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ひとりの佳き人物であるように ―― 米芾が「平淡天真」の先に見据えた書境

は
じ
め
に

北
宋
の
四
大
家
の
一
人
で
あ
る
米
芾
（
皇
祐
三
―
大
観
元
年
、
一
〇
五
一
―

一
一
〇
七
）
は
、
書
画
の
鑑
識
、
収
蔵
、
書
作
に
お
い
て
名
を
挙
げ
た
人
物
で

あ
る
。
崇
寧
三
年
（
一
一
〇
四
）、
徽
宗
在
位
時
に
初
め
て
書
画
学
博
士
と
な

り
、
内
府
所
蔵
の
書
画
鑑
定
を
任
さ
れ
た
た
め
、
書
画
に
関
す
る
多
く
の
批
評

文
を
著
し
た
。
実
作
に
す
ぐ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
現
存
す
る
画
作
は
極
め
て

少
な
く
、
行
草
の
書
作
を
多
く
の
こ
す
の
み
で
あ
る
。

幼
少
よ
り
唐
代
の
書
法
か
ら
そ
の
規
矩
を
学
ぶ
も
、
蘇
軾
（
景
祐
三
―
建
中

靖
国
元
年
、
一
〇
三
六
―
一
一
〇
一
）
に
晋
人
の
書
を
学
ぶ
こ
と
を
示
さ
れ
た

こ
と
を
契
機
に
、
唐
代
の
書
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
る
。
以
降
米
芾
は
、
書
画

は
「
晋
魏
平
淡
に
入
る
」
こ
と
が
最
上
で
あ
る
と
見
定
め
、「
平
淡
」「
天
真

（
あ
る
が
ま
ま
）」「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
を
、
鑑
賞
や
書
画
制
作
の
目
指
す
べ

（
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（
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き
境
地
と
し
て
掲
げ
る
に
至
っ
た
。

米
芾
の
理
想
と
す
る
「
平
淡
天
真
」
の
語
は
、「
天
成
」「
自
然
」
な
ど
の
語

と
と
も
に
使
わ
れ
、
米
芾
の
一
貫
し
た
芸
術
観
を
示
す
主
な
評
語
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
。
絵
画
に
お
け
る
「
天
真
」
の
語
は
、
米
芾
の
発
言
に
よ
っ
て
そ
れ
以

後
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
る
に
至
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り

こ
れ
ら
の
概
念
は
、
米
芾
が
初
め
て
提
唱
し
た
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
米
芾
が
、
老
子
の
「
平
淡
」
や
荘
子
の
斉
物
論
的
思
考
を

自
身
の
書
論
の
基
底
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
天
然
」
と
「
工
夫
」
の
調

和
を
品
評
の
基
準
と
し
た
南
北
朝
時
代
の
書
論
や
、「
無
為
」「
自
然
」
或
い
は

禅
的
「
空
」
を
目
指
す
こ
と
で
「
心
手
」
の
相
応
を
説
く
唐
、
宋
代
の
書
論

の
系
譜
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、「
平
淡
」
や

「
天
真
」「
自
然
」
な
ど
の
語
が
、
作
者
よ
り
も
作
品
自
体
を
重
視
す
る
と
い
う

米
芾
独
自
の
評
価
基
準
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
、
書
の
実
作
者
で
も
あ
っ

（
4
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ひ
と
り
の
佳
き
人
物
で
あ
る
よ
う
に

―
―	

米
芾
が
「
平
淡
天
真
」
の
先
に
見
据
え
た
書
境
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た
米
芾
の
書
論
の
独
自
性
を
示
し
、
改
め
て
北
宋
に
お
け
る
米
芾
の
書
論
の
位

置
づ
け
を
お
こ
な
い
た
い
。

一　

宋
人
の
書
は
何
の
「
意
」
を
取
る
の
か

北
宋
の
書
に
つ
い
て
は
、
董
其
昌
が
述
べ
た
あ
ま
り
に
も
有
名
な
「
晋
人
の

書
は
韻
を
取
り
、
唐
人
の
書
は
法
を
取
り
、
宋
人
の
書
は
意
を
取
る
」
と
い
う

評
語
が
、
実
に
端
的
に
そ
の
時
代
性
を
表
明
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
晋
代
か

ら
北
宋
ま
で
の
書
道
史
を
概
観
す
れ
ば
、
東
晋
に
二
王
に
よ
る
書
の
典
型
と
風

韻
が
示
さ
れ
、
唐
代
に
外
形
の
美
の
極
み
を
競
う
か
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

書
風
の
楷
書
体
が
成
っ
た
。「
狂
草
」
と
呼
ば
れ
る
実
験
的
な
草
書
作
が
あ
ら

わ
れ
た
の
も
唐
代
で
あ
る
。
北
宋
で
は
、
外
形
に
と
ら
わ
れ
、
技
巧
に
偏
向
し

た
す
ぎ
た
と
い
う
唐
代
の
書
に
対
す
る
反
省
か
ら
か
、
よ
り
内
面
的
、
内
省
的

な
書
作
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
士
大
夫
た
ち
に
よ
る
書
画

へ
の
参
入
、
そ
し
て
禅
の
影
響
に
よ
る
転
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
い
く

つ
か
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
唐
代

の
「
法
」
に
尽
く
し
た
書
の
時
代
性
を
鑑
み
れ
ば
、「
法
」
か
ら
離
れ
「
新
意
」

を
出
だ
そ
う
と
し
た
蘇
軾
の
態
度
を
と
っ
て
み
て
も
、「
宋
人
の
書
は
意
を
取

る
」
の
言
に
誤
り
は
無
い
。

一
方
で
「
意
」
と
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
「
意
趣
」「
こ
こ
ろ
も
ち
」「
こ
こ

ろ
ば
せ
」「
精
神
性
」、
と
き
に
「
は
か
ら
い
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
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か
ら
、
董
其
昌
の
「
意
を
取
る
」、
或
い
は
梁
巘
の
「
尚
意
」、
以
降
こ
れ
に
類

似
し
た
諸
発
言
に
対
し
て
、
宋
人
は
「
新
た
な
意
趣
」
を
求
め
た
と
い
う
解
釈

が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
、
士
大
夫
た
ち
の
禅
へ
の
傾
倒
や
道

家
的
修
練
を
根
拠
と
し
て
「
書
き
手
の
精
神
性
が
高
い
か
ら
こ
そ
」
佳
書
が
生

ま
れ
る
、
或
い
は
、
北
宋
の
書
に
は
「
書
き
手
の
高
い
精
神
性
が
よ
く
表
れ
て

い
る
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
制
作
者
の
「
意
」

と
作
品
を
「
つ
な
げ
て
考
え
る
」
と
い
う
鑑
賞
法
に
拠
る
。

し
か
し
こ
の
鑑
賞
法
は
、
北
宋
の
書
論
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
米
芾
は
、
書
画
を
鑑
賞
す
る
際
、
作
者
が
作
品
と
は
無
関
係
で

あ
る
べ
き
と
し
て
、
作
者
と
作
品
を
「
つ
な
げ
な
い
」
姿
勢
を
貫
き
、
そ
の
延

長
上
に
、
自
身
の
制
作
に
お
い
て
、
作
品
自
体
が
「
ひ
と
り
の
佳
き
人
物
の
よ

う
」
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
米
芾
の
書
及
び
書
論
に

お
い
て
、
こ
の
「
宋
人
の
書
は
意
を
取
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ

き
な
の
か
。

董
其
昌
が
宋
人
の
書
を
「
意
を
取
る
」
と
評
し
た
の
は
、
蘇
軾
や
黄
庭
堅
、

米
芾
の
書
が
、
唐
代
の
「
法
」
重
視
と
い
う
態
度
か
ら
離
れ
、「
新
し
い
意
趣

（「
新
意
」）」
を
出
だ
そ
う
と
工
夫
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
宋
と
い
う
時
代

性
を
看
取
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
董
其
昌
が
、
各
人
の
諸
作
品

の
な
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
新
し
い
意
趣
」
を
認
め
た
こ
と
に
よ
る
発
言
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
董
其
昌
は
、
作
品
群
そ
の
も
の
に
対
峙
し
た
上
で
、
制
作
者
の

人
柄
と
書
作
品
を
「
つ
な
げ
な
い
」
こ
の
発
言
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
9
）

（
10
）



3

ひとりの佳き人物であるように ―― 米芾が「平淡天真」の先に見据えた書境

ち
な
み
に
董
其
昌
は
、
生
涯
書
作
品
と
人
格
と
を
つ
な
げ
ず
に
鑑
賞
す
る
態

度
に
徹
底
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
い
つ
の
時
代
に
も
、
制
作
者
と
作
品
を

「
つ
な
げ
て
」
鑑
賞
す
る
態
度
は
あ
る
。
た
だ
米
芾
の
場
合
、
制
作
者
と
作
品

を
「
つ
な
げ
ず
に
」
鑑
賞
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
北
宋
の
欧
陽
脩
や
蘇

軾
ら
と
は
異
な
っ
た
鑑
賞
及
び
批
評
を
お
こ
な
い
、
独
自
の
評
価
基
準
を
築
い

て
い
っ
た
。
米
芾
の
書
作
と
鑑
賞
に
対
す
る
真
意
を
追
究
す
べ
く
、
ま
ず
は
次

節
以
降
、
北
宋
の
佳
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
定
義
さ
れ
て
い
た
の
か
、
当
代

の
評
価
基
準
を
確
認
し
て
お
く
。

二　

北
宋
書
論
に
お
け
る
評
価
の
基
準

（
一
）
資
質
と
篤
学　

―
―
蘇
軾
、
黄
庭
堅
に
よ
る
評
よ
り

た
だ
近
日
は
蔡
君
謨
の
み
、
天
資
既
に
高
く
し
て
学
も
ま
た
至
れ
り
。
ま
さ

に
本
朝
第
一
と
為
す
べ
し
。（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四

「
王
文
甫
達
軒
評
書
」）

欧
陽
文
忠
公
、
書
を
論
じ
て
い
わ
く
、「
蔡
君
謨
は
当
世
に
独
歩
す
」
と
。

こ
れ
至
論
と
為
す
。〔
…
中
略
…
〕
天
資
、
既
に
高
く
、
輔
く
る
に
篤
学
を

以
て
す
。
そ
れ
当
世
に
独
歩
す
る
は
、
む
べ
な
る
か
な
。〔
下
略
〕（『
蘇
軾

文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
論
君
謨
書
」）

（
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例
え
ば
蘇
軾
は
、
蔡
襄
の
書
を
「
本
朝
第
一
」
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

欧
陽
脩
の
言
を
引
き
、
天
よ
り
授
か
っ
た
資
質
が
高
い
こ
と
と
、
学
習
が
行
き

届
い
て
い
る
こ
と
（「
篤
学
」）
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
学
び
が
必
要

か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、

今
世
の
、
草
書
を
よ
く
す
と
称
す
る
者
に
、
或
い
は
真
、
行
を
よ
く
せ
ざ
る

あ
る
は
、
こ
れ
大
妄
な
り
。
真
は
行
を
生
じ
、
行
は
草
を
生
ず
。
真
は
立
つ

が
ご
と
く
、
行
は
行
く
が
ご
と
く
、
草
は
走
る
が
ご
と
し
。
未
だ
、
未
だ
行

き
立
つ
こ
と
あ
た
わ
ず
し
て
よ
く
走
る
者
は
有
ら
ざ
る
な
り
。（『
蘇
軾
文

集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
書
唐
氏
六
家
書
後
」）

物
は
一
理
な
り
。
そ
の
意
に
通
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
適
し
て
不
可
な
る
は
無

し
。〔
…
中
略
…
〕
彼
、
こ
れ
に
長
ず
と
謂
え
ば
、
す
な
わ
ち
可
な
る
も
、

こ
れ
を
よ
く
し
て
こ
れ
を
よ
く
せ
ず
と
曰
え
ば
、
す
な
わ
ち
不
可
な
り
。
世

の
書
、
篆
は
隷
を
兼
ね
ず
、
行
は
草
に
及
ば
ず
。
殆
ん
ど
未
だ
そ
の
意
に
通

ず
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
。
君
謨
の
ご
と
き
は
、
真
、
行
、
草
、
隷
、
意
の
ご

と
く
な
ら
ざ
る
は
無
し
。〔
下
略
〕（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』

巻
四
「
跋
君
謨
飛
白
」）

と
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
の
書
体
が
思
う
よ
う
に
書
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
説
い
た
。
同
時
代
の
黄
庭
堅
も
同
様
に
、

（
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字
法
中
絶
ま
さ
に
五
十
年
に
な
ら
ん
と
す
。
近
日
や
や
字
を
書
く
を
以
て
貴

し
と
な
す
を
知
り
て
、
前
賢
の
跡
を
追
う
も
、
未
だ
三
、
数
人
に
あ
ら
ず
。

古
の
人
皆
な
書
を
よ
く
し
、
た
だ
そ
の
人
の
賢
者
な
る
を
、
つ
い
に
は
る
か

伝
う
る
の
み
。〔
下
略
〕（
欧
陽
脩
『
筆
説
』）

と
い
い
、
書
を
よ
く
し
た
と
し
て
も
、
結
局
人
物
の
優
れ
た
者
の
書
だ
け
が
永

く
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
彼
が
、
書
作
品
と
制
作
者
の
人

格
を
「
つ
な
げ
て
」
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蘇
軾
も
、

〔
…
略
…
〕
た
だ
名
節
の
重
き
と
、
字
画
の
好
し
き
と
、
魯
公
に
逮
ば
ざ
る

を
愧
ず
。〔
下
略
〕（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
書
帰
去

来
詞
贈
契
順
」）

と
、
顔
真
卿
の
人
間
性
と
そ
の
字
の
よ
さ
を
評
価
し
、
や
は
り
書
と
そ
の
書
き

手
の
人
格
を
「
つ
な
げ
て
」
語
る
。
つ
い
に
は
「
お
よ
そ
書
は
そ
の
人
と
な
り

に
象
る
」
と
言
い
、
し
か
る
べ
き
立
派
な
人
物
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
字
が
う

ま
く
と
も
貴
ぶ
こ
と
は
な
い
と
明
言
し
た
。
ま
た
蘇
軾
は
、
柳
公
権
の
書
を
高

く
評
価
し
、
彼
の
「
心
正
し
け
れ
ば
筆
正
し
」
の
言
を
以
て
「
書
の
原
理
と
し

て
当
然
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
言
い
、「
人
が
そ
の
書
を
見
せ
ら
れ
て
、

や
は
り
嫌
悪
の
気
持
ち
を
抱
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
書
い
た
人
の

人
格
の
ほ
ど
も
知
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
言
う
。
加
え
て
、
立
派
な

（
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魯
公
の
こ
の
帖
を
観
る
に
、
奇
偉
秀
抜
に
し
て
、
魏
晋
隋
唐
以
来
の
風
流
気

骨
を
奄
有
す
。〔
…
中
略
…
〕
け
だ
し
二
王
よ
り
後
、
よ
く
書
法
の
極
に
臻

る
者
、
た
だ
張
長
史
と
魯
公
の
二
人
の
み
な
ら
ん
。
そ
の
後
楊
少
師
、
頗
る

髣
髴
た
る
を
得
る
も
、
但
だ
規
矩
少
な
く
、
ま
た
楷
書
を
善
く
せ
ず
。
し

か
れ
ど
も
ま
た
自
ら
天
下
後
世
に
絶
冠
す
。（
黄
庭
堅
『
山
谷
題
跋
』
巻
四

「
題
顔
魯
公
帖
」）

と
い
い
、
ま
た
顔
真
卿
の
書
を
称
え
て

〔
…
略
…
〕
こ
の
書
は
奇
特
な
り
と
い
え
ど
も
、
な
お
濠
州
剌
史
を
祭
る
の

文
の
妙
に
は
及
ば
ず
。
け
だ
し
一
紙
半
書
、
し
か
も
真
、
行
、
草
の
法
、
皆

な
備
わ
る
な
り
。（
黄
庭
堅
『
山
谷
題
跋
』
巻
四
）

と
述
べ
て
い
る
。
北
宋
の
書
と
書
論
を
牽
引
し
た
こ
れ
ら
蘇
黄
両
氏
の
諸
評
を

見
れ
ば
、
彼
ら
が
、
す
ぐ
れ
た
書
に
対
し
て
、
制
作
者
の
資
質
と
篤
学
を
見
出

し
、
そ
れ
を
書
評
価
の
一
基
準
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
書
作
品
と
人
格

北
宋
の
書
論
で
評
価
さ
れ
る
作
の
条
件
の
二
つ
目
と
し
て
、「
書
き
手
の
人

格
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
欧
陽
脩
は
、

（
15
）

（
16
）
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人
か
つ
ま
ら
な
い
人
か
、「
人
格
の
邪
正
の
お
お
よ
そ
が
わ
か
る
こ
と
も
あ
る
」

な
ど
と
も
述
べ
、
蘇
軾
の
書
作
評
が
、
書
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
解
釈
か
ら
外

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
蔡
襄
の
書
に
対
す
る
米
芾
の
評
価
は
、
現
在
著
述
が

の
こ
っ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
欧
陽
脩
や
蘇
軾
に
よ
る
諸
評
と
比
較

し
て
み
る
と
、
総
じ
て
、
米
芾
が
好
悪
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も

作
品
で
あ
っ
て
、
制
作
者
の
人
柄
や
人
品
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
蘇
軾
が

た
び
た
び
説
い
た
「
心
手
相
応
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
境
地
は
、
米
芾
も
共
有

し
て
い
た
。

（
三
）「
心
手
相
応
」
に
類
す
る
書
境　

―
―
孫
過
庭
、
蘇
軾
の
言
よ
り

北
宋
書
論
が
指
し
示
す
佳
書
の
条
件
と
し
て
、
三
つ
目
に
「
心
手
相
応
」
に

類
す
る
書
境
が
挙
げ
ら
れ
る
。
蘇
軾
は
蔡
襄
の
書
を
高
く
評
し
、
そ
の
理
由
と

し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
る
。

①
天
資
既
に
高
く
、
学
を
積
む
こ
と
深
く
至
れ
り　

→
資
質
、
篤
学

②
そ
の
人
を
見
る
が
ご
と
き
に
庶
幾
（
ち
か
）
き
も
の
な
り　

→
人
格

③
心
手
相
い
応
じ
、
変
態
窮
ま
り
無
し　

→
心
手
相
応

　
　
（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
評
楊
氏
所
蔵
欧
蔡
書
」）

①
②
は
前
述
の
通
り
。
③
の
「
心
手
相
応
」
な
る
発
想
は
、
蘇
軾
以
前
、
す
で

に
六
朝
に
は
兆
し
て
い
た
。
こ
れ
を
継
承
し
て
、
唐
の
張
懐
瓘
は
『
書
断
』
で

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

「
心
手
随
変
」
を
示
し
、
孫
過
庭
は
「
心
手
双
暢
」「
無
間
心
手
」「
神
融
筆
暢
」

な
る
類
語
を
生
み
出
し
て
、
心
手
の
合
一
を
目
指
す
べ
き
理
想
の
書
境
と
し
て

説
い
た
。
な
お
、
こ
の
「
合
一
」
な
る
考
え
は
、「
自
然
」
や
「
天
造
」「
造

化
」
と
の
「
合
一
」
と
し
て
主
に
張
懐
瓘
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
北
宋
書
画
論

に
も
受
け
継
が
れ
た
。
黄
庭
堅
も
こ
の
「
心
手
相
応
」
を
以
て
「
工
な
る
べ

し
」
と
す
る
考
え
を
継
承
し
、

あ
に
魯
公
の
蕭
然
と
し
て
縄
墨
の
外
に
出
で
て
、
つ
い
に
こ
れ
に
合
う
が
ご

と
く
な
ら
ん
や
。〔
下
略
〕（『
山
谷
題
跋
』
巻
四
「
題
顔
魯
公
帖
」）

と
、
顔
真
卿
の
書
が
、
そ
の
法
則
か
ら
超
越
し
な
が
ら
も
高
い
技
巧
を
備
え
た

佳
書
で
あ
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
心
と
手
が
相
応
し
、
の
び
や
か
に
は
た

ら
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
の
論
説
は
、
米
芾
に
も
継
承
さ
れ
、「
自
然
手
心

虚
」
や
「
天
真
自
然
」
と
い
う
評
語
が
う
ま
れ
た
（
後
述
）。
こ
れ
ら
の
書
境

は
荘
子
の
斉
物
論
的
思
想
を
も
と
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
の
ち
に
「
平
淡
天
真
」
の
軸
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
次
節
以
降
、

「
平
淡
」「
天
真
」
の
評
語
に
つ
い
て
、
詳
し
く
み
て
い
く
。

三　

米
芾
書
論
に
お
け
る
「
平
淡
」「
天
真
」「
自
然
」

（
一
）　

米
芾
の
「
平
淡
」

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）
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北
宋
で
「
平
淡
」
と
は
、
詩
文
の
基
本
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
語
で
あ
っ

た
。「
西
崑
体
」
の
流
行
に
対
し
て
、
梅
堯
臣
が
主
と
な
り
提
唱
さ
れ
た
「
詩

風
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
初
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
書
画
の
批
評
に
初
め
て

転
用
し
た
の
が
米
芾
で
あ
っ
た
。そ
の
典
故
に
は
老
子
の
道
徳
経
が
挙
げ
ら
れ
、 

そ
の
意
味
は
「
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
わ
い
」
と
解
釈
で
き
る
。
米
芾
は
「
平
淡
」

の
語
を
、
次
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
。

余
初
め
顔
〔
真
卿
〕
を
学
ぶ
。
七
、
八
歳
な
り
。
字
大
き
く
し
て
一
幅
の
写

簡
に
な
ら
ざ
る
に
至
る
。
後
に
柳
〔
公
権
〕
を
見
て
そ
の
緊
結
な
る
を
慕
い
、

す
な
わ
ち
柳
の
金
剛
経
を
学
ぶ
。
こ
れ
を
久
し
く
し
て
欧
〔
陽
詢
〕
に
出
づ

る
を
知
り
、こ
れ
久
し
く
し
て
印
板
排
算
の
ご
と
し
。
す
な
わ
ち
褚
〔
遂
良
〕

を
慕
い
て
最
も
久
し
く
学
ぶ
。
ま
た
段
季
展
の
摺
、
肥
の
美
、
八
面
皆
な
全

な
る
を
慕
う
。
こ
れ
久
し
く
し
て
段
の
全
く
綽
と
し
て
蘭
亭
を
展
ぶ
る
を
覚

え
、
つ
い
に
あ
わ
せ
て
法
帖
〔
淳
化
閣
帖
〕
を
看
、
晋
魏
平
淡
に
入
る
。〔
下

略
〕（
米
芾
『
宝
晋
英
光
集
』
巻
八
、『
群
玉
堂
帖
』「
学
書
自
述
帖
」）

こ
れ
は
自
身
の
学
書
歴
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
は
じ
め
は
唐
人
の
書
を
学

び
、
魏
晋
の
書
に
至
り
、
そ
こ
で
「
平
淡
」
を
見
出
し
た
、
と
い
う
学
書
の
経

緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
米
芾
は
、「
草
書
」
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
、

唐
代
の
張
旭
、
懐
素
、
高
閑
ら
に
は
「
晋
人
の
古
気
無
し
」
と
酷
評
し
、「
晋

人
の
格
」
に
至
っ
て
こ
そ
「
上
品
」
と
な
り
、
そ
れ
が
「
平
淡
」
で
あ
る
と
主

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

張
し
た
。
つ
ま
り
米
芾
が
言
う
書
の
「
平
淡
」
は
、
魏
晋
の
風
韻
を
指
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
平
淡
」
に
類
似
し
た
評
語
と
し
て
、
蘇
軾
が
「
疎
淡
」
を

用
い
て
い
る
。

永
禅
師
（
智
永
）
の
書
は
、
骨
気
深
穏
に
し
て
、
体
、
衆
妙
を
兼
ぬ
。
精
能

の
至
み
は
、
反
っ
て
疎
淡
に
造
り
、
陶
彭
沢
の
詩
を
観
る
が
ご
と
し
。
初
め

は
散
緩
に
し
て
収
め
ざ
る
が
ご
と
き
も
、
反
覆
し
て
や
ま
ざ
れ
ば
、
す
な
わ

ち
そ
の
奇
趣
を
識
る
。（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
書

唐
氏
六
家
書
後
」）

蘇
軾
は
、
技
術
を
よ
く
す
れ
ば
よ
く
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
何
気
な
く
、
普
通
に

や
っ
て
の
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
こ
れ
が
「
疎
淡
」
で
あ
る
と
言
う
。
こ

れ
を
蘇
軾
は
詩
論
に
も
用
い
、「
筆
勢
崢
嶸
、
辞
采
絢
爛
。
漸
く
老
い
漸
く
熟

し
、
す
な
わ
ち
平
淡
に
造
る
。
実
は
平
淡
に
非
ず
。
絢
爛
の
極
な
り
」
と
述

べ
、
は
じ
め
は
技
術
の
高
さ
や
華
麗
さ
を
求
め
る
が
、
老
い
て
、
精
神
や
技
術

が
習
熟
し
て
い
く
と
、
精
微
な
る
も
の
こ
そ
が
、
か
え
っ
て
「
ふ
つ
う
に
」
見

え
る
と
い
う
境
地
に
達
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
平
淡
」
で
あ
る
と
も
説
く
。

一
方
、
米
芾
は
画
に
対
し
て
も
「
平
淡
」
の
評
語
を
用
い
て
い
る
。

孫
知
微
、
星
辰
を
作
る
。
奇
異
多
し
。
人
間
伝
う
る
所
に
類
せ
ず
、
ま
こ
と

（
34
）

（
35
）

（
36
）（

37
）
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が
で
き
、
彼
の
書
画
論
に
通
底
す
る
基
本
的
理
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

続
け
て
、
米
芾
の
目
指
し
た
書
の
「
平
淡
」
を
追
う
と
、
顔
真
卿
の
楷
書
作

に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
も
の
が
あ
る
。

顔
真
卿
は
褚
遂
良
を
学
び
、
既
に
成
り
、
自
ら
挑
踢
の
名
家
を
以
て
す
。
作

用
太
だ
多
く
、
平
淡
天
成
の
趣
無
し
。〔
…
中
略
…
〕
争
坐
帖
の
比
に
あ
ら

ず
。
大
抵
、
顔
〔
真
卿
〕、
柳
〔
公
権
〕
の
挑
踢
は
、
後
世
醜
怪
悪
札
の
祖

と
為
す
。
こ
れ
よ
り
古
法
は
蕩
と
し
て
遺
す
無
し
。〔
…
中
略
…
〕
こ
の
筆

気
は
鬱
結
し
、
条
暢
せ
ず
。〔
下
略
〕（
米
芾
『
宝
晋
英
光
集
』
補
遺
「
跋
顔

書
」、
崇
寧
五
年
（
一
一
〇
六
））

こ
こ
で
米
芾
は
、顔
真
卿
（
及
び
柳
公
権
）
の
楷
書
作
が
平
淡
天
成
で
は
な
い
具

体
的
な
理
由
と
し
て「
挑
踢
」を
挙
げ
、制
作
者
に
よ
る「
作
為
の
過
多
」を
指
摘

し
、そ
の
た
め
に
「
筆
気
の
鬱
結
」
が
あ
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
（【
図
１
】）。 

（
41
）

（
42
）

に
異
人
な
り
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ
逸
格
、
造
次
に
し
て
成
り
、
平
淡
に
し
て

生
動
す
。
清
抜
と
い
え
ど
も
、
筆
み
な
圜
（
え
ん
）
な
ら
ず
。
学
者
の
及
ぶ

も
の
な
し
。
し
か
れ
ど
も
自
ら
瓌
古
円
勁
の
気
あ
り
。
画
竜
に
神
彩
あ
り
、

俗
な
ら
ず
。
楊
朏
（
よ
う
ひ
）
は
呉
生
を
学
び
、
点
睛
髭
髪
に
意
有
り
。
衣

紋
は
や
や
円
な
り
て
、
な
お
孫
知
微
の
逸
格
の
破
る
所
と
な
る
。（
米
芾

『
画
史
』
七
九
）

こ
こ
で
米
芾
は
、「
平
淡
」
の
語
を
「
生
動
（
描
か
れ
て
い
る
対
象
が
い
き
い

き
と
し
て
い
る
さ
ま
）」
な
る
評
語
と
結
び
付
け
て
お
り
、「
平
淡
」
で
あ
り
、

か
つ
「
生
動
」
で
あ
れ
ば
、「
俗
」
に
な
ら
な
い
、
と
、
両
者
を
不
可
欠
な
も

の
と
し
て
評
し
て
い
る
。
よ
っ
て
「
平
淡
」
は
、「
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
わ
い
」

が
あ
り
な
が
ら
も
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
自
体
が
、
い
き
い
き
と
動
い
て
い

る
状
況
を
も
併
せ
も
つ
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
絵
画
の
場
合
、
古
原
宏
伸
氏
は
、「
平
淡
の
概
念
は
奇
岩
怪
石
、

断
崖
絶
壁
な
ど
の
険
し
い
山
々
の
構
図
法
を
捨
て
て
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
平
凡

な
風
景
を
描
く
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
」
と
言
う
。
続
け
て
「
平
淡
」
は
、「
華

北
や
陝
西
の
山
岳
地
帯
で
は
な
く
、
江
南
の
風
景
が
相
当
」
す
る
と
述
べ
、
具

体
的
な
情
景
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
米
芾
の
「
平
淡
」
の
語
は
、「
書
画
一

如
」
と
い
え
ど
も
、
完
全
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
米
芾

の
「
生
動
」
と
い
う
評
し
方
は
、
つ
ま
り
、
書
や
画
に
表
現
さ
れ
た
も
の
を
、

ひ
と
り
の
生
き
た
「
人
」
と
し
て
み
て
い
る
と
い
う
考
え
方
に
集
約
す
る
こ
と

（
38
）

（
39
）

（
40
）

図１ 　顔真卿「顔氏家廟碑」部
分。（淑徳大学書学文化セン
ター蔵）
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作
為
が
過
ぎ
れ
ば
、
運
筆
が
滞
る
た
め
、
線
が
い
き
い
き
と
せ
ず
、「
不
自
然
」

に
な
る
。
こ
の
た
め
、
米
芾
の
目
指
す
「
平
淡
天
成
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
よ
っ
て
米
芾
の
「
平
淡
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
魏
晋
の
風
格
を
目
指

す
と
こ
ろ
に
あ
り
、
自
然
な
運
筆
と
、「
い
き
い
き
と
し
た
」
状
態
が
作
品
に
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

同
時
に
米
芾
は
、
こ
の
「
平
淡
」
を
備
え
た
（
当
然
な
が
ら
「
天
真
」
を
も

含
む
）
理
想
の
境
地
に
あ
る
唐
代
の
唯
一
の
名
品
を
、「
争
坐
位
帖
」（【
図
２
】）

と
し
、
高
く
評
価
す
る
。
こ
こ
で
、
前
節
で
確
認
し
た
蘇
軾
や
黄
庭
堅
に
よ
る

篤
学
を
重
視
し
た
類
の
評
価
基
準
に
拠
れ
ば
、
顔
真
卿
の
行
書
作
を
よ
し
と
す

る
な
ら
ば
、「
楷
書
作
」
も
必
然
的
に
よ
し
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
米

芾
の
場
合
、
顔
真
卿
の
行
書
は
超
逸
と
し
な
が
ら
も
、
楷
書
作
は
「
醜
怪
悪
札

の
祖
」
と
い
う
ま
で
に
酷
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
米
芾
は
、
作
品
を
作
者
か
ら

切
り
離
し
、
独
立
し
た
評
価
基
準
を
以
て
、
そ
の
作
の
良
し
悪
し
を
評
価
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
米
芾
は
、
こ
の
「
平
淡
」
の
語
を
「
天
真
」
と
あ
わ
せ
て
一
語
に

し
、
董
源
の
画
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

董
源
は
平
淡
天
真
多
く
、
唐
に
こ
の
品
無
し
。
畢
宏
の
上
に
あ
り
、
近
世
の

神
品
、
格
の
高
さ
、
と
も
に
比
無
し
。
峰
巒
出
没
し
、
雲
霧
顕
晦
、
巧
趣
を

装
わ
ず
、
み
な
天
真
を
得
た
り
。
嵐
色
鬱
蒼
、
枝
幹
勁
挺
し
、
み
な
生
意
有

り
。
渓
橋
漁
浦
、
洲
渚
掩
映
す
、
一
片
の
江
南
な
り
。（
米
芾
『
画
史
』
三

一
）

「
平
淡
」
と
は
す
な
わ
ち
「
晋
人
の
格
（
書
）」
や
「
生
意
（
画
）」
を
備
え
た

作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。「
天
真
」
と
は
、「
巧
趣
を
装
わ
な
い
境
地
」
に
至
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
こ
の
画
評
は
、
董
源
の
画
は
「
平
淡
」
で
あ

り
、「
天
真
」
で
も
あ
る
。
或
い
は
、「
平
淡
」
に
至
っ
て
い
る
の
で
「
天
真
」

で
あ
る
、
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
米
芾
が
ど
ち
ら
を

意
図
し
て
い
た
の
か
は
、
こ
こ
で
は
追
求
し
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
米
芾

に
と
っ
て
、「
平
淡
」
だ
け
を
言
っ
た
の
で
は
、「
天
真
」
を
言
い
尽
く
せ
ず
、

「
天
真
」
だ
け
を
い
っ
た
の
で
は
、「
晋
人
の
格
」
に
向
か
わ
な
い
。
結
局
は
両

方
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
解
釈

で
き
る
。
そ
れ
で
は
以
下
、
米
芾
の
「
天
真
」
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
詳

し
く
確
認
し
て
い
く
。

（
43
）

（
44
）

図２ 　顔真卿「争坐位文稿」部
分。（淑徳大学書学文化セン
ター蔵）
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（
二
）　

蘇
軾
の
「
天
真
」
―
―
北
宋
以
前
の
書
論
を
背
景
と
し
て

礼
な
る
者
は
世
俗
の
為
す
と
こ
ろ
な
り
。
真
な
る
者
は
天
よ
り
受
く
る
ゆ
え

ん
な
り
。
自
然
に
し
て
易
（
か
）
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
人
は
天
に

法
り
真
を
貴
び
、
俗
に
捉
わ
れ
ず
。（『
荘
子
』
漁
夫
篇
）

も
と
よ
り
「
天
真
」
の
語
は
、『
荘
子
』
に
見
え
る
通
り
「
自
然
な
あ
り
か

た
そ
の
も
の
で
改
め
よ
う
が
な
い
」
も
の
と
い
う
意
味
で
、
人
間
の
尊
ぶ
べ
き

本
性
の
意
味
か
ら
、
魏
晋
の
時
代
に
は
人
物
の
批
評
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
の

「
天
真
」
の
語
は
、
米
芾
よ
り
も
先
に
、「
心
手
相
応
」
に
類
す
る
考
え
と
し
て

蘇
軾
が
い
く
つ
か
の
書
論
を
の
こ
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
例
を
北
宋
以
前
の

書
論
と
と
も
に
挙
げ
、
米
芾
が
「
天
真
」
の
語
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
思
想
的

背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

張
長
史
の
草
書
は
、
必
ず
醉
う
を
俟
ち
、
或
い
は
以
て
奇
と
為
す
も
、
醒
む

れ
ば
す
な
わ
ち
天
真
全
か
ら
ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち
長
史
未
だ
妙
な
ら
ず
、
な

お
醉
醒
の
弁
有
り
。
逸
少
〔
王
羲
之
〕
の
ご
と
き
は
、
何
ぞ
か
つ
て
酒
に

寄
せ
ん
や
。
僕
も
ま
た
未
だ
こ
の
事
を
免
れ
ず
。（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、

『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
書
張
長
史
草
書
」）

蘇
軾
は
張
旭
の
狂
草
を
称
え
る
跋
文
で
、「
天
真
全
」
な
る
語
を
挙
げ
る
。

こ
の
跋
文
は
実
際
に
酔
い
が
作
の
出
来
に
関
わ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
よ
う
と
し

（
45
）

（
46
）

（
47
）

た
も
の
で
は
な
い
。「
天
真
全
」
な
る
状
態
を
、自
身
の
「
は
か
ら
い
（「
意
」）」

か
ら
解
放
さ
れ
、
規
矩
（「
縄
墨
」）
の
外
へ
出
よ
う
と
す
る
思
想
と
背
景
を
一

に
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
荘
子
を
典
故
と
し
た
蘇

軾
の
「
天
真
全
」
は
、
宇
佐
美
文
理
氏
の
論
を
参
考
に
す
る
と
、
荘
子
の
「
無

心
」
に
相
当
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

曰
く
、
形
は
槁
骸
の
ご
と
く
、
心
は
死
灰
の
ご
と
し
。
そ
の
実
知
を
真
に
し

て
、
故
を
以
て
自
ら
持
せ
ず
。
晦
晦
媒
媒
、
無
心
に
し
て
、
と
も
に
謀
る
べ

か
ら
ず
。
彼
何
人
ぞ
や
と
。（『
荘
子
』
知
北
遊
篇
）

こ
の
「
天
真
全
」
な
る
考
え
を
、
他
の
蘇
軾
の
書
論
で
確
認
し
て
み
よ
う
。

書
は
、
初
め
よ
り
佳
な
る
に
意
無
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
佳
な
る
の
み
。〔
下

略
〕（『
蘇
軾
文
集
』
第
六
九
巻
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
評
草
書
」）

も
と
よ
り
工
み
な
る
を
求
め
ず
、
ゆ
え
に
よ
く
工
み
な
り
。
こ
れ
没
人
の
舟

を
操
り
て
、
済
否
に
意
無
く
、
こ
れ
を
以
て
覆
卻
万
変
す
る
も
挙
止
自
若

た
る
が
ご
と
し
。
そ
れ
有
道
の
者
に
近
き
か
。（『
蘇
軾
文
集
』
第
六
九
巻
、

『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
跋
王
鞏
所
収
蔵
真
書
」）

蘇
軾
は
こ
の
跋
文
で
、
制
作
者
の
「
意
」
が
な
け
れ
ば
こ
そ
佳
書
が
な
る
と
い

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）
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う
道
筋
を
示
し
、
そ
の
作
者
自
身
を
「
有
道
の
者
」
つ
ま
り
は
「
道
」
を
体
得

し
た
者
と
明
言
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
「
臣
の
好
む
と
こ
ろ
の
も
の

は
『
道
』
な
り
。
技
よ
り
も
進
る
」
や
「
臣
は
神
を
以
遇
い
て
、
目
を
以
て
視

ず
」
な
ど
と
い
う
『
荘
子
』
の
「
道
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
、「
道
を
体

得
し
た
者
は
、
自
分
の
心
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
無
心
な
の
だ
」

と
い
う
斉
物
論
的
な
思
想
を
基
底
と
す
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
す
で
に
唐
の
張

懐
瓘
に
見
え
る
。

こ
れ
〔=

草
書
〕
を
以
て
無
為
に
し
て
用
い
る
は
、
自
然
の
功
に
同
じ
う
す
。

物
類
が
そ
れ
に
形
れ
、
造
化
の
理
を
得
れ
ば
、
み
な
そ
の
然
る
を
知
ら
ざ

る
な
り
。
心
を
以
て
契
う
べ
く
、
言
を
以
て
宣
ぶ
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
〔=

草

書
〕
を
観
る
者
は
、
廟
に
入
り
て
神
を
見
る
に
似
、
谷
を
窺
う
に
底
無
き
が

如
し
。（
張
懐
瓘
『
書
議
』）

こ
の
「
そ
の
然
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
表
現
は
、
や
は
り
『
荘
子
』
斉

物
論
篇
を
踏
ま
え
て
い
る
（
荘
子
は
こ
の
状
態
を
「
道
」
で
あ
る
と
説
く
）。

こ
こ
で
は
、「
何
故
だ
か
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
、
何
の
は
か
ら
い
も
な
く
、
何

も
の
か
（
自
分
以
外
の
人
知
の
及
ば
な
い
力
）
に
よ
っ
て
書
作
が
は
た
さ
れ

る
」
こ
と
を
指
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
蘇
軾
は
顔
真
卿
の
書
を
評
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）

手
に
信
せ
て
自
然
、
動
き
に
姿
態
有
り
。
す
な
わ
ち
瓦
注
の
黄
金
に
賢
る

は
、
公
と
雖
も
な
お
未
だ
免
れ
ざ
る
を
知
る
な
り
。（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六

九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
題
魯
公
書
草
」、
元
祐
年
間
作
於
開
封
府
）

と
く
に
意
を
と
め
て
書
い
た
も
の
で
な
い
も
の
の
ほ
う
が
「
自
然
」
で
よ
い
。

米
芾
が
第
一
と
し
た
唐
代
の
作
、
顔
真
卿
「
争
坐
位
帖
」
も
、
草
稿
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
帖
に
対
す
る
評
は
、
こ
の
理
論
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
蘇
軾
に
よ
る
「
佳
書
」
へ
の
過
程
は
、「
天
真
全
」「
無
心
」
な
る
状
態

で
、「
有
道
の
者
」
が
、「
自
然
」
に
字
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
、

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
蘇
軾
の
「
天
真
全
」
を
お
お
む
ね
継
承
す

る
か
た
ち
で
、
米
芾
は
「
天
真
」
の
語
を
以
て
、
自
身
の
論
を
展
開
す
る
。

（
三
）
個
性
と
し
て
の
「
天
真
」

米
芾
は
顔
真
卿
の
行
書
作
に
対
し
、「
意
は
字
〔
文
字
造
形
に
こ
だ
わ
る
こ

と
〕
に
在
ら
ず
、
天
真
罄
露
す
」
と
言
い
、
作
為
に
満
ち
た
楷
書
作
と
は
反
し

て
、
文
字
造
形
に
こ
だ
わ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
「
天
真
」
が
発
露
し
て
い
る
と
高

く
評
価
す
る
。
一
方
『
画
史
』
で
は
、

巨
然
は
董
源
を
師
と
す
。
今
世
多
く
本
あ
り
。
嵐
気
清
潤
、
景
を
布
す
に
天

真
を
得
る
こ
と
多
し
。
巨
然
は
年
少
き
時
、
多
く
礬
頭
を
作
る
。
老
年
は
平

淡
の
趣
高
し
。（
米
芾
『
画
史
』
二
九
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）
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と
い
い
、
森
羅
万
象
が
「
生
き
も
の
」
と
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
に
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
良
し
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
書
史
』
で
、
顔
真
卿
の
行
書
作
を
評

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
天
気
殊
未
佳
」
は
顔
魯
公
帖
な
り
。〔
…
中
略
…
〕
字
は
そ
の
身
を
し
て
ま

さ
に
再
び
写
さ
し
む
る
も
、
す
な
わ
ち
未
だ
必
ず
し
も
ま
た
工
な
ら
ざ
り
。

け
だ
し
天
真
、
自
然
は
預
め
想
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。
字
形
の
大
小

を
想
う
は
、
篤
論
と
為
さ
ず
。〔
下
略
〕（
米
芾
『
書
史
』
一
一
九
）

書
の
場
合
、
一
度
字
を
書
い
た
後
に
再
度
書
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
も
と
の

よ
う
に
う
ま
く
書
け
る
と
は
限
ら
な
い
。
米
芾
は
そ
の
理
由
と
し
て
、「
天
真

自
然
は
、
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
は
前
掲

の
、「
天
真
」
と
は
自
然
な
あ
り
か
た
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
意
思
で

か
え
よ
う
が
な
い
（「
真
者
所
以
受
於
天
也
、
自
然
不
可
易
也
」『
荘
子
』
漁
夫

篇
）
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
蘇
軾
の

言
を
引
け
ば
、「
胸
中
の
成
竹
（「
成
竹
於
胸
中
」）」
―
―
作
品
の
制
作
過
程
に

お
け
る
偶
然
性
、
不
可
予
測
性
を
示
す
術
語
―
―
に
近
接
し
て
い
る
。
更
に
、

予
測
が
で
き
な
い
書
と
し
て
「
率
意
」
の
書
で
あ
る
顔
真
卿
の
争
坐
位
帖
を
挙

げ
、楊

凝
式
、
字
は
景
度
。
書
は
天
真
爛
漫
、
縦
逸
す
る
こ
と
顔
魯
公
の
争
坐
位

（
60
）

（
61
）

帖
に
類
す
。（
米
芾
『
書
史
』
八
一
）

そ
の
評
価
基
準
に
「
天
真
」
を
示
し
て
い
る
。
争
坐
位
帖
が
率
意
の
草
稿
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
前
掲
の
「
草
稿
が
あ
ら
た
ま
っ
て
書
い
た
も
の
よ
り
も
す
ぐ
れ

て
い
る
」
と
言
っ
た
蘇
軾
の
言
と
大
差
は
無
い
。
た
だ
米
芾
は
、
蘇
軾
の
「
天

真
全
」
す
な
わ
ち
「
意
」
の
外
に
出
る
と
い
う
考
え
を
踏
ま
え
て
、「
天
真
自

然
」
な
る
術
語
を
用
い
、
自
身
の
書
論
を
展
開
し
て
い
く
。

書
を
学
ぶ
に
弄
翰
を
貴
ぶ
。
筆
を
軽
く
把
ら
ば
、
自
然
と
手
心
虚
し
く
、
迅

く
天
真
を
振
る
い
、
意
の
外
に
出
づ
る
を
謂
う
。
古
人
の
書
、
各
各
不
同
た

る
所
以
な
り
。
も
し
一
一
相
似
な
れ
ば
す
な
わ
ち
奴
書
な
り
。
そ
の
次
は
筆

を
得
る
を
要
す
。
骨
筋
、
皮
肉
、
脂
沢
、
風
神
皆
な
全
し
を
謂
う
。
な
お
一

佳
士
な
る
が
如
く
な
り
。
ま
た
筆
筆
不
同
な
れ
ば
、
三
字
は
三
画
を
異
に

す
。
故
に
重
軽
の
異
を
作
す
も
、
天
真
自
然
よ
り
出
づ
る
異
と
同
じ
か
ら

ず
。〔
下
略
〕（
米
芾
『
宝
晋
英
光
集
』
巻
八
、『
群
玉
堂
帖
』「
学
書
帖
」）

米
芾
は
、「
自
然
」
に
手
と
心
が
虚
ろ
な
状
態
に
な
れ
ば
、「
心
手
相
応
」
と
な

り
、「
天
真
」
が
発
露
し
、
結
果
と
し
て
「
意
の
外
（
＝
縄
墨
の
外
）
に
出
る
」

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
、「
同
じ
も
の
」

に
は
な
ら
な
い
。
同
じ
に
な
る
な
ら
ば
そ
れ
は
「
奴
書
」
で
あ
る
と
し
た
。
さ

ま
ざ
ま
な
書
表
現
は
、
意
識
的
に
な
す
も
の
で
は
な
く
、「
天
真
」
か
ら
自
然

（
62
）

（
63
）

（
64
）
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に
表
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
米
芾
は
こ
れ
に
加

え
て
、「
天
真
自
然
」
を
経
て
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、
そ
れ
自
体
が
「
ひ
と
り

の
佳
き
人
物
の
よ
う
に
」
在
る
べ
き
だ
（「
猶
如
一
佳
士
也
」）
と
言
う
。「
意

の
外
に
出
る
」
こ
と
で
お
わ
り
と
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
自
然
に
発
露
す
る
個
性
に

着
眼
し
、
そ
れ
を
「
平
淡
」「
天
真
」
を
目
指
し
た
先
の
境
地
と
し
た
の
が
、

米
芾
独
自
の
展
開
で
あ
っ
た
。
な
お
、
米
芾
の
「
自
然
」
と
は
、

〔
…
略
…
〕
今
世
の
貴
侯
の
収
む
る
所
の
大
図
は
、
な
お
顔
、
柳
の
書
の
薬

牌
の
ご
と
く
、
形
貌
似
た
る
の
み
。
自
然
無
く
、
皆
な
凡
俗
。
林
木
は
怒
張

し
、
松
幹
は
枯
痩
し
て
節
多
し
、
小
木
は
柴
の
ご
と
く
、
生
意
無
し
。〔
下

略
〕（
米
芾
『
画
史
』
二
八
）

に
見
出
せ
る
。
米
芾
は
、
顔
真
卿
の
挑
踢
や
、
柳
公
権
の
書
が
顔
真
卿
に
形
を

似
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
「
自
然
無
し
」「
凡
俗
」
な
ど
と
非
難
し
、「
生

意
」
が
無
い
こ
と
と
同
列
に
置
い
て
非
難
し
た
。
こ
こ
で
の
「
生
意
」
は
、
や

は
り
「
平
淡
」「
天
真
」
に
由
来
す
る
評
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
米
芾
の
「
俗
」
と
は
、

顔
魯
公
の
行
字
は
教
う
べ
し
。
真
は
す
な
わ
ち
俗
品
に
入
る
。（
米
芾
『
海

岳
名
言
』
一
八
）

（
65
）

（
66
）

と
あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
、
顔
真
卿
の
楷
書
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
米
芾

の
「
俗
」
と
は
、
形
だ
け
を
作
為
的
に
取
り
繕
っ
た
「
薬
局
の
看
板
の
よ
う
な

書
（「
猶
如
顔
柳
書
薬
牌
」）」、「
酒
肆
に
ぶ
ら
さ
げ
る
よ
う
な
書
（「
但
可
懸
此

酒
肆
」）」
で
あ
っ
て
、「
自
然
」
で
は
な
い
書
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
前
掲
の
「
作
用
太
多
、
無
平
淡
天
成
之
趣
」
と
同
主
張
で
あ
る
と

言
え
る
。
ひ
き
つ
づ
き
米
芾
の
「
俗
」
を
追
い
か
け
て
み
る
と
、

〔
…
略
…
〕
作
、
画
に
入
り
、
画
は
俗
に
入
る
。
皆
な
字
病
な
り
。（
米
芾

『
海
岳
名
言
』
一
六
）

「
作
意
」
が
入
る
と
凡
俗
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
考
え
が
見
え
る
。
ま
た

そ
の
逆
に
「
皆
な
自
然
、
そ
の
古
雅
を
備
う
を
得
た
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
作

意
の
見
え
る
も
の
は
「
俗
」、
自
然
に
か
か
れ
た
も
の
は
「
雅
」
と
し
て
高
く

評
価
し
た
こ
と
も
、
米
芾
独
自
の
具
体
的
な
書
画
の
評
価
基
準
で
あ
っ
た
こ
と

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
米
芾
は
、「
天
真
」
或
い
は
「
天
真
自
然
」
の
書
境
に
入
れ
ば
、
唯

一
無
二
の
佳
書
が
成
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
佳
書
は
、
制
作
者
の
出
自
や
人

品
、
人
格
に
拠
ら
ず
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

作
品
が
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
が
あ
る
よ
う
に
、
作
品
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の

気
質
が
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
理
想
な
る
佳
書
は
、
ま
る
で
ひ
と
り
の
佳
き
人
物

の
よ
う
に
自
然
に
「
在
る
」
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
結
果

（
67
）

（
68
）

（
69
）
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と
し
て
米
芾
は
、「
平
淡
」「
天
真
」「
自
然
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
、
唐
代
、

そ
し
て
蘇
軾
、
黄
庭
堅
ら
の
書
論
と
、
お
お
む
ね
意
見
を
一
致
さ
せ
な
が
ら

も
、
作
品
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
独
立
し
た
人
間
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
鑑

賞
し
、
ま
た
実
作
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
意
味
で
、
宋
人
の
書
は
「
意
を
取
る
」
の
評
語
に
対
し
て
、
制
作
者
の

「
意
」
す
な
わ
ち
作
者
の
精
神
性
を
重
要
視
し
た
と
い
う
理
解
の
み
で
は
、
米

芾
の
書
論
を
読
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
語
は
あ
く
ま
で

も
董
其
昌
が
時
代
を
概
観
し
た
上
で
区
分
し
て
表
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
当

の
宋
人
た
ち
は
、
結
果
は
ど
う
あ
れ
、
―
―
の
こ
し
た
こ
と
ば
を
額
面
通
り
に

読
め
ば
―
―
む
し
ろ
「
意
」
の
外
に
出
よ
う
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
宋
人
の
書
の
「
意
」
と
は
、
制
作
者
の
「
意
」
で
は
な
く
、

作
品
自
体
の
「
意
」
す
な
わ
ち
作
品
が
醸
し
出
す
「
あ
る
が
ま
ま
の
精
神
性

（
こ
れ
は
制
作
者
と
は
つ
な
が
ら
な
い
独
立
し
た
精
神
性
）」
の
存
在
を
、
米
芾

書
論
が
早
く
も
こ
の
時
期
に
示
唆
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

四　

米
芾
に
と
っ
て
の
鑑
賞
と
制
作　

―
―
む
す
び
に
か
え
て

〔
…
略
…
〕
壮
歳
、
未
だ
よ
く
家
を
立
て
ず
。
人
は
吾
が
書
を
謂
い
て
「
集

古
字
（
古
人
の
書
の
よ
せ
あ
つ
め
）」
と
為
す
。
け
だ
し
諸
々
の
長
処
を
取

り
、
す
べ
て
こ
れ
を
成
す
な
り
。
既
に
老
い
て
始
め
て
自
ら
家
を
成
す
。
人

は
こ
れ
を
見
て
、
何
を
以
て
祖
と
為
す
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
。（
米
芾
『
海

岳
名
言
』
二
）

「
集
古
字
」
と
い
う
表
現
は
、
や
は
り
「
没
個
性
」
と
見
な
さ
れ
、「
新
意
を

出
だ
す
」
境
地
と
は
正
反
対
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
米
芾
の

提
示
し
た
「
平
淡
天
真
」「
天
真
自
然
」
な
る
境
地
は
、
晋
人
の
格
を
形
似
に

見
出
す
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
制
作
者
の
「
無
心
」
に
よ
っ
て
―
―
「
意
」

を
無
く
す
こ
と
で
は
じ
め
て
―
―
「
自
然
」
に
発
露
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
と
す
れ
ば
、
米
芾
が
「
一
家
を
成
す
」
た
め
に
求
め
た
境
地
が
、
こ
の

「
平
淡
天
真
」「
天
真
自
然
」
の
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

や
ん
ぬ
る
か
な
こ
の
生
、
こ
れ
が
為
に
困
（
く
る
）
し
む
。
口
よ
く
談
（
か

た
）
る
も
手
随
わ
ざ
る
有
り
。
誰
か
云
う
、
心
を
存
す
れ
ば
す
な
わ
ち
筆
到

る
と
。
天
工
自
ず
か
ら
こ
れ
精
微
を
秘
（
か
く
）
す
。（
米
芾
『
宝
晋
英
光

集
』 

巻
三
「
自
漣
漪
寄
薛
郎
中
紹
彭
」、『
書
史
』
一
一
五
（
部
分
））

「
口
で
は
言
え
て
も
、
手
は
全
く
そ
の
通
り
に
随
っ
て
動
い
て
は
く
れ
な
い
。

〔
…
中
略
…
〕
天
工
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
」
と
、
米

芾
は
た
び
た
び
制
作
の
苦
悶
を
実
直
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
【
図
３
】「
目
窮

帖
」
に
は
、
七
言
絶
句
を
同
紙
に
二
度
書
い
た
そ
の
間
の
余
白
に
、「
三
、
四

（
70
）

（
71
）

（
72
）
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次
写
す
も
、
ま
ま
一
、
両
字
好
し

き
も
の
有
る
の
み
。
ま
こ
と
に
書

は
一
難
事
な
り
」
と
記
し
て
い
る

よ
う
に
、
米
芾
は
、
自
身
の
制
作

に
苦
し
ん
だ
と
い
う
趣
旨
の
記
述

を
、
蘇
軾
や
黄
庭
堅
と
比
較
す
る

と
極
め
て
多
く
書
き
の
こ
し
て
い

る
。
書
制
作
を
「
一
難
事
」
と
し

た
の
も
、
欧
陽
脩
や
蘇
軾
が
「
一

楽
事
」
と
何
度
も
述
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
対
比
的
で
あ
る
。

蘇
軾
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
四
大
家
た
ち
の
苦
悩
が
、
国
政
に
対
す
る
憂
い

や
憤
り
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
米
芾
は
そ
れ
に
類
す
る
書
を
ほ
と
ん
ど
の
こ
さ

ず
、
書
画
鑑
定
、
鑑
賞
、
制
作
の
苦
悩
を
多
く
著
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、

米
芾
書
画
論
の
背
景
の
特
徴
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
米
芾
の
、

作
品
自
体
を
評
す
る
態
度
や
、
自
身
の
制
作
（
学
書
を
も
含
む
）
と
鑑
賞
の
体

験
を
書
論
に
つ
な
げ
て
い
く
手
法
は
、
一
部
明
代
以
降
に
引
き
継
が
れ
、
前
述

の
董
其
昌
の
「
書
の
時
代
性
説
」
や
、
人
品
や
精
神
の
自
然
な
流
露
と
「
平

淡
」
と
を
ま
と
め
て
展
開
さ
れ
る
「
生
」
や
「
熟
」
な
る
概
念
な
ど
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
。
制
作
者
と
人
格
と
の
関
係
は
、
時
代
や
論
者
に
よ
っ
て
依
然
と

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）

し
て
そ
の
意
を
大
き
く
異
に
す
る
が
、
米
芾
に
あ
っ
て
は
―
―
あ
る
特
定
の
作

品
を
或
い
は
貴
び
、
或
い
は
排
斥
し
た
よ
う
に
―
―
儒
家
的
な
人
品
評
価
を
書

画
評
に
用
い
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
当
代
の
書
評
価
に
対
す
る
大
き
な
提

言
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
と
し
た
い
。

 （
ふ
く
み
つ
・
ゆ
う
／
四
天
王
寺
大
学
・
奈
良
女
子
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
）

註（1
）　

北
宋
の
時
代
に
書
を
よ
く
し
た
蔡
襄
（
君
謨
）、
蘇
軾
（
東
坡
）、
黄
庭
堅
（
山

谷
）、
米
芾
の
四
人
。

（
2
）　

字
は
元
章
、
初
名
を
「
黻
（
ふ
つ
：
同
音
）」
と
い
っ
た
が
、
四
一
歳
以
後
は

「
芾
」
に
改
め
た
。
号
は
襄
陽
漫
士
、
海
岳
外
史
な
ど
。
晩
年
に
任
官
し
た
礼
部
に

ち
な
み
、
米
南
宮
と
も
よ
ば
れ
る
。
湖
北
省
襄
陽
の
人
と
い
う
が
、
本
貫
は
山
西

省
太
原
。
三
世
紀
を
遡
る
祖
先
は
イ
ラ
ン
系
ソ
グ
ド
人
。
米
信
の
五
世
孫
で
あ
る

米
佐
の
子
で
、
母
が
英
宗
（
一
〇
六
二
―
六
七
在
位
）
の
皇
后
、
高
氏
の
乳
母
だ
っ

た
恩
顧
に
よ
り
、
科
挙
試
を
経
ず
十
八
歳
で
秘
書
省
校
書
郎
と
な
っ
た
。
地
方
官

を
歴
任
し
、
中
央
の
礼
部
員
外
郎
に
も
な
っ
た
が
、
官
僚
と
し
て
は
さ
し
た
る
実

績
は
な
い
。
人
柄
に
つ
い
て
は
、
奇
妙
な
逸
話
が
多
く
あ
り
、「
米
顛
」
や
「
米

痴
」
な
ど
と
仇
名
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
著
錄
と
し
て
、『
宝
章
待
訪
録
』『
書

史
』『
宝
晋
英
光
集
』『
宝
晋
英
光
集
補
遺
』『
画
史
』『
硯
史
』、
跋
文
を
あ
つ
め
た

も
の
に
『
海
岳
名
言
』
が
あ
る
。
米
芾
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
発
表
年
代
順
に
、

中
田
勇
次
郎
『
米
芾
』
研
究
篇
、
図
版
篇
（
二
玄
社
、
一
九
八
二
年
）、
Ｌ
・
レ
タ

ロ
ー
ゼ
『
米
芾
〔
人
と
芸
術
〕』（
二
玄
社
、
一
九
八
七
年
）、
塘
耕
次
『
米
芾
―
―

宋
代
マ
ル
チ
タ
レ
ン
ト
の
実
像
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
）、
大
野
修
作
『
書

論
と
中
国
文
学
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）　

筆
架
を
描
い
た
か
と
伝
え
ら
れ
る
作
（「
珊
瑚
帖
」）。

（
4
）　

古
原
宏
伸
『
米
芾
画
史
註
解
』
上
下
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

な
ど
。

（
5
）　

晋
人
書
取
韻
、
唐
人
書
取
法
、
宋
人
書
取
意
（『
容
台
別
集
』
巻
之
五
）。
た
だ

図３　北宋・米芾「中秋帖（目窮帖）」
（大阪市立美術館蔵）
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し
尾
川
明
穂
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
文
は
『
容
台
別
集
』
に
所
収
さ
れ
る
前
に
、

董
其
昌
の
語
と
し
て
、「
董
其
昌
の
知
己
・
李
日
華
『
味
水
軒
日
記
』
に
引
用
」
さ

れ
る
形
で
著
わ
さ
れ
た
と
あ
る
（
尾
川
明
穂
「
書
の
時
代
性
説
の
諸
相
」『
中
国
文

化
：
研
究
と
教
育
』
六
九
、
中
国
文
化
学
会
、
六
六
―
七
八
頁
、
二
〇
一
一
年
）。

梁
巘
『
評
書
帖
』
の
言
や
（
本
文
中
に
記
載
）、
馮
班
の
「
晋
人
用
理
、
唐
人
用
法
、

宋
人
用
意
」）『
鈍
吟
書
要
』）
は
、
董
其
昌
を
継
い
だ
同
種
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た

董
其
昌
は
、「
宋
人
自
以
其
意
為
書
耳
。
非
能
肖
古
人
之
意
也
〔
下
略
〕（
宋
人
自

ら
そ
の
意
を
以
て
書
を
為
す
の
み
。
よ
く
古
人
の
意
に
肖
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
）」

（『
容
台
別
集
』）
と
い
い
、
宋
人
の
書
は
唐
代
の
書
を
乗
り
越
え
よ
う
と
新
た
な

「
意
」
を
以
て
書
を
為
そ
う
と
す
る
が
、
古
人
の
意
に
は
遠
く
及
ん
で
い
な
い
と
し

て
認
め
な
い
。

（
6
）　

蘇
軾
と
禅
僧
と
の
交
流
や
、
禅
思
想
と
制
作
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
竺
沙
雅

章
氏
の
論
文
「
蘇
軾
と
佛
教
」（『
東
方
學
報
』
第
三
十
六
冊
、
京
都
大
學
人
文
科

學
研
究
所
、
一
九
六
四
年
）
や
、
湯
浅
陽
子
『
蘇
軾
の
文
学
に
お
け
る
吏
隱
の
諸

相
』（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
論
文
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
二
年
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
7
）　

中
田
勇
次
郎
『
中
国
書
論
集
』（
二
玄
社
、
一
九
七
〇
年
）、
杉
村
邦
彦
『
中
国

書
論
史
概
説
』（
書
学
大
系
研
究
編
第
四
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
五
年
）
に
詳

し
い
。

（
8
）　

蘇
軾
の
「
吾
が
書
は
甚
し
く
は
佳
な
ら
ず
と
雖
も
、
し
か
れ
ど
も
自
ら
新
意
を

出
だ
し
、
古
人
を
践
ま
ず
。
こ
れ
一
つ
の
快
な
り
（「
吾
書
雖
不
甚
佳
、
然
自
出
新

意
、
不
践
古
人
、
是
一
快
也
」）」（（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四

「
評
草
書
」）
や
「
柳
少
師
の
書
は
、
本
と
顔
よ
り
出
で
て
、
能
く
自
ら
新
意
を
出

だ
せ
り
。
一
字
百
金
と
は
、
虚
語
に
非
ざ
る
な
り
（「
柳
少
師
書
、
本
出
於
顔
、
而

能
自
出
新
意
」）」（（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
書
唐
氏
六
家

書
後
」））
な
ど
の
跋
文
に
見
え
る
。

（
9
）　

梁
巘
『
評
書
帖
』「
晋
尚
韻
、
唐
尚
法
、
宋
尚
意
、
元
明
尚
態
」。
董
其
昌
、
馮

班
、
梁
巘
ら
の
説
を
系
統
立
て
て
解
説
し
た
も
の
に
、「
書
の
時
代
性
」（
中
田
氏

『
中
国
書
論
集
』
所
収
）
が
あ
る
。

（
10
）　

尾
川
明
穂
氏
は
前
掲
論
文
で
、
董
其
昌
の
諸
説
を
時
代
順
に
整
理
し
た
上
で
、

董
其
昌
が
あ
る
時
期
か
ら
宋
人
の
書
の
「
個
性
に
基
づ
き
発
揮
さ
れ
る
「
意
」（
意

図
）
を
、
強
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
貶
斥
」
と
要
約
し
て
い
る
。
な
お
、
各
時
代
に

お
け
る
書
の
品
評
や
そ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、「
中
国
の
書
品
論
」（
中
田
氏
『
中

国
書
論
集
』
所
収
）
に
詳
し
い
。

（
11
）　
〔
…
略
…
〕
惟
近
日
蔡
君
謨
、
天
資
既
高
、
而
学
亦
至
。
当
為
本
朝
第
一
。
本
引

用
文
以
降
、
文
中
の
傍
線
、
括
弧
内
補
足
は
稿
者
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
文
の
表

記
は
新
字
体
で
、
読
み
下
し
文
は
現
代
仮
名
遣
い
で
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
12
）　

欧
陽
文
忠
公
論
書
云
、
蔡
君
謨
独
歩
当
世
。
此
為
至
論
。〔
…
中
略
…
〕
天
資
既

高
、
輔
以
篤
学
。
其
独
歩
当
世
宜
哉
。〔
下
略
〕

（
13
）　

今
世
称
善
草
書
者
、
或
不
能
真
行
、
此
大
妄
也
。
真
生
行
、
行
生
草
。
真
如
立
、

行
如
行
、
草
如
走
。
未
有
未
能
行
立
、
而
能
走
者
也
。

（
14
）　

物
一
理
也
。
通
其
意
、
則
無
適
而
不
可
。〔
…
中
略
…
〕
謂
彼
長
於
是
則
可
、
曰

能
是
不
能
是
則
不
可
。
世
之
書
、
篆
不
兼
隷
、
行
不
及
草
。
殆
未
能
通
其
意
者
也
。

如
君
謨
、
真
行
草
隷
無
不
如
意
。〔
下
略
〕

（
15
）　

観
魯
公
此
帖
、
奇
偉
秀
抜
、
奄
有
魏
晋
隋
唐
以
来
、
風
流
気
骨
。〔
…
中
略
…
〕

蓋
自
二
王
後
、
能
臻
書
法
之
極
者
、
惟
張
長
史
与
魯
公
二
人
。
其
後
楊
少
師
、
頗

得
髣
髴
、
但
少
規
矩
、
復
不
善
楷
書
。
然
亦
自
冠
絶
天
下
後
世
矣
。

（
16
）　
〔
…
略
…
〕
此
書
雖
奇
特
、
猶
不
及
祭
濠
州
剌
史
文
之
妙
。
蓋
一
紙
半
書
、
而
真

行
草
法
皆
備
也
。

（
17
）　

字
法
中
絶
将
五
十
年
。
近
日
稍
稍
知
以
字
書
為
貴
、
而
追
跡
前
賢
、
未
有
三
数

人
。
古
之
人
皆
能
書
、
独
其
人
之
賢
者
、
伝
遂
遠
。〔
下
略
〕

（
18
）　
〔
…
略
…
〕
独
愧
名
節
之
重
、
字
画
之
好
、
不
逮
魯
公
。
故
為
書
淵
明
帰
去
来
詞

以
遺
之
。
庶
幾
契
順
託
此
文
、
以
不
朽
也
。

（
19
）　

凡
書
象
其
為
人
。
率
更
貌
寒
寝
、
敏
悟
絶
人
。
今
観
其
書
、
勁
嶮
刻
厲
、
正
称

其
貌
耳
。（
前
掲
「
書
唐
氏
六
家
書
後
」）

（
20
）　

古
之
論
書
者
、
兼
論
其
平
生
。
苟
非
其
人
、
雖
工
不
貴
也
。（
前
掲
「
書
唐
氏
六

家
書
後
」）

（
21
）　

柳
少
師
書
、
本
出
於
顔
、
而
能
自
出
新
意
。〔
…
中
略
…
〕
其
言
心
正
則
筆
正
者
、

非
独
諷
諫
、
理
固
然
也
。
世
之
小
人
、
書
字
雖
工
、
而
其
神
情
終
有
睢
盱
側
媚
之

態
。〔
…
中
略
…
〕
然
至
使
人
見
其
書
、
而
猶
憎
之
、
則
其
人
可
知
矣
。（
前
掲
「
書

唐
氏
六
家
書
後
」）

（
22
）　

観
其
書
、
有
以
得
其
為
人
、
則
君
子
小
人
必
見
於
書
。〔
…
中
略
…
〕
然
人
之
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字
画
、
工
拙
之
外
、
蓋
皆
有
趣
、
亦
有
以
見
其
為
人
邪
正
之
麄
云
。（『
蘇
軾
文
集
』

巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』
巻
四
「
題
魯
公
帖
」）

（
23
）　

大
野
修
作
は
、
北
宋
に
お
け
る
書
の
批
評
法
の
特
徴
と
し
て
、「
北
宋
も
中
期
の

こ
ろ
に
な
る
と
、〔
…
中
略
…
〕
書
の
も
っ
て
い
る
人
間
的
な
特
性
を
と
ら
え
て
ゆ

く
こ
と
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
述
べ
、
唐
代
の
品
第
法
な

ど
と
の
比
較
を
以
て
そ
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
黄
庭
堅
は
、「
蘇
軾
と
そ

の
師
の
欧
陽
脩
の
見
解
を
多
く
の
点
で
受
け
継
ぐ
」
と
前
置
き
し
、
顔
真
卿
、
張

旭
、
懐
素
、
李
建
中
、
楊
凝
式
に
「
人
間
性
の
発
露
」
を
見
、
彼
ら
の
「
人
物
の

立
派
さ
」
を
認
め
る
こ
と
に
「
否
定
的
な
見
解
は
と
ら
な
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら

も
、
二
王
の
逸
気
は
欧
陽
詢
、
虞
世
南
、
褚
遂
良
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
と
い
う

題
跋
を
例
に
挙
げ
（「
右
軍
父
子
翰
墨
中
逸
気
、
破
壊
於
欧
虞
褚
薛
」『
山
谷
題
跋
』

巻
五
「
跋
東
坡
帖
後
」）、
批
評
法
の
揺
れ
動
き
を
示
し
て
い
る
（
大
野
氏
前
掲
書
、

一
三
四
、
一
三
八
頁
）。
国
外
の
研
究
、
た
と
え
ば
陳
方
既
、
雷
志
雄
『
中
国
書
学

叢
書　

書
法
美
学
思
想
史
』（
河
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
と
、
黄

庭
堅
が
「
若
有
心
与
能
者
争
衡
後
世
不
朽
、
則
与
書
工
芸
史
同
功
」（
出
典
に
『
山

谷
文
集
』「
論
書
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
『
山
谷
題
跋
』
巻
五
「
論
黔
州
時
字
」）

の
一
文
を
根
拠
と
し
て
、
北
宋
の
時
代
に
書
と
人
品
の
関
係
を
認
め
る
立
場
が
あ
っ

た
こ
と
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
従
狭
義
的
“
筆
正
”
説
、
不
過
是

一
技
術
問
題
、
而
“
心
正
”
是
品
徳
修
養
問
題
。〔
…
中
略
…
〕
在
階
級
社
会
、“
心

正
”
是
有
階
級
性
的
」
と
い
い
、
書
作
に
お
け
る
制
作
者
の
技
術
と
人
品
の
階
級

と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
熊
秉
明
氏
は
、『
中
国
書
論
の
大
系
』（
河
内

利
治
訳
、
白
帝
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
第
四
章
、
四
節
「
書
法
の
鑑
賞
は
則
ち
人

格
の
鑑
賞
」
で
、
北
宋
の
四
大
家
の
表
記
順
（「
蔡
蘇
黄
米
」
か
「
蘇
黄
米
蔡
」
か

に
つ
い
て
）
や
、「
蔡
」
が
「
蔡
襄
」
で
あ
る
の
か
「
蔡
京
」
で
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
を
例
に
挙
げ
、
こ
れ
こ
そ
が
「
人
品
の
要
素
を
引
き
込
ん
」
だ
評
価
で
あ
る

こ
と
と
見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
趙
孟
頫
、
張
瑞
図
、
王
鐸
を
挙
げ
、「
出
処
や
気

概
、
節
操
の
問
題
に
よ
り
、
彼
ら
の
書
法
に
対
す
る
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
後
世
絶

え
ず
論
争
が
起
き
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
24
）　

自
顔
柳
氏
没
、
筆
法
衰
絶
。〔
…
中
略
…
〕
独
蔡
君
書
、
①
天
資
既
高
、
積
学
深

至
、
③
心
手
相
応
、
変
態
無
窮
、
遂
為
本
朝
第
一
。〔
…
中
略
…
〕
②
庶
幾
如
見
其

人
者
。
正
使
不
工
、
猶
当
伝
宝
。〔
下
略
〕（『
蘇
軾
文
集
』
巻
六
九
、『
東
坡
題
跋
』

巻
四
「
評
楊
氏
所
蔵
欧
蔡
書
」）

（
25
）　

中
田
氏
に
よ
れ
ば
、
六
朝
に
見
ら
れ
る
評
語
と
し
て
、
斉
の
王
僧
虔
『
書
賦
』

に
「
手
は
心
を
以
て
ま
ね
き
、
毫
は
手
を
以
て
従
う
（「
手
以
心
麾
、
毫
以
手
従
」）」

や
、「
心
と
手
が
斉
し
く
」
あ
る
べ
き
と
説
い
た
「
衛
夫
人
筆
陣
図
」
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
（
中
田
氏
「
中
国
の
書
品
論
」『
中
国
書
論
集
』
所
収
）。

（
26
）　

孫
過
庭
『
書
譜
』
に
、「
同
自
然
之
妙
有
、
非
力
運
之
能
成
。
信
可
謂
智
巧
兼
優
、

心
手
双
暢
、
翰
不
虚
動
、
下
必
有
由
、
一
画
之
間
、
変
起
伏
於
峯
杪
、
一
点
之
内
、

殊
衂
挫
於
豪
芒
」、「
合
情
調
於
紙
上
、
無
間
心
手
、
忘
懐
楷
則
、
自
可
背
羲
献
而

無
失
、
違
鍾
張
而
尚
工
」、「
若
五
乖
同
萃
、
思
遏
手
蒙
、
五
合
交
臻
、
神
融
筆
暢
。

暢
無
不
適
、
蒙
無
所
従
」
と
あ
る
。

（
27
）　

中
田
氏
は
、
陶
隠
居
が
梁
武
帝
に
与
え
た
啓
に
あ
る
「
手
随
意
運
、
筆
与
手
合

（
手
は
意
に
随
っ
て
運
ば
れ
、
筆
は
手
と
合
す
る
）」
は
、
孫
過
庭
『
書
譜
』
の
源

流
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
中
田
氏
「
中
国
の
書
品
論
」
前
掲
書
所
収
）。

（
28
）　

原
文
は
、「〔
…
略
…
〕
回
視
欧
虞
褚
薛
徐
沈
輩
、
皆
為
法
度
所
窘
。
豈
如
魯
公

蕭
然
出
於
縄
墨
之
外
、
而
卒
与
之
合
哉
。〔
下
略
〕」。「
縄
墨
」
と
は
、『
荘
子
』
逍

遥
游
篇
の
語
で
規
矩
と
い
う
意
味
。
こ
こ
で
は
書
の
法
則
を
指
す
。

（
29
）　

米
芾
の
「
平
淡
天
真
」
に
関
す
る
研
究
の
成
果
は
多
く
あ
る
。
本
槁
で
は
、
書

に
関
し
て
は
中
田
、
Ｌ
・
レ
タ
ロ
ー
ゼ
、
塘
氏
、
大
野
氏
の
諸
前
掲
書
、
中
村
薫

氏
の
「
米
芾
の
平
淡
天
真
」（『
書
学
書
道
史
研
究
』
書
学
書
道
史
学
会
、
二
〇
一

二
年
）
を
、
画
に
つ
い
て
は
中
村
茂
夫
『
中
國
畫
論
の
展
開　

晉
唐
宋
元
篇
』（
同

朋
舍
、
一
九
六
〇
年
）、
古
原
氏
前
掲
書
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
蘇
軾
と
の
面
会

以
降
、
晋
人
の
風
格
に
傾
倒
し
て
い
く
米
芾
の
書
境
を
示
し
た
論
文
と
し
て
、
国

外
で
は
、
王
进
「
慕
晋
追
唐
―
南
宋
时
期
米
芾
“
晋
人
格
”
思
想
的
接
受
与
转
变
」

（『
山
東
芸
術
』
山
東
大
学
、
二
〇
二
三
年
）
や
、
李
文
婷
「
米
芾
审
美
理
想
中
的

“
晋
人
格
”」（『
中
国
书
画
』
江
西
师
范
大
学
）、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

（
30
）　

古
原
氏
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。「
平
淡
」
に
関
す
る
研
究
は
、
和
田
英
信
「
平
淡

に
つ
い
て
」（『
中
国
古
典
文
学
の
思
考
様
式
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
が
第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
和
田
氏
に
よ
れ
ば
、「
平
淡
」
と
は
、
も
と
よ
り
「
六
朝
で
は

文
学
批
評
に
お
い
て
玄
言
詩
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
当
時
は
「
味

わ
い
に
欠
け
る
」
と
言
う
意
味
で
「
批
判
的
な
文
脈
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
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ひとりの佳き人物であるように ―― 米芾が「平淡天真」の先に見据えた書境

た
、
と
あ
る
。
一
転
し
て
宋
代
の
「
平
淡
」
は
、
和
田
氏
に
よ
れ
ば
「
詩
の
理
想

的
境
地
を
表
す
こ
と
ば
」
で
あ
り
、「
余
分
な
華
美
を
削
ぎ
落
と
し
た
末
に
、
よ
う

や
く
生
み
出
さ
れ
る
〔
…
中
略
…
〕
精
微
な
る
感
性
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
達

成
さ
れ
る
境
地
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。

（
31
）　

執
大
象
、
天
下
往
。
往
而
不
害
。
安
平
太
、
楽
与
餌
、
過
客
止
、
道
之
出
言
、

淡
乎
其
無
味
、
視
之
不
足
見
、
聴
之
不
足
聞
、
用
之
不
可
既
。（『
老
子
』
第
三
十

五
章
）
に
よ
る
。

（
32
）　

余
初
学
顔
。
七
八
歳
也
。
字
至
大
一
幅
写
簡
不
成
。
後
見
柳
而
慕
緊
結
乃
学
柳

金
剛
経
。
久
之
、
知
出
于
欧
。
久
之
、
如
印
板
排
算
。
乃
慕
褚
而
学
最
久
。
又
慕

段
季
展
摺
肥
美
。
八
面
皆
全
。
久
之
、
覚
段
全
繹
展
蘭
亭
。
遂
幷
看
法
帖
。
入
晋

魏
平
淡
。〔
下
略
〕

（
33
）　

蘭
亭
か
ら
王
羲
之
に
至
っ
た
と
あ
る
が
、
米
芾
が
魏
晋
の
書
を
学
び
始
め
た
契

機
に
、
蘇
軾
と
の
対
面
が
あ
っ
た
。
米
芾
が
初
め
て
蘇
軾
と
の
面
会
を
果
た
し
た

の
は
、
蘇
軾
が
黄
州
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
元
豊
七
年
（
一
〇
八
四
）、
米
芾
が
三
四

歳
、
蘇
軾
が
四
九
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

（
34
）　

草
書
若
不
入
晋
人
格
、
聊
徒
成
下
品
。
張
顛
俗
子
、
変
乱
古
法
、
驚
諸
凡
、
夫

自
有
識
者
。
懐
素
少
加
平
淡
、
稍
到
天
成
。
而
時
代
圧
之
。
不
能
高
古
。
高
閑
而

下
、
但
可
懸
此
酒
肆
。

光
尤
可
憎
悪
也
。（
米
芾
『
宝
晋
英
光
集
』
補
遺
「
論
草

書
」、「
草
書
帖
」、
紹
聖
四
年
（
一
〇
七
九
））。

（
35
）　

永
禅
師
書
、
骨
気
深
穏
、
体
兼
衆
妙
。
精
能
之
至
、
反
造
疎
淡
、
如
観
陶
彭
沢

詩
。
初
若
散
緩
不
收
、
反
覆
不
已
、
乃
識
其
奇
趣
。（
前
掲
「
書
唐
氏
六
家
書
後
」）

（
36
）　

蘇
子
瞻
曰
、
筆
勢
崢
嶸
、
辞
采
絢
爛
。
漸
老
漸
熟
、
乃
造
平
淡
。
実
非
平
淡
、

絢
爛
之
極
。（『
容
台
別
集
』
巻
四
）

（
37
）　

凡
文
字
、
少
小
時
須
令
気
象
崢
嶸
、
采
色
絢
爛
、
漸
老
漸
熟
、
乃
造
平
淡
。
其

実
不
是
平
淡
、
絢
爛
之
極
也
。（
趙
令
畤
『
侯
鯖
録
』
巻
八
「
東
坡
与
二
郎
姪
書
」）

（
38
）　

孫
知
微
作
星
辰
、
多
奇
異
。
不
類
人
間
所
伝
、
信
異
人
也
。
然
是
逸
格
、
造
次

而
成
、
平
淡
而
生
動
、
雖
清
抜
筆
皆
不
圜
。
学
者
莫
及
、
然
自
有
瓌
古
円
勁
之
気
、

画
竜
有
神
彩
、
不
俗
也
。
楊
朏
学
呉
生
、
点
睛
髭
髪
有
意
。
衣
紋
差
円
、
尚
為
孫

知
微
逸
格
所
破
。

（
39
）　

古
原
氏
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。

（
40
）　

蘇
軾
が
「
詩
不
能
尽
、
溢
而
為
書
。
変
而
為
画
」（「
文
與
可
畫
墨
竹
屏
風
贊
」

『
文
集
』
巻
二
一
、
作
年
未
詳
）
と
言
っ
た
よ
う
に
、
北
宋
の
士
大
夫
に
あ
っ
て
は

詩
書
画
が
一
体
と
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
各
論
は
い
ず
れ
も
代
替
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
米
芾
の
場
合
、
書
画
論
を
「
一
如
」
と
し
て
読
も
う
と
す
る
も
、
言

及
が
具
体
的
で
あ
る
為
か
、
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
。
こ

の
こ
と
も
米
芾
の
書
画
論
の
一
特
色
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
お
、
詩
と
画
に
関
す

る
宋
代
の
詩
学
の
認
識
に
関
す
る
研
究
は
、
浅
見
洋
二
「
詩
と
絵
画
」（『
中
国
の

詩
学
認
識
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
）
に
詳
し
く
、
宋
人
の
審
美
意
識
の

形
成
に
関
す
る
研
究
は
、
衣
若
芬
『
中
国
文
哲
専
刊
二
八　

観
看
・
叙
述
・
審
美

―
―
唐
宋
題
画
文
学
論
集
』（
中
央
研
究
院
、
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）

に
詳
し
い
。

（
41
）　
「
天
成
」
の
語
は
、
庾
肩
吾
『
書
品
』
の
天
然
―
工
夫
の
対
概
念
で
い
う
と
こ
ろ

の
「
天
然
」
に
「
成
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
天
真
」
に
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。

（
42
）　

顔
真
卿
学
褚
遂
良
、
既
成
。
自
以
挑
踢
名
家
。
作
用
太
多
、
無
平
淡
天
成
之
趣
。

〔
…
中
略
…
〕
非
争
坐
帖
比
。
大
抵
顔
柳
挑
踢
、
為
後
世
醜
怪
悪
札
之
祖
。
従
此
古

法
蕩
無
遺
矣
。〔
…
中
略
…
〕
此
筆
気
鬱
結
。
不
条
暢
。〔
下
略
〕

（
43
）　

古
原
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
造
語
は
米
芾
が
初
め
て
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
（
古

原
氏
前
掲
書
、
一
二
三
頁
）

（
44
）　

董
源
平
淡
天
真
多
、
唐
無
此
品
。
在
畢
宏
上
、
近
世
神
品
、
格
高
無
与
比
也
。

峰
巒
出
没
、
雲
霧
顕
晦
、
不
装
巧
趣
、
皆
得
天
真
。
嵐
色
鬱
蒼
、
枝
幹
勁
挺
、
咸

有
生
意
、
渓
橋
漁
浦
、
洲
渚
掩
映
、
一
片
江
南
也
。

（
45
）　

原
文
は
、「
礼
者
世
俗
之
所
為
也
、
真
者
所
以
受
於
天
也
、
自
然
不
可
易
也
。
故

聖
人
法
天
貴
真
、
不
拘
於
俗
」。
本
文
中
の
訓
読
は
、
金
谷
治
訳
注
『
荘
子
』（
岩

波
文
庫
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
っ
た
。

（
46
）　

古
原
氏
は
、「
天
真
高
潔
、
老
而
弥
篤
」『
魏
志
』「
胡
昭
伝
」、「
繁
和
履
純
、
以

保
天
真
」『
晋
書
』「
阮
籍
伝
」
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、「
米
芾
の
〔
…
中
略

…
〕
新
し
さ
の
一
つ
に
、
天
真
を
書
の
評
語
に
初
め
て
用
い
た
こ
と
が
あ
る
」、「
天

真
の
美
学
概
念
の
意
義
は
書
道
史
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
な
い
と
理
解
で
き
な
い
」

な
ど
と
述
べ
て
い
る
（
古
原
氏
前
掲
書
、
一
二
一
頁
）。

（
47
）　

原
文
は
、「
張
長
史
草
書
、
必
俟
酔
、
或
以
為
奇
、
醒
即
天
真
不
全
。
此
乃
長
史

未
妙
、
猶
有
酔
醒
之
弁
。
若
逸
少
、
何
嘗
寄
於
酒
乎
。
僕
亦
未
免
此
事
」。
な
お
、
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蘇
軾
の
こ
の
言
は
『
荘
子
』
達
成
篇
の
「
彼
得
全
於
酒
而
猶
若
是
、
而
況
得
全
於

天
乎
」
に
よ
る
。

（
48
）　

宇
佐
美
文
理
「
蘇
東
坡
の
絵
画
論
と
『
東
坡
易
伝
』」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第

四
二
集
、
一
九
九
〇
年
）。
こ
の
稿
で
宇
佐
美
氏
は
、
蘇
軾
と
米
芾
の
「
天
真
」
の

違
い
に
つ
い
て
、「
東
坡
の
『
天
真
』
は
、
作
者
自
身
の
『
天
真
』
で
あ
っ
た
も
の

が
、
米
芾
に
於
い
て
は
、
作
品
に
關
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね

ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
49
）　

曰
、
形
若
槁
骸
、
心
若
死
灰
。
真
其
実
知
、
不
以
故
自
持
。
晦
晦
媒
媒
、
无
心

而
不
可
与
謀
。
彼
何
人
哉
。

（
50
）　

書
初
無
意
於
佳
、
乃
佳
爾
。〔
下
略
〕

（
51
）　

本
不
求
工
、
所
以
能
工
。
此
如
没
人
之
操
舟
、
無
意
於
済
否
、
是
以
覆
卻
万
変

而
挙
止
自
若
。
其
近
於
有
道
者
耶
。

（
52
）　

臣
之
所
好
者
道
也
、
進
乎
技
矣
。（『
荘
子
』
養
生
主
篇
）

（
53
）　

臣
以
神
遇
、
而
不
以
目
視
。（『
荘
子
』
養
生
主
篇
）

（
54
）　

致
道
者
、
忘
心
矣
。（『
荘
子
』
譲
王
篇
）
な
お
本
文
中
現
代
語
訳
は
金
谷
治
訳

前
掲
書
に
よ
っ
た
。

（
55
）　

是
以
無
為
而
用
、
同
自
然
之
功
。
物
類
其
形
、
得
造
化
之
理
、
皆
不
知
其
然
也
。

可
以
心
契
、
不
可
以
言
宣
。
観
之
者
似
入
廟
見
神
、
如
窺
谷
無
底
。

（
56
）　

已
而
不
知
其
然
、
謂
之
道
。（『
荘
子
』
斉
物
論
篇
）

（
57
）　

信
手
自
然
、
動
有
姿
態
。
乃
知
瓦
注
賢
於
黃
金
、
雖
公
猶
未
免
也
。

（
58
）　

意
不
在
字
、
天
真
罄
露
。（
米
芾
『
書
史
』
二
八
）

（
59
）　

巨
然
師
董
源
。
今
世
多
有
本
。
嵐
気
清
潤
、
布
景
得
天
真
多
。
巨
然
少
年
時
、

多
作
礬
頭
、
老
来
平
淡
趣
高
。

（
60
）　

原
文
は
、「
天
気
殊
未
佳
、
顔
魯
公
帖
。〔
…
中
略
…
〕
字
使
其
身
在
再
写
、
則

未
必
復
工
。
蓋
天
真
自
然
、
不
可
預
想
。
想
字
形
大
小
、
不
為
篤
論
。〔
下
略
〕」。

な
お
、「
想
字
形
大
小
」
は
、「
夫
欲
書
者
、
先
乾
研
墨
、
凝
神
静
思
、
預
想
字
形

大
小
、
偃
仰
、
平
直
振
動
、
令
筋
脈
相
連
、
意
在
筆
前
、
然
後
作
字
」（
張
彦
遠
編

『
法
書
要
錄
』
巻
一
「
王
右
軍
題
筆
陣
図
後
」）
を
踏
ま
え
た
表
現
。

（
61
）　

中
村
茂
夫
は
「
夫
既
心
識
其
所
以
然
、
而
不
能
然
者
、
内
外
不
一
、
心
手
不
相

応
、
不
学
之
過
也
」（「
文
与
可
画
篔
簹
谷
偃
竹
記
」『
蘇
軾
文
集
』
第
一
一
巻
、『
校

注
』
一
一
五
三
―
九
頁
、
元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）、
作
於
湖
州
）
の
記
を
引
き
、

「
い
ず
れ
の
場
合
で
も
繪
畫
制
作
が
「
無
窮
に
清
新
を
出
だ
す
」
と
云
い
う
る
に
は
、

そ
う
い
う
物
我
一
如
の
は
た
ら
き
が
存
在
し
、
こ
の
は
た
ら
き
に
於
て
畫
家
の
主

觀
は
個
々
の
造
化
の
竹
を
通
じ
て
そ
の
根
源
的
な
造
化
の
意
と
一
體
に
な
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
造
化
の
意
」
と
い
う
語
は
『
荘
子
』（
大
宗
師
篇
）

か
ら
借
り
た
の
で
あ
る
が
、
別
な
箇
所
で
は
こ
れ
を
禪
の
絶
對
空
と
し
て
表
現
し

て
い
る
。
軾
が
繪
畫
制
作
の
根
柢
に
絶
対
空
の
證
得
を
お
き
、
こ
れ
を
繪
畫
の
必

要
條
件
と
考
え
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
中
村

前
掲
書
、
五
〇
三
頁
）。

（
62
）　

楊
凝
式
、
字
景
度
。
書
天
真
爛
漫
、
縦
逸
類
顔
魯
公
争
坐
位
帖
。

（
63
）　

ほ
か
に
も
米
芾
は
王
献
之
の
書
を
「
然
子
敬
天
真
超
逸
、
豈
父
可
比
也
」
と
い
っ

て
高
く
評
価
し
て
い
る
（
米
芾
『
書
史
』
一
二
）。

（
64
）　

学
書
貴
弄
翰
。
謂
把
筆
軽
、
自
然
手
心
虚
、
振
迅
天
真
、
出
於
意
外
。
所
以
古

人
書
、
各
各
不
同
。
若
一
一
相
似
則
奴
書
也
。
其
次
要
得
筆
。
謂
骨
筋
皮
肉
、
脂

沢
風
神
、
皆
全
。
猶
如
一
佳
士
也
。
又
筆
筆
不
同
、
三
字
三
画
異
。
故
作
異
重
軽
、

不
同
出
於
天
真
自
然
異
。〔
下
略
〕

（
65
）　
〔
…
略
…
〕
今
世
貴
侯
所
収
大
図
、
猶
如
顔
柳
書
薬
牌
、
形
貌
似
爾
。
無
自
然
、

皆
凡
俗
。
林
木
怒
張
、
松
幹
枯
痩
多
節
、
小
木
如
柴
、
無
生
意
。〔
下
略
〕

（
66
）　

顔
魯
公
行
字
可
教
。
真
便
入
俗
品
。

（
67
）　

米
芾
『
宝
晋
英
光
集
』
補
遺
「
論
草
書
」、「
草
書
帖
」、
紹
聖
四
年
（
一
〇
七

九
）。

（
68
）　
〔
…
略
…
〕
作
入
画
、
画
入
俗
。
皆
字
病
也
。

（
69
）　
〔
…
略
…
〕
随
意
落
筆
、
皆
得
自
然
、
備
其
古
雅
〔
下
略
〕。（
米
芾
『
海
岳
名
言
』

二
）

（
70
）　
〔
…
略
…
〕
壮
歳
未
能
立
家
。
人
謂
吾
書
為
集
古
字
。
蓋
取
諸
長
処
、
総
而
成
之
。

既
老
始
自
成
家
。
人
見
之
、
不
知
以
何
為
祖
也
。

（
71
）　

已
矣
此
生
為
此
困
。
有
口
能
談
手
不
随
。
誰
云
心
存
乃
筆
到
。
天
工
自
是
秘
精

微
。

（
72
）　
「
天
工
」
と
は
、「
天
然
」
と
「
工
夫
」
を
あ
わ
せ
た
造
語
で
あ
る
。
庾
肩
吾
『
書

品
』
で
は
、
こ
の
二
語
の
対
比
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
調
和
が
目
指
さ
れ
る
。

大
野
氏
前
掲
書
に
詳
し
い
。

（
73
）　

中
秋
登
海
岱
楼
作　

目
窮
淮
海
両
如
銀　

万
道
虹
光
育
蚌
珍　

天
上
若
無
修
月
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戸　

桂
枝
撑
損
向
西
輪　

三
四
次
写
、
間
有
一
両
字
好
。
信
書
亦
一
難
事
。

 
目
窮
淮
海
両
如
銀　

万
道
虹
光
育
蚌
珍　

天
上
若
無
修
月
戸　

桂
枝
撑
損
向
東
輪

（
米
芾
「
中
秋
詩
帖
」
或
い
は
「
目
窮
帖
」）。

（
74
）　

欧
陽
脩
は
「
蘇
子
美
嘗
言
。
明
窓
浄
几
、
筆
硯
紙
墨
、
皆
極
精
良
、
亦
自
是
人

生
一
楽
事
〔
下
略
〕」「
作
字
要
熟
。
熟
則
神
気
完
実
而
有
餘
。
於
静
坐
中
、
自
是

一
楽
事
。
然
患
少
暇
。
豈
其
於
楽
処
常
不
足
邪
」（『
欧
陽
文
忠
公
全
集
』
一
三
〇

巻
「
試
筆
」）
と
述
べ
、
蘇
軾
は
こ
の
語
を
継
承
し
て
「
作
字
要
手
熟
。
則
神
気
完

実
而
有
餘
韻
。
於
静
中
自
是
一
楽
事
」（『
蘇
軾
文
集
』
第
六
九
巻
、『
東
坡
題
跋
』

巻
四
「
記
与
君
謨
論
書
」）
と
述
べ
て
い
る
。

（
75
）　

蘇
軾
の
筆
禍
事
件
や
艱
難
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
詩
書
画
制
作
に
関
し
て
は
、
稿

者
博
士
論
文
『
蘇
軾
の
人
生
哲
学
と
「
書
」
制
作
』（
広
島
大
学
、
二
〇
一
四
年
）

に
詳
述
。

（
76
）　

董
其
昌
の
文
献
の
時
代
的
区
分
や
「
生
」
と
「
熟
」
に
関
す
る
整
理
は
、
尾
川

明
穂
「
董
其
昌
書
論
に
お
け
る
生
熟
説
に
つ
い
て
」『
中
国
文
化
：
研
究
と
教
育
』

（
七
三
、
中
国
文
化
学
会
、
五
二
―
六
四
頁
、
二
〇
一
五
年
）
に
詳
し
い
。

付
記

 

　

本
稿
は
、
広
島
芸
術
学
会
第
一
三
六
回
例
会
で
お
こ
な
っ
た
口
頭
発
表
（「
米
芾

の
鑑
賞
と
制
作
―
―
『
平
淡
』『
天
真
』『
自
然
』『
俗
』
を
例
に
」）
に
基
づ
き
、

加
筆
、
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。




