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は
じ
め
に

林
光
朝
（
一
一
一
四－

一
一
七
八
）︑
字
は
謙
之
︑
福
建
莆
田
（
興
化
県
）
人
︒
紹
興
五
年
（
一
一
三
五
）
と
紹
興
八
年
（
一
一
三

八
）
の
科
挙
試
験
に
二
度
落
第
し
た
後
︑
尹
焞
（
程
頣
の
直
接
の
弟
子
）
の
弟
子
た
る
陸
景
瑞
（
字
は
子
正
︑
生
卒
年
不
詳
）
の
門
人

に
な
り
︑
儒
学
を
学
ん
で
い
た
︒
そ
の
後
︑
林
光
朝
は
莆
田
地
域
で
多
く
の
師
弟
に
講
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
二
程
の
学
が
莆
田
地

域
に
広
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
林
光
朝
は
当
地
の
人
に
「
南
夫
子
」
と
称
さ
れ
︑
ま
た
︑
当
時
の
学
者
た
ち
に
「
艾
軒
先
生
」
と
敬
称

さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
彼
を
先
達
と
す
る
学
派
は
後
世
「
艾
軒
学
派
」
と
呼
ば
れ
た
が
︑
こ
れ
ま
で
︑
林
光
朝
に
つ
い
て
︑
学
術
面
に
お

い
て
も
︑
文
学
面
に
お
い
て
も
︑
研
究
は
ま
だ
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
︒
本
論
文
は
︑
従
来
詳
し
く
知
ら
れ
て
い
な
い
理
学
者
と

し
て
の
林
光
朝
を
紹
介
し
た
上
で
︑
特
に
彼
の
文
学
批
評
の
方
面
か
ら
論
述
を
加
え
た
い
︒

一
、
理
学
者
と
し
て
の
林
光
朝

林
光
朝
の
著
作
と
し
て
は
『
艾
軒
集
』
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
劉
克
荘
（
一
一
八
七－

一
二
六
九
）
が
書
い
た
「
艾
軒
先
生
集
序
」
は
︑

次
の
如
く
記
述
し
て
い
る
︒
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先
生
乾
淳
間
大
儒
︑
国
人
師
之
︒
朱
文
公
於
当
世
之
学
︑
間
有
異
同
︑
惟
於
先
生
加（
１
）敬
︒

先
生
（
林
光
朝
）
は
乾
道
淳
熈
年
間
の
大
儒
で
あ
り
︑
国
人
に
師
と
仰
が
れ
た
︒
朱
文
公
（
朱
熹
）
は
︑
当
世
の
学
派
に
対
し
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
異
議
が
有
っ
た
が
︑
た
だ
先
生
だ
け
に
は
敬
意
を
示
し
た
︒

 

周
知
の
よ
う
に
︑
朱
熹
は
同
時
代
の
他
の
理
学
派
に
対
し
て
︑
常
に
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
︒
心
学
を
唱
え
る
陸
九
淵
は
言
う

ま
で
も
な
く
︑
湖
湘
学
派
の
張
栻
︑
婺
学
の
呂
祖
謙
な
ど
に
対
し
て
も
批
判
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
一
方
︑
林
光
朝
の
学
術
に
対
し
て

は
︑
異
論
を
出
さ
な
か
っ
た
︒『
朱
子
語
類
』
巻
百
三
十
二
に
は
︑
林
光
朝
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
︒

某
少
年
過
莆
田
︑
見
林
謙
之
方
次
栄
説
一
種
道
理
︑
説
得
精
神
︑
極
好
聴
︑
為
之
踊
躍
鼓
動
︒
退
而
思
之
︑
忘
寝
與
食
者
数
時
︒

好
之
︑
念
念
而
不
忘
︒
及
至
後
来
再
過
︑
則
二
公
已
死
︑
更
無
一
人
能
継
其
学
者
︑
也
無
一
箇
会
説
了（
２
）︒

私
は
少
年
の
頃
莆
田
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
林
謙
之
と
方
次
雲
（
筆
者
注
：「
栄
」
は
誤
り
で
︑「
雲
」
が
正
し
い
）
が
一
種
の

道
理
を
説
く
の
を
見
た
︒
力
強
い
説
明
で
︑
極
め
て
耳
に
心
地
よ
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
踊
躍
し
興
奮
し
た
︒
帰
っ
て
か
ら
こ
の

こ
と
を
考
え
る
と
︑
寝
食
も
し
ば
ら
く
の
間
忘
れ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
楽
し
い
思
い
出
は
︑
後
に
な
っ
て
も
決
し
て
忘
れ
る
も
の

で
は
な
い
︒
の
ち
再
び
行
く
と
︑
二
公
は
已
に
死
ん
で
い
た
︒
其
の
学
を
継
承
で
き
る
者
は
一
人
も
お
ら
ず
︑
説
く
者
も
一
人
も

い
な
か
っ
た
︒

 

朱
熹
は
少
年
の
頃
か
ら
︑
林
光
朝
の
学
術
の
魅
力
に
引
か
れ
︑
そ
の
後
も
彼
と
交
流
を
続
け
て
艾
軒
の
言
説
を
多
く
受
け
入
れ
た
︒

束
景
南
『
朱
子
大
伝
』（
商
務
印
書
館
︑
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
と
︑
朱
熹
が
林
光
朝
に
敬
服
し
た
理
由
は
︑
学
術
面
か
ら
言
え
ば
︑

次
の
二
点
が
あ
る
︒
一
つ
目
は
林
光
朝
が
『
詩
経
』
の
「
毛
序
」
に
反
対
し
た
こ
と
︒
林
希
逸
（
一
一
九
三－

一
二
七
一
）
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
︑「『
毛
序
』
は
子
夏
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
必
ず
し
も
毛
公
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
︒
渓
西
︑
艾
軒
二
先
生
で
な
け
れ
ば
︑

そ
の
よ
う
な
着
眼
点
は
な
い
︒」
で
あ
る
︒
後
に
︑
朱
熹
が
出
し
た
「
毛
序
」
に
対
す
る
反
論
は
︑
林
光
朝
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ

と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒
二
つ
目
は
︑『
周
易
』
を
聖
人
の
経
典
と
見
な
し
︑
異
論
を
許
さ
な
か
っ
た
当
時
の
雰
囲
気
の
も
と
で
︑
林
光
朝
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は
『
周
易
』
が
た
だ
占
い
の
書
物
に
す
ぎ
な
い
と
は
じ
め
て
提
唱
し
た
こ
と
︒
こ
れ
は
︑
当
時
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
︒
し
か
も
︑

こ
の
論
説
は
後
の
朱
熹
の
象
数
派
易
学
の
前
ぶ
れ
と
な
り
︑
朱
熹
の
易
学
が
義
理
派
か
ら
象
数
派
へ
変
転
し
た
き
っ
か
け
と
な
っ
た
︒

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
︑
束
景
南
氏
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
︒

朱
熹
在
這
次
相
見
後
便
同
林
光
朝
結
成
了
深
厚
的
私
交
︑
書
問
往
返
不
断
︑
可
以
説
朱
熹
後
来
経
学
思
想
上
的
重
大
飛
躍
都
多
少

同
艾
軒
有
関（
３
）︒

朱
熹
は
こ
の
出
会
い
を
通
し
て
︑
林
光
朝
と
個
人
的
に
深
い
交
流
を
結
ん
で
︑
書
簡
の
往
還
は
絶
え
な
か
っ
た
︒
後
の
朱
熹
の
経

学
思
想
上
の
重
大
な
飛
躍
は
艾
軒
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

 

林
光
朝
の
儒
学
は
︑
莆
田
地
域
で
の
講
学
を
通
し
て
︑
後
世
に
伝
わ
っ
た
と
同
時
に
︑
当
時
の
朱
熹
ら
の
よ
う
な
学
者
に
も
影
響
を

与
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
『
宋
元
学
案
』
の
編
纂
者
が
「
艾
軒
学
案
」
を
独
立
し
た
理
学
流
派
の
一
つ
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
︒

和
靖
高
弟
︑
如
呂
如
王
如
祁
︑
皆
無
門
人
可
見
︒
塩
官
陸
氏
独
能
伝
之
艾
軒
︑
于
是
紅
泉
︑
双
井
之
間
︑
学
派
興
焉
︒
然
愚
読
艾

軒
之
書
︑
似
兼
有
得
于
王
信
伯
︑
蓋
陸
氏
亦
嘗
従
信
伯
遊
也
︒
且
艾
軒
宗
旨
︑
本
于
和
靖
者
反
少
︑
而
本
于
信
伯
者
反
多
︑
実
先

槐
堂
之
三
陸
而
起
︒
特
槐
堂
貶
及
伊
川
︑
而
艾
軒
則
否
︑
故
晦
翁
于
艾
軒
無
貶
詞
︒
終
宋
之
世
︑
艾
軒
之
学
︑
別
為
源
流
︒
述
艾

軒
学（
４
）案
︒

和
靖
の
高
弟
︑
例
え
ば
呂
︑
王
︑
祁
は
︑
皆
門
人
を
も
た
な
か
っ
た
︒
た
だ
塩
官
の
陸
氏
だ
け
が
艾
軒
に
伝
授
し
た
︒
そ
こ
で
紅

泉
と
双
井
の
間
に
︑
学
派
が
興
っ
た
︒
然
る
に
余
は
艾
軒
の
書
を
読
む
と
︑
王
信
伯
の
も
の
も
兼
有
し
て
い
る
よ
う
で
︑
お
そ
ら

く
陸
氏
は
嘗
て
信
伯
に
も
従
っ
て
交
遊
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
艾
軒
の
宗
旨
は
︑
和
靖
に
よ
る
も
の
は
少
な
く
︑
信
伯
に

よ
る
も
の
が
多
く
︑
実
に
槐
堂
の
三
陸
よ
り
先
に
起
こ
っ
た
の
だ
︒
特
に
槐
堂
は
伊
川
を
も
貶
し
た
が
︑
艾
軒
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
︒
故
に
晦
翁
は
艾
軒
に
対
し
て
貶
す
る
言
葉
は
無
か
っ
た
︒
宋
の
終
わ
り
ま
で
︑
艾
軒
の
学
は
︑
独
自
の
源
流
と
為
っ
た
︒
艾
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軒
学
案
と
言
う
︒

 

さ
ら
に
︑『
宋
元
学
案
』
に
お
い
て
は
当
時
に
お
け
る
儒
学
の
情
勢
を
分
析
し
︑
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒「
在
昔
隆
乾
間
︑
士
之

師
道
立
︑
浙
有
東
萊
呂
氏
︑
建
有
晦
庵
朱
氏
︑
湘
有
南
軒
張
氏
︑
江
西
有
象
山
陸
氏
︑
莆
有
艾
軒
林
氏
︑
皆
以
師
道
授
︑
並
世
而
立
名

者（
５
）也
︒（
昔
隆
乾
の
間
に
︑
士
の
師
道
が
確
立
し
︑
浙
に
は
呂
祖
謙
︑
建
に
は
朱
熹
︑
湘
に
は
張
栻
︑
江
西
に
は
陸
九
淵
︑
莆
に
は
林
光

朝
が
い
た
︒
皆
師
道
を
以
っ
て
伝
授
し
︑
世
に
並
ん
で
名
声
が
立
っ
た
）︒」

以
上
︑
林
光
朝
を
祖
と
す
る
艾
軒
学
派
は
︑
当
時
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
林
光
朝
自
ら
が
唱
え
た
「
践
履
の
学
」
の
中
で

最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
「
日
用
是
根
株
︑
言
語
文
字
是
注
脚
（
日
用
は
根
本
的
な
も
の
︑
言
語
文
字
は
そ
の
脚
注
と
な
る
︒）」
と
い
う

説
で
あ
る
︒
清
代
の
李
清
馥
が
編
纂
し
た
『
閩
中
理
学
淵
源
考
』
の
中
で
︑「
文
節
林
艾
軒
先
生
光
朝
学
派
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
︑
陳

俊
卿
（
一
一
一
三－

一
一
八
六
）
と
林
希
逸
の
言
葉
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒「
陳
正
献
公
曰
閩
中
洛
学
之
興
︑
肇
自
建

剣
︑
而
莆
儒
風
之
盛
︑
自
紹
興
以
来
四
五
十
年
︑
崇
尚
洛
学
︑
艾
軒
先
生
実
作
成
之
︒
林
公
希
逸
曰
自
南
渡
後
︑
洛
学
中
微
︑
朱
張
未

起
︑
以
経
行
倡
東
南
︑
使
知
聖
賢
心
不
在
訓
詁
者
︑
自
莆
南
夫
子（
６
）始
（
陳
俊
卿
が
言
う
に
は
︑
閩
中
洛
学
の
興
り
は
︑
建
剣
か
ら
始
ま
っ

た
︒
一
方
︑
莆
の
儒
風
の
流
行
は
︑
紹
興
以
来
四
五
十
年
間
︑
洛
学
を
崇
拝
し
︑
艾
軒
先
生
が
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
︒
林
希
逸
が
言
う

に
は
︑
南
渡
の
後
︑
洛
学
が
次
第
に
衰
微
し
︑
朱
張
は
ま
だ
起
こ
っ
て
お
ら
ず
︑
経
学
と
行
為
を
以
っ
て
東
南
で
提
唱
し
︑
聖
賢
の
心

は
訓
詁
に
あ
る
ま
い
こ
と
を
知
ら
し
め
た
の
は
︑
莆
の
南
夫
子
か
ら
で
あ
っ
た
︒）」

以
上
か
ら
見
る
と
︑
林
光
朝
の
儒
学
は
福
建
地
方
に
お
い
て
も
︑
南
宋
の
学
術
全
体
︑
特
に
朱
子
と
の
繋
が
り
の
面
に
お
い
て
も
︑

不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
︑
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

二
、
林
光
朝
の
文
学
批
評

林
光
朝
の
南
宋
儒
学
に
お
け
る
重
要
性
と
と
も
に
︑
文
学
の
面
に
お
い
て
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
実
際
︑
彼
の
詩
文

に
お
け
る
業
績
は
早
く
か
ら
評
価
さ
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
︑
明
代
の
林
俊
（
一
四
五
二－
一
五
二
七
）
は
艾
軒
の
詩
に
つ
い
て
︑
次
の
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よ
う
な
論
断
を
下
し
た
︒

艾
軒
不
独
道
学
倡
莆
︑
詩
亦
莆
之
祖
︒
用
字
命
意
無
及
者
︑
後
村
雖
工
︑
其
深
厚
未
至
也（
７
）︒

艾
軒
は
道
学
を
莆
田
で
倡
え
る
の
み
な
ら
ず
︑
詩
も
莆
田
の
祖
で
あ
る
︒
用
字
と
趣
旨
は
及
ぶ
者
が
い
な
い
︒
劉
克
荘
は
巧
み
で

あ
る
が
︑
こ
れ
ほ
ど
の
深
さ
と
厚
さ
は
な
い
︒

 

一
方
︑
艾
軒
の
文
章
に
つ
い
て
︑
鄭
岳
（
一
四
六
八－

一
五
三
九
）
は
「
艾
軒
文
選
後
序
」
の
中
に
︑
以
下
の
如
く
述
べ
る
︒

若
其
文
之
高
古
︑
陳
復
斎
劉
後
村
倶
有
定
評
︑
晩
生
何
敢
置
喙（
８
）︒

彼
の
文
章
の
高
古
さ
は
︑
陳
宓
と
劉
克
荘
と
が
倶
に
高
く
評
価
し
た
の
で
︑
晩
生
に
は
こ
れ
以
上
何
も
言
葉
は
無
い
︒

 

こ
の
よ
う
に
︑
林
光
朝
の
詩
文
は
高
い
評
価
を
得
て
い
た
︒
ま
た
︑
南
宋
当
時
︑
林
光
朝
は
詩
の
創
作
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
︑

楊
万
里
（
一
一
二
七－

一
二
〇
六
）
と
と
も
に
︑
詩
社
を
作
っ
た
︒
周
揚
波
『
宋
代
士
紳
結
社
研
究
』（
浙
江
大
学
博
士
論
文
︑
二
〇
〇

五
年
）
で
は
︑
楊
万
里
『
江
湖
集
』
の
中
の
「
送
林
謙
之
司
業
出
為
桂
路
提
刑
」
と
い
う
詩
に
着
目
し
︑
こ
の
詩
は
一
一
七
二
年
の
作

だ
と
認
定
し
た
う
え
で
︑
林
光
朝
と
楊
万
里
は
そ
の
年
に
国
子
監
で
詩
社
を
結
成
し
て
い
た
︑
と
述
べ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
陳
小
輝

「
楊
万
里
結
社
考（
９
）」
の
考
察
に
よ
る
と
︑「
送
林
謙
之
司
業
出
為
桂
路
提
刑
」
詩
は
一
一
七
三
年
の
作
で
あ
り
︑
一
一
七
〇
年
か
ら
一
一

七
四
年
ま
で
存
在
し
た
「
臨
安
詩
社
」
の
時
期
だ
と
考
え
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
︑
林
光
朝
と
当
時
の
詩
人
た
ち
が
詩
社
を
結

成
し
て
詩
作
に
励
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

さ
て
︑
楊
万
里
『
誠
斎
詩
話
』
に
は
︑
林
光
朝
に
つ
い
て
も
幾
つ
か
言
及
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑「
唐
律
七
言
八
句
︑
一
篇
之
中
句

句
皆
奇
︑
一
句
之
中
字
字
皆
奇
︑
古
今
作
者
皆
難
之
︒
予
嘗
與
林
謙
之
論
此
事
︑
謙
之
慨
然
曰
︑
但
我
輩
詩
集
中
不
可
不
作
數
篇）

10
（

耳
（
唐

の
七
言
律
詩
は
︑
一
篇
の
中
︑
句
句
皆
奇
で
︑
一
句
の
中
︑
字
字
皆
奇
で
あ
る
︒
後
の
作
者
は
皆
こ
れ
を
難
じ
た
︒
私
は
嘗
て
林
謙
之

と
こ
の
事
を
論
じ
た
︒
謙
之
は
慨
然
と
し
て
言
っ
た
︑
私
の
詩
集
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
無
い
）︒」
こ
の
よ
う
に
︑
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林
光
朝
と
楊
万
里
の
討
論
の
様
子
が
窺
え
︑
さ
ら
に
林
光
朝
自
身
の
詩
に
対
す
る
考
え
方
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
林
光
朝
の
詩

に
つ
い
て
︑
楊
万
里
は
非
常
に
賛
美
し
︑
以
下
の
よ
う
に
言
う
︒

自
隆
興
以
來
︑
以
詩
名
者
︑
林
謙
之
范
至
能
陸
務
觀
尤
延
之
蕭
東
夫
︙
︙
前
五
人
皆
有
詩
集
伝
世）

11
（

︒

隆
興
以
来
︑
詩
を
以
っ
て
著
名
で
あ
る
者
は
︑
林
光
朝
︑
范
成
大
︑
陸
游
︑
尤
袤
︑
蕭
徳
藻
︙
︙
こ
の
五
人
の
詩
集
は
皆
世
に
伝

わ
っ
た
︒

 

つ
ま
り
︑
林
光
朝
を
当
時
の
四
大
詩
人
に
並
ぶ
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
林
光
朝
の
詩
文
は
重
要
な
価
値
が
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
次
に
︑
視
点
を
少
し
変
え
て
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
全
く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
彼
の
文
学
批
評
に
焦

点
を
絞
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

歐
陽
脩
の
『
詩
本
義
』
は
︑
詩
序
・
毛
伝
・
鄭
箋
と
い
う
漢
唐
以
来
の
『
詩
経
』
解
釈
の
権
威
に
対
す
る
本
格
的
な
批
判
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
︒
林
光
朝
の
「
與
趙
著
作
子
直
」
で
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

『
詩
本
義
』
初
得
之
才
廿
五
歳
︑
如
洗
滌
腸
胃
︑
読
之
三
歳
︑
旋
覚
得
有
未
穏
処
︒
大
率
是
歐
陽
二
蘇
及
劉
貢
父
談
経
多
如
此）

11
（

︒

『
詩
本
義
』
を
初
め
て
見
た
の
は
二
十
五
歳
だ
っ
た
︒
体
の
中
が
洗
い
流
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
三
年
間
読
み
つ
づ
け
︑
ま

だ
不
穏
当
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
た
︒
お
お
よ
そ
歐
陽
︑
二
蘇
及
び
劉
貢
父
が
経
を
談
ず
る
場
合
は
多
く
こ
の
よ
う
だ
っ
た
︒

 

こ
れ
は
歐
陽
脩
の
『
詩
本
義
』
に
対
す
る
最
も
早
い
論
評
で
あ
る
︒「
二
蘇
」
は
蘇
軾
と
蘇
轍
と
の
兄
弟
を
指
し
︑
蘇
軾
に
は
『
東
坡

易
伝
』
と
『
書
伝
』
が
あ
る
︒
蘇
轍
に
も
︑『
詩
集
伝
』︑『
蘇
氏
春
秋
集
解
』︑『
論
語
拾
遺
』
な
ど
多
く
の
経
書
の
解
釈
著
作
が
あ
る）

13
（

︒

劉
貢
父
は
劉
攽
（
一
〇
二
二－

一
〇
八
八
）
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
彼
の
経
学
に
関
す
る
著
作
は
現
在
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

林
光
朝
は
ま
だ
こ
の
評
論
の
性
質
を
明
白
に
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
次
に
あ
げ
る
朱
熹
の
ま
と
ま
っ
た
言
説
を
踏
ま

え
る
と
︑
こ
の
評
論
の
特
質
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
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後
世
之
解
経
者
有
三
︒
一
儒
者
之
経
︒
一
文
人
之
経
︑
東
坡
陳
少
南
輩
是
也
︒
一
禅
者
之
経
︑
張
子
韶
輩
是
也）

14
（

︒

後
世
の
経
を
解
す
る
者
に
は
三
つ
あ
る
︒
一
つ
は
儒
者
の
経
︒
一
つ
は
文
人
の
経
︑
蘇
東
坡
と
陳
少
南
の
輩
が
こ
れ
に
当
た
る
︒

一
つ
は
禅
者
の
経
︑
張
子
韶
の
輩
が
こ
れ
に
当
た
る
︒

 

こ
の
よ
う
に
︑
朱
熹
は
後
世
の
経
学
を
解
釈
す
る
人
々
を
三
種
類
に
分
け
た
︒
こ
の
三
種
類
は
後
世
の
経
学
解
釈
に
お
い
て
も
妥
当

と
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
︒
林
氏
は
歐
陽
脩
︑
蘇
軾
ら
の
経
学
解
釈
の
弊
害
を
体
験
し
た
が
︑
彼
ら
を
「
文
人
の
経
」
に
類
別
す
る
意

識
は
ま
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
し
か
し
︑
林
光
朝
の
概
括
は
朱
熹
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
︒
或
い
は
︑
二
人
の
意
見

は
見
え
ざ
る
所
で
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
れ
故
︑
清
初
の
王
士
禎
（
一
六
三
四－

一
七
一
一
）
の
『
池
北
偶
談
』
巻

十
六
に
は
︑
こ
の
論
説
が
引
用
さ
れ
︑
さ
ら
に
四
庫
館
臣
は
『
詩
本
義
』
の
提
要
の
中
に
︑
林
光
朝
の
も
の
に
基
づ
い
た
王
士
禎
の
論

説
を
引
用
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
論
述
を
加
え
た
︒

蓋
文
士
之
説
『
詩
』︑
多
求
其
意
︒
講
学
者
之
説
『
詩
』︑
則
務
縄
以
理
︒
互
相
掊
撃
︑
其
勢
則
然）

15
（

︒

お
も
う
に
文
士
の
『
詩
』
の
解
釈
は
︑
多
く
は
其
の
意
を
求
め
る
︒
講
学
者
の
『
詩
』
の
解
釈
は
︑
則
ち
論
理
を
以
っ
て
構
築
す

る
こ
と
を
求
め
る
︒
互
い
に
攻
撃
し
︑
其
の
情
勢
は
常
に
こ
の
よ
う
に
な
る
︒

 

「
文
士
説
『
詩
』」︑「
講
学
者
説
『
詩
』」
と
い
う
内
容
か
ら
み
る
と
︑
四
庫
館
臣
の
こ
の
論
述
は
︑
歐
陽
脩
ら
の
「
文
士
説
『
詩
』」

と
い
う
林
光
朝
の
論
評
と
︑「
文
士
説
『
詩
』」
と
「
講
学
者
説
『
詩
』」
と
区
別
が
あ
る
と
い
う
朱
熹
の
説
を
整
合
さ
せ
て
︑
統
一
し
た

の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
流
れ
の
中
に
︑
林
光
朝
の
存
在
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
︑
韓
愈
と
柳
宗
元
︑
及
び
蘇
軾
と
黄
庭
堅
に
対
す
る
林
光
朝
の
論
評
も
か
な
り
の
関
心
を
集
め
た
︒

蘇
黄
之
別
︑
猶
丈
夫
女
子
之
応
接
︒
丈
夫
見
賓
客
︑
信
歩
出
将
去
︒
如
女
子
則
非
塗
澤
不
可
︒
韓
柳
之
別
︑
則
猶
作
室
︒
子
厚
則

先
量
自
家
四
至
所
到
︑
不
敢
略
侵
別
人
田
地
︒
退
之
則
惟
意
之
所
指
︑
横
斜
曲
直
︑
只
要
自
家
屋
子
飽
満
︑
不
問
田
地
四
至
︑
或
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在
我
与
別
人
也）

16
（

︒

蘇
と
黄
の
別
は
︑
宛
も
成
年
の
男
子
と
女
子
の
応
対
の
よ
う
だ
︒
男
子
が
賓
客
と
会
見
す
る
に
は
︑
そ
の
ま
ま
歩
い
て
出
迎
え
る
︒

女
子
な
ら
︑
則
ち
化
粧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
韓
と
柳
の
別
は
︑
則
ち
家
屋
を
建
て
る
時
の
よ
う
だ
︒
子
厚
は
先
ず
自
分
の
家

の
四
隣
を
量
り
︑
他
人
の
田
地
に
は
少
し
も
侵
入
し
な
い
︒
退
之
は
則
ち
た
だ
意
の
指
す
所
に
任
せ
︑
横
斜
曲
直
︑
た
だ
自
分
の

家
の
満
足
だ
け
を
求
め
る
︒
自
分
の
土
地
か
隣
人
の
土
地
か
を
気
に
し
な
い
︒

 

蘇
と
黄
の
区
別
は
男
子
と
女
子
の
応
対
に
対
す
る
差
異
の
よ
う
に
︑
韓
柳
の
区
別
は
家
を
作
る
際
の
策
の
差
異
の
よ
う
で
あ
る
と
す

る
比
喩
は
極
め
て
想
像
力
に
富
み
︑
詩
文
の
抽
象
的
な
個
性
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
言
葉
で
︑
そ
の
様
子
が
い
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
︒

銭
鍾
書
の
『
談
藝
録
』
は
︑
林
光
朝
の
こ
の
文
章
を
引
い
て
︑
次
の
よ
う
に
論
述
を
加
え
た
︒

林
謙
之
光
朝
『
艾
軒
集
』
巻
五
「
読
韓
柳
蘇
黄
集
」
一
篇
︑
比
喩
尤
確
︒
其
言
曰
：
︙
︙
中
略
（
林
光
朝
文
章
）
︙
︙
︒
即
余
前

所
謂
侵
人
拡
充
之
説
︒
子
厚
与
退
之
以
古
文
斉
名
︑
而
柳
詩
婉
約
琢
斂
︑
不
使
虚
字
︑
不
肆
筆
舌
︑
未
嘗
如
退
之
以
文
為
詩
︒
艾

軒
真
語
妙
天
下
者）

17
（

︒

林
謙
之
光
朝
『
艾
軒
集
』
巻
五
「
読
韓
柳
蘇
黄
集
」
の
一
篇
は
︑
比
喩
が
尤
も
的
確
で
あ
る
︒
︙
︙
中
略
︙
︙
︒
こ
れ
は
私
が
以

前
唱
え
た
侵
入
拡
充
説
と
同
じ
で
あ
る
︒
柳
宗
元
と
韓
愈
は
古
文
に
お
い
て
名
を
斉
し
く
し
た
︒
柳
詩
は
婉
曲
で
琢
磨
さ
れ
︑
虚

字
を
使
わ
ず
︑
冗
舌
で
な
く
︑
韓
愈
の
よ
う
に
文
を
以
っ
て
詩
を
作
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
艾
軒
は
真
に
語
を
用
い
る
の
が
絶
妙

で
あ
る
︒

 

以
上
の
よ
う
に
︑
銭
鍾
書
は
林
光
朝
の
こ
の
論
説
を
絶
賛
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
銭
氏
は
該
書
の
中
に
︑
こ
の
論
説
が
後
世
に
お
い

て
変
貌
し
て
ゆ
く
形
を
整
理
し
て
い
る
︒

漁
洋
『
池
北
偶
談
』
引
作
「
譬
如
丈
夫
見
客
︑
大
踏
歩
便
出
去
︒
若
女
子
︑
便
有
許
多
粧
裏
︒」
子
才
隠
本
漁
洋
而
増
飾
下
一
語
為
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「
如
女
子
見
人
︑
先
有
許
多
粧
裏
作
相
︒」『
小
倉
山
房
尺
牘
』
巻
七
「
昔
人
論
詩
︑
道
蘇
東
坡
如
名
家
女
︑
大
脚
歩
便
出
︑
黄
山
谷

縮
頭
拗
頸
︑
欲
出
不
出
︑
有
許
多
作
態
︒」
︙
︙
巻
十
「
再
答
李
少
鶴
」「
宋
人
詩
話
説
︒
東
坡
如
宦
家
女
︑
大
脚
歩
便
出
︒
涪
翁

詩
如
小
家
女
︑
拗
項
折
頸
︑
有
許
多
做
作
︒」
蓋
匪
徒
由
「
信
歩
」
而
放
足
為
「
大
踏
歩
」︑
為
「
大
脚
歩
」︑
亦
復
由
「
丈
夫
」
而

変
形
為
「
名
家
女
」︑「
宦
家
女
」
︙
︙
随
園
著
作
風
行
︑
流
俗
輾
転
稗
販
︑
全
失
艾
軒
原
語
之
真）

18
（

︒

漁
洋
『
池
北
偶
談
』
は
こ
う
引
用
し
た
︒「
例
え
ば
︑
男
子
が
客
と
会
見
す
る
に
は
︑
大
ま
た
で
歩
い
て
出
て
ゆ
く
︒
女
子
な
ら
︑

す
な
わ
ち
多
く
の
化
粧
が
い
る
︒」
子
才
は
漁
洋
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
隠
し
て
而
も
増
や
し
て
飾
っ
て
一
言
を
為
す
「
例
え

ば
︑
女
子
が
人
に
会
う
時
︑
先
ず
し
っ
か
り
化
粧
し
て
表
情
を
作
る
︒」『
小
倉
山
房
尺
牘
』
巻
七
に
は
「
昔
の
人
は
詩
を
論
じ
て

言
っ
た
︒
蘇
東
坡
は
名
家
の
女
の
如
く
︑
大
ま
た
で
歩
い
て
出
か
け
る
︒
黄
山
谷
は
頭
を
縮
め
て
頸
を
拗
け
て
︑
出
よ
う
と
も
し

な
い
︒
わ
ざ
と
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
が
有
る
︒」
︙
︙
巻
十
「
再
答
李
少
鶴
」
に
は
︑「
宋
人
の
詩
話
に
言
う
︒
東
坡
は
官
僚
家
の

女
の
如
く
︑
大
ま
た
で
歩
い
て
出
か
け
る
︒
涪
翁
の
詩
は
小
家
の
女
の
如
く
︑
頸
を
拗
け
て
︑
わ
ざ
と
ら
し
い
こ
と
が
多
い
︒」
思

う
に
た
だ
「
信
歩
」
か
ら
「
大
踏
歩
」
と
な
り
︑
さ
ら
に
「
大
脚
歩
」
と
な
っ
た
︒
ま
た
ふ
た
た
び
「
丈
夫
」
か
ら
変
形
し
て
「
名

家
女
」︑「
宦
家
女
」
と
な
っ
た
︒
︙
︙
随
園
の
著
作
が
流
行
し
て
︑
凡
俗
は
輾
転
販
売
し
て
︑
艾
軒
の
元
の
語
の
真
の
形
を
す
っ

か
り
失
っ
た
︒

 

林
光
朝
の
こ
の
比
喩
は
後
世
の
批
評
家
に
頻
繁
に
引
用
さ
れ
︑
蘇
軾
と
黄
庭
堅
を
区
別
し
︑「
蘇
黄
」
評
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
る
評

論
と
な
っ
た
︒
時
代
と
と
も
に
︑
言
葉
は
多
く
の
人
を
通
過
す
る
と
︑
元
の
形
を
失
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
林
光
朝

の
こ
の
論
評
は
後
世
に
典
型
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
続
け
た
の
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
林
光
朝
の
文
学
評
論
の
中
で
「
気
」
に
関
す
る
論
説
を
取
り
上
げ
よ
う
︒「
気
」
と
い
う
概
念
は
︑
孟
子
の
「
浩
然
の
気
」
を
発

端
と
し
︑
後
世
に
広
ま
っ
た
︒
儒
学
で
あ
れ
︑
詩
文
創
作
で
あ
れ
︑「
気
」
自
体
︑
ま
た
「
気
」
へ
の
追
求
と
保
持
方
法
︑「
気
」
の
働

く
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
な
ど
は
︑
よ
く
問
わ
れ
る
対
象
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
は
ま
ず
焦
点
を
少
し
移
し
て
︑「
艾
軒
学
派
」
の
弟
子
で
あ
る
劉
克
荘
に
視
線
を
向
け
る
︒
劉
克
荘
は
詩
文
創
作
の
面

に
お
い
て
も
︑
自
身
な
り
の
「
気
」
に
関
す
る
理
解
と
論
説
を
示
し
た
︒
彼
が
書
い
た
「
詩
境
集
序
」
に
は
こ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒
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「
昔
之
評
文
者
曰
︑『
文
以
気
為
主
︒』
又
曰
︑『
気
盛
則
言
之
短
長
与
声
之
高
下
皆
宜
︒』
本
朝
評
東
坡
文
者
衆
矣
︑
往
々
称
其
天
才
超

軼
︑
筆
力
浩
大
而
已
︒
至
我
阜
陵
独
曰
︑『
気
高
天
下
︑
乃
克
為
之
︒』
嗚
呼
︑
阜
陵
之
言
︑
可
謂
尽
坡
公
之
平
生
矣）

19
（

︒」（
昔
の
文
を
評

す
る
者
曰
く
︑「
文
は
気
を
以
っ
て
主
と
為
す
︒」
又
曰
く
︑「
気
が
盛
ん
な
れ
ば
︑
則
ち
言
の
短
長
と
声
の
高
下
は
皆
宜
し
︒」
本
朝
は

東
坡
の
文
を
評
す
る
者
衆
く
︑
往
々
に
し
て
其
の
天
才
超
軼
と
筆
力
の
浩
大
を
称
す
る
の
み
︒
我
が
阜
陵
（
孝
宗
）
の
み
独
り
曰
く
︑

「
気
は
天
下
よ
り
も
高
け
れ
ば
︑
乃
ち
よ
く
之
を
為
す
︒」
嗚
呼
︑
阜
陵
の
言
は
︑
坡
公
の
平
生
を
尽
く
す
と
謂
う
べ
し
︒）

以
上
︑
彼
は
「
文
以
気
為
主
」
と
い
う
先
人
の
説
を
受
け
入
れ
る
と
同
時
に
︑
孝
宗
皇
帝
の
「
気
高
天
下
」
と
い
う
東
坡
評
に
も
賛

成
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
は
ま
だ
彼
独
自
の
見
解
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
次
の
「
気
」
に
関
す
る
記
述
か
ら
見
る
と
︑
劉
克

荘
の
独
自
の
「
気
」
の
理
念
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
劉
克
荘
「
仲
弟
詩
跋
」
に
は
︑

詩
比
他
文
最
難
工
︑
非
功
専
気
全
者
不
能
名
家
︒
︙
︙
頃
遊
江
淮
幕
府
︑
年
壮
気
盛
︙
︙
未
両
考
得
詩
三
百
︙
︙
然
已
避
謗
持
戒
︑

余
十
年
間
一
句
一
字
不
敢
出
吻
︑
非
曰
才
尽
︑
胆
薄
而
気
索
矣）

10
（

︒

詩
は
他
の
文
体
よ
り
も
難
し
い
︒
功
を
つ
み
か
さ
ね
︑
気
が
万
全
な
者
で
な
い
と
︑
名
家
に
は
な
れ
な
い
︒
︙
︙
昔
私
は
江
淮
幕

府
に
遊
び
︑
壮
年
で
気
が
盛
ん
で
︙
︙
二
年
で
詩
三
百
首
を
得
た
︙
︙
し
か
し
已
に
謗
り
を
避
け
︑
戒
め
を
持
し
て
︑
余
は
十
年

間
で
一
句
一
字
も
敢
え
て
口
に
出
さ
な
か
っ
た
︒
才
が
尽
き
た
の
で
は
な
く
︑
胆
力
が
薄
れ
て
気
が
尽
き
た
の
で
あ
る
︒

 

こ
の
よ
う
に
︑
詩
文
を
創
作
す
る
際
の
「
気
」
は
若
い
頃
の
「
年
壯
気
盛
」
や
「
胆
」
を
指
し
︑
詩
文
創
作
の
衰
え
は
「
才
」
と
は

関
係
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑「
江
湖
詩
禍
」
を
蒙
っ
た
劉
克
荘
は
「
気
索
」
に
な
っ
て
︑
十
年
余
り
︑
詩
を
創
り
だ
さ
な
か
っ
た
︒

劉
克
荘
は
自
ら
の
経
験
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
︑
他
人
の
例
も
援
用
し
た
が
︑
同
じ
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
劉
克
荘
の
「
劉
圻
父

詩
序
」
に
︑
以
下
の
如
く
記
述
さ
れ
る
︒

文
以
気
為
主
︑
少
鋭
老
惰
︑
人
莫
不
然
︒
世
謂
鮑
照
︑
江
淹
晩
節
才
尽
︑
余
独
以
為
気
為
有
惰
而
才
無
尽）

11
（

︒

文
は
気
を
以
っ
て
主
と
為
す
︒
若
い
頃
は
鋭
く
︑
老
い
て
か
ら
惰
気
に
な
る
︒
人
は
皆
こ
の
よ
う
で
あ
る
︒
鮑
照
︑
江
淹
が
晩
年
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に
な
っ
て
才
が
尽
き
た
と
世
は
謂
っ
た
︒
こ
れ
は
気
が
惰
に
な
り
才
が
尽
き
た
の
で
は
な
い
と
思
う
︒

 

劉
克
荘
は
鮑
照
︑
江
淹
を
例
と
し
て
︑
詩
人
た
ち
が
晩
年
に
な
っ
て
︑「
鋭
気
」
が
な
く
な
る
と
同
時
に
︑
傑
作
が
作
れ
な
く
な
っ
た

と
述
べ
た
︒
創
作
の
質
も
「
才
」
と
は
無
関
係
で
︑
世
間
の
「
江
郎
才
尽
」
と
い
う
通
説
に
反
し
た
︒

劉
克
荘
の
こ
の
斬
新
的
な
「
才
無
尽
」「
胆
」「
鋭
気
」「
年
壮
気
盛
」
論
は
文
学
批
評
史
上
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
注
目
す
べ

き
は
︑
劉
克
荘
の
こ
の
重
要
な
論
説
の
源
を
遡
る
と
︑
林
光
朝
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒『
宋
元
学
案
』
巻
四
十
七
「
艾
軒
学
案

表
」
に
よ
る
と
︑
劉
克
荘
の
も
う
一
つ
の
身
分
は
林
光
朝
の
三
伝
弟
子
で
あ
る
︒
劉
克
荘
文
集
の
中
で
︑
林
光
朝
の
古
文
と
詩
を
賞
賛

す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
︒
そ
の
詳
細
は
次
節
に
譲
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
た
だ
宋
末
元
初
の
劉
壎
（
一
二
四
〇－

一
三
一
九
）『
隠
居
通

議
』
巻
三
の
記
載
を
挙
げ
る
︒

予
少
時
熟
観
劉
後
村
集
︑
見
其
推
重
艾
軒
林
公
甚
至
︑
且
並
及
其
伝
者
︑
網
山
楽
軒
之
属
︒
其
称
林
公
或
曰
老
艾
︒
予
極
慨
慕
其

人
︑
恨
不
見
其
著
述
也）

11
（

︒

予
は
少
年
の
時
劉
後
村
集
を
熟
読
し
︑
彼
が
艾
軒
林
公
を
甚
だ
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
︒
且
つ
其
の
伝
え
た
者
に
も
及
び
︑

（
彼
ら
は
）
網
山
楽
軒
の
属
で
あ
る
︒
彼
は
林
公
を
老
艾
と
称
し
た
︒
予
は
其
人
を
極
め
て
敬
慕
し
︑
其
の
著
述
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
恨
む
︒

 

こ
の
よ
う
に
︑
劉
克
荘
は
艾
軒
学
派
に
属
し
︑
林
光
朝
の
学
問
と
詩
文
に
親
し
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
林
光
朝
の
以
下
の

論
述
か
ら
見
る
と
︑
前
述
し
た
劉
克
荘
の
観
点
は
彼
の
説
を
吸
収
し
た
と
見
ら
れ
る
︒

文
章
蓋
主
乎
気
︑
而
臣
渋
桑
楡
之
累
︑
則
正
気
已
索
︒
訓
辞
欲
近
乎
雅
︑
而
臣
抱
山
林
之
学
︑
則
大
雅
或
虧）

13
（

︒

文
章
は
け
だ
し
気
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
臣
は
晩
年
の
累
に
渋
っ
て
︑
則
ち
正
気
が
な
く
な
っ
た
︒
訓
辞
は
雅
に
近

づ
く
こ
と
を
理
想
と
す
る
︒
し
か
し
臣
は
山
林
の
学
を
抱
い
て
︑
則
ち
大
雅
に
か
け
て
し
ま
っ
た
︒
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林
光
朝
は
文
章
の
「
気
」
を
主
と
し
︑
晩
年
に
は
「
気
索
」
に
な
っ
て
︑
文
章
の
水
準
が
下
が
っ
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
︒
換
言
す

れ
ば
︑
若
い
頃
の
「
気
」
が
文
章
を
作
る
に
は
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
前
述
し
た
劉
克
荘
の
「
年
壯
気
盛
」
と

「
鋭
気
」
等
の
「
気
」
に
関
す
る
論
説
は
こ
れ
に
基
づ
く
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
︑
林
光
朝
の
文
学
批
評
に
つ
い
て
三
つ
の
観
点
か
ら
述
べ
て
き
た
︒
こ
の
こ
と
は
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
林
光
朝
文

学
の
一
側
面
で
あ
る
︒

三
、
同
時
代
及
び
後
世
か
ら
の
評
価

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
︑
林
光
朝
は
南
宋
儒
学
と
文
学
に
お
い
て
︑
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
︒
実
際
︑
当
時
及
び
後
世
に

お
い
て
は
︑
林
光
朝
の
文
学
に
関
す
る
評
価
は
い
ず
れ
も
高
い
︒

ま
ず
︑
同
時
代
で
は
︑
前
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
楊
万
里
の
評
価
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
劉
壎
『
隠
居
通
議
』
巻
三
に
は
︑

周
益
公
銘
其
墓
︑
公
学
造
深
醇
︑
所
為
文
奥
雅
篤
厚
︑
刊
落
華
腴
︑
而
宿
於
理
︙
︙
大
概
直
是
一
博
洽
之
儒
︑
醇
正
之
作
︑
尤
深

於
経
者
︒
其
蒼
勁
処
非
浅
学
能
及）

14
（

︒

周
益
公
（
周
必
大
）
は
彼
（
林
光
朝
）
の
墓
誌
銘
を
書
い
た
︒
公
の
学
は
深
く
て
芳
醇
で
あ
っ
た
︒
作
っ
た
文
は
奥
深
く
典
雅
篤

厚
で
あ
り
︑
華
や
か
さ
や
余
計
な
も
の
を
削
り
︑
而
し
て
理
に
宿
っ
た
︒
︙
︙
大
概
一
人
の
博
識
の
儒
者
で
あ
り
︑
作
が
純
正
で
︑

尤
も
経
に
深
い
者
だ
︒
そ
の
力
強
さ
は
浅
学
に
は
及
ば
な
い
︒

 

こ
の
よ
う
に
︑
南
宋
時
代
の
詩
文
大
家
で
あ
る
楊
万
里
と
周
必
大
は
︑
林
光
朝
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
て
い
た
︒
後
に
︑「
艾
軒

学
派
」
の
弟
子
で
あ
る
劉
克
荘
と
林
希
逸
も
そ
れ
ぞ
れ
評
価
し
て
い
た
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
る
︒
劉
克
荘
は
「
艾

軒
先
生
集
序
」
の
中
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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以
言
語
文
字
行
世
︑
非
先
生
意
也
︒
然
先
生
学
力
既
深
︑
下
筆
簡
厳
︑
高
処
逼
「
檀
弓
」『
穀
梁
』︑
平
処
猶
与
韓
並
駆）

15
（

︒

言
語
と
文
字
を
以
っ
て
世
に
流
行
し
た
の
は
︑
先
生
の
意
で
は
な
か
っ
た
︒
然
る
に
先
生
の
学
力
は
深
く
︑
筆
を
下
す
の
は
簡
潔

で
厳
正
で
あ
っ
た
︒
高
く
は
「
檀
弓
」『
穀
梁
』
に
逼
り
︑
近
く
は
韓
愈
と
並
走
す
る
も
の
で
あ
る
︒

 

劉
克
荘
の
こ
の
評
論
は
少
し
過
褒
か
も
し
れ
な
い
が
︑
艾
軒
の
文
章
が
当
時
強
い
影
響
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒
林
希

逸
の
「
丘
退
斎
文
集
序
」
に
は
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
︒「
老
艾
一
宗
之
学
︑
固
非
止
於
為
文
︑
而
艾
軒
之
文
視
乾
淳
諸
老
為
絶）

16
（

出

（
老
艾
は
一
つ
の
学
派
と
し
て
︑
固
よ
り
文
を
為
す
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
︒
艾
軒
の
文
は
乾
淳
の
諸
老
（
朱
熹
︑
陸
九
淵
︑
陳
亮
︑
葉
適

な
ど
）よ
り
傑
出
し
て
い
た
）︒」
艾
軒
の
文
章
は
儒
学
と
文
学
大
家
が
頻
出
し
た
乾
道
淳
熙
期
で
も
傑
出
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
︒

明
代
で
は
鄭
岳
と
林
俊
の
説
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
な
る
が
︑
ま
た
謝
肇
淛
（
一
五
六
七－

一
六
二
四
）『
小
草
斎
詩
話
』
に
お
い

て
は
︑
林
光
朝
の
「
乞
竹
鶏
」︑「
冬
至
」︑「
徐
広
文
生
朝）

17
（

」
と
い
う
三
首
の
詩
の
各
首
聯
を
取
り
上
げ
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

林
艾
軒
以
道
学
名
︑
而
歌
行
亦
効
長
吉
︑
如
︙
︙
（
三
首
の
詩
の
首
聯
）
︙
︙
皆
奇
俊
可
喜
︑
惜
其
篇
什
不
多）

18
（

︒

林
艾
軒
は
道
学
を
以
っ
て
名
が
あ
っ
た
が
︑
歌
行
は
長
吉
に
倣
い
︑
た
と
え
ば
︑
︙
︙
皆
奇
し
く
す
ぐ
れ
て
喜
ぶ
べ
き
だ
っ
た
が
︑

た
だ
篇
数
の
少
な
さ
が
惜
し
ま
れ
る
︒

謝
肇
淛
は
林
艾
軒
の
詩
に
李
賀
の
影
響
を
見
い
だ
し
︑
高
く
評
価
し
た
︒
ま
た
︑『
艾
軒
集
』
に
収
録
さ
れ
た
詩
文
の
量
が
少
な
い
こ
と

を
嘆
い
た
︒
後
の
清
朝
で
は
︑『
宋
元
学
案
補
遺
』
巻
四
十
七
に
︑

後
村
称
其
文
高
迫
「
檀
弓
」︑
平
亦
駆
韓
︑
固
過
情
之
論
︑
要
是
南
宋
一
作
手）

19
（

︒

後
村
が
其
の
文
の
高
さ
は
「
檀
弓
」
に
迫
り
︑
韓
愈
と
並
走
す
る
と
称
し
た
の
は
︑
ま
こ
と
に
過
情
な
論
だ
が
︑
要
す
る
に
彼
は

南
宋
の
一
人
の
代
表
的
文
学
者
で
あ
っ
た
︒
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以
上
︑
歴
代
の
評
論
を
幾
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
︒
南
宋
時
代
以
後
も
︑
林
光
朝
の
詩
文
は
こ
の
よ
う
に
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

南
宋
以
降
︑
恐
ら
く
林
光
朝
文
集
の
散
逸
の
た
め
︑
彼
の
影
響
力
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
た
︒
現
存
す
る
唯
一
の
林
光
朝
の
著
作
で

あ
る
『
艾
軒
集
』
は
明
代
に
編
纂
さ
れ
︑
僅
か
十
巻
（
付
録
一
巻
を
含
む
）
の
分
量
を
持
ち
︑
其
の
中
に
収
録
さ
れ
た
作
品
数
も
多
く

な
い
︒
そ
こ
で
本
論
文
は
林
光
朝
の
文
学
批
評
に
注
目
し
︑
当
時
と
後
世
の
評
価
を
取
り
上
げ
て
︑
彼
の
学
術
史
上
に
お
け
る
重
要
性

を
明
ら
か
に
し
た
︒
文
学
史
に
お
い
て
も
︑
林
光
朝
は
看
過
で
き
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
︒

注

（
1
）  

辛
更
儒
『
劉
克
莊
集
箋
校
』（
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
年
）
第
九
冊
︑
三
九
八
〇
頁
︒

（
2
）  

黎
靖
徳
編･

王
星
賢
点
校
『
朱
子
語
類
』（
中
華
書
局
︑
一
九
九
四
年
）
第
八
冊
︑
三
一
七
七
頁
︒

（
3
）  

束
景
南
『
朱
子
大
伝
』（
商
務
印
書
館
︑
二
〇
〇
三
年
）︑
一
二
七
頁
︒

（
4
）  

黃
宗
羲
著･

全
祖
望
補
修
『
宋
元
學
案
』（
中
華
書
局
︑
一
九
八
六
年
）
第
二
冊
︑
一
四
七
一
頁
︒

（
5
）  

同
右
︑
一
四
八
一
頁
︒

（
6
）  

李
清
馥
『
閩
中
理
学
淵
源
考
』
巻
八
︑
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
︒

（
7
）  

同
右
︒

（
8
）  

林
光
朝
『
艾
軒
集
』
巻
十
︑
四
庫
全
書
珍
本
初
集
︑
商
務
印
書
館
︒

（
9
）  

陳
小
輝
「
楊
万
里
結
社
考
」︑
江
西
広
播
電
視
大
学
学
報
︑
二
〇
一
三
年
第
四
期
︒

（
10
）  

辛
更
儒
『
楊
万
里
集
箋
校
』（
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
七
年
）
第
八
冊
︑
四
三
五
四
頁
︒

（
11
）  

同
右
︑
四
三
五
九
頁
︒



艾
軒
学
派
林
光
朝
に
つ
い
て

129

（
12
）  

林
光
朝
『
艾
軒
集
』
巻
六
︑
四
庫
全
書
珍
本
初
集
︑
商
務
印
書
館
︒

（
13
）  

そ
の
ほ
か
︑
蘇
轍
の
経
学
書
に
『
孟
子
解
』
と
い
う
書
物
も
あ
る
︒
し
か
し
︑『
孟
子
』
は
南
宋
時
代
に
入
っ
て
朱
熹
に
よ
っ
て
十
三
経

の
列
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
︑
林
光
朝
の
当
時
は
︑『
孟
子
』
は
ま
だ
経
書
で
は
な
い
︒

（
14
）  
黎
靖
徳
編･

王
星
賢
点
校
『
朱
子
語
類
』（
中
華
書
局
︑
一
九
九
四
年
）
第
一
冊
︑
一
九
三
頁
︒

（
15
）  

永
瑢
等
撰
『
四
庫
全
書
総
目
』（
中
華
書
局
︑
一
九
六
五
年
）
一
二
一
頁
︒

（
16
）  

林
光
朝
『
艾
軒
集
』
巻
五
︑
四
庫
全
書
珍
本
初
集
︑
商
務
印
書
館
︒

（
17
）  

銭
鍾
書
『
談
藝
録
』（
三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
）︑
九
七
頁
︒

（
18
）  

同
右
︑
五
三
三
頁
︒

（
19
）  

辛
更
儒
『
劉
克
莊
集
箋
校
』（
中
華
書
局
︑
二
〇
一
一
年
）
第
九
冊
︑
四
〇
九
八
頁
︒

（
20
）  

同
右
︑
四
一
七
七
頁
︒

（
21
）  

同
右
︑
三
九
七
〇
頁
︒

（
22
）  

劉
壎
『
隠
居
通
議
』
巻
三
（
叢
書
集
成
初
編
︑
商
務
印
書
館
）︑
二
五
頁
︒

（
23
）  

林
光
朝
『
艾
軒
集
』
巻
二
︑
四
庫
全
書
珍
本
初
集
︑
商
務
印
書
館
︒

（
24
）  

注
（
22
）
に
同
じ
︒

（
25
）  

注
（
1
）
に
同
じ
︒

（
26
）  

林
希
逸
『
竹
溪
十
一
稿
続
集
』
巻
二
十
︑
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
︒

（
27
）  

『
艾
軒
集
』
巻
一
に
は
︑「
乞
竹
鶏
」
と
「
冬
至
」
と
「
徐
広
文
生
朝
」
と
の
三
首
の
詩
の
各
首
聯
は
「
疎
籬
短
短
花
枝
闌
︑
鳩
婦
不
鳴

天
雨
寒
」︑「
横
枝
凍
雀
昨
夜
死
︑
水
底
黏
魚
吹
不
起
」︑「
盤
古
一
笑
鴻
蒙
開
︑
神
馬
負
図
従
天
来
︒」
と
あ
る
︒

（
28
）  

張
健
輯
校
『
珍
本
明
詩
話
五
種
』（
北
京
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
）︑
三
八
二
頁
︒

（
29
）  

王
梓
材･

馮
雲
濠
撰
『
宋
元
學
案
補
遺
』
巻
四
十
七
（
世
界
書
局
︑
一
九
六
二
年
）︑「
艾
軒
学
案
補
遺
」︒


