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は
じ
め
に

明
代
嘉
靖
・
隆
慶
年
間
︑
李
攀
龍
・
王
世
貞
を
指
導
者
と
し
た
文
学
復
古
運
動
が
流
行
し
た
が
︑
特
に
王
世
貞
の
影
響
力
が
大
き
い

と
思
わ
れ
る
︒
百
年
余
り
後
の
江
戸
文
壇
で
は
︑
荻
生
徂
徠
を
領
袖
と
し
て
︑
李
・
王
の
文
芸
思
想
を
吸
収
す
る
と
共
に
︑「
古
文
辞

学
」
が
唱
え
ら
れ
た
︒
徂
徠
の
創
始
し
た
蘐
園
学
派
は
︑
江
戸
中
期
以
降
︑
文
学
界
・
思
想
界
に
大
き
な
変
革
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑
こ
の
日
中
の
文
芸
活
動
に
は
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
が
あ
る
の
か
︑
ま
た
︑
王
世
貞
の
文
芸
理
論
に
対
す
る
︑
荻
生
徂
徠
の

態
度
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
︒

荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
は
︑
名
は
双
松
︑
字
は
茂
卿
︑
江
戸
中
期
の
儒
学
家
・
思
想
家
︑
古
文
辞
学
派
の
領
袖
で
あ

る
︒
は
じ
め
朱
子
学
を
学
ん
だ
が
︑
李
・
王
の
文
学
復
古
運
動
か
ら
啓
発
を
受
け
︑
朱
子
学
に
基
づ
い
た
古
典
解
釈
方
法
を
批
判
し
︑

つ
い
に
は
「
古
文
辞
学
」
を
中
心
と
し
て
新
た
な
漢
文
解
釈
論
を
確
立
し
た
︒
徳
川
幕
府
に
仕
え
︑
太
宰
春
台
や
服
部
南
郭
な
ど
多
く

の
門
人
を
育
て
た
︒
著
書
は
極
め
て
多
く
︑『
辯
道
』『
辯
名
』『
蘐
園
随
筆
』
の
外
︑
詩
文
集
と
し
て
『
徂
徠
集
』
十
巻
な
ど
が
あ
る
︒

王
世
貞
（
一
五
二
六
～
一
五
九
○
）
は
︑
字
は
元
美
︑
号
は
鳳
洲
︑
又
弇
州
︑
江
蘇
太
倉
の
人
︒
祖
先
は
東
晋
時
代
の
有
力
貴
族
琅

琊
王
氏
で
あ
る
︒
嘉
靖
二
十
六
年
（
一
五
四
七
）
の
進
士
で
︑
刑
部
主
事
︑
青
州
兵
備
使
︑
浙
江
左
参
政
等
官
職
を
歴
任
し
た
︒
李
攀

龍
と
共
に
︑
李
・
王
と
併
称
さ
れ
︑
復
古
派
前
期
の
李
夢
陽
・
何
景
明
を
中
心
と
し
た
「
前
七
子
」
に
対
し
︑
復
古
派
後
期
「
後
七
子
」

の
主
催
者
と
し
て
︑
文
壇
で
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒『
明
史
』
巻
一
百
七
十
五
に
伝
が
あ
る
︒
著
作
は
『
弇
州
山
人
四
部

薛
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稿
』
一
百
七
十
四
巻
︑『
賡
稿
』
二
百
七
巻
の
外
︑『
弇
山
堂
別
集
』『
弇
州
史
料
』
等
の
史
学
書
や
︑『
王
氏
書
畫
苑
』
等
美
術
の
著
作

も
あ
る
︒「
文
は
必
ず
秦
漢
︑
詩
は
必
ず
盛
唐
」
と
い
う
文
学
観
を
提
唱
し
︑
そ
の
文
学
と
史
学
思
想
は
中
国
本
土
の
明
清
文
壇
に
止
ま

ら
ず
︑
朝
鮮
半
島
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
︒

一　

荻
生
徂
徠
に
お
け
る
王
世
貞
の
著
作
と
の
出
会
い

江
戸
中
期
に
活
躍
し
た
荻
生
徂
徠
と
王
世
貞
の
作
品
と
の
出
会
い
を
論
ず
る
前
に
︑
江
戸
初
期
に
お
け
る
王
世
貞
の
著
作
の
受
容
状

況
を
紹
介
し
て
お
こ
う
︒『
林
羅
山
書
目（
１
）』
に
よ
れ
ば
︑
王
世
貞
の
文
集
は
遅
く
と
も
慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
ま
で
に
は
日
本
に
伝
え

ら
れ
て
い
た
︒
即
ち
︑
王
世
貞
が
亡
く
な
っ
た
わ
ず
か
数
年
後
に
は
︑
す
で
に
江
戸
文
人
た
ち
は
王
世
貞
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で

あ
る
︒
当
時
の
文
化
環
境
を
み
て
み
る
と
︑
学
問
の
中
心
は
徐
々
に
仏
学
か
ら
儒
学
へ
と
転
向
し
て
お
り
︑
こ
れ
に
伴
い
︑
蔵
書
家
と

蔵
書
の
重
点
も
変
化
し
て
い
っ
た
︒
橋
口
侯
之
介
氏
は
こ
の
変
化
を
︑「
江
戸
時
代
に
な
る
と
︑
大
名
家
︑
儒
家
に
書
物
収
集
の
中
心
が

移
る
と
︑
内
容
も
漢
籍
︑
歴
史
︑
古
典
文
学
と
い
っ
た
学
術
書
に
重
心
が
移
動
す
る（
２
）︒」
と
指
摘
し
て
い
る
︒
王
世
貞
の
著
書
は
日
本
に

伝
播
し
た
後
︑
ま
ず
儒
学
者
た
ち
か
ら
評
価
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
︒
当
時
の
儒
学
者
藤
原
惺
窩
や
林
羅
山
は
王
世
貞
の
作
品
を
好
み
︑

多
く
引
用
し
て
い
る
が
︑
大
き
な
流
行
と
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
荻
生
徂
徠
は
王
世
貞
の
著
書
を
破
産
し
た
蔵
書
家
か
ら
偶
然
手

に
入
れ
た
︒『
蘐
園
雜
話
』
の
中
で
︑
徂
徠
の
門
人
た
ち
は
︑「
尤
も
其
の
購
は
れ
た
る
は
徠
翁
三
十
九
か
四
十
歳
の
時
の
由
︑
子
廸
が

物
語
な
り
︒
そ
れ
故
徠
翁
殊
に
書
籍
に
富
ま
れ
た
り
︒
其
中
に
李
・
王
が
集
め
あ
り
て
古
文
辞
を
修
せ
ら
れ
し
こ
と
そ
れ
よ
り
な
り
と

ぞ（
３
）︒」
と
述
べ
て
い
る
︒
具
体
的
な
書
目
は
︑
藍
弘
岳
氏
の
論
文
中
で
︑「
徂
徠
の
蔵
書
内
容
を
教
え
て
く
れ
る
『
蘐
園
藏
書
目
録
』
に

は
︑『
觚
不
觚
録
』『
李
空
同
集
』『
李
滄
溟
集
』『
滄
溟
文
選
孤
白
』『
四
部
稿
』『
唐
詩
選
』『
尺
牘
清
裁
』『
七
才
子
詩
』『
世
説
新
語

補
』『
弇
洲
史
料
』『
七
名
公
尺
牘
』
な
ど
の
明
代
古
文
辞
派
関
係
の
書
籍
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る（
４
）︒」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
文
学
と
史
学

分
野
を
得
意
と
す
る
王
世
貞
の
著
作
が
著
録
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
見
れ
ば
︑
す
で
に
徂
徠
が
王
世
貞
関
連
の
著
作
に
幅
広
く
触
れ
て

い
た
と
推
測
で
き
よ
う
︒
ま
た
︑
徂
徠
に
と
っ
て
︑
時
期
的
に
最
も
近
い
著
名
人
は
李
攀
龍
と
王
世
貞
し
か
い
な
い
︒
そ
の
広
く
深
い

思
想
は
︑
徂
徠
に
と
っ
て
文
学
的
視
点
を
取
り
込
む
と
い
う
好
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ま
で
の
徂
徠
の
学
問
的
関
心
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世
貞
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と
比
較
す
る
と
︑
そ
の
出
会
い
は
徂
徠
個
人
の
み
な
ら
ず
︑
江
戸
文
壇
に
と
っ
て
あ
る
程
度
の
転
換
点
に
な
っ
た
と
も
言
え
そ
う
で
あ

る
︒し

か
し
︑
李
・
王
の
作
品
は
明
清
時
代
の
文
人
た
ち
で
さ
え
難
解
で
あ
り
︑
ま
し
て
や
日
本
人
の
徂
徠
に
と
っ
て
は
︑
読
解
が
困
難

で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
荻
生
徂
徠
の
弟
子
で
あ
っ
た
宇
佐
美
灊
水
に
よ
れ
ば
︑「
な
か
に
李
于
鱗
・
王
元
美
の
二
家

の
集
あ
り
︑
艱
渋
に
し
て
読
む
べ
か
ら
ず
︑
先
生
こ
れ
を
奇
と
し
︑
研
究
す
る
こ
と
歴
年
︑
始
め
て
古
文
辞
あ
る
を
知
り
︑
遂
に
こ
れ

を
以
て
門
人
に
訓
ふ
と
云
ふ（
５
）︒」
徂
徠
と
李
・
王
の
著
作
の
出
会
い
か
ら
︑
成
熟
し
た
「
古
文
辞
学
」
の
理
論
を
う
ち
立
て
る
ま
で
に
は

数
年
を
要
し
︑
李
・
王
の
文
学
思
想
を
消
化
す
る
一
方
で
︑
徂
徠
の
慎
重
な
態
度
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
徂
徠
の
場
合
も
︑
李
・
王

の
著
作
を
研
究
す
る
過
程
に
は
︑
儒
学
を
主
と
し
た
過
去
の
伝
統
的
学
問
に
対
す
る
反
省
と
個
人
的
な
思
想
形
成
と
が
と
も
に
含
ま
れ

て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

荻
生
徂
徠
が
触
れ
た
王
世
貞
の
著
作
は
︑
当
初
か
ら
王
世
貞
一
人
の
書
で
は
な
く
︑
常
に
李
攀
龍
の
著
作
も
と
も
に
あ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
︒
確
か
に
文
学
復
古
と
い
う
点
で
は
︑
王
世
貞
と
李
攀
龍
に
は
共
通
点
が
多
く
︑
一
貫
し
て
復
古
運
動
を
代
表
す
る
人
物
だ

と
認
め
ら
れ
て
き
た
︒
荻
生
徂
徠
の
年
譜
を
見
る
と
︑
四
十
歳
以
後
の
文
学
活
動
は
︑
李
・
王
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
（
次
頁

表
１
）︒
し
か
し
李
攀
龍
よ
り
年
少
の
王
世
貞
は
︑
そ
の
名
声
も
才
能
も
李
攀
龍
の
陰
に
隠
れ
た
存
在
で
あ
り
︑
徂
徠
に
は
そ
れ
ほ
ど
明

確
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

二　

李
攀
龍
・
王
世
貞
の
古
文
辞
学
の
受
容

古
文
辞
学
派
の
文
学
論
に
つ
い
て
︑
李
・
王
は
一
対
の
存
在
と
し
て
︑
荻
生
徂
徠
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
た
︒
徂
徠
は
ま
ず
彼
ら
を

文
学
者
と
し
て
肯
定
し
︑
文
学
創
作
の
手
法
を
賞
賛
し
︑「
辞
」
を
尊
ん
だ
こ
と
を
最
大
の
成
果
と
し
た
︒

「
而
し
て
其
の
尤
も
李
王
を
推
す
者
は
︑
辞
を
尊
べ
ば
な
り
︒
然
り
と
雖
も
︑
不
佞
の
二
公
を
推
す
所
以
の
者
は
︑
特
だ
此
れ
の
み
な

ら
ず（
６
）︒」
李
・
王
文
学
理
論
の
中
に
価
値
を
見
出
し
た
徂
徠
は
︑
文
学
の
分
野
に
関
心
を
持
っ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
文
学
を
手
掛
か
り
と

し
て
︑
よ
り
深
く
思
考
を
追
求
し
た
︒
こ
こ
に
徂
徠
と
李
・
王
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
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徂
徠
は
幼
い
時
期
に
林
鵞
峰
︑
林
鳳
岡
に
学
ん
だ
こ
と

が
あ
る
︒
少
年
時
代
よ
り
漢
籍
・
仏
典
な
ど
を
十
年
以
上

に
わ
た
り
独
学
し
︑
儒
学
に
関
す
る
経
典
に
精
通
す
る
に

至
っ
た
︒
長
い
歳
月
を
か
け
て
蓄
え
た
漢
文
や
儒
学
の
特

色
が
︑
の
ち
の
徂
徠
学
説
の
成
立
に
お
い
て
︑
重
要
な
基

盤
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
徂
徠
は
李
・
王
の
文
学
理
論

を
改
変
す
る
に
あ
た
り
︑
自
ら
六
経
を
重
ん
じ
る
観
点
を

強
調
し
︑「
祇
だ
李
・
王
は
心
良
史
に
在
り
て
︑
六
経
に
及

ぶ
に
遑
あ
ら
ず
︑
不
佞
は
則
ち
諸
を
六
経
に
用
い
る
こ
と

異
有
り
と
為
す
の
み（
７
）︒」
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
徂
徠
は

李
・
王
の
復
古
文
学
思
想
に
比
べ
て
異
な
る
点
も
述
べ
て

い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
徂
徠
と
李
・
王
の
間
に
は
立
場
の
違

い
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
徂
徠
も
李
・
王
に
対
し
︑
そ
の
史
学
的
才
能
は
︑
あ
る
程
度
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
が
︑

本
質
的
に
徂
徠
を
文
学
者
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒
徂
徠
は
も
と
も
と
儒
学
中
心
の
江
戸
時
代
の
人
物
で
あ
り
︑
文
学
者
と
い
う
よ
り

は
︑
む
し
ろ
哲
学
者
あ
る
い
は
思
想
家
と
評
す
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
文
学
へ
の
視
点
は
徂
徠
が
儒
学
の
理
想
へ
と
進
む
過

程
に
お
い
て
︑
有
益
な
情
報
や
新
た
な
考
え
方
を
提
供
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
吉
川
幸
次
郎
は
著
書
『
元
明
詩
概
説
』
の
中

で
︑
荻
生
徂
徠
が
李
・
王
を
超
え
た
点
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
︒「
徂
徠
は
そ
れ
を
哲
学
研
究
の
方
法
に
応
用
し
︑
古
代

中
国
人
と
お
な
じ
言
語
生
活
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑『
論
語
』
そ
の
他
の
説
く
哲
学
を
︑
本
来
の
ま
ま
に
把
握
し
よ
う
と
︑
企
図
し

た（
８
）︒」
則
ち
︑
李
・
王
の
成
果
は
文
学
の
分
野
に
集
中
し
て
い
る
が
︑
徂
徠
は
そ
れ
を
活
用
し
て
︑
哲
学
の
領
域
に
応
用
し
た
の
で
あ

る
︒李

攀
龍
と
王
世
貞
の
文
芸
論
を
認
め
た
上
で
︑
徂
徠
の
弟
子
た
ち
は
李
・
王
の
詩
文
作
品
を
基
範
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
選
集
・
合

集
を
編
纂
し
た
（
次
頁
表
２
）︒
享
保
五
年
（
一
七
二
○
）
か
ら
十
九
年
ま
で
に
︑
詩
歌
を
中
心
と
し
た
『
唐
後
詩
』『
絶
句
解
』『
絶
句

表
１　

荻
生
徂
徠
の
年
譜
に
見
る
李
・
王
と
の
関
係

西
暦

年
号

年
齢
　
　
　
　
主
な
出
来
事

一
七
○
四

宝
永
元
年

39

李
攀
龍
・
王
世
貞
の
古
文
辞
を
知
る

一
七
○
九

宝
永
六
年

44
『
蘐
園
随
筆
』
の
編
輯
が
は
じ
ま
る

一
七
一
五

正
徳
五
年

50
『
蘐
園
随
筆
』
五
卷
刊
行

一
七
一
六

享
保
元
年

51

李
・
王
の
説
よ
り
古
文
辞
を
唱
え
る

一
七
一
七

享
保
二
年

52
『
唐
後
詩
』
草
定

一
七
二
○

享
保
五
年

55
『
唐
後
詩
』
刊
行

一
七
二
二

享
保
七
年

57
『
四
家
雋
』
草
定

一
七
二
三

享
保
八
年

58
『
絶
句
解
』︑『
絶
句
解
拾
遺
』︑『
古
文
矩
』
草
定

一
七
二
四

享
保
九
年

59

服
部
南
郭
『
李
于
鱗
唐
詩
選
』
刊
行
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解
拾
遺
』
が
完
成
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
詩
歌
選
集

の
収
録
内
容
や
書
物
の
特
徴
か
ら
︑
徂
徠
た
ち
の
編

纂
意
図
が
見
え
る
可
能
性
が
あ
る
︒
最
初
に
出
版
し

た
『
唐
後
詩
』
は
︑「
前
七
子
」
と
「
後
七
子
」
の
作

を
中
心
と
し
て
︑
古
楽
府
や
律
詩
や
絶
句
な
ど
十
種

類
の
体
裁
を
含
む
書
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
冒
頭
部
分

に
は
︑
徂
徠
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
に
対
す
る
総

論
が
付
い
て
お
り
︑
明
代
「
七
子
」
に
対
す
る
評
価

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
︑
従
来
貴
重
な
記
録

だ
と
さ
れ
て
き
た
︒
次
に
編
纂
し
た
『
絶
句
解
』
及

び
『
絶
句
解
拾
遺
』
は
︑
さ
ら
に
特
別
で
絶
句
に
限
定
し
︑
主
に
李
攀
龍
と
王
世
貞
の
作
品
を
収
録
し
た
選
集
で
あ
る
︒
こ
れ
に
続
き
︑

韓
愈
・
柳
宗
元
・
李
攀
龍
と
王
世
貞
の
文
章
を
模
範
と
し
︑
漢
文
の
書
き
方
を
学
ぶ
『
四
家
雋
』
が
編
纂
さ
れ
た
が
︑
あ
え
て
李
・
王

と
唐
代
の
古
文
名
家
を
並
列
し
て
お
り
︑
李
・
王
の
両
名
が
徂
徠
に
と
っ
て
極
め
て
高
い
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
完
成
し
た
『
古
文
矩
』
に
は
李
攀
龍
の
六
篇
の
文
章
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
三
種
の
詩
歌
選
集
と
二
種
の

文
章
選
集
よ
り
総
合
的
に
考
え
る
と
︑
最
初
の
「
七
子
」
か
ら
李
・
王
二
人
を
中
心
と
す
る
過
程
は
︑
徂
徠
の
認
識
の
変
化
を
ま
さ
に

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三　

王
世
貞
の
古
文
辞
学
の
受
容

前
節
で
徂
徠
が
李
攀
龍
と
王
世
貞
か
ら
受
け
た
啓
発
に
つ
い
て
述
べ
た
が
︑
本
節
で
は
王
世
貞
を
中
心
と
し
て
︑
徂
徠
に
与
え
た
影

響
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
︒
李
攀
龍
と
王
世
貞
は
共
に
「
後
七
子
」
の
領
袖
と
認
め
ら
れ
た
が
︑
二
人
の
個
人
的
な
風
格
の
違
い

は
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
︒
確
か
に
徂
徠
の
文
章
の
中
に
は
︑
李
・
王
並
列
し
て
話
題
に
な
る
場
合
が
多
い
︒
し
か
し
︑
王
世
貞
の
み

表
２　

荻
生
徂
徠
と
門
人
た
ち
が
編
纂
し
た
古
文
辞
派
の
著
作

西
暦

年
号

書
名

　
　
　
編
纂
者

一
七
二
○

享
保
五
年

『
唐
後
詩
』

荻
生
徂
徠 

選
定

石
川
之
清
︑
山
井
昆
侖
︑
根
本
武
夷 

輯
校

一
七
三
二

享
保
十
七
年
『
絶
句
解
』

荻
生
徂
徠 

選
定
︑
荻
生
道
濟 

校
訂

宇
佐
美
灊
水 

再
校

一
七
三
四

享
保
十
九
年
『
絶
句
解
拾
遺
』
荻
生
徂
徠 

選
定
︑
宇
佐
美
灊
水 

校
訂

一
七
六
一

宝
暦
十
一
年
『
四
家
雋
』

荻
生
徂
徠 

選
定

太
宰
春
台
︑
服
部
南
郭
︑
宇
佐
美
灊
水 

校
訂

一
七
六
四

明
和
元
年

『
古
文
矩
』

荻
生
徂
徠 

選
定
︑
宇
佐
美
灊
水 

校
訂
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に
言
及
す
る
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
功
績
が
詩
文
創
作
に
限
ら
れ
る
李
攀
龍
に
比
べ
︑
王
世
貞
は
『
弇
山
堂
別
集
』
を
代
表
と
す

る
史
学
︑『
王
氏
書
畫
苑
』
を
代
表
と
す
る
芸
術
等
の
分
野
も
得
意
と
し
た
点
に
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
吉
川
幸
次
郎
に
よ
れ
ば
︑

「
典
型
へ
の
密
着
が
︑
詩
を
窮
屈
に
す
る
こ
と
が
多
い
の
は
︑
李
攀
龍
と
お
な
じ
で
あ
る
︒
た
だ
才
能
の
ひ
ろ
さ
に
よ
っ
て
︑
李
よ
り
も

柔
軟
で
あ
り
︑
華
麗
で
あ
る（
９
）︒」
北
地
に
生
れ
た
李
攀
龍
に
対
し
︑
蘇
州
出
身
の
王
世
貞
は
︑
江
南
の
伝
統
的
な
文
化
の
薫
陶
を
受
け
︑

詩
文
の
風
格
が
柔
ら
か
く
︑
具
体
的
な
創
作
方
法
も
多
様
で
あ
り
︑
表
現
力
も
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
地
理
的
環
境
以
外
に
︑

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
あ
る
︒
李
攀
龍
と
王
世
貞
の
家
庭
背
景
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒
王
世
貞
の
先
祖
は
東
晋
時
代
の
大

貴
族
琅
琊
王
氏
で
あ
り
︑
王
世
貞
の
祖
父
も
父
も
進
士
と
し
て
中
央
の
要
職
を
務
め
て
い
る
︑
特
に
王
世
貞
の
父
王
忬
は
︑
嘉
靖
帝
に

深
く
信
頼
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
家
族
の
経
歴
は
︑
当
時
の
文
人
の
中
で
も
匹
敵
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
家
族
の
力

に
頼
み
︑
若
く
し
て
進
士
と
な
り
早
く
も
名
声
を
得
ら
れ
︑
著
名
な
書
画
家
の
文
徴
明
や
高
官
の
徐
階
と
も
緊
密
な
交
遊
関
係
を
も
ち
︑

視
野
を
広
げ
文
学
的
創
造
力
を
養
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
徂
徠
は
王
世
貞
と
李
攀
龍
の
相
異
点
に
つ
い
て
︑
韓
愈
・
柳
宗
元
に
古
文
創
作

の
方
法
を
倣
う
李
・
王
二
人
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒「
蓋
し
滄
溟
は
全
く
韓
柳
の
法
を
用
い
ず
︒
弇
州
は
之
を
用
い
ざ

る
に
非
ざ
れ
ば
︑
迺
ち
辞
を
修
め
て
以
て
之
に
勝
つ
︒
唯
辞
を
お
さ
め
て
復
古
す
︒
是
れ
二
子
の
韓
柳
に
異
な
る
所
以
な
り）
（1
（

︒」
文
学
の

復
古
活
動
の
歴
史
的
な
流
れ
か
ら
言
え
ば
︑
李
攀
龍
が
韓
愈
・
柳
宗
元
を
代
表
と
す
る
唐
代
古
文
を
否
定
す
る
態
度
を
と
る
の
に
対
し
︑

王
世
貞
は
そ
れ
ほ
ど
「
文
必
秦
漢
」
の
規
則
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
韓
・
柳
古
文
の
書
き
方
を
吸
収
し
た
上

で
︑
修
辞
法
を
磨
い
て
︑
独
自
の
風
格
を
確
立
し
た
︒
換
言
す
る
と
李
攀
龍
の
頑
な
態
度
と
比
べ
︑
王
世
貞
は
復
古
と
い
う
文
学
理
論

を
推
奨
す
る
一
方
で
︑
相
対
的
な
寛
容
さ
を
見
せ
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
方
で
︑
李
攀
龍
の
没
後
二
十
年
間
︑
王
世
貞
は
唯
一
人
の
文
壇

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
︑
高
い
評
価
を
受
け
た
こ
と
も
こ
の
文
学
理
念
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

江
戸
期
に
お
け
る
王
世
貞
の
文
芸
論
の
吸
収
状
況
に
つ
い
て
︑
創
作
の
実
践
と
理
論
の
二
つ
に
分
け
て
︑
検
討
し
て
み
た
い
︒
先
ず
︑

「
古
文
辞
学
」
を
実
践
す
る
江
戸
文
人
た
ち
の
古
文
創
作
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
唐
代
及
び
明
代
の
古
文
作
品
は
高
く
評
価
さ
れ
︑
模

範
と
し
て
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
山
県
周
南
の
文
章
全
体
の
雰
囲
気
の
弱
さ
に
対
し
︑
徂
徠
は
王
世
貞
の

作
品
を
推
薦
し
た
︒「
韓
柳
は
唯
柳
︑
李
王
は
唯
王
︒
先
秦
に
『
左
』『
騒
』
あ
り
て
は
︑
漢
に
淮
南
︑
相
如
︑
曼
倩
︑
子
雲
︑
平
子
の

み
あ
り
て
は
︑
最
も
此
の
疾
を
医
す
可
き
な
り
︒
次
公
請
ふ
寓
目
せ
よ）
（（
（

︒」
少
な
く
と
も
徂
徠
は
︑
古
文
の
書
き
方
と
い
う
点
に
お
い
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て
︑
王
世
貞
の
作
品
を
学
ぶ
こ
と
で
得
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

徂
徠
が
率
い
た
「
古
文
辞
派
」
は
︑
具
体
的
な
古
文
の
習
作
に
飽
き
足
ら
ず
︑
形
而
上
学
的
な
理
論
に
も
目
を
向
け
て
い
た
よ
う
で

あ
る
︒
藍
弘
岳
氏
の
論
に
よ
れ
ば
︑「
王
世
貞
の
文
論
に
は
す
で
に
︑「
孔
子
曰
辞
逹
而
己
矣
︒
又
曰
修
辞
立
其
誠
︒
盖
辞
無
所
不
修
而

意
則
主
於
達
」」（
藝
苑
巵
言
︑
巻
一
）
と
い
っ
た
「
修
辞
」
と
「
逹
意
」
と
い
う
対
概
念
に
繋
が
る
考
え
︑
及
び
「
尚
法
」
と
「
逹
意
」

と
を
対
立
的
に
捉
え
た
論
法
（
四
部
稿
巻
五
十
六
︑
五
嶽
山
房
文
稿
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
考
え
は
や
は
り
︑
徂
徠
の
文
論

の
構
築
に
と
っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る）
（1
（

︒」
と
述
べ
︑
徂
徠
の
古
文
辞
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
︑
王
世
貞
か
ら
「
修
辞
」

と
「
逹
意
」
の
概
念
を
借
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
創
作
の
実
践
と
理
論
を
併
せ
て
考
え
る
と
︑
い
ず
れ
も
王
世

貞
の
思
想
的
影
響
を
受
て
い
た
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
︒

四　

王
世
貞
の
経
学
成
就
の
発
見

王
世
貞
に
関
す
る
研
究
は
︑
ほ
ぼ
文
学
︑
史
学
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
荻
生
徂
徠
は
自
身
が
経
学
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
︑
そ
の
道
を
究
め
︑
李
・
王
の
経
学
の
成
果
を
探
究
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
徂
徠
も
当
初
は
︑
李
・
王
が
経
学
方
面
を
得
意
と
は

し
て
い
な
い
と
み
な
し
︑
以
下
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
た
︑「
李
王
二
公
は
没
世
其
の
力
を
文
章
之
業
に
用
い
て
︑
経
術
に
及
ぶ
に

遑
あ
ら
ず）
（1
（

︒」
ま
た
「
李
夢
陽
・
何
景
明
・
李
攀
龍
・
王
世
貞
︑
是
の
四
君
子
は
︑
辞
を
修
し
て
古
に
復
す
︒
其
の
学
︑
未
だ
以
て
経
を

明
ら
か
に
す
る
に
足
ら
ず
と
雖
も
︑
然
れ
ば
是
に
由
り
て
以
て
往
か
ば
︑
何
ぞ
六
経
に
有
ら
ん
や
︒
則
ち
亦
井
田
王
政
の
本
と
為
す
べ

き
や）
（1
（

︒」
と
の
考
え
で
あ
っ
た
︒
こ
の
中
の
「
其
の
学
︑
未
だ
以
て
経
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
ら
ず
と
雖
も
」
と
い
う
文
言
か
ら
見
れ

ば
︑
徂
徠
は
王
世
貞
一
人
で
は
な
く
︑
外
の
「
七
子
」
の
領
袖
の
経
学
の
弱
さ
を
も
提
示
し
て
い
る
︒

や
が
て
広
く
そ
の
作
品
を
読
む
に
随
い
︑
王
世
貞
の
経
学
の
成
果
も
徐
々
に
見
出
し
︑
荻
生
徂
徠
は
従
前
の
見
方
を
訂
正
し
た
︒「
王

元
美
謂
へ
ら
く
︑『
大
学
』
は
子
思
に
非
ざ
れ
ば
作
る
能
は
ず
と
︒
此
れ
公
︑
文
章
を
知
る
︒
其
の
言
当
に
允
な
り
︒
又
謂
へ
ら
く
︑『
大

学
』
は
経
無
く
︑
伝
無
し
︒
言
ふ
所
は
乃
ち
王
公
の
学
︑
卓
見
と
謂
ふ
べ
し
︒
︙
︙
孰
れ
か
王
元
美
の
経
術
其
の
長
ず
る
所
に
非
ざ
る

を
謂
は
ん
や）
（1
（

︒」
こ
れ
は
︑
そ
れ
以
前
の
研
究
者
が
注
目
し
て
い
な
か
っ
た
視
点
で
あ
り
︑
荻
生
徂
徠
に
よ
る
独
自
の
発
見
だ
と
思
わ
れ
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る
︒
こ
れ
ま
で
王
世
貞
に
関
す
る
研
究
は
︑
文
学
の
分
野
へ
の
関
心
が
強
過
ぎ
た
た
め
︑
そ
れ
以
外
の
領
域
の
成
果
を
軽
視
す
る
こ
と

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
徂
徠
の
指
摘
を
契
機
と
す
れ
ば
︑
必
ず
や
全
面
的
な
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
と
め

李
攀
龍
と
王
世
貞
を
代
表
と
す
る
古
文
辞
派
「
後
七
子
」
の
著
作
は
伝
来
当
初
︑
単
な
る
文
学
活
動
と
見
な
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑

荻
生
徂
徠
は
李
・
王
の
文
芸
論
に
大
き
な
価
値
を
認
め
︑
更
に
当
時
の
社
会
状
況
を
考
慮
し
︑
江
戸
文
壇
に
適
し
た
新
た
な
理
論
を
展

開
し
た
︒
一
様
に
「
古
文
辞
派
」
と
の
呼
称
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
目
的
は
国
に
よ
り
異
な
る
の
で
あ
る
︒
や
が
て
徂
徠
の
首
唱
以
来
︑

鎖
国
中
で
も
︑
王
世
貞
の
著
作
の
輸
入
が
途
絶
え
な
か
っ
た
︒
十
八
世
紀
に
完
成
し
た
『
舶
載
書
目
』
の
中
に
関
連
す
る
内
容
を
探
し

て
見
る
と
︑
王
世
貞
に
つ
い
て
の
情
報
の
把
握
状
況
に
は
︑
以
前
よ
り
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る
︒
徂
徠
の
宣
揚
と
緊
密

な
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
以
上
︑
荻
生
徂
徠
に
お
け
る
王
世
貞
の
受
容
に
つ
い
て
見
て
き
た
結
果
︑
次
の
二
点
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
一
点
目
は
王
世
貞
を
「
七
子
」
の
群
体
か
ら
分
離
し
︑
個
人
的
な
文
学
理
論
と
経
学
の
成
果
を

十
分
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
王
世
貞
の
経
学
的
な
成
果
の
発
見
は
︑
新
た
な
研
究
の
道
を
開
き
︑
研
究
者
た
ち
に
対
し
︑
重
大

な
価
値
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
︒
二
点
目
と
し
て
︑
李
・
王
の
文
学
思
想
を
吸
収
す
る
と
共
に
︑
経
学
を
通
じ
て
︑
政
治
の
方
向
に
転

換
し
︑『
太
平
策
』『
政
談
』
等
の
著
作
で
自
身
の
政
治
的
関
心
を
︑
明
ら
か
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
徂
徠
と
王
世
貞
の
政
治
的
関
心

を
比
べ
て
見
れ
ば
︑
早
年
の
王
世
貞
は
政
治
に
対
し
て
非
常
に
熱
意
を
持
ち
︑
詩
文
を
借
り
て
時
事
を
批
判
す
る
作
品
が
よ
く
見
ら
れ

る
︒
父
の
王
忬
が
政
治
の
犠
牲
者
と
し
て
亡
く
な
っ
た
後
︑
王
世
貞
の
政
治
態
度
は
完
全
に
変
わ
っ
た
︒
長
い
間
弇
山
園
の
中
に
隠
居

し
︑
あ
え
て
朝
廷
と
距
離
を
置
い
て
い
た
︒
徂
徠
の
経
歴
は
全
く
逆
で
あ
る
︒
幼
年
の
徂
徠
は
︑
父
が
徳
川
綱
吉
の
怒
り
に
触
れ
た
た

め
︑
田
舎
で
育
て
ら
れ
た
︒
成
年
に
達
し
た
徂
徠
は
︑
文
学
を
手
段
と
し
て
様
々
な
政
治
改
革
を
試
み
た
︒
文
学
者
と
し
て
以
外
に
︑

政
治
家
と
し
て
も
認
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
恐
ら
く
た
だ
徂
徠
と
王
世
貞
の
違
い
で
は
な
く
︑
多
少
な
り
と
も
日
中
の
古
文
辞
学
派
の
差

異
を
代
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

荻
生
徂
徠
に
お
け
る
王
世
貞
文
藝
思
想
の
受
容
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注

（
１
）  

林
羅
山
撰
・
京
都
史
蹟
会
編
纂
『
林
羅
山
詩
集
』
附
二
十
二
歳
既
見
書
目
（
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
七
九
年
）︒

（
２
）  
橋
口
侯
之
介
『
江
戶
の
本
屋
と
本
づ
く
り
』（
平
凡
社
︑
二
○
○
七
年
）
二
一
四
頁
︒

（
３
）  
荻
生
徂
徠
『
蘐
園
雜
話
』『
日
本
思
想
家
史
伝
全
集
』
十
八
巻
（
東
方
書
院
︑
一
九
二
八
年
）
四
一
頁
︒

（
４
）  

藍
弘
岳
「
徳
川
前
期
に
お
け
る
明
代
古
文
辞
派
の
受
容
と
荻
生
徂
徠
の
「
古
文
辞
学
」
―
李
・
王
関
係
著
作
の
将
来
と
荻
生
徂
徠
の

詩
文
論
の
展
開
」（『
日
本
漢
文
学
研
究
』
第
三
期
︑
二
松
学
舎
大
学
︑
二
○
○
八
年
）
五
四
頁
︒

（
５
）  

宇
佐
美
灊
水
撰
「
合
刻
古
文
矩
文
変
序
」（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
纂
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
五
卷
︑
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
七
三

年
）
八
九
六
頁
︒

（
６
）  

荻
生
徂
徠
「
答
堀
景
山
（
第
一
書
）」（『
徂
徠
集
』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
）
五
二
九
頁
︒

（
７
）  

荻
生
徂
徠
「
復
安
澹
泊
（
第
三
書
）」（『
徂
徠
集
』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
）
五
三
七
頁
︒

（
８
）  

吉
川
幸
次
郎
「
古
文
辞
の
功
罪
」（『
元
明
詩
概
説
』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
三
年
）
二
一
八
～
二
一
九
頁
︒

（
９
）  

吉
川
幸
次
郎
「
王
世
貞
」（『
元
明
詩
概
説
』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
三
年
）
二
○
八
頁
︒

（
10
）  

荻
生
徂
徠
「
雋
例
六
則
」（『
四
家
雋
』︑
宝
暦
十
一
年
刻
本
）
四
頁
︒

（
11
）  

荻
生
徂
徠
「
与
県
次
公
」（『
徂
徠
集
』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
）
五
○
一
頁
︒

（
12
）  

藍
弘
岳
前
掲
論
文
︑
五
四
頁
︒

（
13
）  

荻
生
徂
徠
「
答
堀
景
山
（
第
一
書
）」（『
徂
徠
集
』︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
）
五
三
○
頁
︒

（
14
）  

荻
生
徂
徠
「
蘐
園
六
筆
」（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
纂
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
︑
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
七
三
年
）
五
四
二

頁
︒

（
15
）  

荻
生
徂
徠
「
蘐
園
二
筆
」（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
纂
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
︑
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
七
三
年
）
五
○
七

頁
︒
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