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王
僧
虔
の
書
觀

一
七

は
じ
め
に

　

南
齊
は
文
化
が
活
況
を
呈
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
竟
陵
王
蕭
子
良
を
中

心
と
す
る
サ
ロ
ン
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
諸
文
化
が
釀

成
さ
れ
、
特
に
文
學
で
は
沈
約
ら
を
中
心
と
す
る
「
永
朙
文
學
」
と
い
う
ス
タ
イ

ル
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
一
方
で
近
年
張
天
弓
は
書
の
議
論
や
書
文
化
も
そ
こ

で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
を
「
永
朙
書
學
」
と
位
置
づ
け
て
い
る（

１
）。

張
天
弓
の
「
永
朙
書
學
」
で
は
、
數
人
の
名
を
擧
げ
る
が
、
そ
の
中
で
も
王
僧
虔

の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

王
僧
虔
（
元
嘉
六
（
四
二
六
）
年
か
ら
永
朙
三
（
四
八
五
）
年
）
は
劉
宋
か
ら
南
齊

に
か
け
て
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
諡
を

穆
と
い
い
、
官
は
會
稽
內
史
等
を
經
て

宋
の
文
帝
の
時
に
侍
中
に
至
る（

２
）。

出
自
は
琅
邪
の
王
氏
で
あ
り
、
父
は
王
曇
首
、

祖
父
は
王
珣
で
あ
る
。
王
僧
虔
は
高
官
に
あ
り
な
が
ら
も
諸
技
に
秀
で
て
お
り
、

音
律
や
書
、
天
文
學
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う（

３
）。

　

王
僧
虔
に
關
す
る
先
行
硏
究
は
「
誡
子
書（

４
）」

を
め
ぐ
る
歷
史
學
的
視
座
か
ら
の

議
論
と
「
論
書
」
を
め
ぐ
る
書
論（

５
）、

書
衟
史
的
視
座
か
ら
の
二
つ
の
潮
流
に
大
別

さ
れ
る
。

　

就
中
、
書
衟
史
的
視
座
か
ら
の
硏
究
は
、
目
加
田
朙
子
の
「
王
僧
虔
小
考
」
が

そ
の
先
鞭
的
な
も
の
で
あ
る
。
目
加
田
の
論
は
次
の
四
點
に
要
約
さ
れ
る
。
ま

ず
、
王
僧
虔
「
論
書
」
は
先
行
す
る
劉
宋
の
書
論
の
影
響
を
充
分
に
吸
收
し
た
形

で
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
王
僧
虔
は
筆
力
を
重
ん
じ
、

そ
れ
を
書
に
必
要
な
第
一
の
要
素
と
見
な
し
て
い
た
。
加
え
て
、
筆
力
は
天
然
と

關
連
し
、
規
榘
、
風
流
趣
好
、
媚
好
と
對
立
し
た
槪
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
劉
宋
に
お
い
て
稱
揚
さ
れ
た
王
獻
之
に
對
し
て
批
判
的
で

あ
り
、
王
羲
之
を
稱
揚
し
た
。
そ
の
視
座
が
「
梁
の
書
壇
に
極
め
て
深
く
流
れ
込

ん
だ
」
と
い
う（

６
）。

こ
の
ほ
か
、
テ
キ
ス
ト
的
な
問
題
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
も
の

に
「
論
書
」
が
極
め
て
不
安
定
な
要
素
の
强
い
文
獻
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
野
修
作
「
王
僧
虔
「
論
書
」
よ
り
『
法
書
要
錄
』
を
見
直

す
」
が
あ
る（

７
）。

　

目
加
田
の
言
を
借
り
れ
ば
、
王
僧
虔
が
「
王
羲
之
優
位
を
準
備
し
た
人
物
」
で

あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
劉
宋
の
書
論
を
ひ
き
承
け
た

も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
王
僧
虔
の
書
に
對
す
る
視
點
の
特
異
性
は
ど
の
よ
う
な
所

に
存
在
し
、
な
ぜ
書
を
論
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題

に
つ
い
て
聊
か
檢
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

王
僧
虔
の
書
觀
―
「
稱
目
」
と
書
の
生
成

�

關
　

俊
史
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一
八

は
疑
い
が
あ
る
、
と
い
う
。

　

こ
の
箇
所
は
他
の
書
人
に
對
し
、
王
羲
之
の
優
位
性
を
王
僧
虔
が
認
め
て
い
る

部
分
で
あ
る
が
、
傍
線
部
に
お
け
る
「
歬
世
の
稱
目
を
觀
る
に
、
竊
か
に
疑
ひ
㊒

り
」
と
い
う
箇
所
に
㊟
目
し
た
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
具
體
例
を
提
示
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

　
「
歬
世
の
稱
目
」
に
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
王
僧
虔
に
と
っ
て
、
既
徃
の

「
稱
目
」
を
手
放
し
に
認
め
る
譯
に
は
い
か
な
い
何
か
が
あ
り
、
そ
れ
を
不
服
に

感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
書
を
論
じ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
王
僧
虔
が
い

う
「
稱
目
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
檢
討
し
た
い
。

二
、「
稱
目
」
に
つ
い
て

　

そ
も
そ
も
「
稱
目
」
と
は
、
潘
運
谷
に
よ
れ
ば
「
先
人
が
評
價
し
た
箇
條
書

き
の
も
の）

（（
（

」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、「
稱
目
」
を
付
す
こ
と
の
本
來
的
な
意

味
を
古
典
的
言
說
に
基
づ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、「
稱
」
と

「
目
」
に
つ
い
て
字
義
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

稱
：
銓
な
り
。
禾
に
从
ふ
爯
の
聲）

（1
（

。

目
：
人
の
眼
な
り
。
象
形
。
童
子
を
重
ぬ
る
な
り）

（1
（

。

　
『
說
文
解
字
』
に
よ
れ
ば
、「
稱
」
は
「
銓
」、
す
な
わ
ち
、
は
か
り
し
ら
べ
る

こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、「
目
」
に
つ
い
て
は
人
體
の
器
官
の
意
味

だ
け
が
說
か
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
時
代
が
下
る
と
「
目
」
は
品
評
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
范
曄
『
後
漢
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

曹
操�

微
な
り
し
時
、
常
に
辭
を
卑
し
禮
を
厚
く
し
、
己
の
目
を
爲
さ
ん
こ

と
を
求
む）

（1
（

。

李
賢
㊟
：
品
藻
を
し
て
題
目
を
爲
さ
し
む
。

一
、
書
を
語
る
必
要
性

　

王
僧
虔
の
書
觀
を
探
る
上
で
は
「
論
書
」
を
中
心
に
そ
の
檢
討
が
な
さ
れ
て

き
た
。
だ
が
、「
論
書
」
は
テ
キ
ス
ト
的
に
問
題
を
孕
ん
で
お
り
、
現
行
の
「
論

書
」
を
み
る
と
、
文
意
が
連
續
し
な
い
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く

「
論
書
」
は
單
行
し
た
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
王
僧
虔
の
書
に
つ
い
て
の

言
說
を
後
人
が
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

８
）。

　

現
行
の
「
論
書
」
の
構
成
を
ご
く

單
に
示
せ
ば
槪
ね
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ

る
。
一
方
は
書
人
評
價
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
羊
欣
の
「
古
來
能
書
人

名
」（
以
下
「
古
來
」）
の
體
裁
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
書
人
の
名
を
擧
げ
、

書
人
に
つ
い
て
の
評
價
を
短
文
に
て
箇
條
書
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方

は
尺
牘
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

本
論
で
は
ま
ず
、
尺
牘
部
分
と
さ
れ
る
箇
所（

９
）を

切
り
口
と
し
て
、
檢
討
を
は
じ

め
た
い
と
思
う
。

承
か
た
じ
け

な
く
祕
府
を
閱
覽
し
、
備
さ
に
群
跡
を
睹
る
。
崔

［
崔
瑗
］・

張
［
張
芝
］な

る
も
美
を

逸［
王
羲
之
］少

に
歸
し
、
一
代
の
宗
と
す
る
所
と
雖
も
、
僕�
歬
に
古
人
の
跡
を
見
ず
。

計
る
も
亦
た
以
て
逸
少
を
過
ぐ
る
も
の
無
け
れ
ば
な
り
。
既
に
妙
盡
深
絕
、

便
ち
當
に
之
を
實
錄
に
得
べ
し
。
然
れ
ど
も
歬
世
の
稱
目
を
觀
る
に
、
竊
か

に
疑
ひ
㊒
り）

（1
（

。

　

わ
た
く
し
王
僧
虔
は
祕
府
で
書
跡
を
閱
覽
し
、
あ
ら
ゆ
る
書
跡
に
目
を
通
し

た
。
崔
瑗
・
張
芝
で
あ
っ
て
も
そ
の
美
は
王
羲
之
に
歸
結
し
て
し
ま
う
。
一
代
の

範
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
わ
た
し
は
古
人
の
筆
跡
を
見
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
推
し
量
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
王
羲
之
よ
り
も
勝
る
者
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
王
羲
之
は
す
で
に
妙
が
窮
ま
り
深
く
非
常
に
優
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
忠
實

に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
か
ら
知
り
う
る
。
だ
が
先
行
す
る
稱
目
を
見
て
、
わ
た
し



王
僧
虔
の
書
觀

一
九

價
さ
れ
て
お
り
、
同
好
の
士
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、「
目
」
に
つ
い

て
も
こ
の
よ
う
な
性
質
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
目
」
は
『
世
說
新
語
』
で
は
賞
譽
篇
に
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
も
い
く
つ

か
例
示
し
て
み
よ
う
。

①
庾［

庾

公亮
］�

中
郞
を
目
す
ら
く
、「
神
氣
融
散
し
、
差や

や

上
る
を
得
た
る
が
如
し
。」

と）
11
（

。

②
王
戎�

山［
山
 
濤
］

巨
源
を
目
す
ら
く
、「
璞
玉
渾
金
の
如
し
、
人
皆�

其
の
寶
な
る

を
欽
ぶ
も
、
其
の
器
に
名
づ
く
を
知
る
莫
し
。」
と）

11
（

。

③
王
大［

王

將敦
］

軍�

自
ら
目
す
ら
く
、「
高
朗
疏
率
に
し
て
、學
は
左
氏
に
通
ず）

11
（

。」と
。

④
人
㊒
り
て
杜［

杜
 
乂
］

弘
治
を
目
す
ら
く
、「
標
鮮
淸
令
に
し
て
、
盛
德
の
風
、
樂

詠
す
可
き
な
り）

12
（

。」
と

⑤［
司
馬
昱
］文�

敬［
王

豫恬
］

を
目
し
て
「
朗
豫
」
と
爲
す）

12
（

。

　

各
例
か
ら
「
目
」
の
性
質
を
考
え
る
と
、
①
や
②
に
つ
い
て
は
、「
如
」
と
す

る
よ
う
に
比
況
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
を
形
容
す
る
と
い
う
特
性
を
持
つ
。
③
は

「
稱
」
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
自
身
の
評
價
を
す
る
例
で
あ
る
。
④
で
は
特
定
の

人
物
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
當
時
の
一
般
的
な
評
價
と
し
て
通
行
し
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
⑤
に
は
諧
謔
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
人
と
な
り
が
字
の

「
敬
」
で
は
な
く
、「
朗
」
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
他
に
、「
目
」
は
人
物
の
容
姿
や
技
藝
な
ど
の
評
價
に
對
し
て
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
王
羲
之
の
容
姿
に
は
「
時
人�

王
右
軍
を

目
す
ら
く
、
飄
と
し
て
遊
雲
の
如
く
、
矯
と
し
て
驚
龍
の
若
し）

12
（

。」
と
の
評
價
語

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
唐
修
『
晉
書
』
に
お
い
て
、
王
羲
之
の
書
を
評
價
す
る
語
と

し
て
變
容
す
る
こ
と
に
な
る）

12
（

。

　

以
上
よ
り
「
稱
」「
目
」
の
性
質
を
ま
と
め
れ
ば
、
人
物
あ
る
い
は
自
身
の
才

藝
の
秀
で
た
能
力
や
容
姿
、
あ
る
い
は
人
物
を
評
價
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え

　

李
賢
㊟
を
も
と
に
す
れ
ば
、
品
評
を
行
う
こ
と
で
「
題
目
」
を
な
す
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
人
物
の
評
價
を
曹
操
が
求
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に

「
目
」
と
は
人
物
の
評
價
に
か
か
る
營
爲
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
「
稱
目
」
と
し
て
熟
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
僅
か
で
あ
る
が）

（2
（

、
六
朝
朞
の
文

獻
、
特
に
六
朝
貴
族
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
た）

（2
（

『
世
說
新
語
』
に
は
「
稱
」、

「
目
」
と
し
て
多
く
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。

　

ま
ず
、「
稱
」
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。

①
謝［

謝
 
安
］

太
傅�

絕
だ
褚［

褚

公裒
］

を
重
ん
じ
、
常
に
稱
す
ら
く
、「
褚
季
野
言も

の
い

は
ず
と

雖
も
、
四
時
の
氣
も
亦
た
備
は
れ
り
。」
と）

（2
（

。

②
撫
軍�

之
［
張
憑
］と

話
言
し
、
咨
嗟
し
て
善
を
稱
し
て
曰
く
、「
張
憑
は
勃
窣
た

れ
ど
も
理
の
窟
爲た

り
。」
と
。

ち
用
っ
て
太
常
博
士
と
爲
す）

（2
（

。

③
毛
伯
成�

既
に
其
の
才
氣
を
負
ひ
、
常
に
稱
す
ら
く
、「
寧
ろ
蘭
摧
玉
折
を

爲
す
も
、
蕭
旉
艾
榮
を
作
さ
ず
。」
と）

（1
（

。

④

文�

許
掾
を
稱
し
て
云
ふ
、「
玄
度
の
五
言
詩
は
、
時
人
に
妙
絕
す
と
謂

ふ
べ
し
。」
と）

11
（

。

⑤
謝
太
傅�

王
修
齡
を
稱
し
て
曰
く
、「
司
州�

林
澤
の
遊
び
に
與
る
べ
し
。」

と）
1（
（

。

　

こ
の
「
稱
」
の
用
例
か
ら
い
く
つ
か
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
ま
ず
、
評
價
が
實

際
の
政
治
に
關
連
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
か
ら
も
窺
え
る

が
、
②
で
は
「
稱
」
に
も
と
づ
い
て
太
常
博
士
に
登
用
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
③
は
自
身
の
信
條
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
自
己
評
價

と
い
う
面
を
㊒
し
て
い
る
。
そ
し
て
④
や
⑤
に
つ
い
て
は
①
・
②
と
は
異
な
り
、

實
際
の
政
治
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
人
が
持
つ
才
藝
が
評
價
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ

る
。
特
に
⑤
で
は
そ
の
才
藝
の
水
準
が
高
く
文
雅
な
遊
び
に
參
加
す
る
こ
と
が
評

［

文
帝
］

［
庾�

敳
］
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て
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
古
來
」
と
「
論
書
」
の
比
較
か

ら
王
僧
虔
の
「
稱
目
」
の
特
徵
を
檢
討
し
た
い
。「
古
來
」
に
お
い
て
「
稱
」
さ

れ
て
い
る
も
の
を
ま
ず
は
見
て
み
よ
う
。

　
　

誕
の
子�

少［
韋

季熊
］

も
、
亦
た
能
の
稱
㊒
り）

11
（

。

　
　

吳
人
の
皇
象
、
草
を
能
く
す
。
世
に
沉
著
痛
快
と
稱
せ
ら
る）

1（
（

。

　

歬
者
の
韋
熊
の
例
は
「
能
」
と
だ
け
の
評
價
で
あ
り
、「
稱
㊒
り
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
「
能
」
で
あ
っ
た
の
か

が
說
朙
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
實
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
後
者
の
皇

象
の
例
も
同
樣
で
あ
る
。
皇
象
の
例
で
は
「
沉
著
痛
快
」
と
い
う
評
價
が
附
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
古
來
」
で
は
「
稱
」
と
し
て
記
す
こ
と
は
稀
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
書
人
の
記
述
は
能
く
し
た
書
體
や
そ
の
出
身
を
記
す
に
留
ま
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
王
僧
虔
の
「
論
書
」
に
立
ち
戾
り
た
い
。
歬
節
で
扱

っ
た
尺
牘
の
續
き
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

崔
［
崔
瑗
］・

杜
［
杜
度
］の

後
、
共
に
張
芝
を
推
す
。
仲［

韋

將誕
］�

之
れ
を
筆
聖
と
謂
ふ
。
伯［

衞

玉瓘
］

は
其
の
筋
を
得
て
、
巨［

衞

山恆
］

は
其
の
骨
を
得
た
り
。
索［

索

氏靖
］

は
自
ら
其
の
書
、

銀
鉤
蠆
尾
と
謂
ひ
、
談
ず
る
者�

誠
に
其
の
宗
を
得
た
り
と
い
ふ
。
劉
德
昇�

鍾
［
鍾
繇
］・

胡
［
胡
昭
］の

師
と
す
る
所
と
爲
り
、
兩
賢�

竝
は
せ
て
肥
瘦
の
斷
㊒
り）

11
（

。

　

王
僧
虔
は
崔
瑗
と
杜
度
に
後
續
す
る
者
と
し
て
、
張
芝
を
高
く
評
價
し
た
。
韋

誕
は
張
芝
を
筆
聖
と
い
っ
た
。
衞
瓘
は
張
芝
の
筋
を
得
て
、
衞
恆
は
そ
の
骨
を
得

た
。
索
靖
は
自
分
で
自
ら
の
書
を
「
銀
鉤
蠆
尾
」
と
い
っ
た
。
議
論
す
る
人
々
は

實
に
張
芝
の
本
質
を
得
て
い
る
と
い
っ
た
。
劉
德
昇
は
鍾
繇
と
胡
昭
の
師
で
あ

り
、
二
人
は
と
も
に
書
が
肥
っ
て
い
る
か
瘦
せ
て
い
る
か
の
差
が
あ
っ
た
、
と
い

う
。
こ
こ
に
い
う
「
肥
瘦
」
と
は
恐
ら
く
線
の
太
細
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
銀
鉤
蠆
尾
」
と
い
う
索
靖
の
「
稱
目
」
は
「
論
書
」
の
別
の
箇
所
に
も
見
え

る
。

る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
實
際
の
政
治
に
參
畫
し
た
り
、
同
好
の
集
い
へ

の
參
加
が
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
社
會
的
效
用
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
稱
」・「
目
」
の
表
現
は
、
句
數
や
語
數
が
不
定
形
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
句

で
端
的
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
人
物
評
價
を
書
物
に
記
載
す
る
の
は
、「
稱
目
」
を
與
え
る
こ
と
そ

れ
自
體
に
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
記
し
て
殘
す
こ
と
が
そ
の
人
物
の
價
値
を
決
定

づ
け
る
こ
と
に
繋
が
る
た
め
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
稱
」
や
「
目
」
を
與
え
る
と
い
う
こ
と
は
擧
例
か
ら
も
朙
ら
か
な

よ
う
に
、
六
朝
の
人
士
に
お
い
て
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、「
論
書
」
の
「
稱
目
」
の
特
質

　

で
は
、
飜
っ
て
書
を
論
じ
た
文
獻
に
お
け
る
「
稱
目
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
を
檢
討
し
た
い
。
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
、
歬
節
の
「
稱
目
」
の
定
義
に

從
っ
て
特
定
の
人
物
の
書
一
般
に
對
す
る
評
價
付
け
で
あ
る
と
み
な
し
て
論
を
進

め
る
こ
と
に
す
る）

11
（

。

　

王
僧
虔
「
論
書
」
の
よ
う
に
書
人
を
列
擧
し
て
「
稱
」
す
る
こ
と
は
、
先
行
す

る
書
人
評
價
書
で
あ
る
羊
欣
の
「
古
來
」
に
も
見
ら
れ
る
。「
古
來
」
で
は
、
王

僧
虔
が
高
祖
、
蕭
衟
成
に
求
め
に
應
じ
て
奉
呈
し
た
も
の
が
現
在
に
傳
わ
る
と
さ

れ
る
。「
古
來
」
は
出
身
地
お
よ
び
名
、
字
、
官
職
名
お
よ
び
能
く
し
た
書
體
を

箇
條
書
き
に
記
し
た
極
め
て

略
な
書
人
評
價
書
で
あ
る
。
こ
の
他
に
一
部
の
書

人
に
つ
い
て
は
書
人
に
ま
つ
わ
る
記
事
を
記
す
が
、
そ
の
記
述
も
い
た
っ
て

素

な
も
の
で
あ
る
。

　

現
行
の
「
古
來
」
の
成
書
に
王
僧
虔
が
關
與
し
て
い
な
い
と

斷
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
彼
が
そ
れ
を
實
見
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

王
僧
虔
が
「
論
書
」
中
の
書
人
評
價
を
記
す
に
あ
た
っ
て
「
古
來
」
を
參
考
に
し



王
僧
虔
の
書
觀

二
一

り
、
末
に
王
羲
之
の
評
價
を
載
せ
る
。
一
方
、「
論
書
」
で
は
王
羲
之
の
言
を
引

く
點
は
「
古
來
」
と
同
樣
で
あ
る
が
、
王
洽
と
王
羲
之
が
と
も
に
「
古
形
を
變
」

じ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
「
古
來
」
と
共
通
し
て
い
る
人
物
を
揭
げ
る
と
、「
論
書
」
で

は
王
羲
之
に
つ
い
て
の
言
及
が
爲
さ
れ
て
い
る
點
に
差
が
あ
る
。
郗
愔
の
例
を
見

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

古
來
：
高
平
の
郗
愔
。
晉
の
司
空
、會
稽
內
史
た
り
。
章
草
を
善
く
す
る
も
、

亦
た
隸
を
能
く
す）

11
（

。

論
書
：
郗
愔
の
章
草
は
、
右
軍
に
亞つ

ぐ）
11
（

。

　

郗
愔
の
評
價
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
古
來
」
で
は
章
草
・
隸
書
を
能
く
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
論
書
」
で
は
章
草
に
限
定
さ
れ
、
王
羲
之
に
次
ぐ
も

の
で
あ
る
と
い
う
評
價
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
王
廙
の
例
を
見
て
み
よ

う
。

古
來
：
瑯
琊
の
王
廙
。
晉
の
平
南
將
軍
、荊
州
刺
史
た
り
。
章
楷
を
能
く
し
、

鍾
の
法
を
傳
ふ）

1（
（

。

論
書
：
王
平
南
廙
は
、
是
れ
右
軍
の
叔
な
り
。
江
東
を
過
ぎ
し
自
り
、
右
軍

の
歬
は
、
惟
だ
廙
を
最
と
爲
す
。
畫
は
晉
の
眀
帝
の
師
と
爲
り
、
書

は
右
軍
の
法
と
爲
る）

11
（

。

　

王
廙
の
書
が
何
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
朙
確
に
「
古
來
」
と
異
な
っ

て
い
る
。「
古
來
」
で
は
、
鍾
繇
の
法
を
傳
え
て
い
る
と
す
る
が
、
そ
の
記
述
は

「
論
書
」
に
は
な
い
。「
論
書
」
で
は
王
羲
之
書
法
の
由
來
と
な
る
と
記
す
。
こ
こ

に
も
や
は
り
、
王
僧
虔
に
よ
る
王
羲
之
稱
揚
の
意
圖
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
來
る

だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
、
王
僧
虔
「
論
書
」
に
み
ら
れ
る
「
稱
目
」
の
檢
討
を
羊
欣
「
古
來

能
書
人
名
」
を
補
助
線
と
し
つ
つ
檢
討
し
て
き
た
。「
古
來
」
と
「
論
書
」
を
比

索
靖
、
字
は
幼
安
、
燉
煌
の
人
。
散
騎
常
侍
た
り
。
張
芝
の
姉
の
孫
な
り
。

芝
の
草
を
傳
ふ
る
も
形�

異
な
る
。
甚
だ
其
の
書
を
矜
り
、
其
の
字
勢
を
名

づ
け
て
、
銀
鉤
蠆
尾
と
曰
ふ）

11
（

。

索
靖
は
張
芝
の
姉
の
孫
で
あ
り
、
自
ら
、
そ
の
書
を
誇
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ

に
つ
い
て
「
談
者
」
す
な
わ
ち
、
評
者
が
そ
の
當
を
得
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
談
者
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
尺
牘
部
分
に
の
み
見
ら
れ
る
。
こ

の
評
價
は
現
在
傳
わ
る
文
獻
で
は
「
論
書
」
が
初
出
と
な
る
も
の
で
あ
り
、「
古

來
」
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
索
靖
の
よ
う
に
王
僧
虔
の
「
論
書
」
と
「
古
來
」
と
で
名
が
揭
出
さ
れ
て

い
て
重
複
す
る
書
人
が
十
三
名
い
る）

11
（

が
、
王
僧
虔
の
「
論
書
」
で
は
「
古
來
」
に

記
さ
れ
て
い
な
い
王
羲
之
の
言
に
よ
る
評
價
、
す
な
わ
ち
「
稱
目
」
が
記
さ
れ
て

い
る
例
が
あ
る
。
例
え
ば
李
式
の
評
價
で
あ
る
。

古
來
：
江
夏
の
李
式
、
晉
の
侍
中
、
隸
・
草
を
善
く
す）

12
（

。

論
書
：
李
式
の
書
、
右
軍
云
ふ
、「
是
れ
平
南
の
流
、
庾
翼
に
比
す
べ
し
。

王
濛
の
書
も
亦
た
庾
翼
に
比
す
べ
し）

12
（

。」
と
。

　
「
古
來
」
で
は
單
に
官
職
と
能
く
し
た
書
體
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、「
論
書
」

で
は
そ
う
し
た
情
報
を
一
切
記
さ
ず
、
王
羲
之
の
言
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

例
は
他
に
も
見
ら
れ
、
王
洽
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
。

古
來
：
王
洽
、晉
の
中
書
令
、領
軍
將
軍
た
り
。
衆
書�

通
じ
て
善
く
す
る
も
、

尤
も
隸
・
行
を
能
く
す
。
從
兄
の
羲
之
云
ふ
、「
弟
の
書
遂
に
吾
に

減
ぜ
ず）

12
（

。」
と
。

論
書
：
亡
曾
祖
領
軍
の
洽
、右
軍
に
書
を
與
へ
て
云
ふ
、「
俱
に
古
形
を
變
ず
。

爾し
か

ら
ざ
れ
ば
今
に
至
り
て
猶
ほ
鍾
・
張
を
法
と
す
。」
右
軍
云
ふ
、「
弟

の
書�

遂
に
吾
に
減
ぜ
ず
。」
と）

12
（

。

　

こ
の
例
で
は
、「
古
來
」
で
は
先
と
同
じ
よ
う
に

に
情
報
を
記
す
に
留
ま
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四
、「
書
賦
」
に
み
る
王
僧
虔
の
書
觀

　

王
僧
虔
の
時
代
、
書
人
評
價
の
中
に
垣
閒
見
え
る
一
つ
の
關
心
事
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
書
に
お
け
る
先
天
的
に
持
ち
う
る
も
の
と
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
る
技
術

の
兩
側
面
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
っ
た
。
表
現
者
が
個
々
に
持
ち
う
る
獨

特
の
性
質
と
そ
れ
を
表
現
す
る
手
段
や
技
法
の
せ
め
ぎ
合
い
は
あ
ら
ゆ
る
創
作
事

に
お
い
て
迯
れ
ら
れ
な
い
命
題
で
あ
り
、
書
も
ま
た
例
外
で
は
な
い）

12
（

。

　

現
在
傳
わ
る
「
書
賦）

12
（

」
は
も
と
よ
り
傳
承
の
過
程
で
缺
落
が
あ
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る）

12
（

。
ま
た
、
版
本
に
よ
る
異
同
も
多
く
、
一
部
の
箇
所
に
つ
い
て
は
文

意
も
非
常
に
難
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
現
在
に
傳
わ
る
王
僧
虔
「
書

賦
」
の
全
文
を
揭
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
原
文
の
上
に
附
さ
れ
た
記

號
は
後
の
檢
討
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

［
一
］
情
憑
虛
而
測
㊒�

情
は
依
據
す
る
所
が
な
い
こ
と
で
㊒
を
は
か
り

　
　　

思
沿
想
而
圖
空�

思
い
は
願
い
思
う
こ
と
に
從
っ
て
空
を
え
が
く

［
二
］
心
經
於
則�

心
は
根
源
的
法
則
を
經
て

　
　　

目
像
其
容�

目
は
そ
の
姿
態
を
か
た
ど
り

　
　　

手
以
心
麾�

手
は
心
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ

　
　　

毫
以
手
從�

筆
は
手
に
よ
っ
て
從
い
動
く

［
三
］
風
搖
挺
氣�

風
が
搖
れ
る
こ
と
で
氣
を
動
か
し

　
　　

姸
孊
深
功�

あ
で
や
か
さ
は
書
の
出
來
を
深
く
す
る

　
　　

爾
其
隸
〔
也）

12
（

〕�

こ
の
よ
う
に
隸
書
と
い
う
も
の
は

　
　　

朙
敏
婉
蠖�

動
き
の
早
い
し
な
や
か
な
尺
取
蟲
が

　
　　

絢
蒨
趍
將�

あ
や
の
あ
ざ
や
か
な
所
を
走
り
回
る
よ
う
な
も
の
だ

　
　　

摛
文
匪
縟�

（
も
し
く
は
）
文
章
を
美
し
い
色
餝
り
に
の
せ
た
り

較
し
た
と
き
、「
古
來
」
で
は
單
に
能
く
し
た
書
體
程
度
の
情
報
し
か
書
か
れ
て

い
な
い

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
者
の
言
を
引
用
す
る
こ
と
で
、「
古
來
」

と
は
異
な
っ
た
新
た
な
情
報
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
王
羲
之

に
つ
い
て
顯
著
で
あ
り
、
王
僧
虔
が
王
羲
之
を
價
値
判
斷
の
一
つ
の
基
準
と
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
王
僧
虔
の
「
稱
目
」
と
は

「
計
る
も
亦
た
以
て
逸
少
を
過
ぐ
る
も
の
無
け
れ
ば
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
比
較
す
る
對
象
が
な
い
と
す
る
王
羲
之
を
絕
對
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他

を
比
較
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

王
僧
虔
の
書
の
評
論
は
如
上
の
視
座
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
僧
虔
は
こ

う
し
た
書
の
評
論
を
行
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

僧
虔�

弱
冠
し
、
弘
く
厚
く
、
隸
書
を
善
く
す
。
宋
の
文
帝�

其
の
素
扇
に
書

す
る
を
見
て
、
歎
じ
て
曰
く
、「
唯
だ
跡�

子
敬
に
逾
ぶ
に
非
ず
。
方
當
に
器�

雅も
と

よ
り
之
に
過
ぐ
る
べ
し
。」
と）

11
（

。

右
の
通
り
、
王
僧
虔
は
能
書
と
し
て
正
史
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
書
の

評
論
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
も
書
字
行
爲
に
よ
っ
て
名
の
あ
る
者
で
あ
っ
た
。
王
僧

虔
の
書
觀
に
お
け
る
、
他
人
に
對
す
る
評
價
は
「
論
書
」
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き

た
。
し
か
し
、
實
際
の
書
字
行
爲
に
つ
い
て
は
王
僧
虔
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
か
。
そ
の
一
端
が
「
論
書
」
中
の
衟
具
の
效
用
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
に
見

ら
れ
る
。

妙
物�

遠
し
。
邈は

る
かな

る
こ
と
追
ふ
可
か
ら
ず
。
遂
に
思
ひ
を
し
て
弱
毫
を
挫

か
し
め
、
數
を
し
て
陋
墨
を
屈
せ
し
む）

11
（

。

「
數
」
は
「
わ
ざ
」
の
意
味
と
し
て
解
し
て
お
く
。
こ
こ
で
は
「
思
」
と
「
數
」、

言
い
換
え
れ
ば
「
心
」
と
「
手
」
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
の
ほ

か
、
實
際
の
書
字
行
爲
に
關
す
る
こ
と
を
記
し
た
の
が
「
書
賦
」
で
あ
る
。
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三

　

ま
ず
第
一
句
の
「
憑
虛
」
と
「
測
㊒
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
憑
虛
」
は
張
衡

「
西
京
賦
」
に
「
憑
虛
公
子
な
る
者
㊒
り）

21
（

」
と
あ
り
、
そ
の
李
善
㊟
に
「
憑
、
依

託
也
。
虛
、
無
也）

21
（

。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
依
據
す
る
も
の
が
な
い
無
で
あ
る
と

解
釋
で
き
る
。
一
方
「
測
㊒
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
測
」
は
『
說
文
解
字
』

に
よ
れ
ば
、「
深
さ
の
至
る
所
な
り）

22
（

。」
と
あ
り
、
水
の
深
い
と
こ
ろ
に
至
る
こ
と

を
い
う
。
す
な
わ
ち
「
㊒
」
の
深
部
、「
㊒
」
の
本
質
へ
沈
潛
す
る
こ
と
を
指
す

と
解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
こ
の
二
句
は
「
情
」
―
「
思
（
理
知
的
な
こ
こ
ろ
の
側
面
、
働
き
）」、「
虛
」

―
「
想
（
お
も
い
え
が
く
こ
と
）」
と
い
う
對
槪
念
と
な
っ
て
お
り
、「
情
」
―

「
思
」
の
對
構
造
は
六
朝
詩
に
お
い
て
見
ら
れ
る）

22
（

。

　

こ
う
し
た
「
虛
」
と
い
う
槪
念
を
用
い
た
こ
と
は
、
王
僧
虔
は
「
誡
子
書
」
か

ら
淸
談
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が）

22
（

、
賦
に
お
い
て
創
作
の
起
點
と

し
て
「
虛
」
を
持
ち
出
し
て
說
朙
す
る
論
法
は
、
陸
機
「
文
賦
」
の
陸
機
が
文
章

の
作
用
に
つ
い
て
述
べ
た
章
段
が
想
起
さ
れ
る
。

伊
れ
茲
れ
事
の
樂
し
む
可
き
は
、
固
よ
り
聖
賢
の
欽
む
所
な
り
。
虛
無
に
課

し
て
以
て
㊒
を
責
め
、
寂
寞
を
叩
き
て
音
を
求
む）

22
（

。

　

傍
線
部
で
は
文
章
が
生
み
出
さ
れ
る
そ
の
際
に
無
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
㊒
を

ひ
き
だ
す
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
部
分
と
「
書
賦
」
に
影
響
關
係
が
見
い
だ
せ
る

こ
と
は
す
で
に
言
及
が
あ
る）

21
（

。
た
だ
し
、
張
天
弓
は
こ
の
一
點
を
も
っ
て
「
文

賦
」
と
の
關
係
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、「
書
賦
」
の
他
の
箇
所
に
も
相
關
關

係
が
見
え
る
。

　

こ
の
文
賦
の
行
論
は
［
一
］
の
王
僧
虔
の
初
句
の
論
旨
に
極
め
て
近
い
。
そ
し

て
、
そ
の
作
用
を
述
べ
る
上
で
「
寂
寞
」
を
「
叩
」
く
こ
と
で
「
音
」
を
求
め
る

と
い
う
。
こ
れ
を
解
釋
す
る
と
、
も
の
さ
び
し
く
靜
ま
り
﨤
っ
て
お
り
、
聽
覺
に

よ
っ
て
感
知
で
き
な
い
狀
態
、
す
な
わ
ち
非
可
感
的
な
領
域
に
「
叩
」
く
と
い
う

　
　　

託
韻
笙
簧�

韻
を
笙
の
簧
に
託
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る

　
　　

儀
春
等
愛）

11
（

�

春
の
萬
物
を
ひ
と
し
く
慈
し
む
の
を
寫
し
取
り

　
　　

麗
景
依
光�

美
し
い
景
觀
は
光
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

　
　　

沉
若
雲
鬱�

點
畫
の
深
さ
は
雲
が
鬱
蒼
と
被
う
よ
う
で

　
　　

輕
若
蟬
揚�

そ
の
輕
や
か
さ
は
蟬
が
空
を
舞
う
よ
う
で
あ
る

　
　　

稠
必
昂
萃�

ま
た
點
畫
は
必
ず
密
集
す
る
部
分
が
あ
り

　
　　

約
實
箕
張�
點
畫
が
箕
を
張
っ
た
よ
う
に
疎
と
な
る
部
分
が
あ
る

　
　　

垂
端
整
曲�
直
線
を
上
か
ら
下
に
引
き
曲
線
を
整
え

　
　　

裁
邪
製
方�
斜
角
を
斷
ち
切
り
方
折
を
つ
く
る
。

［
四
］
或
具
美
於
片
巧�

美
し
さ
を
一
方
の
技
巧
に
も
た
せ
て
し
ま
い

　
　　

或
雙
兢
於
兩
傷�

竝
べ
る
こ
と
で
二
つ
と
も
そ
こ
な
う
こ
と
を
恐
れ
る

　
　　

形
綿
靡
而
多
態�

形
は
細
く
美
し
く
姿
態
は
多
く

　
　　

氣
陵
厲
其
如
芒�

氣
は
高
く
嚴
か
な
る
は
矛
先
の
よ
う
で
あ
る

［
五
］
故
其
委
貎
也
必
姸�

故
に
文
字
の
す
が
た
を
安
定
す
る
こ
と
で
必
ず

�

あ
で
や
か
に
な
り

　
　　

獻
體
也
貴
壯�

文
字
の
餝
裝
を
取
り
拂
う
こ
と
で

�

高
貴
で
壯
麗
と
な
る

［
六
］
跡
乘
規
而
騁
勢�

筆
跡
は
規
則
に
の
っ
と
る
こ
と
で
筆
勢
を
走
ら
せ

　
　　

志
循
檢
而
懷
放�

志
は
法
度
に
し
た
が
っ
て
懷
を
解
放
す
る

　

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
た
い
。

　
［
一
］
情
憑
虛
而
測
㊒　

思
沿
想
而
圖
空

　
「
情）

21
（

」
は
「
虛
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
㊒
」
を
お
し
は
か
り
、「
思）

2（
（

」
理

知
的
な
こ
こ
ろ
の
働
き
に
よ
っ
て
、「
想）

21
（

」
す
な
わ
ち
曖
昧
模
糊
と
し
た
お
も
い

に
し
た
が
っ
て
非
可
感
的
な
對
象
（「
空
」）
に
つ
い
て
も
お
も
い
を
巡
ら
せ
て
圖

く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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王
僧
虔
は
「
心
」
に
よ
っ
て
法
則
や
秩
序
、
そ
れ
は
書
で
は
文
字
の
形
や
筆

路
な
ど
が
相
當
す
る
と
考
え
、「
目
」
に
よ
っ
て
そ
の
姿
態
を
認
知
し
、「
手
」

は
「
心
」
の
方
向
性
に
從
っ
て
動
き
、
さ
ら
に
は
「
毫
」
は
そ
の
手
に
よ
っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
は
、
書
の
生
成
の
初
朞
段
階
に
は
「
心
」

が
一
定
の
法
則
や
規
則
を
經
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

書
が
文
字
を
記
す
こ
と
で
あ
る
以
上
迯
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
で
「
目
」
で
知
覺

し
、
手
や
毫
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
展
開
を
順
次
段
階
を
示
し
つ
つ
提
示

す
る）

21
（

。［
一
］・［
二
］
に
つ
い
て
杉
村
邦
彥
は
、「
こ
こ
に
は
當
時
士
大
夫
の
聞
に

普
遍
的
で
あ
っ
た
老
莊
や
佛
敎
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
單
な
る

技
巧
の
空
轉
は
嚴
に
戒
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
或
い
は
虛
・
空
に
飛
翔
し
或

い
は
想
念
に
沈
潛
す
る
藝
術
的
逹
觀
の
重
視
さ
れ
て
い
る
所
に
思
惟
の
高
ま
り
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」
と
述
べ
る）

21
（

。
た
だ
し
、「
藝
術
的
逹
觀
」
と
い
う
點

に
お
い
て
は
、
い
か
ほ
ど
そ
の
意
識
が
王
僧
虔
に
あ
っ
た
か
は
、
な
お
愼
重
に
檢

討
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
［
三
］
風
搖
挺
氣　

姸
孊
深
功

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、「
姸
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
姸
」
は
、

「
姸
媚
」
あ
る
い
は
「
姸
靡
」
と
い
う
よ
う
に
熟
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
表
出

し
た
書
の
人
爲
的
に
表
現
さ
れ
た
美
を
表
徵
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。「
姸
」

に
つ
い
て
は
、
王
僧
虔
に
先
ん
じ
て
虞
龢
「
論
書
表
」
に
、

夫
れ
古
は
質
に
し
て
今
は
姸
な
る
は
、
數
の
常
な
り
。
姸
を
愛
し
て
質
を
薄

ん
ず
る
は
、
人
の
情
な
り
。
鍾
・
張�

之
れ
を
二
王
に
方
ぶ
れ
ば
、
古
と
謂

ふ
べ
し
。
豈
に
姸
質
の
殊
無
き
を
得
ん
や
。
且
つ
二
王
の
暮
年
、
皆�

少
き

に
勝
る
。
父
子
の
閒
、
又�

今
古
と
爲
す
。
子
敬�

其
の
姸
妙
を
窮
む
る
は
、

固
よ
り
其
れ
宜
な
る
か
な
。
然
れ
ど
も
優
劣
は
既
よ
り
微
に
し
て
美
を
會
す

る
こ
と
俱
に
深
し
。
故
に
同
に
終
古
の
獨
絕
、
百
代
の
楷
式
と
爲
す
な
り）

21
（

。

こ
と
さ
ら
な
營
爲
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
音
」
と
い
う
聽
覺
に
よ
っ
て
知

覺
で
き
る
も
の
が
立
ち
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
論

理
構
造
か
ら
王
僧
虔
は
陸
機
「
文
賦
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
の
句
の
分
析
に
移
り
た
い
。

　
［
二
］
心
經
於
則　

目
像
其
容　

手
以
心
麾　

毫
以
手
從

　

こ
こ
ろ
は
秩
序
だ
っ
た
法
則
を
經
る
こ
と
で
、
目
は
そ
の
姿
態
を
寫
し
取
る
こ

と
で
認
識
す
る
。
手
は
こ
こ
ろ
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
た
法
則
に
從
っ
て
方
向
性
を

持
っ
て
運
動
し
、
そ
の
手
に
よ
っ
て
筆
も
ま
た
運
動
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
ま
ず
、「
心
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に

述
べ
た
「
文
賦
」
と
の
共
通
點
も
あ
る
が
、
一
方
で
差
異
が
あ
る
こ
と
に
も
着
目

し
た
い
。
王
僧
虔
は
こ
こ
で
書
の
生
成
開
始
か
ら
實
際
に
生
成
さ
れ
る
過
程
を
問

題
に
し
て
い
る
。「
文
賦
」
で
は
文
の
生
成
開
始
の
「
心
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

其
の
始
な
る
や
、
皆�

視
を
收
め
聽
を
反
し
、
思
に
耽
け
傍
に
訊
ふ
。
精
は

八
極
に
騖
せ
、
心
は
萬
仞
に
遊
ぶ）

21
（

。

　
「
文
賦
」
は
文
章
制
作
の
初
朞
段
階
で
は
自
身
の
思
惟
に
沈
潛
す
る
こ
と
で

「
心
」
は
遙
か
彼
方
へ
馳
せ
る
と
い
う
。
だ
が
、
書
で
は
そ
の
樣
相
が
異
な
る
。

「
心
は
則
を
經
」
る
と
初
め
に
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
は
王
僧
虔

よ
り
以
歬
、
後
漢
の
趙
壹
「
非
草
書
」
に
見
え
る
。

凢
そ
人�

各
〻
氣
血
を
殊
に
し
、
筋
骨
を
異
に
す
。
心
に
疏
密
㊒
り
、
手
に

巧
拙
㊒
り
。
書
の
好
醜
は
、
心
と
手
に
在
り
、
强
ひ
て
爲
す
可
き
か
な
。
若

し
人
の
顏
に
美
惡
㊒
れ
ば
、
豈
に
學
び
て
以
て
相�

若
く
可
け
ん
や）

2（
（

。

　

趙
壹
「
非
草
書
」
に
お
い
て
は
心
と
手
が
同
列
に
示
さ
れ
る
が
、
王
僧
虔
は
書

の
發
生
順
序
を
設
け
、
さ
ら
に
は
「
非
草
書
」
よ
り
も
さ
ら
に
段
階
を
細
分
化

し
、
よ
り
書
の
生
成
の
段
階
を
詳
細
に
把
捉
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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二
五

ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
文
賦
」
の
こ
の
章
段
は
文
章
構
成
の
對
處

法
に
つ
い
て
語
っ
た
部
分
で
あ
る
。
傍
線
部
で
示
し
た
箇
所
は
二
つ
の
文
章
表
現

を
別
々
に
見
れ
ば
美
し
い
が
、
そ
れ
を
同
居
さ
せ
る
と
ど
ち
ら
も
そ
の
良
さ
が
損

な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
述
べ
る
。
陸
機
は
こ
こ
で
趣
の
異
な
る
二
つ
の
美
文
が

あ
る
こ
と
を
歬
提
と
し
て
行
論
す
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
陸
機
は
續
け
て
こ
う
述

べ
る
。殿

最
を
錙
銖
に
考
へ
、
去
留
を
毫
芒
に
定
む
。
苟
し
く
も
銓
衡
の
裁
す
る
所

と
な
れ
ば
、
固
よ
り
繩
に
應
じ
て
其
れ
必
ず
當
る）
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そ
う
し
た
對
處
法
と
し
て
表
現
を
詳
細
に
比
較
し
て
、
よ
り
よ
い
方
を
選
ぶ
必

要
が
あ
る
。
正
し
い
基
準
に
も
と
づ
い
て
判
定
し
た
な
ら
ば
、
正
し
い
選
擇
と
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
表
現
が
存
在
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
を
審
定
す
る

「
銓
衡
」、
す
な
わ
ち
何
を
基
準
と
し
て
一
方
に
決
す
る
か
。
そ
れ
は
文
全
體
と
し

て
見
た
と
き
そ
の
箇
所
が
他
の
箇
所
と
整
合
性
が
保
た
れ
る
か
に
よ
っ
て
判
斷
で

き
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
書
賦
」
の
當
該
箇
所
に
つ
い
て
は
い
か
に
解
釋
で
き
る

か
。
こ
れ
は
表
現
上
の
問
題
で
あ
る
た
め
［
三
］
で
確
認
し
た
「
姸
」
と
「
力
」

の
兩
者
で
あ
ろ
う
。
陸
機
が
あ
く
ま
で
文
章
全
體
に
お
け
る
一
部
の
文
や
句
を
想

定
し
て
行
論
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
書
と
し
て
表
現
さ
れ
た
全
體
の
一
部

を
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
姸
」
と
「
力
」
は
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る

價
値
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
竝
べ
て
は
「
兩
傷
」
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
「
姸
」
と
「
力
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
王
僧
虔
は
さ
ら
に
述
べ
る
。　

　
［
五
］
故
其
委
貎
也
必
姸　

獻
體
也
貴
壯

　

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
再
び
形
質
を
問
題
と
す
る
。
ま
ず
こ
こ
で
對
に
な
っ
て

い
る
「
委
貎
」
と
「
獻
體
」
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。

　
「
委
貎
」
は
『
儀
禮
』
士
冠
禮
の
記
に
「
委
貌
は
、
周
衟
な
り）

2（
（

。」
と
あ
り
、
鄭

と
述
べ
て
「
質
」
の
對
義
語
と
し
て
の
裝
餝
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し

て
王
僧
虔
「
論
書
」
で
は
「
姸
」
と
い
う
語
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
姸
」
と

同
義
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
媚
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。

郗
超
の
草
書�

二
王
に
亞つ

ぐ
。
緊
媚�

其
の
父
に
過
ぐ
る
も
、
骨
力�

及
ば
ざ
る

な
り）

22
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謝
綜
の
書
、
其
の
舅
云
ふ
、「
緊

生
起
、
實
に
賞
を
得
る
と
爲
す
。」
と
。

至は
な
は

だ
羊
欣
を
重
ん
ぜ
ず
。
欣
も
亦
た
之
れ
を
憚
る
。
書
法
に
力
㊒
る
も
、

恨
む
ら
く
は
媚
好
少
し）

22
（

。

と
あ
り
、
謝
綜
の
評
價
は
「
媚
」
が
少
な
い
と
い
う
が
、
郗
超
の
場
合
は
「
緊

媚
」
で
「
骨
力
」
が
少
な
い
と
評
し
て
い
る
。
目
加
田
は
、
王
僧
虔
は
筆
力
を
書

に
必
要
な
第
一
の
要
素
と
み
な
し
て
い
た
、
と
い
う）

22
（

。
そ
れ
は
こ
の
「
論
書
」
の

記
述
か
ら
も
判
斷
さ
れ
る
よ
う
に
「
姸
」
と
必
ず
對
置
し
て
「
力
」
に
言
及
し
て

い
る
點
が
㊟
目
さ
れ
る
。
一
方
で
、「
論
書
」
か
ら
看
取
で
き
る
よ
う
に
「
媚
」

が
少
な
い
場
合
を
も
問
題
に
し
て
い
る
。
謝
綜
の
例
に
見
る
よ
う
に
そ
の
多
寡
を

問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
想
と
し
て
は
「
力
」
と
「
姸
媚
」
の
程
よ
い
調

和
を
求
め
て
い
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
よ
う）

22
（

。
王
僧
虔
の
他
者
の
書
の
評
價
で
あ

る
。
實
作
に
お
け
る
技
巧
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
王
僧
虔
も
次
の
箇
所
で
述
べ

る
。

　
［
四
］
或
具
美
於
片
巧　

或
雙
兢
於
兩
傷

　

こ
こ
に
も
［
一
］
で
提
示
し
た
よ
う
に
「
書
賦
」
の
こ
の
二
句
は
「
文
賦
」
の

表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

或
い
は
仰
ぎ
て
先
條
に
逼
り
、
或
い
は
俯
し
て
後
章
を
侵
す
。
或
い
は
辭
害

あ
り
て
理
比
び
、
或
い
は
言
順
ひ
て
義
妨
ぐ
。
之
れ
を
離
せ
ば
則
ち
雙
び
美

し
く
、
之
れ
を
合
す
れ
ば
則
ち
兩
つ
な
が
ら
傷
ふ）

21
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表
現
形
式
も
「
文
賦
」
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
そ
の
內
容
に
つ
い
て
も
踏
ま
え



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

二
六

る
と
述
べ
る
。

　

こ
こ
に
は
一
見
す
る
と
［
一
］
で
の
王
僧
虔
の
主
張
に
矛
盾
が
生
じ
る
よ
う
に

捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
書
を
表
現
す
る
に
際
し
て
は
「
虛
」
か

ら
發
し
て
「
情
」
や
「
心
」
で
捉
え
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
表
象
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
書
を
そ
の
表
現
手
法
と
す
る
な
ら
ば
、
文
字
や
點
畫
、
結
構
な
ど
の

制
約
と
も
呼
ぶ
べ
き
法
則
や
秩
序
が
嚴
然
と
橫
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
ひ
き

う
け
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
書
は
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
「
書
賦
」
の
內
容
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
書
の
生
成
に
お
け
る
淵
源
が
述
べ
ら
れ
る
。「
情
」
は
「
虛
」
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
㊒
」
の
內
實
を
お
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
虛
」
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
曖
昧
模
糊
と
し
た
お
も
い
に
し
た
が
っ
て
非
可
感
的
な
對
象
に

つ
い
て
も
お
も
い
を
巡
ら
せ
て
圖
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ

る
。
こ
れ
が
「
書
賦
」
の
議
論
の
出
發
點
と
な
る
。
こ
れ
は
陸
機
「
文
賦
」
を
想

起
さ
せ
る
論
旨
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
書
の
生
成
の
順
序
が
示
さ
れ
る
。「
心
」
に

よ
っ
て
法
則
や
秩
序
が
經
驗
的
に
了
解
さ
れ
、「
目
」
に
よ
っ
て
そ
の
形
が
認
知

さ
れ
、「
手
」
は
「
心
」
の
方
向
性
に
從
っ
て
動
き
、
さ
ら
に
は
「
毫
」
は
そ
の

手
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
と
い
う
、［
一
］
で
確
認
し
た
「
虛
」
か
ら

發
生
し
た
「
思
」・「
想
」
を
具
現
化
す
る
段
階
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

表
現
の
過
程
に
お
け
る
「
姸
孊
」
に
つ
い
て
は
、「
論
書
」
の
「
媚
」
と
と
も

に
檢
討
し
た
が
、「
論
書
」
を
踏
ま
え
て
「
姸
孊
」
を
考
察
す
る
と
、「
姸
孊
」
に

對
置
さ
れ
る
槪
念
が
「
力
」
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
に
偏
向
す
る
べ
き
で
な
い
こ
と

が
看
取
さ
れ
る
。
特
に
［
三
］・［
四
］
で
見
た
よ
う
に
「
姸
」
と
「
力
」
は
別
種

の
槪
念
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
書
の
中
に
は

㊒
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
を
王
僧
虔
は
理
想
と
し
た
。

玄
㊟
に
「
委
は
、
猶
ほ
安
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
容
貌
を
安
正
に
す
る
所
以
な

り）
21
（

。」
と
あ
る
。
一
方
の
「
獻
體
」
に
つ
い
て
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
傳
二
十

七
年
に夏

、
四
⺼
、
光�

甲
を
堀
室
に
伏
せ
て
王
を
享
す
。
王�

甲
を
し
て
衟
に
坐
せ

し
め
、
其
の
門
に
及
ぶ
。
門
階
戶
席
、
皆�

王
の
親
な
り
。
之
れ
を
夾
む
に

鈹
を
以
て
し
、
羞
者�

體
を
獻
じ
服
を
門
外
に
改
む）

21
（
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と
あ
り
、
衣
服
を
脫
ぐ
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え

て
「
書
賦
」
の
解
釋
を
行
う
と
、
歬
者
の
「
委
貎
」
は
文
字
の
外
面
を
整
え
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
美
し
く
見
せ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
字
を
美

し
く
み
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
王
僧
虔
は
「
必
ず
姸
」
と
な
る
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。
後
者
の
「
獻
體
」
は
衣
服
を
捨
て
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
委
貎
」
と
は

對
照
的
に
そ
う
し
た
技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
と
は
別
の
美
を
求
め
た
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
よ
り
踏
み
込
ん
で
言
及
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
［
三
］・

［
四
］
で
み
て
き
た
「
姸
」
と
「
力
」
の
關
係
が
影
響
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が

出
來
る
。
こ
の
二
句
で
對
句
と
し
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
先
の
［
四
］

で
述
べ
た
よ
う
に
「
姸
」
と
「
力
」
の

㊒
を
是
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
效
能
が
あ

る
こ
と
を
こ
の
二
句
で
王
僧
虔
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
［
六
］
跡
乘
規
而
騁
勢　

志
循
檢
而
懷
放

　

表
現
し
た
痕
跡
と
い
う
も
の
は
規
榘
に
準
據
す
る
こ
と
で
勢
を
思
う
が
ま
ま
に

し
、
志
は
の
り
に
し
た
が
う
こ
と
で
懷
い
は
自
由
に
解
放
さ
れ
る
。

　
［
五
］
を
承
け
て
そ
れ
に
よ
っ
て
尾
の
二
句
が
逹
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
乘
規
（
規
則
・
法
則
に
の
っ
と
る
こ
と
）」
―
「
循
檢

（
の
り
に
し
た
が
う
こ
と
）」
と
「
騁
勢
（
勢
を
お
も
う
が
ま
ま
に
す
る
）」
―
「
懷
放

（
懷
い
が
自
由
に
な
る
）」
が
對
應
し
て
お
り
、
規
榘
や
法
則
に
從
っ
て
い
て
も
「
騁

勢
」
―
「
懷
放
」
す
な
わ
ち
、
自
由
闊
逹
な
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ



王
僧
虔
の
書
觀

二
七

い
て
重
視
し
た
の
が
「
姸
」
と
「
力
」
で
あ
り
、
そ
の

㊒
が
理
想
、
す
な
わ
ち

そ
れ
を
體
現
し
た
の
が
王
羲
之
で
あ
っ
た
、
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
に
論
及
し
な
い
「
歬
世
の
稱
目
」
へ
「
疑
」
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
書
賦
」
は
あ
く
ま
で
も
書
の
生
成
過
程
、
書
藝
術
的
に
い
え
ば
創
作
論
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
の
發
想
の
根
源
に
は
陸
機
「
文
賦
」
の
存
在
が
色
濃
い
こ
と
は
確

認
で
き
た
。
こ
う
し
た
「
文
賦
」
と
の
連
關
や
か
か
る
王
僧
虔
の
言
說
が
張
天
弓

が
提
唱
す
る
「
玄
學
化
（
美
學
化
）」
に
繋
が
る
か
は
、
な
お
今
後
繼
續
し
て
愼
重

に
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る）
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㊟（
１
）　

張
天
弓
『
張
天
弓
先
唐
書
學
考
論
文
集
』（
榮
寶
齋
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

（
２
）　
『
南
齊
書
』
卷
三
十
三�

列
傳
十
四�

王
僧
虔
傳
、『
南
史
』
卷
二
十
二�

列
傳
十
二�

王

曇
首
附
傳
王
僧
虔
傳
。（
い
ず
れ
も
中
華
書
局
本
二
十
四
史
よ
り
）

（
３
）　

王
僧
虔
の
具
體
的
な
官
歷
等
に
つ
い
て
は
目
加
田
朙
子
「
王
僧
虔
小
考
」（『
書

論
』
九
、
書
論
硏
究
會
、
一
九
七
六
年
）
を
參
照
。

（
４
）　

王
僧
虔
「
誡
子
書
」
は
『
南
齊
書
』
の
王
僧
虔
傳
に
收
載
さ
れ
て
い
る
。「
誡
子

書
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
安
田
二
郞
と
越
智
重
朙
の
硏
究
が
あ
る
。
安
田
二

郞
「
王
僧
虔
「
誡
子
書
」
考
」（『
日
本
文
化
硏
究
所
硏
究
報
吿
』
十
七
、
一
九
八
一

年
。
の
ち
補
記
の
上
『
六
朝
政
治
史
の
硏
究
』
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
に
收
載
。）

越
智
重
朙
「
王
僧
虔
の
誡
子
書
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
方
學
』
六
三
、
一
九
八
二
年
）

お
よ
び
越
智
重
朙
「
王
僧
虔
の
誡
子
書
に
お
け
る
族
門
と
蔭
」（『
魏
晉
南
朝
の
貴
族

制
』
硏
文
出
版
、
一
九
八
二
年
）
を
參
照
。
ま
た
、
王
僧
虔
と
淸
談
に
つ
い
て
は
余

英
時
「
王
僧
虔
誡
子
書
與
南
朝
淸
談
考
辨
」（『
中
國
文
化
』
第
一
朞
、
一
九
九
三

年
）
を
參
照
。

小
　
結

　

本
稿
で
は
王
僧
虔
の
書
に
對
す
る
視
座
に
つ
い
て
「
論
書
」
と
「
書
賦
」
か
ら

い
さ
さ
か
の
檢
討
を
加
え
た
。

　

王
僧
虔
が
書
を
語
っ
た
そ
の
理
由
。
そ
れ
は
「
歬
世
の
稱
目
」
へ
の
「
疑
」
い

に
あ
っ
た
。「
稱
目
」
は
人
物
あ
る
い
は
そ
の
人
が
㊒
す
る
特
定
の
才
藝
に
對
し

て
評
價
を
與
え
る
こ
と
で
あ
り
、
六
朝
の
人
士
に
お
い
て
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て

い
た
。

　
「
古
來
」
と
の
比
較
を
通
し
て
見
え
た
王
僧
虔
の
「
稱
目
」
の
特
質
は
王
羲
之

を
中
心
と
し
た
價
値
付
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
王
羲
之
の
言
を
引
き
、
王
羲

之
と
の
關
係
性
に
あ
え
て
言
及
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
書
評
價
を
與
え
る
他

に
、
王
僧
虔
は
書
の
實
作
に
お
い
て
も
名
が
あ
っ
た
。「
論
書
」
が
王
羲
之
中
心

の
位
置
づ
け
を
行
う
「
稱
目
」
の
書
と
み
る
な
ら
ば
、
一
方
で
「
書
賦
」
は
書
の

生
成
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
王
僧
虔
の
「
書
」
觀
の
兩
面
を
架
橋
す
る
こ
と
に
な

る
。

　
「
書
賦
」
は
そ
の
冐
頭
で
「
情
」
や
「
想
」
が
「
虛
」
で
あ
る
こ
と
と
し
、
書

の
根
源
を
非
常
に
抽
象
的
な
位
置
に
置
き
、
そ
れ
と
技
巧
や
法
則
性
と
の
關
連

を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
趙
壹
以
來
の
「
心
・
手
」
の
問
題
を

さ
ら
に
細
分
化
し
て
把
捉
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、「
論
書
」
に
て
言
及
し
て
い

る
「
姸
」
と
「
力
」
の
關
係
性
と
相
關
し
、
そ
の

㊒
を
是
と
し
て
い
る
こ
と
が

「
書
賦
」
か
ら
窺
え
た
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
王
僧
虔
の
「
書
」
觀
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

そ
れ
は
「

」
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
王
羲
之
の
稱
揚
も
崔
瑗
・
張

芝
で
あ
っ
て
も
王
羲
之
に
歸
一
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
美
的
要
素

を
王
羲
之
が

㊒
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
王
僧
虔
が
書
の
評
價
に
お



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

二
八

（
５
）　

本
稿
で
は
「
書
論
」
と
は
、
書
に
ま
つ
わ
る
言
說
一
般
を
指
す
語
と
し
て
用
る
こ

と
と
す
る
。

（
６
）　

歬
揭
、
目
加
田
論
文
を
參
照
。

（
７
）　

大
野
修
作
「
王
僧
虔
「
論
書
」
よ
り
『
法
書
要
錄
』
を
見
直
す
」（『
書
學
書
衟
史

硏
究
』
一
六
、
書
學
書
衟
史
學
會
、
二
〇
〇
六
年
）
を
參
照
。

（
８
）　

本
稿
に
お
け
る
王
僧
虔
「
論
書
」
は
、『
津
逮
祕
書
』
本
を
底
本
と
し
た
『
法
書

要
錄
』（
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
を
使
用
す
る
。
張
天
弓
に
よ
れ
ば
現

行
の
論
書
は
書
人
評
價
の
部
分
を
蕭
子
良
に
答
え
た
「
諬
」
と
し
、
尺
牘
と
み
ら
れ

る
箇
所
は
蕭
子
良
が
王
僧
虔
に
與
え
た
書
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
そ
の
行
論
は
張

懷
瓘
『
書
斷
』
を
用
い
て
遡
逆
し
て
論
證
し
た
も
の
で
あ
り
、
な
お
愼
重
な
檢
討
を

要
す
る
と
考
え
る
。「
關
于
王
僧
虔
、
蕭
子
良
相
論
書
諬
問
題
答
叢
文
俊
先
生
」（
張

天
弓
『
張
天
弓
先
唐
書
學
考
論
文
集
』（
榮
寶
齋
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
所
收
））
を

參
照
。

（
９
）　
『
全
齊
文
』
卷
八
（
嚴
可
均
『
全
上
古
三
代
秦
漢
三
國
六
朝
文
』）
で
は
「
與
某

書
」
と
題
し
、
こ
の
箇
所
を
「
論
書
」
か
ら
分
割
し
て
い
る
。

（
10
）　

承
閱
覽
祕
府
、
備
睹
群
跡
。
崔
・
張
歸
美
於
逸
少
、
雖
一
代
所
宗
、
僕
不
見
歬

古
人
之
跡
。
計
亦
無
以
過
於
逸
少
。
既
妙
盡
深
絕
、
便
當
得
之
實
錄
。
然
觀
歬
世
稱

目
、
竊
㊒
疑
焉
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）
な
お
「
論
書
」
の
訓
讀
と
解
釋
に
つ
い
て
は

『
中
國
書
論
大
系
』
卷
一
（
二
玄
社
、
一
九
七
七
年
）
お
よ
び
潘
運
谷
『
漢
魏
六
朝

書
畫
論
』（
湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
を
參
照
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
11
）　

歬
揭
潘
運
谷
『
漢
魏
六
朝
書
畫
論
』（
湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
を
參

照
。

（
12
）　

銓
也
。
从
禾
爯
聲
。（『
說
文
解
字
』
卷
七
上�

禾
部
）

（
13
）　

人
眼
。
象
形
。
重
童
子
也
。（『
說
文
解
字
』
卷
四
上�

目
部
）

（
14
）　

曹
操
微
時
、
常
卑
辭
厚
禮
、
求
爲
己
目
。（『
後
漢
書
』
列
傳
第
五
十
八�

許
劭
傳
）

（
15
）　

例
え
ば
『
南
史
』
卷
十
六�

列
傳
第
六�

王
玄
謨
傳
に
劉
宋
の
孝
武
帝
が
群
臣
を
侮

蔑
し
た
逸
話
に
見
え
る
。「
孝
武�

群
臣
を
狎
侮
し
、
各
〻
稱
目
㊒
り
、
須
多
き
者�

之

れ
を
羊
と
謂
ひ
、
短
長
肥
瘦
な
る
は
皆
比
擬
㊒
り
。」
と
あ
る
。

（
16
）　

渡
邉
義
浩
「『
世
說
新
語
』
の
編
纂
意
圖
」（『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
小
說
と
儒

敎
』
二
〇
一
七
年
、
汲
古
書
院
所
收
）
を
參
照
。

（
17
）　

謝
太
傅
絕
重
褚
公
、
常
稱
、「
褚
季
野
雖
不
言
、
而
四
時
之
氣
亦
備
。」（『
世
說
新

語
』
德
行
篇
）

（
18
）　

撫
軍
與
之
話
言
、
咨
嗟
稱
善
曰
、「
張
憑
勃
窣
爲
理
窟
。」

用
爲
太
常
博
士
。

（『
世
說
新
語
』
文
學
篇
）

（
19
）　

毛
伯
成
既
負
其
才
氣
、
常
稱
、「
寧
爲
蘭
摧
玉
折
、
不
作
蕭
旉
艾
榮
。」（『
世
說
新

語
』
言
語
篇
）

（
20
）　

文
稱
許
掾
云
、「
玄
度
五
言
詩
、
可
謂
妙
絕
時
人
。」（『
世
說
新
語
』
文
學
篇
）

（
21
）　

謝
太
傅
稱
王
修
齡
曰
、「
司
州
可
與
林
澤
遊
。」（『
世
說
新
語
』
賞
譽
篇
）

（
22
）　

庾
公
目
中
郞
、「
神
氣
融
散
、
差
如
得
上
。」（『
世
說
新
語
』
賞
譽
篇
）

（
23
）　

王
戎
目
山
巨
源
、「
如
璞
玉
渾
金
、
人
皆
欽
其
寶
、
莫
知
名
其
器
。」（『
世
說
新

語
』
賞
譽
篇
）

（
24
）　

王
大
將
軍
自
目
、「
高
朗
疏
率
、
學
通
左
氏
。」（『
世
說
新
語
』
豪
爽
篇
）

（
25
）　

㊒
人
目
杜
弘
治
、「
標
鮮
淸
令
、
盛
德
之
風
、
可
樂
詠
也
。」（『
世
說
新
語
』
賞
譽

篇
）

（
26
）　

文
目
敬
豫
爲
「
朗
豫
」。（『
世
說
新
語
』
賞
譽
篇
）

（
27
）　

時
人
目
王
右
軍
、「
飄
如
遊
雲
、
矯
若
驚
龍
。」（『
世
說
新
語
』
容
姿
篇
）
な
お
、

杉
村
邦
彥
「「
書
」
の
生
成
と
評
論��

中
國
書
論
史
序
說
」（『
東
洋
史
硏
究
』
二
五

（
二
）
一
九
六
六
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
王
羲
之
の
評
語
は
王
羲
之
の
容
姿
を
語
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
劉
義
慶
の
編
纂
の
過
程
で
容
止
篇
に
混
入
し
た
書
の
評
語
で
あ

る
と
す
る
。

（
28
）　

論
者
稱
其
筆
勢
、
以
爲
飄
若
浮
雲
、
矯
若
驚
龍
。（『
晉
書
』
卷
八
十�

列
傳
第
五
十�

王
羲
之
傳
）



王
僧
虔
の
書
觀

二
九

（
29
）　

こ
の
時
代
の
書
を
論
じ
た
文
獻
が
個
別
具
體
的
な
「
作
品
」
を
想
定
し
て
評
價
を

行
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
人
物
を
對
象
と
し
て
評
價
を
行
っ
て
い
た
か
に

つ
い
て
は
な
お
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
30
）　

誕
子
少
季
、
亦
㊒
能
稱
。（
羊
欣
「
古
來
能
書
人
名
」）

（
31
）　

吳
人
皇
象
、
能
草
。
世
稱
沉
著
痛
快
。（
羊
欣
「
古
來
能
書
人
名
」）

（
32
）　

崔
・
杜
之
後
、
共
推
張
芝
。
仲
將
謂
之
筆
聖
。
伯
玉
得
其
筋
、
巨
山
得
其
骨
。
索

氏
自
謂
其
書
、
銀
鉤
蠆
尾
、
談
者
誠
得
其
宗
。
劉
德
昇
爲
鍾
・
胡
所
師
、
兩
賢
竝
㊒

肥
瘦
之
斷
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
33
）　

索
靖
、
字
幼
安
、
燉
煌
人
。
散
騎
常
侍
。
張
芝
姉
之
孫
也
。
傳
芝
草
而
形
異
、
甚

矜
其
書
。
名
其
字
勢
、
曰
銀
鉤
蠆
尾
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
34
）　

記
述
の
㊒
無
に
關
わ
ら
ず
、
單
純
に
重
複
す
る
人
名
を
列
擧
す
る
と
、
韋
誕
・
張

超
・
鍾
繇
・
索
靖
・
李
式
・
王
廙
・
王
洽
・
郗
愔
・
庾
亮
・
謝
安
・
張
翼
・
謝
旉
・

康
昕
で
あ
る
。

（
35
）　

江
夏
李
式
、
晉
侍
中
、
善
隸
・
草
。（
羊
欣
「
古
來
能
書
人
名
」）

（
36
）　

李
式
書
、
右
軍
云
「
是
平
南
之
流
、
可
比
庾
翼
。
王
濛
書
亦
可
比
庾
翼
。」（
王
僧

虔
「
論
書
」）

（
37
）　

王
洽
、
晉
中
書
令
、
領
軍
將
軍
。
衆
書
通
善
、
尤
能
隸
・
行
。
從
兄
羲
之
云
、「
弟

書
遂
不
減
吾
。」（
羊
欣
「
古
來
能
書
人
名
」）

（
38
）　

亡
曾
祖
領
軍
洽
、與
右
軍
書
云
、「
俱
變
古
形
。
不
爾
至
今
猶
法
鍾
・
張
。」
右
軍

云
、「
弟
書
遂
不
減
吾
。」（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
39
）　

高
平
郗
愔
。
晉
司
空
、
會
稽
內
史
。
善
章
草
、
亦
能
隸
。（
羊
欣
「
古
來
能
書
人

名
」）

（
40
）　

郗
愔
章
草
、
亞
於
右
軍
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
41
）　

瑯
琊
王
廙
。
晉
平
南
將
軍
、
荊
州
刺
史
。
能
章
楷
、
傳
鍾
法
。（
羊
欣
「
古
來
能

書
人
名
」）

（
42
）　

王
平
南
廙
是
右
軍
叔
、
自
過
江
東
、
右
軍
之
歬
、
惟
廙
爲
最
。
畫
爲
晉
朙
帝
師
、

書
爲
右
軍
法
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
43
）　

僧
虔
弱
冠
、
弘
厚
、
善
隸
書
。
宋
文
帝
見
其
書
素
扇
、
歎
曰
、「
非
唯
跡
逾
子
敬
。

方
當
器
雅
過
之
。」（『
南
齊
書
』
卷
三
十
三�

列
傳
十
四�

王
僧
虔
傳
）

（
44
）　

妙
物
遠
矣
。
邈
不
可
追
、
遂
令
思
挫
於
弱
毫
。
數
屈
於
陋
墨
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
45
）　

當
時
の
議
論
を
一
端
が
「
論
書
」
に
見
え
る
。「
宋
の
文
帝
の
書
は
、
自
ら
謂
へ

ら
く
王
子
敬
に
減
ぜ
ず
と
。
時
に
議
す
る
者
云
ふ
、「
天
然
は
羊
欣
に
勝
る
も
、
功

夫
は
欣
に
及
ば
ず
。」
と
。（
宋
文
帝
書
、
自
謂
不
減
王
子
敬
。
時
議
者
云
、「
天
然

勝
羊
欣
、
功
夫
不
及
欣
。」）」
こ
の
「
天
然
」
と
「
工
夫
」
は
王
僧
虔
以
歬
に
は
虞

龢
「
論
書
表
」
に
お
い
て
提
起
さ
れ
、
後
の
庾
肩
吾
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
。「
天

然
」・「
工
夫
」
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
庾
肩
吾
『
書
品
』
攷
―
「
天
然
」・

「
工
夫
」
の
淵
源
を
め
ぐ
っ
て
」（『
書
學
書
衟
史
硏
究
』
二
十
八
、
二
〇
一
八
年
）

を
參
照
。

（
46
）　
『
藝
文
類
聚
』
卷
七
十
四　

巧
藝
部�

書
に
收
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
『
墨
池

編
』、『
書
苑
菁
華
』
な
ど
に
載
る
。
本
稿
で
は
『
藝
文
類
聚
』（
南
宋
紹
興
刻
本
）

を
底
本
と
し
て
、『
墨
池
編
』（
萬
歷
八
年
李
時
成
刻
本
、
お
よ
び
『
墨
池
編
』
浙
江

人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。
乾
隆
年
閒
寶
硯
山
房
刻
本
）、『
書
苑
菁
華
』（
崔
爾

平
『
書
苑
菁
華
校
㊟
』
上
海
辭
書
出
版
、
二
〇
一
三
年
。
汪
汝
瑮
振
綺
堂
本
を
底
本

と
す
る
。）
を
參
照
し
㊜
宜
校
勘
を
行
っ
た
。
張
天
弓
は
「
書
賦
」
を
信
に
足
る
㊮

料
で
あ
る
と
評
價
し
て
お
り
、
稿
者
も
そ
の
見
解
に
首
肯
す
る
。『
張
天
弓
先
唐
書

學
考
辨
文
集
』（
榮
寶
齋
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
參
照
。
な
お
、
王
僧
虔
以
歬

に
も
賦
に
よ
っ
て
書
を
論
じ
た
も
の
に
は
、
楊
泉
「
草
書
賦
」
が
あ
る
。『
藝
文
類

聚
』
で
は
「
勢
」
と
分
類
さ
れ
る
文
體
が
多
く
傳
わ
る
。
成
田
健
太
郞
「
書
體
を
詠

う
韻
文
ジ
ャ
ン
ル
「
勢
」
と
そ
の
周
邊
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
五
十
九
、
二
〇
〇

七
年
。
の
ち
『
中
國
中
古
の
書
學
理
論
』
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
一
六
年
所

收
）
を
參
照
。

（
47
）　

た
と
え
ば
、
張
天
弓
は
現
行
の
「
書
賦
」
は
全
篇
が
傳
わ
っ
て
い
な
い
と
す
る
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

三
〇

張
天
弓
「
先
唐
咏
書
辭
賦
硏
究
」（『
張
天
弓
先
唐
書
學
考
辨
文
集
』
榮
寶
齋
出
版

社
、
二
〇
〇
九
年
所
收
）
を
參
照
。

（
48
）　
『
墨
池
編
』
お
よ
び
『
書
苑
菁
華
』
に
基
づ
き
「
也
」
を
加
え
る
。

（
49
）　

こ
の
句
の
歬
後
で
文
意
が
一
貫
し
な
い
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
は
こ
の
閒
に
文
が
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
そ
の
考
證
を
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い

た
め
、
指
摘
す
る
に
留
め
る
。

（
50
）　
『
文
選
』
卷
一
九�

賦
癸
の
「
情
」
の
李
善
に
よ
る
篇
題
㊟
に
「
易
に
曰
く
、
利
貞

と
は
、
性
情
な
り
。
性
と
は
、
本
質
な
り
。
情
と
は
、
外
染
な
り
。
色
の
別
名
、
最

末
を
事
と
す
る
が
、
故
に
癸
に
居
る
。（
易
曰
、
利
貞
者
、
性
情
也
。
性
者
、
本
質

也
。
情
者
、
外
染
也
。
色
之
別
名
、
事
於
最
末
、
故
居
於
癸
。）」
と
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
「
情
」
と
は
外
か
ら
染
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
自
身
の

內
面
に
存
在
す
る
外
的
な
要
素
に
よ
っ
て
變
容
す
る
部
分
を
い
う
。

（
51
）　
「
思
」
は
『
荀
子
』
解
蔽
に
「
仁
者
之
思
也
恭
。」
と
あ
り
、
そ
の
楊
倞
㊟
に

「
思
、
慮
也
」
と
あ
る
。
慮
は
『
說
文
解
字
』
卷
十
一�

思
部
に
よ
れ
ば
「
慮
、
謀
思

也
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
思
考
さ
れ
た
こ
こ
ろ
の
働
き
、
す
な
わ
ち
心

の
理
知
的
な
部
分
を
指
す
語
と
し
て
解
釋
す
る
。

（
52
）　
「
想
」
は
例
え
ば
、『
史
記
』
卷
四
十
七�

孔
子
世
家
第
十
七
の
贊
に
「
余�

孔
氏
の

書
を
讀
み
、
其
の
爲
人
を
想
見
す
。（
余
讀
孔
氏
書
、
想
見
其
爲
人
。）」
と
あ
り
、

ま
た
、
潘
嶽
の
「
寡
婦
賦
」
に
は
「
窈
冥
た
り
て
翳
を
潛
め
、
心
は
存
し
目
は
想

ふ
。（
窈
冥
兮
潛
翳
、
心
存
兮
目
想
。）」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
思
」
の
よ

う
な
理
知
的
な
こ
こ
ろ
の
働
き
と
い
う
よ
り
は
、
對
象
物
を
五
感
で
把
捉
で
き
ず
、

時
閒
的
・
空
閒
的
に
離
れ
て
い
る
も
の
を
空
想
し
想
像
す
る
こ
こ
ろ
の
働
き
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
。

（
53
）　

㊒
憑
虛
公
子
者
。（
張
衡
「
西
京
賦
」（『
文
選
』
卷
三
））

（
54
）　

憑
、
依
託
也
。
虛
、
無
也
。（
張
衡
「
西
京
賦
」
李
善
㊟
）

（
55
）　

深
所
至
也
。（『
說
文
解
字
』
卷
十
一
上�

水
部
）

（
56
）　

た
と
え
ば
王
粲
の
「
思
は
流
波
の
若
く
、
情
は
坻
頽
に
似
る
（
思
若
流
波
、
情
似

坻
頽
）。」（「
爲
潘
文
則
作
思
親
詩
」『
古
文
苑
』
卷
八
）

（
57
）　

徃
年
㊒
意
於
史
、
取
三
國
志
聚
置
床
頭
、
百
日
許
、
復
徙
業
就
玄
、
自
當
小
差
於

史
、
猶
未
近
彷
佛
。（
王
僧
虔
「
誡
子
書
」）

（
58
）　

伊
茲
事
之
可
樂
、
固
聖
賢
之
所
欽
。
課
虛
無
以
責
㊒
、
叩
寂
寞
而
求
音
。（
陸
機

「
文
賦
」『
文
選
』
卷
十
七
）

（
59
）　

歬
揭
張
天
弓
「
先
唐
咏
書
辭
賦
硏
究
」
お
よ
び
「
永
朙
書
學
硏
究
」（『
張
天
弓
先

唐
書
學
考
辨
文
集
』
榮
寶
齋
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
所
收
）
を
參
照
。

（
60
）　

其
始
也
、
皆
收
視
反
聽
、
耽
思
傍
訊
。
精
騖
八
極
、
心
遊
萬
仞
。（
陸
機
『
文
賦
』

（『
文
選
』
卷
十
七
））

（
61
）　

凢
人
各
殊
氣
血
、
異
筋
骨
。
心
㊒
疏
密
、
手
㊒
巧
拙
。
書
之
好
醜
、
在
心
與
手
、

可
强
爲
哉
。
若
人
顏
㊒
美
惡
、
豈
可
學
以
相
若
耶
。（
趙
壹
『
非
草
書
』）

（
62
）　
「
心
」
と
「
手
」
に
つ
い
て
は
、
王
僧
虔
の
「
筆
意
贊
」
に
「
又
使
心
忘
於
筆
、

手
忘
於
書
、
心
手
違
情
、
書
不
忘
想
、
是
謂
求
之
不
得
、
考
之

彰
。」
と
あ
り
、

「
書
賦
」
の
他
に
も
言
及
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
筆
意
贊
」
は
實
際
に
王
僧
虔
の
手
に

よ
る
か
不
朙
で
あ
る
。
そ
の
た
め
指
摘
す
る
に
留
め
る
。

（
63
）　

杉
村
邦
彥
「「
書
」
の
生
成
と
評
論��

中
國
書
論
史
序
說
」（『
東
洋
史
硏
究
』
二
十

五
（
二
）、
一
九
六
六
年
）
を
參
照
。

（
64
）　

夫
古
質
而
今
姸
、
數
之
常
也
。
愛
姸
而
薄
質
、
人
之
情
也
。
鍾
・
張
方
之
二
王
、

可
謂
古
矣
。
豈
得
無
姸
質
之
殊
。
且
二
王
暮
年
、
皆
勝
於
少
。
父
子
之
閒
、
又
爲
今

古
。
子
敬
窮
其
姸
妙
、
固
其
宜
也
。
然
優
劣
微
而
會
美
俱
深
。
故
同
爲
終
古
之
獨
絕

百
代
之
楷
式
。（
虞
龢
「
論
書
表
」）

（
65
）　

郗
超
草
書
亞
於
二
王
。
緊
媚
過
其
父
、
骨
力
不
及
也
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
66
）　

謝
綜
書
、
其
舅
云
、
緊

生
起
、
實
爲
得
賞
。
至
不
重
羊
欣
。
欣
亦
憚
之
。
書
法

㊒
力
、
恨
少
媚
好
。（
王
僧
虔
「
論
書
」）

（
67
）　

歬
揭
目
加
田
論
文
に
よ
れ
ば
「「
論
書
」
の
範
圍
內
で
朙
確
な
こ
と
は
僧
虔
が
、



王
僧
虔
の
書
觀

三
一

質
と
姸
の
樣
式
槪
念
で
は
質
に
親
く
、
天
然
と
工
夫
の
評
價
原
理
の
う
ち
特
に
天
然

と
深
く
係
る
と
こ
ろ
の
筆
力
を
書
に
必
要
な
第
一
の
要
素
と
み
な
し
て
い
た
」
と
い

う
。

（
68
）　

河
內
利
治
に
よ
れ
ば
、「
總
じ
て
南
朝
の
〈
媚
〉
字
術
語
は
、
基
本
的
に
〈
力
〉

〈
骨
力
〉〈
筆
力
〉
と
對
比
す
る
槪
念
を
基
本
と
し
、〈
媚
〉
と
〈
力
〉
の
兩
者
を

備
す
る
こ
と
を
提
起
し
、
さ
ら
に
王
羲
之
が
そ
の
兩
者
を

備
す
る
點
に
お
い
て
肯

定
的
な
見
解
を
出
し
て
い
る
」
と
す
る
。（
河
內
利
治
「
書
法
審
美
範
疇
語
〈
遒
媚
〉

考
」（『
書
學
書
衟
史
硏
究
』
第
十
號
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
ち
、『
書
法
美
學
の
硏
究
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
所
收
。））

（
69
）　

或
仰
逼
於
先
條
、
或
俯
侵
於
後
章
。
或
辭
害
而
理
比
、
或
言
順
而
妨
義
。
離
之
則

雙
美
、
合
之
則
兩
傷
。（
陸
機
「
文
賦
」（『
文
選
』
卷
十
七
））

（
70
）　

考
殿
最
於
錙
銖
、
定
去
留
於
毫
芒
。
苟
銓
衡
之
所
裁
、
固
應
繩
其
必
當
。（
陸
機

「
文
賦
」（『
文
選
』
卷
十
七
））

（
71
）　

委
貌
、
周
衟
也
。（『
儀
禮
』
士
冠
禮
）

（
72
）　

委
、
猶
安
也
。
言
所
以
安
正
容
貌
。（『
儀
禮
』
士
冠
禮
鄭
玄
㊟
）

（
73
）　

夏
、
四
⺼
、
光
伏
甲
於
堀
室
而
享
王
。
王
使
甲
坐
於
衟
、
及
其
門
。
門
階
戶
席
、

皆
王
親
也
。
夾
之
以
鈹
、
羞
者
獻
體
改
服
於
門
外
。（『
春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
傳
二
十

七
年
）

（
74
）　

成
田
健
太
郞
「
書
評
張
天
弓
著
「
張
天
弓
先
唐
書
學
考
辨
文
集
」」（『
中
國
文
學

報
』
八
〇
、
二
〇
一
一
年
）」
に
お
い
て
も
稿
者
と
同
樣
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い

る
。




