
の
卓
越
性
を
、「
風
神
の
高
さ
」
に
見
て
い
た
。『
書
話
』
に
お
い
て
は
、

「
筆
致
の
妙
」
は
単
に
書
き
ぶ
り
の
す
ば
ら
し
さ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
風
神
」「
品
致
」
の
高
さ
を
も
意
味
し
て
い

よ
う
。
第
五
十
則
は
、
書
の
「
か
た
ち
」
と
「
風
神
」
と
の
結
び
つ
き
を
説
い

た
則
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

書
は
「
筆
意
あ
る
文
字
」
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
個
別
的
な
「
か
た

ち
」
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
こ
で
「
か
た
ち
」
は
、
単
に
文
字
の
形
体
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
余
白
（
空
間
）
や
点
画
の
質
、
墨
気
、
さ
ら
に
筆
勢
が
も

た
ら
す
抑
揚
・
緩
急
等
々
を
も
含
め
た
「
物
質
的
あ
り
よ
う
の
総
体
」
を
意
味

す
る
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。「
風
神
」
は
、
こ
の
「
か
た
ち
」
に
こ
め
ら
れ

た
「
筆
意
」
を
通
し
て
生
成
す
る
。
梧
竹
は
書
家
と
し
て
、
書
に
「
風
神
」
を

求
め
る
こ
と
と
「
か
た
ち
」
の
充
全
さ
（
変
化
と
統
一
）
を
追
求
す
る
こ
と
と
を
、

一
つ
の
事
柄
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
梧
竹
は
「
点
画
の
工
」「
体
様
の
工
麗
」

を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　
　

四　
「
風
神
」
に
つ
い
て

　

１
．「
風
神
」
の
語
義

　
「
風
神
」
は
、
も
と
魏
晋
時
代
に
人
物
評
論
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
が
、

人
物
評
論
は
容
姿
の
評
価
を
も
含
ん
で
い
た
所
か
ら
、
六
朝
期
を
通
じ
て
文
学

や
書
画
の
美
的
評
語
に
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
（（
（

。

　
「
風
神
」
は
「
風
」・「
神
」、「
風
」
な
る
「
神
」
を
意
味
す
る
。「
風
」
は
大

気
の
流
動
で
あ
る
風か
ぜ

の
義
か
ら
、
風
の
よ
う
に
外
に
漂た
だ

よ
い
出
て
い
る
気
を
意

味
す
る
。「
神
」
は
神し
ん

気き

。
神
気
は
精せ
い

気き

で
も
あ
り
、
人
の
精
神
活
動
は
心
の

内
な
る
神
気
・
精
気
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
、「
神
」
は

精
神
と
理
解
し
て
も
よ
い
。
作
者
の
心
の
内
な
る
神
気
は
、
表
現
活
動
を
と
お
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し
て
作
品
に
こ
め
ら
れ
る
。
作
品
に
は
作
者
の
精
神
活
動
の
反
映
と
み
な
さ
れ

る
「
神
」
が
内
在
す
る
。
作
品
に
内
在
す
る
「
神
」
は
、
外
に
「
風
」
の
よ
う

に
漂
い
出
る
。
鑑
賞
者
は
そ
の
「
神
」
を
作
品
の
風
韻
と
し
て
感
受
す
る
。
鑑

賞
者
に
感
受
さ
れ
た
精
神
性
の
高
い
風
韻
を
、「
風ふ
う

神し
ん

」
と
い
う
。

　

２
．
古
書
論
に
み
る
「
風
神
」
の
説

　

こ
こ
で
、
中
国
の
古
書
論
に
お
い
て
「
風
神
」
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
き

た
か
、
簡
略
に
跡
づ
け
て
み
る
。
唐
・
孫
過
庭
の
『
書
譜
』
に
は
、｢

風
神
」

は
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

之こ
れ

を
凛ひ
き
しむ

る
に
風
神
を
以
て
し
、
之
を
溫お
だ
やか

に
す
る
に
け
ん
じ
ゅ
んを
以
て
す
。

之
を
鼓こ

す
る
に
枯こ

勁け
い

を
以
て
し
、
之
を
和
す
る
に
閑か
ん

雅が

を
以
て
す
。

　
「
凛リ
ン

」
は
『
説
文
』
に
「
寒
な
り
」
と
あ
り
、
寒
気
に
ふ
れ
て
身
が
ひ
き
し

ま
る
よ
う
に
、
作
品
を
内
か
ら
引
き
締
る
は
た
ら
き
を
意
味
し
て
い
る
。『
書

譜
』
で
は
、「
風
神
」
は
「
研

」「
枯
勁
」「
閑
雅
」
と
同
列
の
風
趣
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）
（（
（

。

　

唐
・
張
懐
瓘
の
『
書
議
』（『
法
書
要
録
』
巻
四
）
に
な
る
と
、「
風
神
」
は
書

を
品
等
す
る
際
の
評
価
基
準
と
な
る
。『
書
議
』
は
、「
今
其
の
品
格
を
録
す
と

雖
も
、
豈あ

に
獨
り
其
の
材
能
を
の
み
稱
せ
ん
や
。
皆
な
其
の
天
性
を
先
に
し
、

其
の
習
學
を
後
に
す
。」
と
述
べ
た
上
で
、
書
品
の
評
価
基
準
を
、

風ふ
う

神し
ん

骨こ
っ

氣き

な
る
者
を
以
て
上
に
居
き
、

け
ん

美び

功こ
う

用よ
う

な
る
者
を
ば
下
に
居
く
。

と
提
示
す
る
。「
天
性
」
は
生
ま
れ
つ
き
そ
の
人
に
具
わ
っ
た
資
質
、「
習
学
」

は
学
ん
で
修
得
し
た
技
法
を
意
味
す
る
。「
天
性
を
先
に
す
」
は
「
風
神
骨
気

な
る
者
を
上
に
居
く
」
を
、「
習
学
を
後
に
す
」
は
「
妍
美
功
用
な
る
者
を
ば

下
に
居
く
」
を
導
く）
（（
（

。
こ
の
『
書
議
』（
758
年
成
立
）
の
、「
風
神
骨
気
」
と
「
妍

美
功
用
」
の
二
項
を
以
て
す
る
評
価
軸
は
、
張
懐
瓘
の
主
著
と
み
な
さ
れ
る

『
書
断
』（
727
年
成
立
、『
法
書
要
録
』
巻
七
〜
九
）
の
「
天
然
」
と
「
功
用
」
を
以
て

す
る
評
価
軸
を
発
展
さ
せ
て
、「
天
然
」
を
「
風
神
骨
気
」
と
と
ら
え
か
え
し

た
も
の
と
考
え
て
よ
い
）
（（
（

。

　

張
懐
瓘
の
「
風
神
」
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
文
字
論
」（『
法
書
要
録
』

巻
四
）
の
次
の
一
文
を
も
併
せ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

深
く
書
を
識
る
者
は
、
惟た

だ
神
綵
を
觀
て
、
字
形
を
見
ず
。（
中
略
）。
然

し
て
須す
べ
から
く
其
の
發は
つ

意い

の
由
る
所
を
考
ふ
べ
し
。
心
に
從
ふ
者
を
上
と
爲

し
、
眼
に
從
ふ
者
を
下
と
爲
す
。（
中
略
）。
功
用
多
く
し
て
聲せ
い

有
り
と
雖

も
、
終つ
ひ

に
性
情
少
く
し
て
象し
ょ
う無
け
れ
ば
、
糟そ
う

粕は
く

に
同
じ
く
し
て
、
其
の
味

ひ
知
る
可
し
。
靈（
こ
こ
ろ
）臺に

由
ら
ざ
れ
ば
、
必
ず
神
氣
に
乏
し
。（
中
略
）。
狀
じ
ゃ
う

貌ば
う

は
顯け
ん

に
し
て
朙
ら
か
に
し
易や
す

き
も
、
風
神
は
隱い
ん

に
し
て
辨べ
ん

じ
難
し
。

　
「
神
彩
」
は
精
神
の
か
が
や
き
、
精
神
性
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
風
韻
。
南

朝
・
斉
の
王お
う

僧そ
う

虔け
ん

の
作
と
し
て
伝
わ
る
「
筆
意
賛
」
に
、「
書
の
妙
衜
は
、
神

綵
を
上
と
爲
し
、
形
質
之
に
次つ

ぐ
。」
と
あ
り
、「
文
字
論
」
の
価
値
観
と
一
致

す
る
。「
心
に
従
う
者
」
は
心
の
は
た
ら
き
か
ら
生
ま
れ
る
「
神
彩
」
を
、「
眼

に
従
う
者
」
は
肉
眼
の
は
た
ら
き
に
基
づ
く
「
字
形
」
を
意
味
す
る
。「
顕
」

は
形
と
し
て
外
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
状
態
、「
隠
」
は
奥
に
か
く
れ
潜
ん
で
見

え
な
い
状
態
を
意
味
す
る
。「
神
彩
」
と
「
字
形
」、「
風
神
」
と
「
状
貌
」
が

対
置
さ
れ
て
い
る
が
、「
風
神
」
は
「
神
彩
」
を
、「
状
貌
」
は
「
字
形
」
を
、
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繰
り
返
し
を
嫌
っ
て
言
い
換
え
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
。「
心
に
從
ふ
者
を

上
と
爲
し
、
眼
に
從
ふ
者
を
下
と
爲
す
。」
は
、『
書
議
』
の
「
風
神
骨
氣
な
る

者
を
以
て
上
に
居
き
、

美
功
用
な
る
者
を
ば
下
に
居
く
。」
に
対
応
す
る
。

こ
こ
で
、『
書
議
』
と
「
文
字
論
」
と
を
併
せ
て
、「
風
神
」
を
め
ぐ
る
概
念
の

相
関
を
図
式
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

〔
上
〕　

風
神
（ 

 
骨
気 

）
＝　

神
彩　

─
〈
隠
〉　

　

天
性

　

　

　

  

⇔　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

⇔　
　
　

 

⇔　
　
　
　
　

⇔

〔
下
〕　

妍
美
（ 

 

功
用 
）
＝　

字
形　

─
〈
顕
〉　

　

習
学

　
「
妍
美
」
は
形
而
下
（「
顕
」）
の
形
体
美
、「
風
神
」
は
形
而
上
（「
隠
」）
の
精

神
美
に
属
す
。
書
を
形
式
と
内
容
の
両
面
か
ら
評
価
し
て
、
多
様
な
書
美
の
一

つ
と
し
て
で
は
な
く
、
内
容
を
総
括
す
る
「
美
」
と
し
て
「
風
神
」
を
措
定
す

る
。
こ
こ
に
張
懐
瓘
の
「
風
神
」
概
念
の
特
質
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

宋
代
に
な
る
と
、
科
挙
出
身
の
文
人
官
僚
で
あ
る
士
大
夫
階
層
の
成
立
に
と

も
な
っ
て
、「
雅
俗
認
識
」
が
尖
銳
と
な
り
、
文
学
藝
術
に
お
い
て
「
俗
を
忌
む
」

精
神
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
）
（（
（

。
蘇
軾
や
黄
庭
堅
は
「
俗
」
の
対
極
に
「
韻
」

を
置
き
、
書
画
は
何
よ
り
も
「
韻
」
を
貴
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。

凡
そ
書
畫
は
、
當
に
韻
を
觀
る
可
し
。（「
燕
の
郭
尚
文
の
図
を
摹
す
る
に
題

す
」、『
山
谷
題
跋
』
巻
三
）

　

南
宋
の
姜
き
ょ
う

夔き

『
続
書
譜
』
は
、
反
俗
精
神
の
上
に
「
風
神
」
を
説
き
、

字
書
は
全あ
げ

て
風
神
の
超
ち
ょ
う

邁ま
い

な
る
を
以
て
主
と
爲
す
。（「
臨
」）

と
主
張
す
る
。「
風
神
」「
神
彩
」「
韻
」
は
と
も
に
精
神
美
を
示
す
語
で
あ
る
が
、

姜
夔
は
『
続
書
譜
』
に
「
風
神
」
の
篇
目
を
立
て
、「
風
神
」
を
実
現
す
る
条

件
と
し
て
八
ヶ
条
を
あ
げ
、
そ
の
第
一
に
「
風
神
は
、
一
に
須す
べ
から

く
人
品
高
か

る
べ
し
」
と
説
く
。
な
に
故
に
「
人
品
」
が
問
題
と
な
る
の
か
。「
風
神
」
は

「
俗
」
の
対
極
に
あ
り
、「
襟き
ん

韻い
ん

の
高
さ
」
が
不
可
欠
の
主
体
的
条
件
と
し
て
自

覚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
続
書
譜
』
の
「
草
」
に
、

襟
韻
高
か
ら
ざ
れ
ば
、
記
憶
多
し
と
雖
も
、
塵じ
ん

俗ぞ
く

を
湔
あ
ら
い
さる

こ
と
莫な

し
。
若

し
風
神
を
し
て
蕭
し
ょ
う

散さ
ん

な
ら
使し

め
ば
、
下
筆
は
便す
な
はち
當
に
人
に
過す

ぐ
べ
し
。

と
あ
る
。「
襟
韻
」
は
胸
中
の
韻
、「
塵
俗
」
を
洗
い
去
っ
た
心
韻
で
、
そ
の
高

さ
に
よ
っ
て
「
人
品
」
が
判
定
さ
れ
る
。「
記
憶
」
は
こ
こ
で
は
習
い
お
ぼ
え

た
書
法
を
い
う
。「
風
神
」
は
、
技
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
こ
え
た
、「
襟
韻
」
即
ち

「
人
品
」
の
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
る
「
美
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　

３
．
梧
竹
の
「
風
神
」
の
論
と
そ
の
特
質

　

梧
竹
が
「
風
神
」
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
か
、
以
下
に
検
討
す
る
。『
書
話
』
に
は
、「
風
品
」「
風
韻
」「
神
韻
」
等
、

「
風
神
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
理
解
し
て
よ
い
語
、
ま
た
「
品
位
」「
品
致
」「
書
品
」

等
密
接
に
関
係
し
て
い
る
語
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
語
も
含
め
て
、

『
書
話
』
に
お
け
る
「
風
神
」
の
論
を
検
討
す
る
。

　
ａ
．「
風
神
」
成
立
の
し
く
み

　

次
の
第
四
十
二
則
・
第
四
十
三
則
・
第
四
十
四
則
は
、「
風
神
」
が
ど
の
よ

う
に
し
て
成
立
す
る
か
に
関
す
る
一ひ
と

続
き
の
見
解
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

書
の
氣
韻
有
る
は
、
犹
ほ
花
草
の
生
氣
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
品ひ
ん

致ち 

此こ
れ
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に
由
っ
て
生
ず
。
今
夫そ

れ
綵さ
い

剪せ
ん

の
華は
な

は
、
艶え
ん

麗れ
い

目
を
奪
ふ
も
、
還か
へ

っ
て
野

花
澗か
ん

草さ
う

の
瀟せ
う

洒し
や

た
る
に
如し

か
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
。
其
の
生
氣
無
き
を
以
て

な
り
。
氣
韻
無
き
書
は
、
乃
ち
綵
剪
の
華
の
類た
ぐ
ひな

り
。（
第
四
十
二
則
）

書
の
餘よ

韻ゐ
ん

有
る
は
、
犹
ほ
樂が
く

の
餘よ

音ゐ
ん

有
る
が
ご
と
き
な
り
。
其
の
風
神
縹へ
う

緲べ
う

の
處
は
、
偏ひ
と
へに
餘
韻
に
在
り
。
右い
う

軍ぐ
ん

の
書
の
如
き
、
其
の
遒し
う
じ
ゅ
ん人
に
過

ぐ
る
處
は
、
全あ
げ

て
餘
韻
の
茂さ
か
んな
る
に
在
る
な
り
。（
第
四
十
三
則
）

餘
韻
は
正せ
い

氣き

よ
り
生
ず
。
正
氣
充み

ち
て
、
而
る
後
に
筆
勢
全
く
、
筆
勢
全

く
し
て
、
而
る
後
に
餘
韻
生
ず
。
故
に
正
氣
霶は
う

霈は
い

と
し
て
行
間
に
滿
つ
る

者
は
、
筆
勢
必
ず
遒し
う

健け
ん

、
餘
韻
必
ず
點
畫
の
外
に
溢
る
。
犹
ほ
金
聲
の
錚そ
う

鏗か
う

た
る
者
は
、
其
の
逸い
つ

響き
ょ
う必
ず
長
き
が
ご
と
き
な
り
。（
第
四
十
四
則
）

　
「
餘
（
余
）」
は
あ
ま
る
・
の
こ
る
が
原
義
で
あ
る
が
、
引
申
し
て
豊ゆ
た

か
の
意

と
な
る
。「
余
韻
」
は
豊
か
な
「
気
韻
」。「
気
韻
」
は
気
の
韻ひ
び
き、
活
き
活
き
と

し
た
作
品
の
生
動
感
を
意
味
す
る
語
）
（（
（

。「
品
致
」
は
品
位
の
高
い
趣
き
。
第
四

十
三
則
の
「
風
神
」
は
第
四
十
二
則
の
「
品
致
」
を
言
い
換
え
た
語
と
理
解
し

て
よ
い
。「
風
神
」
は
「
気
韻
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、「
気
韻
」
が
作

品
に
そ
な
わ
る
に
は
「
筆
勢
」
が
充
全
で
あ
る
こ
と
が
必
要
条
件
と
な
る
。
第

四
十
四
則
の
「
筆
勢
全
し
」
は
、
書
作
時
に
お
け
る
運
筆
の
勢
い
を
い
う
。
第

四
十
四
則
は
、「
筆
勢
全
し
」
の
必
要
条
件
と
し
て
「
正
気
充
つ
」
を
あ
げ
て

い
る
。「
正
気
充
つ
」
は
、
こ
こ
で
は
心
中
に
「
正
気
が
充
実
す
る
」
意
と
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
心
中
に
「
正
気
」
が
充
実
し
て
い
な
け
れ
ば
、
鋒ほ

先さ
き

に

気
が
こ
も
ら
ず
、「
筆
勢
軟
弱
」
な
る
字
と
な
っ
て
し
ま
う
）
（（
（

。
し
か
し
、
心
中

に
「
正
気
」
が
充
実
す
れ
ば
、
必
ず
「
筆
勢
」
が
充
全
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
正
気
充
つ
」
は
「
筆
勢
全
し
」
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
充
分
条
件
で
は

な
い
。「
錬
筆
」
に
よ
っ
て
用
筆
法
・
運
筆
法
に
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
筆

勢
全
し
」
は
可
能
と
は
な
ら
な
い
）
（（
（

。

　

心
中
に
充
実
し
た
「
正
気
」
は
、
筆
勢
充
全
な
る
運
筆
に
よ
っ
て
点
画
に
こ

め
ら
れ
て
骨
力
・
骨
勢
を
生
み
、
点
画
は
「
遒
健
」）
（（
（

と
な
る
。
確
固
と
し
た
骨

力
・
骨
勢
か
ら
発
す
る
気
が
、「
気
韻
」
と
な
っ
て
「
点
画
の
外
」
に
あ
ふ
れ
、

（
鑑
賞
者
が
そ
の
「
気
韻
」
を
感
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）「
風
神
」
が
生
成
す
る
。

　

以
上
の
「
風
神
」
の
論
の
特
徴
は
、
表
現
論
の
観
点
か
ら
そ
の
生
成
を
説
く

点
に
あ
る
。
そ
の
成
立
の
過プ
ロ

程セ
ス

を
定
式
化
し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

正
気 

 

筆
勢 

 

気
韻
（
余
韻
） 

 

風
神 

︿
品
致

 

※
「
︿
」
は
概
念
の
包
摂
関
係
を
示
す
。　

　

ｂ
．「
正
気
」
と
「
日
本
武
士
の
気
象
」

　
「
風
神
」
の
“
源
”
は
、「
正
気
」
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
梧
竹
が
追
求
し
た
「
風

神
」
が
ど
の
よ
う
な
「
風
神
」
で
あ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
に
は
、
梧
竹
が
「
正

気
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
正
気
」
の
用
例
は
、
古
く
は
『
楚
辞
』
や
『
淮
南
子
』
に
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
語
が
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、
宋
朝
に
殉
じ
た
文ぶ
ん

天て
ん

祥し
ょ
うの

「
正
気
の
歌
」
で
あ
ろ
う
。
文
天
祥
は
元
へ
の
帰
属
を
拒
み
処
刑
さ
れ

る
が
、
獄
中
生
活
の
な
か
で
「
正
気
の
歌
」
を
作
っ
た
。
そ
の
「
序
」
に
言
う
。

孟
子
曰
く
、
吾
れ
吾
が
浩こ
う

然ぜ
ん

の
氣
を
養
ふ
、
と
。
浩
然
な
る
者
は
、
乃す
な
はち

天
地
の
正
氣
な
り
。
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「
正
気
」
は
孟
子
の
「
浩
然
の
気
」
を
う
け
た
「
天
地
正
大
の
気
」、「
気
」
は

天
地
万
物
を
形
成
す
る
究
極
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
人
に
あ
っ
て
は
「
身
体

に
充
満
し
て
い
る
生
命
の
源
動
力
、
い
わ
ば
生
命
体
の
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」）
（（
（

で

も
あ
る
。
孟
子
は
「
其
の
氣
爲
る
や
、
義
と
衜
と
に
配
す
。
是
れ
無
け
れ
ば
餒う

う
る
な
り
。」（『
孟
子
』・「
公
孫
丑
上
」）
と
い
う
。「
浩
然
の
気
」
は
、
単
な

る
自
然
的
存
在
で
は
な
く
、「
道
義
性
、
倫
理
性
を
帯
び
る
も
の
」）
（（
（

で
あ
っ
た
。

孟
子
を
承
け
て
、
文
天
祥
は
「
地ち

維い

」「
天て
ん

柱ち
ゅ
う」

も
、「
三さ
ん

綱こ
う

」「
道
義
」
も
「
正

気
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
す
る
。
宇
宙
の
秩
序
と
人
倫
の
あ
る
べ
き
秩
序
と

を
一
体
の
も
の
と
考
え
る
の
が
中
国
的
思
維
の
伝
統
で
あ
る
が
、
文
天
祥
は
そ

れ
を
支
え
る
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
「
正
気
」
を
考
え
て
い
る
。

　

で
は
、
梧
竹
は
「
正
気
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
。
梧
竹
は
明
治

の
時
代
を
書
一
筋
に
生
き
ぬ
い
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
書
作
理
念
の
中
核
に

「
武
士
の
道
」
を
据す

え
て
い
た
。
第
九
則
に
、

筆
意
を
漢
魏
に
取
り
、
筆
法
を
隋
唐
に
取
る
。
之
に
帶
び
し
む
る
に
晉
人

の
品
致
を
以
て
し
、
之
に
加
ふ
る
に
日
本
武
士
の
氣き

象し
ょ
うを

以
て
す
。
是
れ

吾（
わ
た
し
）家の
書
則
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
「
書
則
」
は
書
作
上
の
原
則
を
意
味
す
る
。
梧
竹
は
、
漢
魏
の

「
筆
意
」、
隋
唐
の
「
筆
法
」、
晋
人
の
「
品
致
」
と
い
う
書
の
英
華
に
加
え
て
、

自
己
の
内
な
る
「
日
本
武
士
の
気
象
」
を
表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
日
本
人

梧
竹
」
の
書
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
。「
日
本
武
士
の
気
象
」
は
、
武
士
と
し

て
保
持
す
べ
き
心
気
即
ち
「
正
気
」
の
象か
た
ちと

い
っ
て
よ
い
。

　

で
は
、
梧
竹
に
と
っ
て
、
日
本
武
士
の
「
正
気
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
梧
竹
は
日
本
武
士
の
「
正
気
」
と
し
て
、
藤
田
東
湖
の
説
く
「
正

気
」
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
文
天
祥
の
「
正
気
の
歌
」
に
和
し
た
東
湖

の
「
正
気
の
歌
」
は
、
文
天
祥
の
「
正
気
」
を
発
展
さ
せ
て
、
日
本
に
独
自
の

「
正
気
」
を
主
張
す
る
。

　
「
天
地
正
大
の
氣　

粋
然
と
し
て
神
州
に
鍾あ
つ
まる
」
で
始
ま
る
東
湖
の
「
正
気

の
歌
」
は
、「
死
し
て
は
忠
義
の
鬼き

と
爲
り　

極
天
皇
く
わ
う

基き

を
護
ら
ん
」
の
句
を

以
て
結
ぶ
が
、「
神
州
孰
か
君
臨
す
る　

萬
古
天
皇
を
仰
ぐ
／
皇
風
六り
く

合が
ふ

に
洽
あ
ま
ね

く　

明
德
太
陽
に
侔ひ
と

し
」、「
忠
誠
皇
室
を
尊
び　

孝
敬
天
神
に
事つ
か

ふ
／
文
を
脩

む
る
と
武
を
奮
ふ
と
を
兼
ね　

誓
っ
て
胡
塵
を
淸
め
ん
と
欲
す
」
と
詠
い
、
尊

皇
精
神
を
鼓
吹
し
幕
末
の
志
士
た
ち
に
愛
唱
さ
れ
た
。
そ
の
「
序
」
に
文
天
祥

の
「
正
気
」
と
自
分
の
説
く
「
正
気
」
を
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

天
祥
曰
く
、
浩
然
た
る
者
は
、
天
地
の
正
氣
な
り
、
と
。
余 

其
の
説
を

葊ひ
ろ

め
て
曰
ふ
、
正
氣
は
衜
義
の
積あ
つ
まる

所
、
忠
孝
の
發
す
る
所
な
り
、
と
。

然
れ
ど
も
彼
の
謂い

ふ
所
の
正
氣
は
、
秦
漢
唐
宋
と
、
變
易
し
て
一
な
ら
ず
。

我
の
謂
ふ
所
の
正
氣
は
、
萬
世
に
亙わ
た

り
て
變
ぜ
ざ
る
者
な
り
、
天
地
を
極

め
て
易か
は

ら
ざ
る
者
な
り
。

　
「
正
気
」
は
道
義
の
実
践
と
一
体
不
可
分
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
、「
忠
孝
」

と
し
て
発
現
し
、
万
世
一
系
の
皇
統
へ
の
「
忠
誠
」
へ
と
収
斂
し
て
い
く
べ
き

も
の
、
と
東
湖
は
説
く
。「
正
気
」
を
「
忠
孝
」、
さ
ら
に
「
尊
皇
」
へ
と
結
び

つ
け
て
い
く
所
に
、
東
湖
の
「
正
気
」
観
念
の
特
質
が
あ
る
。
皇
室
へ
の
崇
敬

の
念
が
殊こ
と

の
外
篤
か
っ
た
梧
竹
は
、
東
湖
の
説
い
た
「
正
気
」
と
「
日
本
武
士

の
気
象
」
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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ｃ
．「
錬
心
」
と
「
俗
」
の
峻
拒

　

梧
竹
は
、
明
治
四
十
一
年
四
月
（
梧
竹
八
十
二
歳
）
に
、
梧
竹
村
荘
（
同
年
三
月

に
観
音
堂
建
立
と
共
に
落
成
）
に
次
の
一
文
を
雕
額
に
し
て
掲
げ
た
）
（（
（

。

一　

武
士
之
衜
終
食
の
間
も
忘
連
不
申
候
様
心
懸
之
事

二　

萬
事
慾
す
久
奈
く
廉
恥
を
重
ん
す
へ
幾
事

　
「
武
士
の
道
」
即
ち
武
（
も
の

士の
ふ
）と
し
て
の
行
動
を
律
す
る
道
徳
は
、「
日
本
武
士
の

気
象
」
と
一
体
の
も
の
で
あ
り
、「
廉れ
ん

恥ち

を
重
ん
ず
べ
き
事
」
は
「
武
士
の
道
」

が
要
請
す
る
生
活
規
範
と
考
え
て
よ
い
。
梧
竹
は
、「
廉
恥
」
即
ち
恥
を
知
る

清
ら
か
な
心
を
「
武
士
の
道
」
の
中
核
に
お
い
た
。
戦
闘
者
と
し
て
死
に
直
面

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
武
士
は
、
事
に
当
っ
て
卑ひ

怯き
ょ
う

未み

練れ
ん

と
な
っ
て
お
く
れ

0

0

0

を
と
る
こ
と
を
何
よ
り
も
恥
と
し
た
か
ら
、
潔
い
さ
ぎ
よさ

を
尊
ん
だ
。「
廉れ
ん

潔け
つ

」
の
語

が
示
す
よ
う
に
、
潔
さ
の
基
盤
に
は
「
廉
恥
を
重
ん
ず
」
る
心
が
あ
る
。
梧
竹

は
第
二
十
七
則
等
で
奴
書
批
判
を
展
開
す
る
が
、
こ
の
批
判
は
「
廉
恥
を
重
ん

ず
」
る
精
神
と
の
関
連
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
奴
書
」
即
ち
他
人
の

書
を
模
倣
す
る
だ
け
の
書
に
自
足
す
る
者
は
、「
独
立
自
尊
」
の
精
神
に
欠
け

て
い
る
。
梧
竹
は
そ
の
よ
う
な
心
性
を
「
卑
屈
自
ら
安
ん
ず
る
」
も
の
と
し
、

「
書
品
の
高
か
ら
ざ
る
も
、
亦
た
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。」
と
批
判
す
る
。

卑
屈
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
高
潔
で
恥
を
知
る
心
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
廉
恥
を
重
ん
ず
」
る
心
が
、「
独
立
自
尊
」
の
精
神
を
支
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

梧
竹
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、「
廉
恥
を
重
ん
ず
」
る
心
と
「
慾
」
を
抑
制
す

る
こ
と
と
を
一
つ
に
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。「
慾
」
は
何
ゆ
え
に

抑
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
既
引
第
二
十
九
則
の
後
半
に
、「
錬
心
の
法
」

を
説
い
て
い
う
。

一
を
抱
き
朴
を
守
り
、
慾
を
窒ふ
さ

ぎ
神
を
澄
ま
す
。
是
れ
錬
心
の
法
な
り
。

　
「
錬
心
」
の
目
標
が
「
窒
慾
澄
神
」
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
第
三
十

則
は
、
第
二
十
九
則
を
う
け
て
「
慾
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

書
家
に
忌い

ま
る
る
所
の
者
は
、
慾
な
り
。
慾
の
躬み

に
在
る
は
、
犹
ほ
塵
の

水
に
在
る
が
ご
と
き
な
り
。
人
の
神し
ん

明め
い

を
し
て
昏こ
ん

昧ま
い

な
ら
使
む
。
故
に
筆

畫
の
間
に
露あ
ら
わに

な
る
者
、
自
然
に
渾
濁
し
て
、
俗
氣
を
帶お

ぶ
。
拙
は
犹
ほ

觀
る
可
き
な
り
。
俗
は
終つ
ひ

に
觀
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
「
慾
」
は
「
人
の
神
明
を
し
て
昏
昧
な
ら
使し

」
め
、
書
が
「
俗
気
」
を
お
び

る
原
因
と
な
る
。「
俗
気
」
は
、
墨
気
の
濁
り
、
余
白
の
濁
り
と
し
て
作
品
に

発
現
す
る
。「
風
神
」
は
、「
俗
気
」
と
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
梧
竹
は
、「
俗

気
」
を
「
悪
臭
を
悪に
く

む
」（『
中

』）
が
ご
と
く
に
嫌
っ
た
。「
慾
を
窒
ぎ
神
を

澄
ま
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
俗
気
」
を
峻
拒
す
る
。「
風
神
」
の
高
い
書
は
、「
錬

心
」
の
基
盤
の
上
に
可
能
と
な
る
。「
拙
は
犹
ほ
觀
る
可
き
な
り
。
俗
は
終
に

觀
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。」
と
す
る
断
定
的
主
張
は
、
梧
竹
に
お
い
て
「
風
神
」

の
追
求
と
、「
窒
慾
澄
神
」
に
よ
る
「
俗
気
」
の
峻
拒
と
が
不
可
分
一
体
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

梧
竹
は
、
王
羲
之
の
書
に
「
品
致
」
の
高
さ
を
認
め
、
最
晩
年
に
な
っ
て
も

王
羲
之
の
書
を
学
ぶ
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
梧
竹
が
追
求
し
た
の

は
、
羲
之
の
書
を
越
え
た
「
日
本
人
梧
竹
の
書
」
の
創
造
で
あ
り
、
自
己
の
内

な
る
「
武
士
の
気
象
」
を
表
出
す
る
所
に
生
成
す
る
「
風
神
」
で
あ
っ
た
。
梧

竹
が
求
め
た
「
風
神
」
が
具
体
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、「
天
照
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皇
太
神
」（
梧
竹
八
十
五
歳
の
作
。
い
わ
ゆ
る
「
神
品
十
二
ヶ
月
」
の
正
月
の
幅
）
に
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ｄ
．「
品
致
」
に
つ
い
て

　

第
十
一
則
は
、「
品
致
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

或あ

る
ひ
と
品
致
を
問
ふ
。
曰
く
、
珠
寶
の
光
の
如
し
。
點
畫
の
內
に
在
っ

て
、
點
畫
の
內
に
在
ら
ず
。
點
畫
の
外
に
あ
っ
て
、
點
畫
の
外
に
在
ら
ず
。

　
「
品
致
」
は
品
位
の
高
い
趣
（「
致
」
は
趣
）、
あ
る
い
は
「
品
」
そ
の
も
の
を

意
味
す
る
（『
漢
語
大
辞
典
』
は
「
格
調
」
と
す
る
）。
梧
竹
は
、「
品
致
」
は
「
珠
宝

の
光
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
、
点
画
の
「
内
」
に
あ
っ
て
「
内
」
に
な
く
、
点

画
の
「
外
」
に
あ
っ
て
「
外
」
に
な
い
、
と
説
明
す
る
。
要
す
る
に
「
品
致
」

は
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
何ど

処こ

に
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も

こ
の
説
明
は
、「
品
致
」
に
つ
い
て
何
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　

既
引
第
四
十
四
則
に
、「
正
氣
霶
霈
と
し
て
行
間
に
滿
つ
る
者
は
、
筆
勢
必

ず
遒
健
に
し
て
、
餘
韻
必
ず
點
畫
の
外
に
溢
る
。」
と
あ
り
、
第
四
十
二
則
に
、

「
品
致
」
は
「
此こ
れ

（
気
韻
）
に
由
っ
て
生
ず
」
と
あ
る
。
第
四
十
三
則
に
は
「
其

の
風
神
縹
緲
の
處
は
、
偏
に
餘
韻
に
在
り
。」
と
あ
る
。
そ
れ
故
、「
品
致
」
は

「
点
画
の
外
」
に
あ
る
。
で
は
、「
点
画
の
内
」
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　
「
品
致
」
は
「
珠
宝
の
光
」
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。「
珠
宝
」
は
、
宝
珠
あ
る

い
は
珍
珠
宝
玉
の
意
で
、
そ
の
「
光
」
は
反
射
光
で
あ
る
。
反
射
光
で
あ
る
か

ら
、
珠
宝
の
「
外
」
に
あ
る
。
た
だ
例
え
ば
真
珠
の
輝
き
と
青
玉
の
輝
き
と
は

異
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
と
形
状
に
応
じ
た
輝
き
を
放
つ
。
ど
こ
ま
で

も
珠
宝
に
即
し
て

9

9

9

在
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
珠
宝
の
「
内
」
に
あ
る
。

「
珠
宝
の
光
」
が
珠
宝
の
「
内
」
に
在
り
且
つ
「
外
」
に
在
る
よ
う
に
、「
品
致
」

は
点
画
に
即
し
て
「
内
」
に
在
り
、
且
つ
「
点
画
の
外
」
に
在
る
。

　

こ
こ
で
「
点
画
の
外
」
は
余
白
を
意
味
す
る
（
第
四
十
四
則
の
「
行
間
」
も
余
白

で
あ
る
）
が
、
文
学
評
論
等
に
み
え
る
「
○
○
之
外
」
の
用
例
を
検
討
し
て
み

る
と
、「
点
画
の
外
」
に
は
実
は
余
白
以
上
の
深
い
意
味
が
あ
る
。
蘇
軾
の
「
黄

子
思
の
詩
集
の
後
に
書
す
」（『
東
坡
題
跋
』
巻
二
）
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

鍾
王
の
迹せ
き

は
、
蕭せ
う

散さ
ん

簡か
ん

遠え
ん

に
し
て
、
妙
は
筆
畫
の
外
に
在
り
。（
中
略
）。

唐
末
の
司し

空く
う

圖と

は
、
…
。（
中
略
）。
蓋け
だ

し
自
ら
其
の
詩
の
文
字
の
表
に 

得（
え
）有

る
者
二
十
四
韻
を
列
す
。（
中
略
）。
信ま
こ
とな

る
か
な
表
ひ
ょ
う

聖せ
い

の
言
や
、
美

は
鹹か
ん

酸さ
ん

の
外
に
在
り
。

　
「
鍾
王
」
は
、
魏
の
鍾
し
ょ
う

繇よ
う

と
東
晋
の
王
羲
之
、「
迹
」
は
筆
跡
の
意
。「
妙
は

筆
画
の
外
に
在
り
」
の
「
妙
」
は
、「
美
」
と
正
対
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
語

で
あ
る
か
ら
、「
品
致
」
に
置
換
え
て
よ
い
。「
筆
画
の
外
」
は
即
ち
「
点
画
の

外
」
で
あ
り
、
詩
で
言
え
ば
「
文
字
の
表
」
に
同
じ
。
こ
の
「
表
」
の
義
は
「
外
」

と
同
じ
で
、）
（（
（

「
文
字
に
よ
っ
て
直
接
に
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
存
在
は

表
わ
さ
れ
て
い
る
文
字
か
ら
ほ
の
か
に
連
想
さ
れ
る
も
の
」）
（（
（

と
理
解
し
て
よ

く
、「
連
想
さ
れ
る
」
は
「
感
受
さ
れ
る
」
と
言
い
換
え
て
よ
い
。「
鹹
酸
の
外
」

は
、
司
空
図
（
字
は
表
聖
）
の
「
李
生
に
与
え
て
詩
を
論
ず
る
の
書
」
に
見
え

る
語
で
、
司
空
図
は
江
南
地
方
の
料
理
は
た
だ
酢す

っ
ぱ
い
だ
け
、
塩し
ょ

っ
ぱ
い
だ

け
だ
と
批
判
し
、
本
当
の
旨
味
は
「
鹹
酸
の
外
」
の
「
醇
美
な
る
者
」
に
あ
る

と
説
い
て
い
る
。「
鹹
酸
の
外
」
は
「
味
外
の
旨
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
て
、

詩
に
お
け
る
「
韻
外
の
致
」
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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司
空
図
は
、
詩
の
理
念
と
し
て
「
韻
外
の
致
」
を
揭
げ
た
）
（（
（

。「
韻
外
の
致
」

の
「
韻
」
は
、
一
篇
の
詩
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
詩
句
の
「
韻
」（
豊
か
な
イ

メ
ー
ジ
喚
起
力
を
そ
な
え
て
い
る
韻

お
も
む
き）
で
、
そ
れ
ら
の
「
韻
」
が
一
つ
に
融
け
合
っ

て
一
篇
の
詩
の
「
致
」（
韻
致
・
格
調
）
が
成
立
す
る
。
詩
の
「
致
」
は
詩
を
構

成
す
る
個
々
の
詩
句
の
「
韻
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
こ
え
た
も

の
で
あ
る
。
即
ち
「
外
」
は
、「
こ
え
て
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
こ
で
、「
一
つ
に
融
け
あ
っ
て
」
は
、
厳
密
に
言
え
ば
「
一
つ
に
統
合
さ

れ
て
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
韻
外
の
致
」
が
成
立
す
る
に
は
、
個
々
の
詩

句
の
「
韻
」
を
感
受
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
一
つ
に
統
合
し
て
ゆ
く
は
た
ら
き

9

9

9

9

が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
は
た
ら
き
は
、
詩
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
鑑
賞
者
の
「
美
的
体
験
」
の
中
に
あ
る
。

　
「
韻
外
の
致
」
は
、
個
々
の
詩
句
の
「
韻
」
を
感
受
し
、
そ
れ
ら
を
統
合
す

る
能
力
が
育
っ
て
い
な
い
者
に
は
無
き
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
書
の
「
品
致
」

も
ま
た
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
先
に
、「
珠
宝
の
光
」
は
反
射
光
で
あ
る
と
し

た
。
反
射
光
は
、
入
射
光
が
あ
っ
て
存
在
す
る
。
光
が
さ
し
こ
ま
な
い
闇
の
中

で
は
、「
珠
宝
の
光
」
は
存
在
し
え
な
い
。
で
は
「
品
致
」
に
お
い
て
、
入
射

光
に
当
る
も
の
は
、
何
か
。「
見
る
」
と
い
う
は
た
ら
き
で
あ
る
。作
品
を
見
て
、

そ
の
豊
か
な
「
気
」
の
「
韻ひ
び
き」
を
感
受
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、「
品
致
」
は

存
在
し
な
い
。「
品
致
」
は
、
作
品
の
「
気
韻
」
を
感
受
す
る
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
、
心
中
に
生
起
す
る
美
的
感
動
、
端
的
に
「
美
」
と
言
っ
て
よ
い
。

　

私
た
ち
は
、「
花
の
美
し
さ
」
と
言
い
、「
書
の
美
」
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
こ

と
ば
は
、
花
や
書
に
関
す
る
「
美
」
を
意
味
し
、
そ
の
関
係
は
所
属
関
係
と
理

解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
通
常
、
花
や
書
（
作
品
）
な
ど
の
属

性
と
し
て
「
美
」
を
語
る
が
、
事
柄
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
考
え
れ
ば
、「
美
」

は
対
象
に
所
属
し
て
い
る
何
か
で
は
な
い
。
対
象
を
見
て
感
動
す
る
私
た
ち
の

心
に
そ
の
都
度
つ
ど
生
起
し
て
は
消
え
て
い
く
、「
美
し
い
」
と
い
う
感
情
で

あ
る
。
橋
本
治
は
、「
美
し
い
」
は
「
感
動
の
言
葉
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る）
（（
（

。

　

張
懐
瓘
の
「
文
字
論
」
は
、「
風
神
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

狀
貌
は
顯け
ん

に
し
て
朙
ら
か
に
し
易
き
も
、
風
神
は
隱い
ん

に
し
て
辨
じ
難
き
こ

と
、
賢
才
君
子
の
立り
つ

行か
う

立り
つ

言げ
ん

の
若
き
有
り
。
言
は
則
ち
知
る
可
き
も
、
行

は
見
る
可
か
ら
ず
。
冥め
い

心し
ん

玄げ
ん

照し
ょ
うし

、
閉へ
い

目も
く

深し
ん

視し

す
る
に
非あ
ら

ざ
る
自よ

り
は
、

識し
き

は
盡つ
く

く
さ
れ
ず
。
心し
ん

契け
い

を
以
て
す
可べ

く
、
言げ
ん

宣せ
ん

す
可
き
に
非
ざ
る
な
り
。

　
「
非
ざ
る
自
り
は
」
と
訓よ

ん
で
お
い
た
が
、「
自
非
」
は
仮
設
連
詞
で
、「
も

し
〜
で
な
い
な
ら
ば
」
の
意
を
表
す
（
何
釆
士
編
『
古
代
汉
语
虚
词
词
典
』、

语
文
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）。「
冥め
い

心し
ん

玄げ
ん

照し
ょ
う」

は
心
を
し
ず
め
て
、
深
く
か
く

れ
て
い
る
も
の
を
心
に
映
し
と
る
こ
と
。「
閉
目
深
視
」
は
、
心
の
眼
で
本
質

を
見
極
め
る
こ
と
。「
識
」
は
前
文
に
「
深
く
書
を
識
る
者
は
、
惟た

だ
神
綵
を

觀
て
、
字
形
を
見
ず
。」
と
あ
り
、
書
を
理
解
す
る
こ
と
。「
心
契
」
は
心
に
契け
い

合ご
う

す
る
、「
言
宣
」
は
は
っ
き
り
と
言
葉
で
述
べ
る
意
。「
風
神
」
は
、
作
品
と

一
つ
に
な
っ
た
深
い
観
照
に
お
い
て
、
心
中
に
生
成
す
る
美
で
あ
る
。

　

第
十
一
則
は
、（「
風
神
」
を
「
品
致
」
に
置
換
え
れ
ば
）
右
の
張
懐
瓘
と
同
じ
見

解
を
禅
の
公
案
風
に
述
べ
た
も
の
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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終
り
に

　

書
が
活
字
等
の
印
刷
文
字
と
異
な
る
の
は
、
そ
こ
に
書
者
の
「
神
情
」
が
こ

め
ら
れ
て
あ
る
点
に
あ
り
、
書
に
お
い
て
真
に
鑑
賞
す
べ
き
「
美
」
は
「
風
神
」

に
あ
る
。「
神
情
」
は
、
心
中
の
「
神
気
」
が
発
現
し
た
情
、
俗
情
を
雑
え
ぬ

純ピ
ュ
ア粋
な
感
情
を
い
う
。「
神
気
」
は
生
命
活
動
の
源
を
な
す
「
生
気
」
で
も
あ
り
、

こ
れ
に
「
道
義
性
・
倫
理
性
」
が
付
与
さ
れ
た
も
の
が
「
正
気
」
で
あ
る
。「
神

情
」
は
筆
鋒
の
活
躍
を
と
お
し
て
「
筆
意
」
と
化
し
て
点
画
に
こ
め
ら
れ
、
そ

の
「
筆
意
」
を
味
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
風
神
」
が
心
中
に
生
成
す
る
。
こ

の
意
味
で
、「
風
神
」
は
「
筆
意
」
に
宿
る
「
美
」
と
言
っ
て
よ
い
。

　
「
風
神
」
の
“
源
〟
は
「
正
気
」
に
あ
る
。
梧
竹
は
こ
の
「
正
気
」
を
「
日

本
武
士
の
気
象
」
に
結
び
つ
け
て
と
ら
え
た
。
書
の
「
品
致
」「
風
神
」
は
、「
日

本
武
士
の
気
象
」
の
「
美
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
梧
竹
の
求
め
た
「
書
の
美
」
の

特
質
が
あ
る
。

　

梧
竹
は
、「
神
情
」
が
あ
る
が
ま
ま
に
文
字
に
形
象
化
さ
れ
る
こ
と
は
「
心

藝
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
す
る
。「
心
藝
」
は
、「
無
法
に
し
て
而
も
有
法
、

所
謂
る
神
に
し
て
化
す
る
」
筆
鋒
の
活
躍
を
い
う
。「
無
心
」
で
あ
っ
て
こ
そ
、

〈
い
の
ち
〉
の
は
た
ら
き
は
「
道
」
と
一
つ
に
な
り
、「
神
に
し
て
之
を
化
す
」

（『
周
易
』「
繫
辞
伝
下
」）
る
筆
鋒
の
活
躍
が
可
能
と
な
る
。「
道
」
は
「
人
間
を
超

え
た
」
宇
宙
大
の
は
た
ら
き
、
ま
た
そ
の
は
た
ら
き
の
理
法
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、「
風
神
」
は
、
本
質
的
に
は
「
人
間
を
超
え
た
」
は
た
ら
き
と
一
体

と
な
っ
た
〈
い
の
ち
〉
の
純
一
的
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

　

佐
々
木
健
一
は
、「
美
」
は
「
作
り
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
恵
み
と
し

て
与
え
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
「
二
一
世
紀
の
美
学
」
の

主
題
と
し
て
「
人
間
を
超
え
る
美
学
」
を
提
唱
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
人
間
を
超
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
中
心
主
義
を
清
算
し
、
虚
心

に
宇
宙
の
な
か
で
の
人
間
の
位
置
を
問
い
な
お
す
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
さ
し
あ
た
り
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
自
然
の
一
部
で
も
あ
る
こ
と
を

認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
人
間
以
上
に
偉
大
な
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
美
学
と
結
び
つ
く
の
は
、

美
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
『
梧
竹
堂
書
話
』
も
含
め
て
、
東
洋
の
藝
術
で
あ
る
「
書
」
が
追
求
し
て
き

た
「
美
」
に
関
す
る
思
索
は
、
こ
の
「
二
一
世
紀
の
美
学
」
の
主
題
に
少
な
か

ら
ぬ
貢
献
を
果
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
註

（
１
）　
（
財
）日
本
武
道
館
発
行
の
月
刊
『
書
写
書
道
』
誌
に
、
平
成
十
八
年
四
月
号
か
ら

平
成
二
十
二
年
三
月
号
に
連
載
し
た
。

（
２
）　
「
風
」
は
近
代
以
前
の
中
国
の
美
学
思
想
に
お
け
る
基
本
的
範カ
テ
ゴ
リ
ー疇の
一
つ
で
、
風

韻
・
風
趣
等
、
他
の
語
と
結
び
つ
い
て
多
く
の
美
的
概
念
語
を
形
成
し
て
い
る
。

な
お
「
韻
」
も
「
趣
」
も
中
国
美
学
に
お
け
る
基
本
的
な
範
疇
語
で
、
と
も
に
「
美
」

に
か
か
わ
る
語
で
あ
る
。
成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
の
『
訳
注
』（
大

東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
）
第
二
冊
（
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。「
書
風
」
は
、

「
風
」
の
語
義
の
広
が
り
に
応
じ
た
意
味
の
広
が
り
を
持
ち
、
書
の
風
趣
よ
り
も
包
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摂
的
な
概
念
を
表
す
。
例
え
ば
上
田
桑
鳩
は
「
作
風
に
対
し
て
書
風
と
い
う
名
が

付
け
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
（『
書
道
鑑
賞
入
門
』、
創
元
社
、
昭
和
三
十
八
年
、

P. 

69
）。
な
お
、「
書
風
」
の
語
は
『
漢
語
大
詞
典
』
に
見
え
ず
、
明
治
以
降
の
日

本
の
書
家
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
語
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）　
「
心
」
を
、「
絵
画
」
の
よ
う
に
目
に
見
え
る
形
に
写
し
と
っ
た
も
の
の
意
。
前

漢
の
揚よ
う

雄ゆ
う

『
法
言
』「
問
神
篇
」
の
「
故
言
者
心
聲
也
。
書
者
心
畫
也
。
聲
畫
形
、

君
子
小
人
見
矣
。」
に
も
と
づ
く
。
た
だ
し
「
問
神
篇
」
の
「
書
」
は
、
文
書
・
著

述
の
意
で
、
書
法
の
意
で
は
な
い
。
日
原
利
国
「『
書
は
心
の
画
な
り
』
の
解
釈
へ

の
疑
問
」（『
漢
代
思
想
の
研
究
』、
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。「
書
は
心

画
な
り
」
は
、
明
治
・
大
正
期
の
書
家
に
と
っ
て
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
書
道
の
基
本

的
理
念
で
あ
っ
た
。

（
４
）　

単
な
る
「
心
情
」
で
は
な
く
（
心
情
に
は
俗
情
も
含
ま
れ
る
）、
例
え
ば
『
書
譜
』

に
「
所
謂
る
樂
し
き
に
渉わ
た

り
て
は
方ま
さ

に
咲わ
ら

ひ
、
哀
し
み
を
言
ひ
て
は
已す
で

に
歎な
げ

く
な

り
。」
と
い
う
、「
陽
に
舒の

び
、
陰
に
慘い
た

む
」
人
間
本
性
の
発
露
と
し
て
の
真
実
の

感
情
を
意
味
す
る
。
唐
・
張
懐
瓘
の
「
文
字
論
」
に
、「
筋
骨
を
以
て
形
を
立
て
、

神9
情9
を
以
て

色
す
。」
等
の
用
例
が
見
え
る
。
同
『
書
断
』
は
、
書
品
の
最
上
位

を
「
神
品
」
と
す
る
。「
神
」
は
価
値
概
念
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』、『
訳
注
』
第
一
冊
の
「
神
」
参
照
。

（
５
）　
「
文
字
論
」
に
も
、「
文
は
則
ち
數
言
に
て
乃
ち
其
の
意
を
成
す
。
書
は
則
ち
一

字
に
て
已
に
其
の
心
を
見あ
ら
はす
。簡
易
の
衜
と
謂
ふ
可
し
。其
の
妙9
を
知
ら
ん
と
欲せ

ば
、

云
云
」
と
見
え
る
。
第
十
二
則
は
、「
書
の
妙
」
を
表
現
論
の
観
点
か
ら
捉
え
た
も

の
と
理
解
し
て
よ
い
。

（
６
）　

田
邊
萬
平
「
筆
意
の
藝
術
」（『
書
に
つ
い
て
』、
日
本
習
字
普
及
協
会
、
一
九
六

六
年
）
参
照
。「
書
の
内
容
」
は
詮せ
ん

ず
る
所
「
筆
意
」
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

（
７
）　

原
文
は
「
書モ亦タ不
レ

可ラレ

不ルレ

無
二

此
雄
渾ノ處
一

」
で
あ
る
が
、「
不
レ

無
」
の
「
不
」

は
衍
字
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
原
文
を
尊
重
し
て
、
不
自
然
な
感
も
あ
る
が
反
語

と
し
て
読
ん
で
み
た
。
第
四
十
八
則
・
四
十
九
則
も
こ
の
語
法
を
用
い
て
い
る
。

（
８
）　

門
脇
葊
文
著
『
二
十
四
詩
品
』（
明
徳
出
版
社
、
平
成
十
二
年
）
P. 

36
参
照
。

（
９
）　
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』・「
引
論
」（『
訳
注
』
第
一
冊
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
10
）　

晩
翠
軒
刊
本
は
「
縹
緲
」
と
「
宛
転
」
で
区
切
っ
て
二
則
と
し
て
い
る
が
、「
的

傳
写
本
」
は
改
行
せ
ず
に
一
則
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

（
11
）　
「
韓
柳
の
詩
を
評
す
」（『
東
坡
題
跋
』
巻
二
）
か
ら
の
引
用
。

（
12
）　

形
式
と
内
容
の
一
般
的
概
念
に
関
し
て
は
、
三
浦
つ
と
む
著
『
認
識
と
言
語
の

理
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
七
年
）・
第
二
部
・
第
一
章
「
認
識
か
ら
表
現
へ
」

参
照
。
藝
術
作
品
に
お
け
る
形
式
と
内
容
に
関
し
て
は
、
木
幡
順
三
著
『
新
版　

美

と
芸
術
の
論
理　
美
学
入
門
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
の
第
三
章
・
第
六
節
「
芸

術
作
品
の
構
造
」、
等
参
照
。

（
13
）　

作
者
の
主
観
的
な
「
意
」
と
客
観
的
な
景
物
の
「
境
」
が
、
一
つ
に
融
け
合
う

境
地
を
「
意
境
」
と
い
う
。『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
の
「
意
境
」（『
訳
注
』
第
一
冊
）

参
照
。
袁
行
霈
「
中
国
古
典
詩
歌
の
意
境
」
は
、
最
高
の
「
意
境
」
を
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。「
深
め
広
め
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
痕
跡
は
な
く
、
意
味
は
深
い
が
表

現
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
、
素
朴
な
真
実
に
還
っ
て
い
る
。」（
佐
竹
保
子
訳
『
詩

の
芸
術
性
と
は
何
か
』、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
、
P. 

60
）。
和
歌
に
例
を
と
れ
ば
、

「
う
ら
を
見
せ
お
も
て
を
見
せ
て
散
る
も
み
じ
」（『
蓮
の
露
』）
は
、
翻
り
な
が
ら

散
っ
て
い
く
も
み
じ
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
単
な
る
叙
景
の
歌
で
は
な
い
。
こ

の
歌
を
辞
世
の
歌
と
し
て
示
し
た
良
寛
は
、
散
っ
て
い
く
も
み
じ
（
境
）
に
自
分
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の
境
涯
を
重
ね
合
せ
て
、
語
り
尽
く
せ
ぬ
お
も
い
（
意
）
を
こ
め
て
い
る
。

（
14
）　
「
枯
淡
」
の
書
風
は
、
深
く
て
豊
か
な
お
も
い
と
簡シ
ン
プ
ル素

な
運
筆
・
用
筆
と
の
調
和

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
書
の
風
趣
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
鋒
先
に
力
を

集
中
し
た
用
筆
に
よ
る
骨
力
あ
る
点
画
に
、
豊
か
な
「
筆
意
」
が
こ
め
ら
れ
、
そ

こ
に
「
神
韻
」
が
生
ま
れ
る
。「
神
韻
」
は
、
唐
・
張
彦
遠
の
『
歴
代
名
画
記
』・「
論

画
六
法
」
に
、「
鬼き

神し
ん

人
物
に
至
り
て
は
、
生
動
の
狀
す
可
き
も
の
有
り
。
神9
韻9
を

須ま

ち
て
後
に
全
し
。」
と
見
え
る
。
第
四
十
三
則
、
四
十
四
則
の
「
余
韻
」
が
豊
か

な
気
韻
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、「
神
韻
」
は
霊
妙
（
質
的
な
卓
越
性
）
な
る
気

韻
を
意
味
す
る
。「
神
」
は
、
質
に
関
係
す
る
価
値
概
念
で
あ
る
か
ら
、「
高
い
」

の
語
が
結
び
つ
く
。

（
15
）　
「
骨
」
に
関
す
る
研
究
に
、
河
内
利
治
著
『
書
法
美
学
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、

平
成
十
六
年
）
所
収
の
諸
論
考
が
あ
る
。
ま
た
李
沢
厚
著
『
中
国
の
伝
統
美
学
』（
興

膳
宏
他
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
）
の
P. 

103
〜
104
参
照
。

（
16
）　
「
趣
味
」
は
現
代
日
本
語
で
は hobby 

の
意
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

漢
語
の
本
来
の
意
味
は
お
も
む
き
で
あ
る
。「
趣
」
は
、
対
象
に
ふ
れ
て
心
に
わ
き

お
こ
る
美
的
な
よ
ろ
こ
び
・
感
動
、
ま
た
そ
れ
を
も
た
ら
す
対
象
に
そ
な
わ
っ
て

い
る
特
徴
・
格
調
を
意
味
す
る
。「
味
」
は
あ
じ
わ
い
、（
味
わ
う
べ
き
）
お
も
む
き
。

『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
の
「
趣
」・「
趣
味
」（『
訳
注
』
第
三
冊
、
二
〇
〇
四
年
）

参
照
。
ま
た
佐
々
木
健
一
著
『
美
学
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）

の
「
趣
味
」
の
項
を
も
併
せ
参
照
の
こ
と
。

（
17
）　
「
工
」
の
対
義
語
は
、「
拙
」。
工
（
巧
）・
拙
は
、
技
巧
に
関
す
る
評
語
で
あ
る
。 

『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
の
「
工
」（『
訳
注
』
第
二
冊
）
参
照
。

（
18
）　

例
え
ば
『
淮
南
子
』「
説
山
訓
」
に
、「
矢
の
十
歩
に
於
け
る
は
兕
甲
を
貫
ぬ
く
も
、

三
百
歩
に
於
て
は
魯
縞
に
入
る
能
は
ず
。」
と
あ
る
。

（
19
）　

第
三
十
四
則
に
、
尊
円
の
流
を
く
む
書
を
「
墨
猪
・
死
蛇
」
と
批
判
す
る
。「
墨
猪
」

は
、
骨
力
乏
し
く
い
た
ず
ら
に
肥
え
て
い
る
書
を
け
な
す
貶
辞
。
伝
衞
夫
人
の
「
筆

陣
図
」（『
法
書
要
録
』
巻
一
）
に
、「
多
肉
微
骨
な
る
者
、
之
を
墨
豬
と
謂
ふ
。」

と
あ
る
。「
死
蛇
」
は
、
筆
勢
乏
し
く
生
動
感
の
な
い
書
を
け
な
す
貶
辞
。

（
20
）　
「
体
様
」
は
「
か
た
ち
」
の
義
で
あ
る
が
、「
体
」
と
「
様
」
に
別
け
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
点
画
を
結
び
つ
け
て
文
字
を
組
立
て
る
こ
と
を
「
結け
つ

字じ

」
ま
た

は
「
結け
つ

体た
い

」
と
い
い
、
そ
の
組
立
て
の
構
成
に
注
目
し
て
「
結け
つ

構こ
う

」
と
い
う
。
こ

の
「
体
」
は
点
画
の
構
成
体
の
意
。
篆
・
隷
・
楷
・
行
・
草
等
の
書
体
の
「
体
」

も
同
じ
。「
様
」
は
、（
字
様
は
一
字
の
「
か
た
ち
」
の
意
で
あ
る
が
）
模
様
（
あ

り
さ
ま
）
の
義
か
ら
転
じ
て
一
定
の
方
式
・
形
式
の
意
と
な
る
。
個
々
の
文
字
の

「
体
」
に
対
し
て
、
作
品
全
体
の
構
成
と
形
態
に
関
す
る
語
と
し
て
よ
い
。

（
21
）　

北
宋
の
欧
陽
脩
は
、「
學
書
は
當ま
さ

に
自み
づ
から
一
家
の
體
を
成
す
べ
し
。
其
れ
他
人
を

模
倣
す
る
、
之
を
奴ど

書し
ょ

と
謂
ふ
。」
と
説
く
（「
筆
説
」
の
「
学
書
自
成
家
説
」、『
欧

陽
文
忠
公
集
』
巻
一
百
二
十
九
）。
欧
体
・
顔
体
な
ど
、
固
有
名
詞
を
冠
し
て
称
す

る
「（
一
家
の
）
体
」
は
、
個
人
様
式
を
意
味
し
て
い
る
。
ス
タ
イ
ル
（
様
式
）
と
は
、

或
る
作
品
が
他
の
作
品
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
る
、
形
式
上
に
現
わ
れ
た
類
型
的

な
特
徴
の
こ
と
。「
様
」
も
、
型
・
範
式
の
義
か
ら
様
式
の
意
を
表
す
。
様
式
・
ス

タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
長
葊
敏
雄
「
美
術
様
式
と
は
何
か
」（『
橘
女
子
大
学
研
究

紀
要
』
第
八
号
、
一
九
八
〇
年
）、
同
「
様
式
ま
た
は
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
」（『
中

国
美
術
論
集
』、
講
談
社
、
昭
和
五
九
年
）、
ま
た
佐
々
木
健
一
著
前
掲
書
、
渡
辺

護
著
『
芸
術
学
〔
改
訂
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
等
参
照
。

（
22
）　

第
八
則
は
、
運
筆
力
を
三
段
階
に
分
け
て
、「
指
が
筆
を
転
ず
」
る
「
指
端
の
藝
」、
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「
腕
が
筆
を
転
ず
」
る
「
腕
頭
の
藝
」、
そ
し
て
「
心
が
筆
を
転
ず
」
る
「
心
藝
」

と
す
る
。「
腕
指
の
巧
」
は
前
二
者
を
合
せ
た
も
の
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
『
中
林
梧

竹
の
書
論
─
心
藝
論
に
つ
い
て
─
』（
国
士
舘
大
学
文
学
部
『
人
文
学
会
紀
要
』
第
三

五
号
、
平
成
十
四
年
）
参
照
。

　
　
　
「
以テ二
己
之
體
様ヲ一
、
寫ス二
己
之
心
情ヲ一
、
是レ心
藝
也
」
は
、「
Ａ
是
Ｂ
也
」
の
構
文
で
、

「
Ａ
、
Ｂ
也
」
の
述
語
成
分
Ｂ
の
前
に
「
是
」
を
つ
け
加
え
た
も
の
。
こ
の
「
是
」

は
話
者
の
判
断
を
確
定
的
に
表
述
す
る
た
め
の
語
で
あ
る
が
、
六
朝
以
後
主
語
と

述
語
を
結
び
つ
け
る
繫け
い

辞じ

（「
で
あ
る
」）
の
用
法
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
牛
島
徳

次
著
『
漢
語
文
法
論
（
古
代
篇
）』（
大
修
館
書
店
、
昭
和
四
十
二
年
）
P. 

313
〜
314

参
照
。「
以
」
は
（
一
定
の
基
準
・
方
式
）
に
よ
っ
て
、
に
従
っ
て
の
義
。

　
　
　

な
お
第
七
則
は
、「
体
様
」
に
関
し
て
、「
己
の
体
・
様
」
と
「
古
人
の
体
・
様
」

を
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
、「
体
様
」
は
本
来
作
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
価
値
は
独
自
な
作
風
に
基
づ
く
個
性
的
な
風
格
即
ち
無
比
性
に
あ
る
、

と
す
る
認
識
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
従
っ
て
第
七
則
の
「
体
様
」
は
、
単
に
「
か
た
ち
」

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ス
タ
イ
ル
・
様
式
を
意
味
し
て
い
る
。

（
23
）　
『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
』
の
「
結
構
」（『
訳
注
』
第
六
冊
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
24
）　

第
三
十
二
則
に
、「
書
匠
之
書
、
工
思
有リ
テレ

餘
而
風
神
不ル
ハレ

足ラ者
、
職ト
シ
テ由
ル二

於
修
養

之
不ル
ニ一レ
足ラ。
禪
僧
之
書
、
雖モ二
稚
氣
不ト一レ
脫セ、
風
神
有ル
ハレ
餘リ者
、
亦タ唯ダ修
養
之
使ム
ルレ
然ラ也
」

と
あ
る
。「
工
思
」
は
、
専
ら
体
様
に
関
す
る
技
法
上
の
工
夫
を
意
味
す
る
。
い
く

ら
上
手
で
も
「
風
神
」
が
欠
如
し
て
い
る
書
は
「
俗
書
」
で
あ
る
。「
稚
気
脱
せ
ず
」

は
子
供
っ
ぽ
さ
が
脱
け
な
い
、
要
す
る
に
下
手
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、「
風
神
」

が
高
け
れ
ば
下
手
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

（
25
）　
「
活
動
流
峙シ、
筆
致
之
妙
可キレ

見ル也
。」
は
、
も
と
「
筆
勢
流
動
、
妙
可
レ

見
。」
に

作
っ
て
い
た
。
そ
の
添
削
の
跡
が
「
的
傳
写
本
」
に
見
え
る
。

（
26
）　
「
向
背
」
は
、
書
論
の
用
語
と
し
て
は
通
常
「
結
構
」
に
お
け
る
向こ

う

勢せ
い

と
背は
い

勢せ
い

、

即
ち
竪た
て

画か
く

に
よ
る
文
字
の
構
え
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
章
法
に
お
け
る
文
字
相
互

間
の
関
係
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
。

（
27
）　

例
え
ば
『
晋
書
』・
裴
楷
伝
に
、「
楷
は
風
神
高か
う

邁ま
い

、
容
儀
俊
し
ゅ
ん

爽さ
う

た
り
。」
と
あ
る
。

風
気
・
風
格
・
風
情
・
風
韻
・
風
骨
・
風
度
・
風
流
等
々
、「
風
」
字
を
冠
す
る
語

が
魏
晋
時
代
に
人
物
評
論
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
劉
勰
の
『
文
心
雕
龍
』「
風
骨
篇
」

が
示
す
よ
う
に
、
文
学
や
藝
術
に
関
す
る
評
語
に
転
用
さ
れ
て
い
く
。
目
加
田
誠

「
六
朝
文
芸
論
に
お
け
る
『
神
』『
気
』
の
問
題
」（『
中
国
の
文
芸
思
想
』、
講
談
社

文
庫
、
一
九
九
一
年
）
に
、
要
領
を
得
た
説
明
が
見
え
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
。

　
　
　
　

 

人
の
「
神
気
」
が
容
姿
の
上
に
流
動
す
る
と
き
、「
風
姿
」
と
い
い
、「
風
采
」

と
い
う
。
高
き
気
品
が
流
れ
出
て
は
「
風
格
」
と
称
し
、
高
迈
な
る
「
神
気
」

が
た
だ
よ
う
て
は
「
風
神
」
と
い
い
、
そ
の
ほ
か
「
風
儀
」
と
い
い
、「
風
華
」

と
い
い
、
皆
そ
の
形
の
上
に
内
よ
り
た
だ
よ
い
出
る
「
気
」
を
さ
し
て
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
又
芸
術
に
た
だ
よ
う
「
気
」
を
同
じ
く
「
風
」

と
い
い
、
そ
の
味
わ
い
を
「
風
趣
」
と
い
う
。（
中
略
）。
情
の
た
だ
よ
い
を
「
風

情
」
と
い
い
、
そ
の
連
綿
と
つ
た
わ
る
を
「
気
韻
」
と
い
い
、
又
「
風
韻
」

と
も
い
う
。（
P. 

57
〜
58
）

（
28
）　

樋
口
銅
牛
著
『
孫
過
庭
書
譜
衍
釋
』（
晩
翠
軒
、
大
正
十
三
年
）
は
「
風
神
」
を
「
風

姿
神
采
」
と
解
し
（
P. 

70
）、
田
邊
萬
平
著
『
書
論
新
講　

書
譜
』（
日
本
習
字
普

及
協
会
、
一
九
六
八
年
）
は
「
神
は
神
気
、
筆
者
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
露
骨
で
な
く
、
ソ
レ
ト
ナ
ク
生
気
あ
る
を
風
神
と
い
う
。」

（
P. 
95
）
と
注
解
し
、
福
永
光
司
著
『
書
譜
』（
中
国
文
明
選
14
『
芸
術
論
集
』、
朝
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日
新
聞
社
、
昭
和
四
十
六
年
）
は
「
精
神
的
な
格
調
の
高
さ
」
と
注
解
す
る
。
西

林
昭
一
訳
「
書
譜
」（
中
国
法
書
ガ
イ
ド
38
『
書
譜
』、
二
玄
社
、
一
九
八
八
年
）

は
「
潑
刺
た
る
生
気
」
の
訳
を
当
て
て
い
る
。
周
于
藝
注
疏
『
書
譜
序
注
疏
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、「
凛
之
以
風
神
」
を
「
以
氣
韻
教
人
敬
畏
。
凛
、

敬
畏
。
… 

風
神
、
風
采
・
神
韻
。」
と
注
解
す
る
（
P. 

42
）。

（
29
）　
「

」
は
、『
説
文
』
に
「
技
あ
る
な
り
」
と
あ
り
、「
研
」
と
通
じ
て
研
精
の
義

が
あ
る
か
ら
、「

美
」
は
技
法
的
に
洗
練
さ
れ
た
美
を
意
味
す
る
。「
功
用
」
は
、

『
書
断
』
に
「
先ま

づ
天
然
に
稟う

け
、
次
に
功
用
に
資と

る
。」
と
あ
り
、「
天
然
」
に
対

し
て
後
天
的
な
学
習
に
よ
っ
て
修
得
し
た
技
巧
の
は
た
ら
き
・
う
ま
さ
を
い
う
。

「
妍
美
・
功
用
な
る
者
」
は
、
ら
書
の
形
式
面
に
お
け
る
評
価
で
あ
る
。
な
お
『
書

断
』
の
「
天
然
─
功
用
」
の
評
価
軸
は
、
南
朝
梁
の
虞ぐ

龢か

「
論
書
表
」
が
引
く
宋

の
羊よ
う

欣き
ん

の
「
自
然
─
字
形
」、
宋
の
王お
う

僧そ
う

虔け
ん

『
論
書
』
の
「
自
然
─
功こ
う

夫ふ

」
等
の
、

六
朝
期
の
品
等
論
に
お
け
る
評
価
軸
を
継
承
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
中
田
勇

次
郎
「
中
國
の
書
品
論
」（『
中
國
書
論
集
』、
二
玄
社
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

（
30
）　

こ
こ
で
、「
風
神
」
と
「
骨
気
」
と
が
、
ど
う
し
て
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
う
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
目
加
田
誠
・
前
掲
論
文
〔
注
（
27
）〕
の
次
の
説

明
（
P. 

60
お
よ
び
P. 

61
）
が
、
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
上
で
参
考
と
な
ろ
う
。

　
　
　
　

 　

書
に
於
い
て
重
ん
ず
る
の
は
骨
力
で
あ
り
、
そ
の
上
に
媚び

趣し
ゅ

が
加
わ
っ
て

最
上
の
も
の
と
な
る
。
形
体
は
幼
稚
な
る
が
如
く
と
も
、
骨
力
俊
快
な
れ
ば

書
と
し
て
立
派
と
さ
れ
る
。
文
に
於
い
て
も
そ
の
基
本
的
な
る
文
の
構
成
が

確
固
と
し
て
緊
密
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
強
い
「
気
」
が
発
現
流
動
し
て
、
颯

爽
た
る
文
風
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
る
文
の
構
成
が
文
の
骨
を
な

し
、
そ
の
力
感
よ
り
生
ず
る
強
い
「
気
」
が
流
動
し
て
文
の
「
風
」
と
な
る
。

従
っ
て
或
は
「
骨
気
」
と
熟
し
て
用
い
ら
れ
る
。
颯
爽
た
る
意
気
あ
っ
て
そ

こ
に
文
の
風
趣
が
生
ず
る
。

　
　
　
　

 　

緊
密
一
貫
の
構
成
を
以
て
辞
を
え
ら
び
結
ん
で
、
そ
こ
に
強
い
「
気
」
が

生
動
す
る
と
き
、
情
緒
は
遠
く
暢
び
る
の
で
あ
る
。
骨
格
あ
っ
て
身
体
が
正

し
く
樹
つ
如
く
、
文
骨
立
っ
て
始
め
て
文
章
が
成
り
立
つ
。
身
体
に
気
が
か

よ
っ
て
生
命
あ
る
如
く
、
文
に
「
気
」
が
流
動
し
て
、
始
め
て
情
緒
が
暢
び
る
。

　
　
　

こ
こ
に
、
表
現
に
お
け
る
「
骨
」・「
気
」・「
風
」
三
者
の
結
び
つ
き
が
説
か
れ

て
い
る
。「
風
神
」
は
「
骨
気
」
の
基
盤
の
上
に
生
成
す
る
。「
妍
美
」
が
「
功
用
」

の
基
盤
の
上
に
成
立
す
る
こ
と
と
対
応
す
る
。

（
31
）　

村
上
哲
美
「
雅
俗
考
」（『
中
国
文
人
論
』、
汲
古
書
院
、
平
成
六
年
）
参
照
。

（
32
）　
「
気
韻
」
は
、
南
斉
の
謝
赫
の
「
古
画
品
録
序
」
に
、「
畫
に
六
法
有
り
」
と
し
、

そ
の
第
一
に
「
一
氣
韻
生
動
是
也
」
と
あ
る
。
そ
の
読
み
方
は
未
だ
定
説
と
い
う

べ
き
も
の
が
な
い
が
、「
気
韻
」
と
は
作
品
（
に
画
か
れ
た
対
象
）
が
生
き
生
き
と
生

動
し
て
い
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
古
原
宏
伸
著
『
画
論
』（
明
徳
出
版
社
、

昭
和
四
十
八
年
）
の
「
気
韻
論
」、
宇
佐
美
文
理
著
『
歴
代
名
画
記
─
〈
気
〉
の
芸

術
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
の
「
気
韻
生
動
─
画
の
六
法
」
を
参
照
。

（
33
）　

第
四
十
七
則
に
、「
氣
力ハ貴ブ
モレ

壯ヲ、
而
忌ム二

銳
逸ヲ一
。
銳
逸ス
レ
バ則
チ怒
張ニ
シ
テ、
失ア
リ二

於
溫
藉ニ一
。

筆
勢ハ貴ブ
モレ

勁ヲ、
而
忌ム二

露
出ヲ一
。
露
出ス
レ
バ則
チ淺
薄ニ
シ
テ、
失ア
リ二

於
含
畜（
蓄
）ニ一
。」
と
あ
り
、「
気

力
」
と
「
筆
勢
」
と
が
対
偶
表
現
を
以
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
氣
力
貴
レ
壯
、
云
云
」

と
い
う
心
の
あ
り
か
た
と
、「
筆
勢
貴
レ
勁
、
云
云
」
と
い
う
筆
勢
の
あ
り
か
た
と
は
、

不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
34
）　

清
の
馮ふ
う

班は
ん

の
『
鈍
吟
書
要
』
に
、「
字
を
作
る
は
惟た

だ
用
筆
と
結
字
と
あ
る
の
み
。

用
筆
は
筆
勢
を
盡
さ
し
む
る
に
在
り
。」
と
あ
る
。「
筆
勢
全
し
」
は
、
運
筆
法
・



三
八

用
筆
法
に
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
故
第
二
十
一
則
・
二
十

二
則
で
、「
錬
筆
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

（
35
）　
「
遒
健
」
は

勁

し
ゅ
う
け
い

に
同
じ
で
（「
遒
」・「
健
」・「
勁
」
は
互ご

訓く
ん

）、
骨
力
・
骨
勢
に

お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
点
画
を
評
す
る
語
。
歴
代
書
品
論
中
の
「

」
字
の
用
例

に
つ
い
て
は
、
河
内
利
治
「
書
法
審
美
範
疇
語
〈
遒
媚
〉
考
」（
前
掲
書
）
参
照
。

（
36
）　

加
賀
栄
治
著
『
孟
子
』（
清
水
書
院
、
一
九
八
〇
年
）、
P. 

119
。

（
37
）　

同
右
、
P. 

127
。

（
38
）　

佐
々
木
盛
行
著
『
中
林
梧
竹
〈
上
〉〔
人
と
芸
術
〕』（
二
玄
社
、
一
九
八
三
年
）

の
図
版
（
P. 

222
）
参
照
。
ま
た
日
野
俊
顕
編
『
梧
竹
堂
詩
集
』（『
中
林
梧
竹　

書
』

別
冊
、
二
玄
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
P. 
147
参
照
。

（
39
）　

一
海
知
義
注
『
陶
淵
明
』（
中
国
詩
人
選
集
第
四
巻
、
岩
波
書
店
）
の
「
飲
酒
」

其
の
十
一
の
「
人
は
當
に
意い

表ひ
ょ
うを
解
す
べ
し
」
の
注
解
に
、「
表
の
字
義
は
外
と
同

じ
く
、
意
表
と
は
、
お
も
て
に
現
れ
た
意
味
の
範
囲
で
は
な
く
、
そ
の
外
に
延
び

た
部
分
、
い
い
か
え
れ
ば
、
か
く
さ
れ
た
ほ
ん
と
う
の
意
味
。」
と
あ
る
。

（
40
）　

船
津
富
彦
「
司
空
図
の
『
酸
鹹
之
外
』
に
つ
い
て
」（『
唐
宋
文
学
論
』、
汲
古
書
院
、

昭
和
六
十
一
年
）
参
照
。

（
41
）　

司
空
図
の
詩
論
に
関
し
て
は
、
伊
崎
孝
幸
「
司
空
圖
の
文
學
論
─
味
外
の
旨
と
は

何
か
─
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
二
集
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
42
）　

張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』
の
「
論
画
六
法
」
に
も
、「
形け
い

似じ

の
外
を
以
て
其
の
畫

に
求
む
れ
ば
、
此
れ
俗
人
と
衜い

ふ
こ
と
難
し
。」
と
あ
る
。「
形
似
の
外
」
は
、
形

象
を
越
え
て
あ
る
も
の
の
意
。

（
43
）　

橋
本
治
著
『
人
は
な
ぜ｢

美
し
い
」
が
わ
か
る
の
か
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇

二
年
）、
P. 

27
。
な
お
、『
孟
子
』「
尽
心
下
」
は
、
道
徳
的
人
格
を
〈
善
・
信
・
美
・

大
・
聖
・
神
〉
の
六
段
階
に
分
け
、〈
美
〉
と
〈
大
〉
に
関
し
て
は
、「
充
實
せ
る
、

之
を
美
と
謂
ふ
。
充
實
し
て
而し
か

も
光
輝
あ
る
、
之
を
大
と
謂
ふ
。」
と
す
る
。
こ
の

定
義
の
核
心
に
は
、（
身
に
体
し
た
仁
・
義
の
）
徳
の
内
容
が
充
実
し
て
い
て
す
ば

ら
し
い
と
す
る
讃
嘆
の
気
持
が
あ
る
。
な
お
『
孟
子
』
の
語
に
関
し
て
、
李
沢
厚

著
前
掲
書
（
注
15
）、
第
二
章
「
儒
家
と
仁
」
の
〈
四
〉
の
解
説
が
参
考
に
な
る
。

（
44
）　

佐
々
木
健
一
著
『
美
学
へ
の
招
待
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）、
P. 

210
、

P. 

222
。


