
ま
ず
北
宋
の
宮
廷
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
の
記
録
で
あ
る
「
宜
和
画
譜
」
を
検

討
・
分
析
し
、
潮
っ
て
ほ
張
彦
遠
の
「
歴
代
名
画
記
」
に
つ
い
て
疑
集
の
理
念

を
考
え
、
下
っ
て
は
明
末
の
董
其
昌
に
お
け
る
棗
集
に
対
す
る
執
念
を
見
、
そ

の
間
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
、
併
せ
て
文
人
画
の
あ
り
方
の

解
明
の
一
助
と
し
た
い
。

宣
和
画
譜
ほ
、
北
宋
の
政
府
所
蔵
の
絵
画
六
三
九
六
軸
、
画
家
二
三
一
人
を
、

題
材
に
よ
っ
て
十
門
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

叙
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
黄
河
に
出
現
し
た
竜
馬
の
背
の
図
と
、
洛
水
に
出

現
し
た
大
亀
の
背
の
文
字
を
、
図
画
の
起
源
と
し
、
そ
れ
ら
が
や
が
て
虫
書
、

鳥
書
に
受
け
つ
が
れ
た
。
虞
舜
の
時
代
に
な
る
と
、
衣
服
に
日
と
月
と
星
と
山

と
竜
と
華
虫
（
き
じ
）
を
画
い
て
五
色
に
色
ど
り
（
会
と
作
す
）
、
宗
廟
の
器

物
に
も
同
様
の
節
り
を
画
く
。
藻
と
火
と
粉
と
米
と
鵬
（
斧
の
形
）
と
猷

(CS

の
形
）
と
は
、
葛
布
に
色
糸
で
ぬ
い
と
り
（
締
繍
し
）
、
身
分
を
示
す
五
段
階

の
色
彩
（
青
・
赤
・
白
•
黒
・
黄
）
を
は
っ
き
り
と
五
つ
の
色
に
あ
ら
わ
し
て

Q

彰
施
し
て
）
衣
服
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絵
画
と
文
字
は
用
途
が
異
な

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
国

ー
絵
画
の
コ
レ
ク
ツ
ョ
ン
に
つ
い
て
日
ー
—
_

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
四

ー』

ノ‘

る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
画
は
藝
で
あ
る
け
れ
ど
も

（
そ
れ
が
政
治
や

る
よ
う
に
な
り
、
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
周
の
時
代
に
な
っ
て
、
保
氏

が
教
育
を
専
管
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
六
書
を
以
て
貴
族
の
子
弟
に
教
え
た
。

（
指
事
、
象
形
、
形
声
、
会
意
、
転
注
、
仮
借
）
そ
の
三
を
象
形
（
「
説
文
解

字
」
叙
、
象
形
は
画
き
て
其
の
物
を
成
し
、
体
に
随
い
て
詰
謡
す
。
日
月
こ
れ

な
り
。
）
と
い
い
、
象
形
の
文
字
に
お
い
て
ま
だ
書
と
画
と
が
本
来
同
体
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
絵
画
が
発
達
し
て
く
る
と
、
そ
の
用
途
も
次
第
に
広
ま

っ
て
）
鬼
怪
を
認
識
し
た
り
、
善
悪
を
明
白
に
し
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
、

懇
魅
や
神
姦
の
像
を
鐘
や
鼎
の
上
に
刻
み
、
礼
楽
を
講
明
し
た
り
、
法
度
を
表

示
し
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
（
各
種
の
不
同
の
物
象
1

日
・
月
・
絞
竜
の

よ
う
な
ー
を
）
妍
織
の
上
に
画
く
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
か
ら
絵
画
が
重
視
さ
れ

教
育
に
役
立
つ
故
に
）
古
代
の
聖
人
も
軽
視
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
夏
・

殷
・
周
の
三
代
以
後
は
、
功
臣
の
功
労
を
誇
示
し
た
り
、
歴
史
の
名
実
を
紀
叙

す
る
の
に
、
た
だ
竹
簡
や
絹
吊
の
上
に
文
字
で
記
録
し
た
だ
け
で
は
、
盛
徳
の

行
為
を
具
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
絵
画
を
利
用
し
て
、
例
え

山

岡

泰

造



ぱ
雲
台
の
壁
に
郷
萬
ら
二
十
八
人
の
将
軍
を
描
い
て
前
世
の
功
臣
を
思
ん
だ
り

（
漢
の
明
帝
の
永
平
年
間
五
八

i
七
四
）
、
麒
麟
閣
上
に
蘇
武
を
は
じ
め
と
す

る
武
人
た
ち
を
描
い
て
そ
の
忠
節
を
思
っ
た
り
し
た
。
（
前
漢
の
宜
帝
の
甘
露

――一年

B
C
5
1
)

こ
の
よ
う
に
絵
画
の
は
た
ら
き
は
、
善
き
人
を
描
い
て
、
好

き
時
代
を
表
現
し
、
そ
れ
を
手
本
と
す
る
よ
う
に
薦
め
、
悪
し
き
人
を
描
い
て
、

後
世
の
人
の
た
め
の
戒
め
と
し
、
そ
れ
を
見
習
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
。
絵
画
は
た

だ
美
し
く
愛
玩
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

北
宋
の
今
の
時
代
は
、
皇
帝
•
朝
廷
は
無
事
で
あ
り
、
開
国
以
来
の
代
々
の

基
業
を
継
承
し
て
、
天
下
太
平
に
（
重
煕
決
治
、
聖
明
の
主
が
代
を
累
ね
て
継

起
す
れ
ば
、
徳
は
四
方
に
合
す
る
。
）
辺
彊
も
平
隠
で
（
玉
関
沈
析
・
辺
脆
不

姻
）
、
心
ゆ
く
ま
で
図
書
を
玩
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
善
を
見
て
悪
を
戒

め
、
悪
を
見
て
賢
を
思
い
、
か
つ
ま
た
虫
魚
草
木
の
名
前
を
多
く
知
る
こ
と
が

で
き
、
伝
記
が
描
写
し
得
な
い
も
の
、
文
字
が
表
現
し
得
な
い
も
の
す
べ
て
を

看
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

譜
録
が
収
録
す
る
に
は
限
り
が
あ
り
、
譜
録
し
た
以
外
に
も
画
家
が
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
気
格
が
凡
限
で
大
し
て
価
値
の
な
い
画
家
は
麒
捧
し
た
。

こ
の
こ
と
が
后
来
の
画
家
た
ち
に
と
っ
て
一
種
の
刺
激
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
中
秘
（
秘
府
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
晋
魏
以
来
の
名

画
を
集
め
る
と
、
お
よ
そ
ニ
―
―
―
―
人
、
六
三
九
六
軸
に
な
る
が
、
こ
れ
を
十
門

に
分
析
し
、
画
家
の
時
代
順
に
品
評
（
品
第
）
を
加
え
た
。
宣
和
庚
子
歳
（
宣

和
二
年
1
1
2
0
)

夏
至
日
、
宜
和
殷
御
制
。
（
皇
帝
が
自
ら
作
っ
た
。
）

「
宜
和
画
譜
叙
目
」
司
馬
遷
は
歴
史
を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
黄
老
を
前

の
下
を
従
容
と
滸
泳
し
て
楽
し
む
の
と
同
じ
で
、
禽
然
と
し
て
み
ず
か
ら
楽
し

面
に
出
し
、
六
経
を
背
後
に
控
え
さ
せ
た
が
、
こ
れ
に
は
反
対
も
多
い
。
揚
雄

は
、
六
経
は
道
を
済
う
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
、
司
馬
遷
の
議
論
に
道
理
の
あ

る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
現
在
、
画
譜
を
叙
す
る
こ
と
凡
そ
十
門
、
特
に

道
釈
を
諸
篇
の
首
位
に
お
い
た
の
は
、
こ
の
道
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。
人
は
五

行
の
秀
を
稟
承
し
、
万
物
の
霊
と
い
わ
れ
る
。
貴
き
は
王
公
か
ら
、
賤
き
は
匹

夫
に
至
る
ま
で
、
人
の
戴
く
冠
晏
や
、
用
い
る
車
服
や
、
住
所
で
あ
る
山
水
や
、

遊
ぶ
べ
き
丘
餐
も
、
画
き
出
し
て
見
所
が
あ
る
。
よ
っ
て
人
物
を
二
番
目
に
置

＜
 上

古
に
ほ
房
室
が
な
く
、
洞
穴
や
檜
巣
に
住
ん
で
い
た
。
後
世
、
聖
人
が
制

度
を
立
て
る
や
、
上
に
棟
梁
あ
り
、
下
に
屋
基
あ
り
、
風
雨
を
蔽
う
こ
と
が
で

き
た
。
故
に
宮
室
台
謝
は
そ
れ
ぞ
れ
形
式
が
異
な
っ
て
お
り
、
民
鷹
邑
屋
は
数

多
く
、
建
築
の
エ
拙
奢
倹
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
各
時
代
の
風
俗
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
故
に
宮
室
を
一
ー
一
番
目
に
置
く
。

封
建
時
代
に
は
、
皇
帝
は
道
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば

辺
境
に
守
住
し
て
、
互
に
侵
犯
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
関
を
閉
し
て
自
守

し
て
、
外
審
は
人
質
を
送
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
外
蕃
が
朝
貢
し
て

通
好
す
る
と
、
大
雅
・
小
雅
・
周
南
・
召
南
の
音
楽
を
奏
し
、
宴
を
設
け
て
彼

等
を
接
待
し
、
決
し
て
郷
視
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
故
に
審
族
を
四
番
目
に

置
く
の
で
あ
る
。

龍
ほ
自
由
に
昇
降
し
て
制
約
を
受
け
ず
、
ま
た
畜
養
も
受
け
ず
、
変
化
を
測

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
江
湖
を
相
い
忘
れ
て
、
雲
務
に
相
い
従
い
、
魚
が
濠
梁

六



む
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
竜
魚
を
五
番
目
に
置
く
。

五
嶽
（
泰
山
・
華
山
．
．
衡
山
•
恒
山
・
嵩
山
）
が
鎮
を
な
し
、
四
漬
（
江
・

河
・
淮
．
済
）
が
源
を
発
し
、
天
は
油
然
と
し
て
雲
を
な
し
、
柿
然
と
し
て
雨

を
ふ
ら
す
。
怒
濤
驚
灌
は
、
肥
尺
の
う
ち
に
万
里
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
雲

姻
の
惨
舒
や
朝
夕
の
顕
晦
と
い
っ
た
各
種
の
気
象
の
変
化
は
、
絵
画
が
あ
た
か

も
天
造
地
設
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
故
に
山
水
を
第
六
番
目
に
置

＜
 牛

は
重
き
に
任
じ
て
遠
き
を
致
し
、
馬
は
地
を
行
き
て
天
を
窮
め
る
。
虎
の

紋
様
は
病
然
と
し
て
お
り
、
豹
の
紋
様
は
蔚
然
と
し
て
い
る
。
韓
慮
の
犬
や
東

郭
の
兎
に
至
っ
て
は
書
伝
の
中
に
（
「
戦
国
策
」
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

故
に
畜
獣
を
七
番
目
に
置
く
。

草
木
の
華
実
、
禽
鳥
の
飛
鳴
な
ど
、
動
物
・
植
物
の
発
生
は
、
自
然
か
ら
稟

け
た
も
の
で
あ
り
、
生
死
栄
枯
ほ
春
夏
秋
冬
の
四
時
に
合
致
す
る
。
詩
人
は
草

木
鳥
獣
を
と
り
あ
げ
て
比
興
・
諷
論
を
な
す
。
故
に
花
鳥
を
八
番
目
に
置
く
。

雪
を
架
し
霜
を
凌
ぐ
の
は
、
あ
た
か
も
特
別
の
操
守
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。

虚
心
・
高
節
は
、
あ
た
か
も
良
い
道
徳
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。
長
短
を
裁
定
し

て
、
音
楽
の
律
呂
に
対
応
し
、
排
を
編
し
冊
を
成
し
て
、
書
籍
を
写
す
。
草
木

の
中
で
そ
れ
よ
り
秀
れ
た
も
の
は
な
く
、
画
く
時
に
色
彩
を
用
い
な
い
で
、
雅

濃
と
し
て
高
尚
で
あ
る
。
故
に
墨
竹
を
九
番
目
に
置
く
。

老
人
ほ
甕
を
抱
い
て
畦
を
灌
す
。
奨
遅
は
学
を
請
い
て
圃
を
な
す
。
営
養
に

ナ

9

富
み
、
日
用
の
飲
食
と
同
じ
価
値
が
あ
る
。
秀
実
・
美
味
は
築
豆
の
中
に
握
ベ

る
こ
と
が
で
き
る
。
神
明
の
上
供
に
給
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
蕨
果
を
十
番
目

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
四

各
部
門
の
画
家
に
つ
い
て
は
、
品
格
に
よ
っ
て
等
級
を
分
け
る
こ
と
は
し
な

い
で
、
特
に
世
代
の
先
後
に
よ
っ
て
分
け
る
。
図
画
を
披
見
す
る
者
は
、
門
に

よ
っ
て
画
を
得
、
画
に
よ
っ
て
人
を
得
、
人
に
よ
っ
て
世
を
論
ず
る
の
で
あ
っ

て
、
画
譜
の
伝
え
る
所
は
個
人
に
対
す
る
親
疏
厚
薄
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て

欲
し
い
の
で
あ
る
。

画
譜
の
内
容
を
十
部
門
に
分
け
、
各
門
ご
と
の
内
容
を
概
括
的
に
叙
述
し
、

そ
の
価
値
と
前
後
の
順
序
の
原
因
を
説
明
す
る
。
中
国
絵
画
の
分
類
に
は
絶
対

的
な
標
準
は
な
い
し
、
一
定
の
次
序
も
な
く
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
異
な
っ

て
い
る
。道

釈
門

人
物
門

宮
室
門

番
族
門

竜
魚
門

山
水
門

畜
獣
門

花
鳥
門

墨
竹
門

薩
果
門

巻
一
、
道
釈
叙
論
。

孔
子
は
「
道
に
志
ざ
し
、
徳
に
据
り
、
仁
に
依
り
、
芸
に
漉
ぶ
」
と
い
う
が

に
置
く
。

ご
一
人

六
人

二
七
人

四
六
人

四
九
人

＝＝―-人四
人

五
人

八
人

四
一
人

―
―
七
九
軸

五
0
五
軸

七
一
軸

ー
ニ
三
軸

一
ー
七
軸

―1
0八
軸

三
二
四
軸

一
七
八
六
軸

一
四
八
軸

二
五
軸

六一



（
「
論
語
、
述
而
」
。
「
集
注
」
に
よ
れ
ば
、
「
蓋
し
学
は
志
を
立
つ
る
よ
り
先

な
る
は
な
く
、
道
に
志
ざ
せ
ば
則
ち
心
は
正
に
存
し
て
他
な
ら
ず
、
徳
に
据
れ

ぱ
則
ち
道
は
心
に
得
て
失
わ
ず
、
仁
に
依
れ
ば
則
ち
徳
性
を
常
に
用
い
て
物
欲

は
行
か
ず
、
藝
に
漉
ぺ
ば
則
ち
小
物
も
遺
ら
ず
動
息
し
て
養
う
有
り
。
」
と
い

う
。
古
代
に
お
い
て
は
礼
・
楽
・
射
・
御
・
書
・
数
を
も
っ
て
六
藝
と
な
す
。

漉
と
は
刀
を
遊
ば
せ
て
余
り
有
り
の
漉
で
あ
っ
て
、
非
常
な
熟
練
を
意
味
す

る
。
）
藝
は
道
に
志
ざ
す
士
の
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
た

だ
こ
れ
に
滸
ぶ
の
み
で
あ
っ
て
、
重
点
は
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
絵
画
も

ま
た
藝
で
あ
っ
て
、
進
歩
し
て
妙
に
達
す
る
と
、
道
が
藝
な
の
か
、
藝
が
道
な

の
か
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
道
が
藝
を
指
導
す
る
し
、
藝
も
道
を
体
現
す
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
梓
慶
の
鐵
を
削
り
（
「
荘
子
、
達
生
」
）
、
輪
扁
が
輪
を
断

る
（
「
荘
子
、
達
生
」
）
よ
う
に
、
昔
の
人
も
彼
等
を
用
い
て
道
を
論
じ
た
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
道
釈
の
像
と
儒
者
の
風
儀
を
画
け
ば
、
人
を
し
て
彼
等
を
朧

仰
せ
し
め
、
そ
の
造
形
に
よ
っ
て
悟
る
者
が
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
小
補

す
る
と
言
え
よ
う
か
。
こ
の
利
点
は
過
少
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

故
、
道
釈
門
に
一
ー
ー
教
（
儒
•
仏
・
道
）
を
附
加
す
る
の
で
あ
る
。
晋
・
宋
以
来
、

本
朝
に
到
る
迄
、
道
釈
を
も
っ
て
名
家
た
る
者
は
、
四
九
人
で
あ
る
。
晋
・
宋

で
は
顧
憔
之
・
陸
探
微
、
梁
．
隋
で
は
張
僧
縣
・
展
子
虔
と
い
っ
た
画
家
た
ち

が
、
抜
群
で
あ
り
、
唐
に
至
れ
ば
呉
道
元
が
独
歩
し
て
、
前
に
古
人
無
し
と
言

っ
て
も
よ
い
程
で
あ
る
。
五
代
で
は
曹
仲
元
が
た
ち
ま
ち
前
輩
を
追
い
越
し
、

本
朝
に
至
っ
て
絵
事
の
エ
ほ
晋
宋
問
の
人
物
を
凌
礫
（
威
圧
）
し
た
。
道
士
李

得
柔
が
神
仙
を
画
く
と
・
気
骨
を
表
現
し
、
彩
色
の
巧
妙
さ
は
当
時
随
一
で
あ

っ
た
。
孫
知
微
と
い
っ
た
画
家
た
ち
は
皆
そ
の
下
に
あ
っ
て
及
ば
な
い
し
、
そ

の
他
の
画
家
た
ち
は
巧
く
な
い
。

画
譜
の
中
で
は
詳
細
に
紹
介
す
る
が
、
こ
こ

で
は
最
も
著
名
な
画
家
達
を
も
っ
て
大
筋
を
提
示
す
る
。
趙
裔
・
高
文
進
と
い

っ
た
人
等
は
道
釈
画
に
お
い
て
著
名
で
あ
っ
た
が
、
趙
裔
は
朱
縣
を
学
ん
で
、

そ
う
悪
く
は
な
い
が
、
家
婢
が
夫
人
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
動
作
が
ぎ
こ

ち
な
く
、
結
局
本
当
に
似
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
高
文
進
は
蜀
の
人
で
、

世
間
で
は
蜀
の
画
家
を
名
家
だ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
虚
名
で
あ
っ
て
、
こ
の
画

譜
で
は
趙
裔
・
高
文
進
を
麒
っ
た
。

顧
憔
之
。
一
般
に
三
絶
（
画
絶
・
擬
絶
・
オ
絶
）
と
い
わ
れ
た
。
謝
安
に
は

有
史
以
来
最
高
の
画
家
と
称
讃
さ
れ
た
。
人
物
画
を
描
く
と
き
、
「
四
体
の
妍

蛍
は
も
と
妙
処
に
関
わ
る
な
し
。
伝
神
写
照
は
ま
さ
に
阿
堵
の
中
に
あ
り
」
と

い
っ
て
、
な
か
な
か
目
晴
を
点
じ
な
か
っ
た
。
翡
楷
の
像
を
画
い
た
と
き
に
、

頬
の
上
に
三
毛
を
画
き
加
え
る
と
、
こ
の
像
の
神
明
が
殊
に
勝
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
。
（
翡
楷
は
顧
悽
之
に
と
っ
て
過
去
の
人
で
あ
っ
た
が
）
謝
鰈
を
石

巌
の
中
に
お
い
て
そ
の
肖
像
を
描
い
た
が
、
謝
鱚
の
よ
う
な
一
丘
一
墾
の
人
は

丘
墾
の
中
に
置
い
た
方
が
一
層
ふ
さ
わ
し
い
と
い
っ
た
。
殷
仲
堪
の
画
像
を
描

こ
う
と
し
た
時
、
仲
堪
は
目
を
病
ん
で
い
た
の
で
固
辞
し
た
が
、
顧
催
之
は
、

あ
な
た
は
眼
清
を
画
く
こ
と
を
欲
し
な
い
の
だ
か
ら
、
眼
珠
を
明
か
に
点
じ
た

後
で
、
飛
白
の
技
法
を
用
い
て
そ
の
上
を
さ
っ
と
一
掃
き
す
れ
ば
、
軽
霙
が
月

を
蔽
う
よ
う
に
美
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
。
か
つ
て
瓦
官
寺
の
北
殿
に

維
摩
詰
の
像
を
画
い
た
と
き
、
ま
さ
に
眸
子
を
点
じ
お
わ
ろ
う
と
す
る
と
、
寺

僧
が
、
三
日
な
ら
ず
し
て
見
物
人
の
喜
捨
が
百
万
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ

六
四



た
が
、
果
し
て
そ
う
な
っ
た
。
精
微
な
点
で
は
荀
愚
・
衛
協
・
曹
弗
興
・
張
僧

縣
と
い
え
ど
も
及
ば
な
い
。
謝
赫
は
「
迩
は
意
に
逮
ば
ず
。
声
は
実
に
過
ぐ
」

と
い
っ
て
い
る
が
、
顧
憔
之
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
桓
温
が
顧
催

之
を
大
司
馬
参
軍
と
し
た
と
き
、
桓
温
に
厨
子
一
杯
分
の
絵
画
を
あ
ず
け
た
が
、

後
に
そ
れ
を
桓
温
に
窃
取
さ
れ
た
。
だ
か
ら
顧
懐
之
の
画
の
伝
世
す
る
も
の
が

少
い
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
九
゜

陸
探
微
。
謝
赫
は
「
古
画
品
録
」
に
お
い
て
、
画
の
六
法
を
す
べ
て
よ
く
す

る
者
は
極
め
て
少
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
陸
探
微
は
六
法
を
す
べ
て
身
に
つ
け

「
彼
は
物
理
を
窮
め
、
人
性
を
尽
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
語
や
文

字
の
表
わ
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
伝
統
を
継
承
し
、
後
人
の
た
め
に
道
を
拓

き
、
昔
か
ら
今
に
到
る
ま
で
独
立
独
歩
で
あ
り
、
万
代
に
亘
る
評
論
の
基
準
で

あ
り
、
占
卦
に
お
け
る
著
亀
や
、
物
の
重
さ
を
量
る
磋
秤
や
、
顔
を
写
す
鏡
子

の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
正
確
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
評
論
家
の
多

く
は
、
顧
儘
之
と
陸
探
微
と
張
僧
縣
の
三
人
の
大
家
に
品
第
を
加
え
る
。
或
る

人
が
書
法
家
と
較
べ
る
と
、
顕
憔
之
と
陸
探
微
ほ
鍾
篠
と
張
芝
に
比
せ
ら
れ
、

張
僧
縣
は
王
畿
之
に
比
せ
ら
れ
、
書
画
が
同
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
」
（
李

嗣
真
）
又
、
「
張
は
そ
の
肉
を
得
、
陸
は
そ
の
骨
を
得
、
顧
は
そ
の
神
を
得
た

り
」
（
張
懐
瑠
）
と
も
い
わ
れ
る
。
肉
は
浅
く
、
骨
は
深
く
、
神
は
妙
で
あ
り
、

深
浅
神
妙
の
間
に
は
当
然
い
さ
さ
か
の
区
別
が
あ
る
。
陸
探
微
は
二
者
の
中
間

に
あ
る
が
、
古
今
の
評
論
を
綜
合
し
研
究
す
る
と
、
よ
く
骨
を
得
る
と
い
え
ば
、

彼
の
精
深
さ
も
ま
た
想
像
し
う
る
の
で
あ
る
。
顧
儘
之
が
前
に
在
る
か
ら
秀
れ

て
お
り
、
陸
探
微
は
後
に
あ
っ
て
劣
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
陸
探
微
の
み
に

て
い
る
。

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
同

六
五

つ
い
て
い
え
ば
絶
人
（
世
俗
を
超
越
し
た
人
）
と
い
え
る
。
陸
探
微
が
平
生
好

ん
で
描
い
た
の
は
昔
の
聖
賢
の
像
で
、
当
然
あ
る
意
途
が
あ
っ
た
。
最
近
、
米

苛
が
画
を
論
じ
て
「
明
白
に
区
別
し
や
す
く
、
一
見
し
て
わ
か
る
の
は
、
た
だ

顧
憔
之
と
陸
探
微
と
呉
道
玄
だ
け
だ
。
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
そ
う
で

あ
る
。
二
人
の
子
供
、
縦
洪
と
緩
粛
も
家
学
を
伝
授
さ
れ
、
画
に
巧
み
で
あ
っ

て
、
家
名
を
恥
ず
か
し
め
ず
、
父
の
作
風
を
よ
く
身
に
つ
け
て
い
た
が
、
遂
に

父
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
張
彦
遠
は
「
形
体
動
作
の
す
べ
て
が
生

動
し
て
、
風
骨
の
力
が
頓
挫
す
る
。
一
点
一
画
、
一
た
び
筆
が
動
け
ば
非
常
に

新
奇
な
画
風
が
出
現
す
る
。
」
と
い
う
が
、
も
と
よ
り
非
凡
で
あ
り
、
画
技
が
巧

み
で
あ
る
の
に
専
門
家
と
し
て
は
作
画
し
な
い
の
で
、
伝
世
の
作
品
が
極
め
て

少
い
の
で
あ
る
。
か
っ
て
庶
紙
に
「
釈
迦
像
」
を
描
い
て
珍
ら
し
が
ら
れ
た
が
、

庶
紙
は
松
軟
で
墨
を
吸
収
し
、
運
筆
が
難
し
く
、
画
家
た
ち
は
い
や
が
る
の
で

あ
る
が
、
陸
探
微
だ
け
が
こ
れ
用
い
て
巧
み
だ
と
讃
え
ら
れ
た
。
御
府
所
蔵
一

0
。張

僧
縣
。
彼
は
当
時
極
め
て
有
名
で
、
梁
の
武
帝
が
各
地
に
封
じ
た
子
供
た

ち
に
会
い
た
い
と
思
う
た
び
ご
と
に
、
張
僧
縣
を
派
遣
し
て
、
彼
ら
を
写
さ
せ
、

そ
の
画
を
見
る
と
本
人
に
対
面
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
江
陵
の
天
皇
寺
の

柏
堂
に
、
張
僧
縣
の
描
い
た
盛
舎
那
仏
と
孔
子
の
像
が
あ
っ
た
。
明
帝
（
武
帝

か
）
が
孔
子
と
仏
氏
が
混
滑
し
て
い
る
の
を
怪
し
む
と
、
張
僧
縣
は
、
後
日
こ

の
よ
う
に
近
寄
れ
ば
問
題
は
な
い
と
答
え
た
。
ま
た
金
陵
の
安
楽
寺
に
四
龍
を

描
い
た
と
き
、
眼
晴
を
点
じ
な
か
っ
た
。
張
僧
縣
が
、
眼
晴
を
点
ず
れ
ば
飛
躍

し
て
去
る
と
い
う
と
、
皆
が
で
た
ら
め
だ
、
点
じ
て
み
ろ
と
い
う
。
張
僧
縣
が



墨
筆
で
点
ず
る
と
、
果
し
て
二
竜
が
雷
鳴
と
と
も
に
堰
壁
を
破
っ
て
飛
び
去
り
、

画
が
無
く
な
っ
て
い
た
が
、
点
晴
し
て
な
い
竜
は
残
っ
て
い
た
。
世
間
で
は
、

張
僧
縣
の
画
は
骨
気
が
奇
偉
で
規
模
は
宏
逸
、
六
法
は
み
な
精
し
く
完
備
し
、

顧
挫
之
・
陸
探
微
と
肩
を
並
ぺ
る
と
い
う
。
張
僧
縣
が
仏
画
を
多
く
描
い
た
の

は
、
梁
の
武
帝
が
仏
教
を
尊
ん
だ
か
ら
で
、
従
っ
て
張
僧
縣
の
画
は
し
ば
し
ば

一
時
の
趣
好
に
従
っ
て
い
る
。
御
府
所
蔵
十
六
゜

展
子
虔
。
北
周
、
北
斉
を
経
て
隋
に
至
り
、
朝
散
大
夫
と
な
っ
た
。
高
殿
・

楼
閣
を
描
い
て
董
展
に
似
て
い
る
が
遂
に
及
ば
な
か
っ
た
。
江
山
遠
近
の
勢
を

描
く
の
が
も
っ
と
も
エ
み
で
、
尺
尺
の
う
ち
に
千
里
の
趣
き
が
あ
る
と
い
わ
れ

た
。
唐
の
沙
門
彦
椋
は
「
子
虔
の
物
に
触
れ
、
情
を
留
め
る
こ
と
、
備
わ
り
て

み
な
絶
妙
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
描
写
し
難
い
形
状
を
巧
く
描
く
と
い
う

点
で
、
詩
人
と
似
て
い
る
。
御
府
所
蔵
二
十
゜

董
展
。
誰
と
い
っ
て
祖
述
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
が
、
昔
の
名
人
と
比
べ

て
遜
色
は
な
か
っ
た
。
オ
徳
声
望
の
あ
る
人
達
や
名
門
の
人
達
は
、
董
展
の
画

を
見
て
、
み
な
意
外
に
巧
い
の
で
顔
色
を
変
え
た
。
た
だ
し
彼
の
生
地
は
平
原

地
帯
で
あ
っ
た
の
で
、
い
か
な
る
江
山
の
美
景
も
な
く
、
戎
馬
と
共
に
育
っ
た

の
で
、
中
朝
の
冠
是
の
人
物
の
儀
節
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
董
展
の
技
が
及
ば

な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
環
境
に
よ
る
制
約
や
、
習
慣
の
違
い
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
欠
点
で
は
な
い
。
展
子
虔
と
肩
を

並
べ
て
名
声
が
あ
り
、
董
展
は
建
築
物
の
微
妙
な
点
ま
で
描
い
て
展
子
虔
に
ま

さ
り
、
展
子
虔
は
車
馬
の
駿
敏
さ
を
描
い
て
董
展
に
ま
さ
っ
た
。
董
展
と
展
子

虔
の
関
係
は
、
詩
人
で
い
え
ば
李
白
と
杜
甫
の
関
係
で
あ
る
。
董
展
は
「
道
経

変
相
」
を
描
い
て
、
世
間
の
称
讃
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ほ
画
外
に

情
が
あ
り
、
性
霊
に
参
じ
、
妙
理
を
料
酌
し
、
華
脊
の
理
想
国
家
を
夢
想
し
、

神
化
幻
人
と
共
に
滸
ん
た
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
地
歩
を
占
め
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
一
。

閻
立
徳
。
エ
部
尚
書
で
あ
っ
た
。
父
の
閻
砒
は
隋
代
に
画
名
高
く
、
弟
の
閻

立
本
と
家
学
を
も
っ
て
名
を
な
し
た
。
唐
の
太
宗
の
貞
観
年
間
に
東
蛮
の
謝
元

深
が
朝
貢
し
て
き
た
時
、
顔
師
古
が
上
奏
し
て
、
昔
、
周
の
武
王
の
時
、
遠
国

が
帰
服
し
朝
貢
し
て
く
る
と
、
そ
の
こ
と
を
記
録
し
て
王
会
篇
（
周
書
）
を
作

っ
た
。
今
、
各
国
が
来
朝
す
る
の
を
見
る
と
、
草
衣
を
着
す
る
あ
り
、
鳥
羽
を

戴
く
あ
り
、
こ
れ
ら
を
蛮
邸
に
あ
っ
め
て
図
写
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
。
そ

こ
で
閻
立
徳
に
命
じ
て
描
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朝
貢
の
際
の
定
め
ら

れ
た
次
序
や
、
進
退
回
旋
の
際
の
礼
節
や
、
帽
奢
を
正
し
笏
版
を
抱
く
儀
式
や
、

鼻
で
飲
ん
だ
り
頭
を
飛
ば
し
た
り
す
る
人
物
の
詭
異
な
形
状
な
ど
、
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
き
ち
ん
と
図
写
し
た
の
で
あ
る
。
李
嗣
真
は
閻
立
徳
・
立
本
兄
弟
を
、

兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
し
と
い
っ
て
い
る
。
御
府
所
蔵
九
゜

閻
立
本
。
唐
の
高
宗
の
総
章
元
年

g
8、
司
平
太
常
伯
を
も
っ
て
右
相
を
拝

し
た
。
形
似
を
も
っ
と
も
巧
み
に
し
た
。
唐
の
太
宗
が
侍
臣
と
春
苑
池
に
舟
を

淀
ぺ
、
異
鳥
が
自
由
に
遊
ぶ
の
を
見
て
、
喜
ん
で
相
好
を
崩
し
、
侍
坐
す
る
者

ど
も
に
命
じ
て
詩
を
賦
せ
し
め
、
閻
立
本
に
命
じ
て
写
生
さ
せ
た
。
役
人
が

画
師
閻
立
本
と
呼
ぶ
と
、
当
時
主
爵
郎
中
で
あ
っ
た
閻
立
本
は
池
辺
に
俯
伏
し

て
、
丹
粉
を
研
晩
し
、
写
生
に
従
事
し
た
。
ほ
か
の
人
達
が
か
な
た
で
詩
を
賦

し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
羞
愧
に
よ
っ
て
汗
を
か
い
た
。
そ
こ
で
閻
立
本
ほ
帰

六
六



宅
す
る
と
、
そ
の
子
を
戒
め
て
い
う
に
は
、
自
分
は
若
い
頃
か
ら
読
書
し
て
、

文
辞
に
つ
い
て
は
同
僚
に
決
し
て
劣
ら
な
い
。
た
だ
画
名
が
高
く
な
っ
た
た
め

に
、
と
う
と
う
厠
役
等
と
同
じ
よ
う
な
羽
目
に
な
っ
た
。
お
ま
へ
は
決
し
て
画

な
ど
を
習
っ
て
は
い
け
な
い
と
。
し
か
し
本
性
か
ら
好
き
で
あ
っ
た
の
で
、
い

く
ら
画
を
罷
め
よ
う
と
し
て
も
罷
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
右
相
に
任
ぜ

ら
れ
た
時
、
姜
格
が
戦
功
に
よ
っ
て
左
相
に
擢
せ
ら
れ
た
。
人
び
と
は
「
左
相

は
宜
ら
沙
漠
に
威
を
張
り
、
右
相
は
丹
青
に
誉
を
馳
す
。
」
と
嘲
け
っ
た
。

つ
て
詔
を
う
け
て
太
宗
の
真
容
を
写
し
た
。
後
の
上
手
な
画
家
た
ち
が
玄
都
観

に
皇
帝
の
姿
を
描
こ
う
と
す
る
時
（
鎮
九
五
岡
之
気
）
、
な
お
太
宗
の
神
武
の

英
威
を
仰
ぎ
み
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
秦
府
の
十
八
学
士
と
凌
姻
閣
の
功
臣
等

を
写
し
た
が
、
悉
く
み
な
古
人
の
形
姿
が
輝
映
し
て
、
時
人
は
み
な
そ
の
妙
を

称
讃
し
た
。
か
つ
て
「
酔
道
図
」
を
画
い
た
が
、
あ
る
人
が
張
僧
篠
の
「
酔
僧

図
」
と
比
較
し
た
。
閻
立
本
は
か
つ
て
荊
州
で
張
僧
縣
の
画
を
み
て
「
き
っ
と

虚
名
を
得
た
だ
け
だ
」
と
い
っ
た
が
、
翌
日
ま
た
み
て
、
「
や
は
り
近
代
の
佳

手
だ
」
と
い
っ
た
。
翌
日
ま
た
み
て
、
「
名
を
下
し
て
虚
士
で
な
い
と
確
定
し

た
。
」
と
い
っ
た
。
坐
し
て
こ
れ
を
観
て
、
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
下
に

十
日
間
も
留
宿
し
た
。
欧
陽
詢
が
索
靖
の
碑
を
見
た
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
閻

立
本
は
閣
外
に
画
師
と
呼
ば
れ
た
の
で
、
そ
の
子
を
戒
め
て
画
を
習
う
母
れ
と

い
っ
た
が
、
張
彦
遠
は
魏
の
明
帝
が
凌
雲
台
を
建
て
て
、
章
誕
に
命
じ
て
榜
に

題
せ
し
め
た
事
と
、
ひ
そ
か
に
比
ぺ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
知
言
で
あ
り

正
し
い
。
戴
安
道
は
王
門
の
伶
人
に
な
る
の
を
嫌
っ
て
琴
を
砕
い
た
。
玩
千
里

は
終
日
客
に
対
応
し
て
琴
を
弾
い
て
倦
ま
な
か
っ
た
。
論
者
は
戴
安
道
を
も
っ

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
回

力、

六
七

て
玩
千
里
の
達
せ
る
に
如
か
ず
と
す
る
。
禰
衡
が
漁
陽
の
撫
を
鼓
を
た
た
い
て

演
奏
し
た
の
ほ
果
し
て
辱
か
し
め
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
御
府
所
蔵
四
二
。

張
孝
師
。
か
つ
て
死
し
て
蘇
生
し
た
の
で
、
「
地
獄
相
」
を
描
く
の
が
も
っ

と
も
巧
み
で
あ
っ
た
。
呉
道
玄
も
そ
の
画
を
見
て
、
「
地
獄
変
相
」
を
描
い
た
。

怪
力
乱
神
は
聖
人
の
語
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
張
孝
師
も
冥
遊
し
て
画
に
特

紀
せ
ん
と
し
、
そ
の
画
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
一
。

苑
長
寿
。
張
僧
篠
を
学
ぴ
、
風
俗
好
尚
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
田
家
の
景
物
、

風
俗
、
人
物
を
描
い
て
そ
の
情
を
極
め
た
。
山
川
の
形
勢
、
屈
曲
向
背
、
分
布

遠
近
に
至
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
条
理
が
あ
り
、
そ
の
間
の
室
鷹
や
放
牧
の
所
在
、

牛
羊
鶏
犬
、
草
を
鯨
み
水
を
飲
む
動
作
態
度
に
は
生
意
が
具
わ
っ
て
い
る
。
張

僧
縣
に
匹
敵
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
非
常
に
有
名
で
あ
っ

た
。
御
府
所
蔵
二
。

何
長
寿
。
疱
長
寿
と
同
じ
く
張
僧
縣
に
師
法
し
、
従
っ
て
画
く
と
こ
ろ
も
類

似
し
て
い
る
。
だ
か
ら
同
じ
源
か
ら
出
た
異
派
で
あ
る
が
、
論
者
は
箔
長
寿
を

上
位
に
お
く
。
し
か
し
こ
の
二
人
は
頭
を
斉
え
て
並
ん
で
進
ん
で
い
る
の
で
あ

っ
て
、
名
声
は
同
じ
で
あ
る
。
は
じ
め
何
と
苑
と
は
と
も
に
「
酔
道
図
」
を
描

い
て
伝
世
し
て
い
る
が
、
有
識
者
は
こ
れ
ら
を
張
僧
縣
の
作
品
だ
と
い
う
。
し

か
し
き
っ
と
こ
れ
ら
を
区
別
す
る
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
御
府
所
蔵
二
。

尉
遅
乙
僧
。
吐
火
羅
国
の
胡
人
。
乙
僧
は
唐
の
太
宗
の
貞
観
初
年
に
、
彼
の

生
国
が
、
画
が
巧
み
だ
と
い
う
理
由
で
中
国
に
送
り
込
ん
だ
。
唐
朝
は
乙
僧
を

宿
衛
官
に
任
じ
、
郡
公
に
封
じ
た
。
肘
人
は
跛
質
那
を
大
尉
遅
、
乙
僧
を
小
尉

遅
と
呼
ん
だ
。
父
子
と
も
に
画
が
巧
み
で
、
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
区
別
し
た
の



冠
に
し
て
深
く
奥
義
（
妙
所
）
に
至
り
、
天
性
に
よ
っ
て
自
悟
し
た
よ
う
で
、

学
習
を
重
ね
て
巧
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
充
州
瑕
丘
の
尉
と
な
っ
た
時
、

玄
宗
が
画
の
巧
み
な
こ
と
を
聞
き
、
召
し
て
供
奉
と
し
た
。
ほ
4
張
僧
篠
に
師

法
し
て
、
そ
の
生
ま
れ
か
わ
り
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
変
幻
自
在
さ
は
、
造

物
主
も
か
く
や
と
思
わ
れ
、
張
僧
縣
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
顧
橙
之
は
郷

の
女
を
壁
に
描
い
て
、
心
臓
に
釘
を
剌
し
て
呻
吟
さ
せ
た
と
い
う
が
、
呉
道
玄

は
僧
房
に
駅
馬
を
描
い
て
、
一
夜
踏
藉
し
破
進
す
る
声
を
聞
い
た
と
い
う
。
張

僧
縣
は
画
竜
点
晴
し
て
、
壁
を
破
っ
て
飛
び
去
り
、
呉
道
玄
は
竜
を
描
い
て
、

鱗
甲
が
飛
動
し
、
雨
が
降
れ
ば
姻
霧
が
生
じ
た
。
顧
挫
之
は
前
代
に
冠
絶
し
、

張
僧
縣
は
後
代
に
絶
倫
で
あ
っ
た
が
、
呉
道
玄
は
両
者
を
兼
ね
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
開
元
年
間
に
将
軍
斐
晏
は
母
を
失
っ
て
喪
に
服
し
、
呉
道
玄
に
鬼
神
を

天
宮
寺
に
描
か
せ
て
、
母
の
冥
福
を
祈
っ
た
。
呉
道
玄
は
斐
畏
に
た
の
ん
で
孝

服
を
軍
装
に
着
換
え
さ
せ
、
馬
を
馳
せ
剣
を
持
っ
て
舞
っ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の

呉
道
玄
。
書
を
張
旭
、
賀
知
章
に
学
ん
だ
が
大
成
せ
ず
、
画
を
学
ん
で
、
若

府
所
蔵
八
゜

巻
二

道
釈

唐

で
あ
る
。
乙
僧
ほ
か
つ
て
慈
恵
寺
の
塔
前
に
「
千
眼
手
降
魔
像
」
を
描
い
て
、

奇
踪
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
は
画
く
と
こ
ろ
の
衣
冠
物
象
が
全
く
中
国
的
な
儀
形

（
か
た
ち
）
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
用
筆
の
巧
み
さ
は
、
閻
立
本
と
ど

ち
ら
か
を
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
だ
し
閻
立
本
が
外
国
を
描
く
と
昔
の
画
家

よ
り
立
派
で
あ
る
が
、
乙
僧
が
中
国
人
物
を
描
く
と
、
い
ま
だ
聞
い
た
こ
と
が

な
い
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
閻
立
本
と
の
優
劣
は
つ
け
ら
れ
な
い
。
御

様
子
は
あ
る
い
は
激
昂
し
あ
る
い
は
頓
挫
し
、
雄
傑
奇
偉
で
、
見
物
人
が
数
千

人
も
集
ま
り
、
駿
愕
し
戦
慄
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
呉
道
玄
は
解
衣
礎
硼

し
て
斐
長
の
剣
舞
の
壮
気
を
画
の
制
作
に
借
り
て
、
運
筆
の
早
さ
は
風
を
生
ず

る
程
で
あ
あ
り
、
画
が
完
成
す
る
と
天
下
の
壮
親
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
庖
丁
が

解
牛
し
、
輪
扁
が
輪
を
新
る
の
は
、
み
な
技
術
を
高
め
て
道
に
入
る
の
で
あ
り
、

張
旭
は
公
孫
大
娘
の
剣
器
で
舞
う
の
を
見
て
、
そ
の
草
書
が
入
神
と
な
っ
た
。

呉
道
玄
の
画
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
醗
将
に
頼
ん
で
剣
舞

し
て
も
ら
い
、
そ
の
雄
偉
の
気
概
は
尋
常
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
揮
牽
す
る

ご
と
に
、
必
ず
甜
欽
す
る
が
、
こ
れ
は
文
章
を
作
る
の
と
同
じ
で
気
を
も
っ
て

主
と
な
す
の
で
あ
る
。
円
光
（
頭
光
）
は
仏
画
が
完
成
し
て
最
後
に
描
か
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
呉
道
玄
は
臀
を
転
ら
し
墨
を
運
ら
し
て
、
一
筆
で
描
き
上
げ

た
。
観
衆
は
喧
叫
し
驚
呼
し
て
、
市
中
が
震
動
し
た
。
こ
れ
は
殆
ん
ど
神
業
，
で

あ
る
。
そ
し
て
、
耳
を
貴
び
目
を
賤
し
め
る
の
は
人
情
の
常
で
あ
り
、
古
人
を

好
み
今
人
を
貶
す
の
が
常
で
あ
る
が
、
呉
道
玄
は
当
時
す
で
に
こ
の
よ
う
に
重

ん
．
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
久
遠
に
伝
え
ら
れ
て
、
更
に
尊
祟
さ
れ
る

の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
蘇
試
に
よ
れ
ば
、
唐
の
最
盛
期
は
、
文
章
で
は
韓
愈
、

詩
で
は
杜
甫
、
書
で
は
顔
真
卿
、
画
で
は
呉
道
玄
、
そ
れ
で
天
下
の
能
事
は
畢

っ
た
と
い
う
。
呉
道
子
の
画
で
世
間
に
よ
く
伝
え
ら
れ
知
ら
れ
て
い
る
の
は

「
地
獄
変
相
」
で
あ
る
が
、
そ
の
構
想
を
見
る
と
、
暗
中
で
徳
を
積
め
ば
明
処

で
そ
の
報
い
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
陽
の
当
る
と
こ
ろ
で
悪
を
な
せ
ば
、

陰
で
報
い
を
う
け
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
画
が
完
成
し
て
か
ら
、
時
に
は
帝
王

貴
族
の
子
孫
と
い
え
ど
も
手
か
辻
足
か
せ
を
つ
け
ら
れ
て
罪
を
受
け
る
と
い
う

六
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こ
と
も
、
実
際
に
あ
る
か
な
い
か
は
別
と
し
て
、
情
理
を
も
っ
て
推
考
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
呉
道
玄
の
妙
筆
に
つ
い
て
は
、
小
説
や

伝
記
に
さ
ま
ざ
ま
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
省
略
し
、

最
も
著
名
な
も
の
の
み
を
記
し
た
。
呉
道
玄
が
供
奉
で
あ
っ
た
時
、
内
教
博
士

と
な
っ
て
、
詔
が
な
け
れ
ば
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
の
ち
に
官
を
止
め

ら
れ
、
寧
王
の
友
人
と
な
っ
た
。
御
府
所
蔵
九
十
三
。

覆
淡
。
早
く
し
て
呉
道
玄
を
師
と
し
、
呉
道
玄
が
墨
筆
で
画
き
お
わ
り
帰
る

と
き
い
つ
も
、
嚢
淡
に
命
じ
て
布
色
さ
せ
た
。
蓋
し
人
物
の
精
神
は
ほ
ぼ
濃
淡

の
間
に
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
道
玄
が
す
な
わ
ち
彩
色
す
る
こ
と
を
許
可

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
嚢
淡
が
凡
庸
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

彼
等
二
人
の
落
墨
と
布
色
は
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
か
真
贋
は
容
易
に
弁
別
し
難

い
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
四
゜

楊
庭
光
。
呉
道
玄
と
同
時
代
の
人
。
仏
像
や
変
相
図
を
善
く
し
た
が
、
同
時

に
雑
画
や
山
水
も
巧
み
で
あ
っ
た
。
時
人
は
呉
道
玄
の
体
に
よ
く
似
て
い
る
が
、

呉
道
玄
に
比
べ
て
線
描
（
行
筆
）
が
多
少
細
か
い
と
い
っ
た
。
こ
の
点
が
呉
道

玄
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要
す
る
に
呉
生
に
及
ば
な
い
点
も
そ
こ
に
由
来

す
る
。
御
府
所
蔵
十
四
゜

慮
榜
伽
。
呉
道
玄
に
学
ぶ
も
、
オ
カ
は
呉
道
玄
に
及
ば
な
い
。
好
ん
で
変
相

図
を
描
き
、
蜀
へ
移
っ
て
か
ら
ま
す
ま
す
有
名
に
な
り
、
当
時
の
名
人
達
も
、

み
な
慮
榜
伽
に
心
服
し
た
。
乾
元
年
間
の
初
め
に
（
唐
、
粛
宗
代
、

7
5
8
頃）、

大
聖
慈
寺
に
「
行
道
僧
」
を
描
き
、
顔
真
卿
が
そ
れ
に
題
名
し
て
、
当
時
二
絶

と
称
さ
れ
た
。
か
つ
て
荘
厳
寺
の
三
門
に
画
き
、
ひ
そ
か
に
み
ず
か
ら
呉
道
玄

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
国

六
九

の
総
持
寺
の
壁
画
に
比
較
し
た
。
あ
る
日
た
ま
た
ま
呉
道
玄
が
慮
拐
伽
の
画
を

見
て
驚
嘆
し
、
慮
拐
伽
の
筆
力
は
平
素
は
自
分
に
及
ば
な
い
の
だ
が
、
今
こ
の

画
を
見
る
と
自
分
と
よ
く
似
て
お
り
、
精
神
の
颯
爽
と
し
た
様
子
が
こ
こ
に
す

っ
か
り
表
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
程
経
っ
て
、
慮
榜
伽
は

卒
し
た
。
慮
拐
伽
の
描
く
画
は
み
な
仏
像
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故

呉
道
玄
は
自
分
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
っ
て
賞
嘆
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

譴
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
一
五

0
。

趙
徳
斉
の
父
趙
温
は
画
家
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
徳
斉
は
そ
の
家
学
を
よ
く

示
え
て
い
る
。
そ
の
奇
踪
逸
筆
、
奇
特
な
形
迩
と
秀
逸
な
用
筆
と
は
、
当
時
の

人
達
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
。
光
化
年
間

(
8
9
8
-
9
0
1
)

M
、
唐
の
昭
宗
は
詔

し
て
王
建
が
成
都
に
生
祠
を
送
る
こ
と
を
許
可
し
、
徳
斉
に
命
じ
て
、
西
平
王

の
儀
佼
と
車
略
と
施
旗
な
ど
を
画
か
せ
た
が
、
恐
ろ
し
い
衛
兵
た
ち
が
厳
整
で
、

形
容
は
完
備
し
て
い
た
。
ま
た
朝
真
殿
上
に
描
い
た
后
妃
頻
御
も
、
皆
極
め
て

精
妙
で
あ
っ
た
。
昭
宗
は
喜
ん
で
、
翰
林
待
詔
に
遷
し
た
。
御
府
所
蔵
l

0

苑
褒
，
成
都
に
寓
居
し
、
陳
皓
、
膨
堅
と
同
時
で
、
と
も
に
人
物
・
道
釈
・

鬼
神
が
巧
み
で
有
名
で
あ
っ
た
。
三
人
が
共
同
し
て
描
い
た
諸
寺
の
仏
画
は
非

常
に
多
い
。
威
通
年
間
(
8
6
0
-
8
7
4
)

!l
聖
興
寺
の
大
殿
に
、
東
北
方
天
王
と

大
悲
像
を
描
き
、
名
声
が
一
時
に
轟
い
た
。
「
烏
葱
摩
像
」
の
彩
色
を
途
中
で

罷
め
た
も
の
が
あ
る
が
、
筆
踪
が
非
常
に
透
れ
て
い
て
、
後
の
名
手
で
も
補
完

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
杜
甫
が
「
身
軽
一
鳥
過
」
と
詠
ん
だ
こ

と
と
似
て
い
る
。
初
め
こ
れ
を
伝
え
た
者
は
、
た
ま
た
ま
過
の
一
字
を
闊
い
た

の
で
あ
る
が
、
当
時
の
詞
人
墨
客
た
ち
は
、
こ
れ
を
補
お
う
と
し
て
遂
に
補
う



こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
て
筆
端
の
造
化
の
働
き
が
超
絶
し
た
境
地
に
至

る
と
、
筆
墨
の
畦
径
（
常
道
）
が
脱
落
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
は
文
学
で
も
美
術
で
も
同
じ
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
九
゜

常
祭
。
咸
通
年
間
（
笞
0
ー
8
7
4
)

に
、
路
巌
侍
中
が
蜀
の
節
度
使
に
た
っ
た

時
、
常
祭
が
入
蜀
し
た
が
、
路
巌
か
ら
た
い
へ
ん
優
遇
さ
れ
た
。
常
祭
ほ
道
釈

人
物
が
巧
み
だ
と
い
う
こ
と
で
著
名
で
あ
っ
た
。
好
ん
で
上
古
の
衣
冠
を
著
し

た
人
物
を
描
き
、
近
年
の
習
気
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
衣
冠
が
古
け
れ
ば

古
い
ほ
ど
、
そ
の
画
の
味
わ
い
は
い
よ
い
よ
勝
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
画
工
が
専

ら
形
似
を
求
め
る
や
り
方
を
学
ぶ
者
に
は
、
決
し
て
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
当
時
、
「
伏
栖
画
卦
」
、
「
神
農
播
種
」
、
「
陳
元
達
鎖
諫
」
等
の
図
が
あ

っ
た
が
、
み
な
伝
世
の
名
品
で
あ
る
。
弯
曲
し
た
眉
や
豊
か
な
顔
、
燕
人
の
高

歌
や
趙
女
の
跳
舞
、
こ
れ
ら
は
最
近
の
耳
目
に
触
れ
る
も
の
を
玩
ぶ
者
に
は
看

る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
、
常
祭
の
画
に
よ
っ
て
の
み
播
種
や
鎖
諫
な
ど
の
事

が
形
容
さ
れ
て
留
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
詩
人
が
人
の
過
失
を
直
言

せ
ず
、
婉
曲
に
諫
め
る
道
理
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
常
榮
の
画
が
後
世
に

流
伝
す
る
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
十
四
゜

孫
位
。
唐
の
僭
宗
が
蜀
に
行
幸
し
た
と
き
、
孫
位
も
長
安
か
ら
蜀
に
移
っ
た
。

彼
の
挙
止
行
動
は
疎
野
で
、
襟
懐
飽
度
は
闊
達
で
窄
狭
で
な
か
っ
た
。
酒
を
好

み
、
容
易
に
酔
わ
な
か
っ
た
。
楽
し
み
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
幽
人
と
物
外
の
交

を
す
る
こ
と
、
浮
世
離
れ
し
た
人
と
俗
世
に
関
ら
ぬ
交
漉
を
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
光
啓
年
中
（
器
5
ー
器
8
)

に
応
天
寺
の
東
壁
に
画
き
、
潤
州
高
座
寺
の
張

僧
篠
の
「
戦
勝
天
王
」
を
手
本
と
し
た
が
、
矛
戟
は
も
の
も
の
し
く
、
楽
隊
の

鼓
吹
打
撃
の
音
が
虚
空
に
響
く
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
鷹
犬
（
猟
犬
）
が
疾
駆

し
雲
竜
が
出
没
す
る
さ
ま
は
、
千
変
万
化
、
千
状
万
態
、
そ
の
勢
は
飛
動
す
る

よ
う
で
あ
っ
た
。
筆
墨
が
精
好
で
、
情
操
が
高
く
人
格
が
秀
逸
で
な
け
れ
ば
こ

の
よ
う
な
画
は
描
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
御
府
所
蔵
二
七
゜

張
南
本
。
仏
像
鬼
神
が
エ
み
で
あ
っ
た
が
、
特
に
火
を
描
く
の
を
好
ん
だ
。

火
は
常
体
、
定
ま
っ
た
形
が
な
い
の
で
、
世
間
に
は
巧
み
に
描
く
者
は
ま
れ
で

あ
っ
た
。
成
都
の
金
華
寺
の
大
殿
に
「
八
明
王
」
を
描
い
た
が
、
あ
る
僧
が
巡

礼
し
て
こ
の
寺
に
至
り
、
僧
衣
を
整
え
て
大
殿
に
上
っ
た
が
、
壁
間
に
描
か
れ

た
火
を
見
た
時
、
火
勢
が
逼
っ
て
来
る
よ
う
に
感
じ
て
、
驚
き
畏
れ
て
、
転
倒

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
当
時
、
孫
位
は
水
を
描
い
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
張

南
本
の
火
を
画
く
こ
と
も
、
孫
位
と
併
称
さ
れ
た
。
水
は
道
に
近
く
、
火
は
神

に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
端
す
な
わ
ち
制
作
技
法
が
、
理
論
的
に
深
く

追
究
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
容
易
に
形
容
（
描
写
）
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
御

府
所
蔵
一
―
―
°

「
益
州
名
画
録
」
に
見
え
る
。
西
方
像
．
（
西
方
の
仏
像
）
が
巧
み
で
、

他
の
画
題
に
つ
い
て
は
何
も
聞
く
と
こ
ろ
が
な
く
、
仏
像
を
専
門
に
描
く
画
家

で
あ
ろ
う
。
辛
澄
の
描
く
仏
像
は
多
く
慈
悲
相
を
も
ち
、
結
珈
扶
坐
し
、
右
肩

を
肌
脱
ぎ
し
て
右
手
を
垂
下
し
、
目
は
伏
目
で
、
頭
部
も
上
に
挙
げ
ず
、
淡
然

と
し
て
枯
木
死
灰
の
よ
う
に
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
教
義
に
基
ず

＜
故
で
、
そ
こ
で
一
家
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
海
州
の
画
家
が
専
ら
観
音
を
描

き
、
洒
州
の
画
家
が
専
ら
僧
形
を
描
く
の
は
、
精
好
な
技
工
を
も
つ
画
工
は
、

あ
る
一
方
面
を
専
門
に
描
け
ば
生
活
が
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
種
々
の
仏
像

辛
澄
゜

七
〇



道
ば
た
で
家
を
造
る
時
、
通
行
人
に
相
談
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
意
見
は
一
致

し
な
い
。
と
こ
ろ
が
辛
澄
の
画
ほ
衆
目
が
一
致
し
て
推
許
す
る
と
こ
ろ
で
、
比

較
研
究
し
な
く
て
も
立
派
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
御
府
所
蔵
二
五
゜

張
素
卿
。
道
士
で
あ
っ
て
道
像
を
好
ん
で
描
い
た
。
唐
の
倍
宗
の
時
、
丈
人

山
に
封
ぜ
ら
れ
て
希
夷
公
と
な
っ
た
。
張
素
卿
は
、
丈
人
山
は
五
嶽
の
上
に
位

置
す
る
も
の
で
あ
り
、
五
嶽
に
は
王
を
封
じ
て
、
丈
人
山
で
は
公
と
い
う
の
は

お
か
し
い
と
言
上
し
た
。
そ
こ
で
三
品
以
上
の
着
用
す
る
紫
色
の
道
抱
を
賜
わ

っ
た
。
「
十
一
真
君
像
」
を
描
い
て
、
売
卜
、
売
丹
、
書
符
、
導
引
の
様
子
を

写
し
た
の
で
、
人
々
か
ら
称
讃
さ
れ
た
。
安
思
謙
が
為
蜀
主
王
氏
（
前
蜀
の
王

建
か
王
行
）
の
誕
生
日
の
贈
り
物
と
し
て
こ
れ
を
贈
り
、
翰
林
学
士
欧
陽
爛
に

命
じ
て
賛
を
作
ら
せ
、
黄
居
宝
に
命
じ
て
八
分
書
で
も
っ
て
こ
れ
に
題
さ
せ
た
。

御
府
所
蔵
十
四
゜

道
士
陳
若
愚
。
張
素
卿
に
画
を
学
ぶ
。
成
都
の
精
思
観
に
青
竜
、
白
虎
、
朱

雀
、
玄
武
の
四
君
像
を
描
い
て
ま
す
ま
す
名
声
が
挙
っ
た
。
「
東
華
帝
君
像
」

を
描
い
て
も
っ
と
も
エ
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
東
華
帝
君
が
、
卦
名
で
は
東
方

（
あ
る

の
震
の
地
位
に
あ
り
、
天
帝
が
出
御
し
て
物
に
応
じ
た
地
で
あ
っ
た
。

い
は
東
華
帯
君
は
天
帝
の
長
男
で
あ
る
。
）
も
し
自
分
が
道
家
に
関
係
す
る
も

絵
両
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
綱

る
人
は
二
三
で
は
す
ま
な
い
。

一
般
の
画
家
の
画
は
人
の
批
評
の
対
象
で
あ
り

を
全
て
描
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
辛
澄
が
か
つ
て
蜀
の
大
聖
寺
に
僧
形
と

種
種
の
変
相
を
描
い
た
と
き
、
町
中
の
男
女
が
見
物
に
押
し
か
け
、
遅
れ
て
来

た
人
々
は
足
を
踏
み
入
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
蜀
人
の
間
に

佳
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
道
に
面
し
て
家
を
造
ろ
う
と
す
る
と
、
議
論
す

七

の
で
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
か
。
以
前
に
東
華

帝
君
を
描
い
た
人
が
い
な
か
っ
た
の
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
御
府
所
蔵
一
。

挑
思
元
。
道
釈
画
で
当
時
有
名
で
あ
っ
た
。
「
紫
微
二
十
四
化
」
を
描
い
た

が
、
世
俗
を
警
悟
す
る
た
め
で
、
た
だ
単
に
絵
画
を
も
て
遊
ん
で
み
ず
か
ら
悦

し
む
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
仏
画
も
そ
の
土
地
に
因
ん
で
描
い
た
か
ら
、

伝
世
の
作
品
ほ
自
然
稀
に
な
っ
た
。
御
府
所
蔵
三
。

道
釈
三

王
商
。
道
釈
士
女
に
巧
み
で
、
特
に
外
国
の
人
物
を
描
い
て
精
妙
で
あ
っ
た
。

胡
翼
と
同
時
期
で
、
と
も
に
後
梁
の
尉
馬
都
尉
趙
巌
に
厚
遇
さ
れ
た
。
趙
巌
自

身
も
筆
法
（
画
法
）
に
秀
れ
て
お
り
、
ま
た
鑑
賞
眼
も
秀
れ
て
い
て
、
一
度
趙

巌
に
評
価
さ
れ
る
と
（
品
第
す
な
わ
ち
ラ
ソ
ク
づ
け
を
受
け
る
と
）
、

し
て
名
を
成
す
こ
と
が
で
き
た
。
御
府
所
蔵
十
一
。

燕
箔
。
「
天
王
」
を
描
く
の
が
巧
み
で
、
筆
法
（
画
法
）
は
周
防
を
師
と
し

た
。
「
天
王
」
図
だ
け
が
伝
世
し
て
い
る
が
、
五
代
は
戦
乱
の
時
代
だ
っ
た
の

で
、
天
王
を
崇
拝
す
る
こ
と
が
多
く
、
時
代
の
好
尚
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

御
府
所
蔵
二
。

支
仲
元
。
人
物
が
極
め
て
エ
み
で
、
画
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
動
作
や
態
度

を
巧
み
に
表
現
し
た
。
道
家
と
神
仙
の
像
を
多
く
描
き
｀
支
仲
元
自
身
も
物
外

の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
囲
碁
図
を
好
ん
で
描
い
た
が
、
み
す
か
ら
荼
を

よ
く
し
な
け
れ
ば
、
碁
石
を
布
列
し
た
り
、
進
退
変
品
し
た
り
す
る
様
子
は
分

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
松
下
林
間
で
対
局
し
て
い
る
人
物
を
描
け
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
思
想
情
致
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
御
府
所
蔵
ニ
―
°

巻

五
代

画
家
と



・
・
左
礼
。
道
釈
像
が
巧
み
で
、
張
南
本
と
同
時
、
筆
法
も
ま
た
近
い
。
道
釈
は

鬼
神
の
状
と
は
異
な
り
知
り
難
い
が
、
い
つ
も
見
て
い
れ
ば
、
容
易
に
描
け
る

よ
う
だ
。
し
か
し
道
釈
の
神
気
あ
る
面
貌
は
、
一
般
の
人
物
と
は
異
な
る
。
画

家
の
心
の
裡
に
、
道
釈
の
精
神
状
態
が
よ
く
会
得
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
描
け

な
い
も
の
だ
。
御
府
所
蔵
三
。

朱
縣
。
呉
道
玄
の
筆
法
を
得
て
い
る
が
、
そ
れ
が
升
堂
入
室
し
て
い
る
が
、

朱
縣
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
極
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
と
し
て
新
意
を
出
し
、

そ
の
千
変
万
態
の
あ
り
方
は
人
の
耳
目
を
刺
戟
し
て
い
る
。
宋
の
武
宗
元
は
洛

陽
で
朱
篠
の
壁
画
を
み
て
、
「
文
殊
隊
の
う
ち
に
善
財
童
子
が
い
る
。
自
分
は

そ
の
描
き
方
が
非
常
に
好
き
だ
。
一
ヶ
月
以
上
も
観
て
楽
し
ん
だ
が
去
り
難
か

っ
た
」
と
い
っ
た
。
現
在
は
童
子
の
あ
り
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
両

I

が
本

当
に
立
派
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
御
府
所
蔵
八
三
。

李
昇
。
唐
末
。
成
都
の
人
。
李
思
訓
の
筆
法
を
得
て
、
清
麗
さ
で
は
こ
れ
を

凌
ぐ
も
の
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
唐
の
張
躁
の
山
水
図
一
図
を
入
手
し
、
長
い

間
凝
視
し
愛
玩
し
、
捨
て
て
去
っ
た
。
後
に
な
っ
て
心
は
造
化
を
師
と
し
て
、

ほ
ぼ
旧
習
を
脱
し
、
意
に
命
じ
て
布
景
し
、
先
輩
達
の
画
風
を
見
下
し
た
。
昔
、

韓
幹
が
厩
中
の
万
馬
を
視
て
、
こ
れ
こ
そ
真
の
吾
が
師
だ
と
い
い
、
そ
れ
に
よ

っ
て
曹
覇
等
よ
り
も
数
段
卓
越
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
李
昇
の
画
に
対
す
る

考
え
方
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
蜀
人
は
李
昇
を
小
李
将
軍
と
呼
ん
だ
が
、

こ
れ
は
大
李
将
軍
李
思
訓
の
子
李
昭
道
の
こ
と
で
、
李
昇
は
こ
れ
と
声
価
が
匹

敵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
李
昇
の
筆
意
は
幽
閑
で
あ
っ
て
、
王
維
の
画
と
し
ば

し
ば
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
御
府
所
蔵
五
十
二
。

杜
子
壊
は
道
釈
に
精
し
く
、
み
ず
か
ら
円
光
を
得
意
と
す
る
と
い
い
、
同
僚

に
自
慢
し
て
い
う
に
は
、
円
光
を
描
く
と
き
は
、
心
は
海
上
に
遊
び
、
は
る
か

に
日
の
出
る
と
こ
ろ
の
扶
桑
の
木
を
想
い
、
愴
愴
涼
涼
（
荒
涼
）
と
し
て
、
こ

の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
筆
墨
を
脱
略
し
、
妍
淡
を
し
て
述
な
か
ら
し

め
他
人
の
及
ば
な
い
境
地
に
到
る
の
で
あ
る
と
。
杜
子
壊
は
丹
粉
を
研
晩
す
る

技
術
に
卓
越
し
て
い
た
の
で
、
彩
色
画
に
は
特
異
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
．
御
府

所
蔵
十
六
゜

杜
貌
。
祖
先
ほ
秦
人
で
、
乱
を
避
け
て
蜀
に
到
り
、
王
術
に
事
え
て
翰
林
待

詔
と
な
っ
た
。
博
学
強
識
で
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
才
能
を
発
揮
し
た
が
、
画
の

才
能
は
抽
ん
出
て
い
た
。
仏
像
人
物
に
巧
み
で
、
は
じ
め
常
祭
に
学
ん
だ
が
、

や
が
て
師
法
を
捨
て
、
み
ず
か
ら
一
家
を
な
し
た
。
そ
れ
故
、
筆
法
は
同
僚
を

凌
駕
し
て
お
り
、
前
輩
の
述
を
追
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
御
府
所
蔵
十
四
゜

張
元
。
羅
漢
を
描
い
て
著
名
で
あ
っ
た
。
通
行
の
羅
漢
は
奇
怪
な
表
現
を
と

り
、
貫
休
に
至
っ
て
世
間
の
骨
相
を
脱
略
し
て
、
ま
す
ま
す
奇
怪
と
な
っ
た
。

張
元
の
羅
漠
は
世
間
一
般
の
人
相
を
し
て
お
り
、
そ
れ
故
、
金
水
張
元
の
羅
漢

と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
御
府
所
蔵
八
八
゜

曹
仲
元
。
南
唐
の
李
氏
の
翰
林
待
詔
と
な
っ
た
。
は
じ
め
呉
道
玄
を
学
ん
だ

が
成
功
せ
ず
、
そ
の
法
を
棄
て
て
細
密
な
画
法
を
と
り
、
名
家
と
な
り
、
伝
彩

が
最
も
得
意
で
、
一
種
の
風
格
を
身
に
つ
け
た
。
か
つ
て
建
業
の
仏
寺
の
上
下

の
壁
に
画
い
た
が
八
年
経
っ
て
も
着
手
し
な
か
っ
た
の
で
李
後
主
は
そ
の
遅
延

を
責
め
、
周
文
矩
に
督
察
せ
し
め
た
。
周
文
矩
は
、
曹
仲
元
の
描
く
と
こ
ろ
は

天
上
の
本
来
の
様
子
で
あ
り
、
一
般
画
工
の
描
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
で
こ

七



．
の
よ
う
に
達
達
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
完
成
し
、
そ
れ
を

見
て
李
後
主
ほ
満
足
し
、
特
に
賞
賜
し
た
。
杜
甫
は
、
十
日
に
一
水
を
画
き
、

五
日
に
一
石
を
画
き
、
能
事
は
相
い
促
進
す
る
を
受
け
ず
と
い
う
が
、
ま
こ
と

に
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
晋
の
左
思
が
「
三
都
賦
」
を
作
す
る
の
に
十
年
か
か

っ
た
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
古
代
の
画
工
は
み
な
庸
俗
の
人
で
は
な
く
、

物
象
を
模
写
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
文
人
オ
士
の
考
え
方
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
と
も
に
捜
冥
扶
奥
す
る
の
が
似
て
い
る
。
御
府
所
蔵
四
一
。

陸
晃
。
人
物
が
巧
み
で
、
道
釈
、
星
辰
、
神
仙
等
を
多
く
描
き
、
ま
た
数

で
称
す
る
も
の
、
「
三
仙
」
、
「
四
暢
」
、
「
五
老
」
、
「
六
逸
」
、
「
七
賢
」
、

「
山
陰
会
仙
」
、
「
五
王
避
暑
」
の
類
を
好
ん
で
描
い
た
。
あ
る
人
が
い
う
に

は
、
陸
晃
は
田
家
人
物
が
最
も
巧
み
で
、
着
手
す
る
と
た
ち
ま
ち
完
成
し
、
特

に
構
想
を
練
る
こ
と
が
な
く
、
古
い
画
家
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
田
父
村

家
は
、
あ
る
い
は
山
林
に
依
り
、
或
い
は
平
陸
に
処
り
、
豊
年
楽
歳
に
は
、
牛

羊
鶏
犬
も
み
な
熙
煕
と
し
て
喜
ぶ
。
婚
姻
を
追
逐
し
、
社
下
に
鼓
舞
す
る
を
描

け
ば
、
み
な
古
風
で
あ
り
、
庶
民
の
風
俗
の
真
相
を
表
わ
し
て
お
り
、
庶
民
の

生
活
に
通
じ
そ
の
心
情
を
深
く
理
解
し
て
は
じ
め
て
描
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
撃
壊
し
鼓
腹
す
る
さ
ま
を
描
く
の
も
、
天
下
大
平
の
形
像
を
写
す
こ
と

で
あ
り
、
古
人
の
い
わ
ゆ
る
礼
失
い
て
こ
れ
を
野
に
求
む
こ
と
も
、
時
に
ほ
取

り
上
げ
る
の
で
あ
り
、
田
舎
を
描
い
て
も
、
風
化
良
俗
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
を

補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
五
二
。

僧
貫
休
。
は
じ
め
詩
人
と
し
て
有
名
で
、
そ
の
詩
は
士
大
夫
の
間
に
流
伝
し

た
。
後
に
四
川
に
入
り
、
偽
蜀
の
王
術
の
厚
遇
を
受
け
、
紫
衣
を
賜
わ
り
、
禅

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
国

七

月
大
師
と
号
し
た
。
ま
た
書
も
巧
み
で
、
当
時
の
人
び
と
は
懐
素
の
書
と
比
較

し
た
。
羅
漢
を
描
い
て
最
も
著
名
で
、
王
術
は
そ
の
画
を
宮
中
に
桂
け
、
香
灯

を
設
け
て
崇
奉
す
る
こ
と
一
ヶ
月
あ
ま
り
、
ま
た
翰
林
学
士
欧
陽
網
を
呼
ん
で

歌
を
作
ら
せ
、
貫
休
を
称
讃
し
た
。
し
か
し
そ
の
羅
漢
像
の
状
貌
は
古
野
で
、

世
間
に
伝
わ
る
羅
漢
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
あ
る
い
は
両
頬
が
隆
起
し
、

あ
る
い
は
眼
腐
が
深
く
、
あ
る
い
は
鼻
が
大
き
く
、
あ
る
い
は
頭
が
大
き
く
頸

が
細
く
、
色
は
黒
く
、
夷
瞭
異
類
（
異
族
）
の
よ
う
で
あ
り
、
見
る
人
を
驚
愕

さ
せ
た
。
貫
休
は
こ
れ
を
夢
中
に
得
た
と
い
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
っ
て
神

秘
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
発
想
が
世
間
と
隔
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
こ
れ
に
よ
っ
て
伝
世
し
え
た
の
で
あ
る
。
太
平
興
国
初
年
に
宋
の
太
宗
は
、

古
画
を
集
め
さ
せ
た
が
、
後
蜀
が
宋
朝
に
帰
服
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
貫
休
の

羅
漢
を
得
た
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵
三

0
。

巻

四

道

釈

四

宋

孫
夢
卿
。
呉
道
玄
の
画
を
伝
移
模
写
し
て
、
勘
所
を
得
た
。
数
丈
に
及
ぶ
人

物
の
壁
画
を
、
数
寸
に
ま
で
縮
少
し
た
が
、
そ
の
形
似
を
少
し
も
害
な
う
こ
と

が
な
く
、
鏡
に
写
し
た
よ
う
に
大
小
遠
近
の
比
例
が
正
確
で
あ
っ
て
、
見
る
人

「
孫
脱
壁
」
と
か
「
孫
呉
生
」
と
呼
ん
だ
。
御
府
所

孫
知
微
。
好
ん
で
道
釈
を
描
き
、
用
筆
は
放
逸
で
、
前
人
の
筆
墨
の
抜
法
を

踏
襲
し
な
か
っ
た
。
か
つ
て
、
成
都
の
寿
寧
院
の
壁
に
「
九
曜
」
を
描
い
た
が
、

落
墨
（
墨
で
輪
郭
を
と
る
）
の
後
、
童
仁
益
ら
に
彩
色
さ
せ
た
。
図
中
の
侍
従

の
な
か
に
水
晶
の
瓶
を
も
つ
人
物
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
等
は
瓶
に
一

は
こ
れ
を
神
業
と
い
い
、

蔵一――。



枝
の
蓮
花
を
つ
け
加
え
て
描
い
た
と
き
、
孫
知
微
は
こ
れ
を
見
て
、
瓶
に
は
天

下
を
鎮
め
る
水
を
入
れ
て
い
る
。
自
分
は
こ
れ
を
道
経
か
ら
得
た
の
で
あ
る

が
、
花
を
加
え
た
た
め
に
普
通
の
花
瓶
と
な
り
、
そ
の
差
異
は
大
き
い
と
言
っ

た
。
蜀
人
は
孫
知
微
を
尊
敬
し
て
、
そ
の
画
を
入
手
す
る
と
宝
物
と
し
て
大
切

に
保
存
し
た
。
孫
知
微
は
寺
楓
に
寄
遇
す
る
こ
と
が
多
く
、
黄
・
老
・
糧
曇
の

学
に
精
し
く
、
そ
れ
故
、
道
釈
を
描
い
て
い
よ
い
よ
巧
み
で
あ
っ
た
。
蜀
中
の

寺
観
に
最
も
作
品
が
多
い
。
御
府
所
蔵
一
二
七
゜

句
竜
爽
。
好
ん
で
古
代
の
人
物
を
描
き
、
多
く
質
朴
の
状
貌
を
な
し
、
婉
媚

た
姿
態
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
＿
一
代
の
青
銅
器
の
鼎
壽
の
上
の
築
画
と
同
じ
よ

う
な
も
の
で
、
近
来
の
画
法
が
凡
限
に
感
じ
ら
れ
、
帰
真
還
朴
の
考
え
を
起
さ

し
め
る
の
で
あ
る
。
故
事
人
物
を
好
ん
で
描
き
、
そ
の
作
品
は
多
く
伝
世
し
て

い
る
。
御
府
所
蔵
一
。

陸
文
通
。
山
水
は
董
源
・
巨
然
を
学
び
、
「
群
峯
雪
霙
図
」
を
描
い
て
、
見

る
人
に
登
高
し
て
賦
を
つ
く
る
気
分
を
お
こ
さ
せ
る
。
道
釈
を
描
く
の
が
最
も

巧
み
で
、
「
会
仙
図
」
を
描
い
て
脱
俗
的
で
、
瓢
瓢
と
し
て
凌
震
の
気
持
が
あ

る
。
御
府
所
蔵
四
゜

王
斉
翰
。
南
唐
の
李
燈
に
仕
え
て
翰
林
待
詔
と
な
っ
た
。
道
釈
人
物
を
描
い

て
非
常
に
気
持
が
籠
っ
て
お
り
、
好
ん
で
山
林
・
丘
堡
•
隠
巌
・
幽
卜
を
描
く

が
、
全
く
朝
市
風
埃
の
俗
気
が
な
い
。
開
宝
年
間
の
末
に
李
燈
が
投
降
し
た
時
、

そ
の
部
下
の
歩
兵
の
李
貴
が
仏
寺
に
入
っ
て
王
斉
翰
の
描
い
た
羅
漠
図
十
六
軸

を
奪
っ
た
。
商
人
の
劉
元
嗣
が
高
値
で
こ
れ
を
貴
い
、
京
師
に
持
っ
て
来
て
、

ま
た
僧
寺
で
銭
を
借
り
て
抵
当
に
入
れ
た
。
後
に
な
っ
て
劉
元
嗣
は
銭
を
払
っ

て
こ
れ
を
請
出
そ
う
と
し
た
が
、
和
尚
は
す
で
に
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
こ
と
を

理
由
に
請
出
し
を
断
っ
た
。
そ
こ
で
劉
元
嗣
は
訴
状
を
官
府
に
提
出
し
た
。
そ

の
時
、
太
宗
は
開
封
の
手
で
あ
っ
た
が
、
元
嗣
に
画
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命

じ
た
。
太
宗
は
大
い
に
称
讃
し
て
遂
に
そ
の
画
を
留
め
置
か
せ
、
元
嗣
に
は
幾

ば
く
か
の
銭
を
支
払
っ
た
。
十
六
日
後
に
太
宗
ほ
皇
帝
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の

羅
漢
画
を
「
応
運
羅
漢
」
と
呼
ん
だ
。
御
府
所
蔵
―
―
九
゜

顔
徳
謙
。
人
物
が
巧
く
、
好
ん
で
道
像
を
写
し
た
が
、
動
物
植
物
も
巧
み
で

あ
っ
た
。
王
維
で
す
ら
及
ば
な
い
程
の
名
手
だ
と
い
う
者
も
あ
る
が
褒
め
過
ぎ

で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
南
唐
の
李
氏
も
「
前
に
顧
世
之
あ
り
、
後
に
顔
徳
謙

あ
り
」
と
い
っ
た
か
ら
、
王
維
や
顧
惟
之
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
が
、
常
品
の

上
の
部
類
に
は
入
る
で
あ
ろ
う
。
御
府
所
蔵
ニ
―
°

侯
翼
。
端
洪
．
痙
煕
年
間
に
名
声
が
非
常
に
高
か
っ
た
。
道
釈
は
呉
道
玄
を

学
ん
で
、
落
墨
は
清
楚
で
迅
速
、
行
筆
は
勁
利
で
峻
爽
、
岨
抜
に
し
て
秀
潤
、

絢
麗
に
し
て
雅
淡
で
あ
り
、
画
家
の
最
高
の
技
能
を
示
し
て
い
る
。
御
府
所
蔵

一六゚武
洞
清
。
人
物
に
巧
み
で
、
特
に
天
神
・
道
釈
等
に
長
じ
て
い
た
。
構
図
や
[

筆
墨
法
は
広
狭
大
小
、
横
斜
直
曲
す
べ
て
定
規
で
測
っ
た
よ
う
に
き
っ
ち
り
と

合
っ
て
お
り
、
人
物
の
坐
立
進
退
、
向
背
俯
仰
も
す
べ
て
思
想
感
情
を
伴
っ
て

い
た
。
特
に
人
物
の
身
分
の
尊
厳
さ
を
巧
く
表
現
し
、
当
時
評
判
が
高
く
、
市

場
で
石
に
洞
清
と
い
う
名
前
を
刻
し
て
売
る
人
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
他
の

画
に
つ
い
て
ほ
話
に
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
伝
世
す
る
画
も
少
心
御
府
所
蔵

二
―
°

七
四



韓
虹
。
李
祝
と
同
じ
く
呉
道
玄
を
学
び
、
評
判
も
同
様
に
高
く
、
韓
李
と
併

称
さ
れ
た
。
険
郊
の
竜
興
寺
の
壁
画
を
描
い
た
が
、
人
物
の
骨
相
は
、
世
間
一

般
の
形
色
を
も
た
ず
、
そ
れ
は
呉
道
玄
を
深
く
学
ん
だ
為
で
あ
る
。
呉
道
玄
の

道
釈
画
は
世
間
で
は
絶
筆
（
最
高
の
作
）
と
稲
え
ら
れ
て
い
る
が
、
呉
道
玄
を

学
ぶ
者
は
、
た
だ
そ
の
皮
毛
を
学
び
得
た
だ
け
で
も
名
家
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
韓
軋
は
専
門
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
画
が
精
妙
で
あ
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
御
府
所
蔵
ニ
―
―
°

楊
梨
。
京
師
の
人
で
、
江
・
浙
に
客
遊
し
、
後
に
淮
．
楚
に
居
住
し
た
。
呉

道
玄
を
学
び
、
大
像
を
描
い
た
。
洒
浜
の
普
照
寺
に
描
い
た
二
神
は
、
三
丈
を

超
え
る
高
さ
で
、
謳
幹
ほ
偉
然
と
し
て
、
凛
凛
と
し
て
威
圧
感
が
あ
っ
た
。
ま

た
鐘
揃
を
描
く
の
が
巧
み
で
あ
っ
た
。
鐘
瀧
を
描
く
画
家
は
近
年
多
数
い
る
が
、

そ
の
起
源
を
考
え
る
と
、
唐
の
明
皇
に
癒
疾
が
あ
っ
た
時
、
夢
に
鐘
熾
が
面
前

で
跳
舞
す
る
の
を
み
て
癒
疾
が
駆
除
さ
れ
た
。
そ
の
後
そ
の
形
似
を
世
間
に
伝

写
し
て
、
は
じ
め
て
鐘
瀧
が
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
時
々
で
変
化
し
て
一
定

の
形
状
は
な
く
、
態
度
は
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
た
だ
画
家
に
よ
っ
て
変
化
が

加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま
た
、
墟
墓
に
お
い
て
六
朝
時
代
の
古

碑
が
み
つ
か
り
、
上
に
鐘
瀧
の
文
字
が
あ
り
、
開
元
年
間
に
始
ま
っ
た
の
で
は

な
い
と
い
う
説
も
あ
る
。
結
局
、
確
実
な
証
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。
御
府
所
蔵

ニ。武
宗
元
。
官
は
虞
曹
外
即
に
至
り
、
家
は
代
代
、
儒
学
を
業
と
し
た
。
武
宗

元
は
特
に
画
学
を
好
み
、
道
釈
を
最
も
得
意
と
し
、
曹
不
興
と
呉
道
玄
の
長
所

を
兼
備
し
て
い
た
。
父
の
武
道
と
故
人
と
な
っ
た
宰
相
の
王
随
と
は
布
衣
時
代

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
向

か
ら
の
旧
友
で
、
王
随
は
武
宗
元
を
み
て
立
派
だ
と
思
い
、
外
甥
の
女
を
武
宗

元
の
妻
と
し
た
。
宰
相
家
と
親
戚
だ
と
い
う
こ
と
で
、
太
廟
斎
郎
の
官
に
補
せ

ら
れ
た
。
か
つ
て
西
京
の
上
清
宮
に
「
三
十
六
天
帝
」
を
描
い
た
が
、
そ
の
中

の
「
赤
明
和
陽
天
帝
」
に
潜
か
に
太
宗
の
御
容
を
描
き
込
ん
だ
。
宋
代
は
火
徳

容
を
見
出
し
て
驚
き
、

七
五

王
の
天
下
で
あ
る
か
ら
、
赤
明
の
火
帝
を
も
っ
て
宋
代
に
配
し
た
の
で
あ
る
。

真
宗
が
沿
陰
を
祀
っ
て
の
帰
途
、
洛
陽
を
通
っ
て
上
清
宮
に
到
り
、
太
宗
の
御

「
こ
れ
は
真
に
先
帝
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
、
急
拠
、

焚
香
し
再
拝
し
、
画
の
出
来
映
え
の
立
派
さ
を
讃
嘆
し
、
長
い
間
好
立
し
て
い

た
。
張
士
遜
が
詩
中
で
「
曽
て
此
れ
焚
香
し
て
聖
容
を
動
か
す
」
と
詠
ん
だ
の

は
こ
の
事
で
あ
る
。
祥
符
初
年
に
玉
清
照
応
宮
を
造
り
、
天
下
の
名
人
を
募
っ

て
殿
廉
の
壕
壁
に
描
か
し
め
た
が
、
応
募
し
た
画
家
は
三
千
人
以
上
に
の
ぽ
り
、

幸
運
に
も
選
ば
れ
た
者
は
わ
ず
か
に
百
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
、
武
宗

元
が
第
一
と
な
っ
て
声
誉
は
さ
ら
に
大
と
な
り
、
同
輩
で
敬
服
し
な
い
も
の
は

い
な
か
っ
た
。
御
府
所
蔵
一
五
゜

徐
知
常
。
詩
文
を
善
く
し
、
道
教
や
儒
典
お
よ
び
一
切
の
制
作
に
通
暁
し
な

い
も
の
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
道
士
た
ち
よ
り
抽
ん
で
て
お
り
、
薫
然
と
し
て

老
成
し
、
士
君
子
の
風
が
あ
っ
た
。
ま
さ
に
道
教
を
提
偶
し
よ
う
と
し
て
、
ま

ず
あ
ら
か
じ
め
選
択
し
、
瑣
函
玉
笈
の
書
を
校
訂
し
、
一
本
と
い
え
ど
も
不
精

確
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
暇
が
あ
る
と
琴
を
弾
き
、
茶
を
烹
て
、
も
っ
て
み
ず

か
ら
娯
ん
だ
。
本
当
に
出
家
人
で
あ
っ
て
、
神
仙
を
描
い
た
事
迩
も
、
そ
の
本

末
源
流
が
明
白
で
あ
り
、
一
切
の
位
置
に
も
す
べ
て
秩
序
が
あ
る
。
描
く
と
こ

ろ
の
神
仙
は
、
仙
風
道
骨
が
瓢
瓢
と
し
て
雲
を
凌
ぐ
と
い
っ
た
様
子
で
あ
り
、



巻
五
人
物
叙
論

昔
の
人
物
評
論
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
よ
く
意
に
命
じ
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
癖
疾
が
あ
っ
た
が
、

異
人
に
遇
っ
て
修
煉
の
方
法
を
学
び
、
薬
を
飲
ま
ず
医
者
を
求
め
ず
、
よ
く
長

寿
で
あ
っ
て
、
白
髪
紅
顔
、
真
に
修
養
の
成
果
を
得
た
の
で
あ
る
。
官
は
沖
虚

大
夫
、
菓
珠
殿
侍
晨
に
補
せ
ら
れ
た
。
御
府
所
蔵
一
。

道
士
李
得
柔
。
祖
父
の
李
宗
固
は
、
か
つ
て
漢
州
の
太
守
で
あ
っ
た
。
道
士

の
手
可
元
と
い
う
者
が
、
法
を
犯
し
て
死
罪
の
判
決
を
う
け
た
が
、
手
を
尽
し

て
死
刑
を
免
れ
さ
せ
た
。
手
可
元
は
非
常
に
画
が
巧
く
、
死
に
臨
ん
で
み
ず
か

ら
念
じ
て
言
う
に
は
、
李
家
に
男
子
と
し
て
生
ま
れ
、
も
っ
て
厚
い
恩
義
に
報

い
た
い
も
の
だ
と
。
こ
の
日
の
夕
方
、
若
い
母
親
ほ
一
人
の
道
士
が
来
訪
し
て

門
を
拍
く
の
を
夢
み
て
、
、
目
醒
め
て
男
子
を
生
ん
だ
。
こ
れ
が
李
得
柔
で
、

幼
い
頃
か
ら
読
書
を
好
み
、
詩
文
を
善
く
し
、
絵
画
に
つ
い
て
は
学
ば
ず
し
て

能
く
し
た
。
夙
世
の
余
習
が
い
よ
い
よ
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
肖
像
を
巧
み

に
描
い
て
、
描
き
方
に
生
意
が
あ
り
、
神
仙
の
故
実
を
描
い
た
。
嵩
岳
寺
の
唐

の
呉
道
玄
の
壁
画
の
中
に
、
「
四
真
人
像
」
を
描
い
た
が
、
眉
目
や
風
采
は
、

見
る
人
に
登
仙
し
た
い
気
持
を
起
こ
さ
せ
た
。
彩
色
も
画
エ
と
は
比
ぺ
も
の
に

な
ら
ず
、
使
用
す
る
朱
鉛
に
は
土
石
を
多
く
用
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
世
間
の

人
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
国
家
が
道
教
を
闊
明
す
る
初
期
に
あ
た
り
、

一
切
の
道
教
を
校
訂
す
る
必
要
が
あ
り
、
李
得
柔
は
は
じ
め
に
選
ば
れ
て
従
事

し
た
が
、
彼
の
議
論
と
批
評
と
は
理
に
中
ら
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
当
時
、

紫
虚
大
夫
凝
神
殿
校
籍
に
補
せ
ら
れ
た
。

張
蒼
は
「
白
哲
如
菰
」
、

馬
援
は

「
眉
目
若
画
」
、
王
術
は
「
神
姿
高
徽
」
、
司
馬
相
如
は
「
閑
雅
甚
都
」
、
翡
楷

は
「
容
儀
俊
爽
」
、
宋
玉
は
「
体
貌
閑
麗
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
男
子
を
形

容
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
美
女
を
論
じ
た
も
の
も
非
常
に
多
い
。
「
蛾
眉
皓

歯
」
は
宋
玉
の
東
隣
の
女
子
、
「
環
姿
艶
逸
」
は
曹
植
が
出
合
っ
た
洛
神
で
あ

り
、
こ
れ
ら
は
正
常
な
姿
で
あ
る
が
、
妖
形
怪
状
も
よ
ろ
こ
ば
れ
た
。
梁
翼
の

妻
の
孫
寿
は
わ
ざ
と
愁
眉
暗
敷
、
堕
馬
誓
、
折
腰
歩
、
顧
歯
笑
を
な
し
た
。
こ

れ
ら
の
形
状
容
貌
は
す
ぺ
て
議
論
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は

別
に
殷
仲
堪
の
眼
珠
や
翡
楷
の
頬
毛
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
画
家
の
精
神
は

特
に
眼
晴
に
注
意
を
払
い
、
高
逸
の
人
は
必
ず
丘
墾
の
中
に
置
く
が
、
こ
れ
も

議
論
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
画
家
は
却
っ
て
言
外
の
妙
処
を
あ
ら
わ
す
の

で
あ
る
。
従
っ
て
人
物
を
描
く
の
が
最
も
難
し
い
の
で
あ
る
。
人
物
画
は
し
ば

し
ば
、
形
似
ほ
巧
く
つ
か
ん
で
い
る
が
神
韻
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
従

っ
て
、
呉
・
晋
以
来
、
有
名
な
人
物
画
家
と
い
え
る
の
は
、
わ
ず
か
に
一
―
-
+
―
―
―

人
で
あ
る
。
目
立
っ
て
伝
え
ら
れ
る
画
家
は
、
呉
の
曹
不
興
、
晋
の
衛
協
、
隋

の
鄭
法
士
、
唐
の
鄭
虔
・
周
防
、
五
代
の
趙
巌
・
杜
臀
、
宋
朝
の
李
公
麟
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
大
家
は
文
章
の
中
の
言
葉
に
よ
る
宜
伝
は
な
く
、
し
か
し
古
人

の
優
劣
や
品
流
の
高
下
は
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

れ
ば
こ
れ
だ
と
わ
か
る
画
家
達
で
あ
る
。
ま
た
人
物
画
で
有
名
で
あ
っ
て
も
こ

の
画
譜
に
載
せ
な
い
画
家
も
あ
る
。
張
訪
の
雄
筒
、
程
坦
の
荒
閑
、
手
質
の
維

真
、
元
甑
の
形
似
が
そ
れ
で
、
決
し
て
画
が
わ
る
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、

前
に
曹
不
興
・
衛
協
、
後
に
李
公
麟
が
あ
り
互
に
照
映
し
あ
う
と
、
こ
れ
ら
の

人
々
は
い
か
に
も
気
息
奄
奄
と
し
て
生
気
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

七
六

一
見
す



従
っ
て
、
画
譜
に
載
せ
た
画
家
達
は
本
領
を
発
揮
し
て
お
り
、
決
し
て
虚
名
で

は
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
（
未
完
）

絵
画
史
に
お
け
る
中
国
と
日
本
回
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