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は
じ
め
に

　

こ
の
二
十
年
の
間
、
中
国
に
お
い
て
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
量
の
竹
簡

や
木
簡
お
よ
び
青
銅
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
貴
重
な
思
想

史
お
よ
び
書
体
の
変
遷
に
関
す
る
、
西
周
か
ら
戦
国
、
秦
、
漢
、
三
国
に

か
け
て
の
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
無
視
ま
た
は
軽
視

し
た
の
で
は
、
も
は
や
新
た
な
研
究
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
、
こ
の
時
期
の
思
想
史
お
よ
び
書
体
の
変

遷
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
は
、
こ
れ
ら
の
新
出
資
料
を
検
討
す
る

こ
と
抜
き
に
は
前
に
進
む
こ
と
が
難
し
い
時
代
と
い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
従
来
の
文
献
資
料
が
無
意
味

ま
た
は
不
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
、
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ら
は
依
然
と
し
て
、
意
味
が
あ
り
必
要
で
す
。
た
だ
、
そ
の
意
味
と
必
要

性
に
限
定
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
。　
　
　
　
　
　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
思
想
史
お
よ
び
書
体
に
つ
い
て
の
研
究
は
、

こ
れ
ら
の
新
出
資
料
と
従
来
の
文
献
資
料
と
の
突
き
合
わ
せ
こ
そ
が
、
今
、

急
を
要
す
る
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
の
研
究
も
、
以
上

述
べ
た
方
法
に
よ
っ
て
進
め
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
本
日
の
書
体
に

お
け
る
正
体
と
俗
体
と
い
う
テ
ー
マ
も
、
こ
れ
ら
新
出
の
資
料
を
西
周
か

ら
三
国
時
代
ま
で
の
文
字
資
料
を
窺
っ
て
み
る
と
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
掲
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
お

話
の
前
に
少
し
、
正
体
と
俗
体
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

正
体
と
俗
体
に
つ
い
て

　

同
じ
時
代
の
漢
字
で
あ
っ
て
も
、
使
用
す
る
場
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
現
在
も
、
正
式
な
場
、
正
式
な
文
書
は
楷
書
で
書
く
と
い

う
の
が
ほ
ぼ
原
則
で
す
。
一
方
、
私
的
な
手
紙
や
メ
モ
、
こ
れ
は
、
や
や

く
だ
け
た
、
い
わ
ゆ
る
行
書
で
書
く
と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。
古
代
に

【
講
演
】中

国
新
出
土
の
文
字
資
料

　
　
　
　
　
　
―
書
体
に
お
け
る
正
体
と
俗
体
に
つ
い
て
―

　
　
大
橋
　
修
一
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お
い
て
も
同
様
で
、
正
式
な
場
所
、
あ
る
い
は
永
久
に
残
す
べ
き
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
、
青
銅
器
や
石
碑
な
ど
に
は
正
式
な
書
体
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
、
正
体
と
い
う
も
の
で
す
。
や
や
く
だ
け
た
書
体
は
す
べ
て
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
竹
簡
や
木
簡
に
書
か
れ
ま
し
た
。
紀
元
前
に
お
い
て
は
、

ま
だ
紙
が
普
及
せ
ず
、
お
も
に
竹
や
木
が
紙
の
代
用
品
の
書
写
の
材
料

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
に
書
か
れ
た
も
の
が
、
一
般
的
に
は
通
俗
な

書
体
、
い
わ
ゆ
る
俗
体
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
漢

字
に
は
、
篆
書
、
隷
書
、
草
書
、
行
書
、
楷
書
が
あ
り
、
そ
の
筆
の
運
び

方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
漢
字
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に

お
け
る
新
た
な
筆
法
な
ら
び
に
新
し
い
字
形
、
と
り
わ
け
比
較
的
簡
略
化

さ
れ
た
字
形
の
多
く
は
、
い
ず
れ
も
俗
体
の
中
に
発
生
し
て
い
る
の
で
す
。

正
体
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
俗
体
の
影
響
の
も
と
に
、
つ
ま
り
俗
体
の
中

に
生
じ
た
新
し
い
筆
法
に
影
響
さ
れ
て
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
も
の
な
の

で
す
。
す
な
わ
ち
、
俗
体
の
も
の
を
い
く
ら
か
吸
収
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
時
に
は
正
体
が
、
直
接
俗
体
の
発
展
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
場
合
す

ら
あ
る
の
で
す
。
そ
の
顕
著
な
例
が
、
隷
書
と
い
う
書
体
で
す
。
隷
書
は
、

漢
時
代
に
篆
書
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
正
式
な
書
体
（
正
体
）
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。で
は
、
隷
書
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

も
と
も
と
戦
国
時
代
の
秦
の
国
の
竹
簡
、
ま
た
は
木
簡
に
書
か
れ
た
篆
書

の
早
書
き
の
文
字
が
、
発
展
し
て
で
き
た
書
体
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
意
味
で
は
漢
字
の
書
体
の
変
遷
の
過
程
に
お
い
て
、
俗
体
が
実
質
的

に
は
主
導
的
な
役
割
を
は
た
し
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
時
代
を
遡
っ
て
新
出
資
料
か
ら
正
体
と
俗
体
を
見
て
参
り
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
こ
の
逨ら

い
ば
ん盤

と
い
う
青
銅
器
で
す
が
、
二
〇
〇
三
年
に
陜
西

省
宝
鶏
市
眉
県
と
い
う
所
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
の
中

を
十
分
ほ
ど
歩
い
た
、
小
高
い
崖
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
（
図
１
ａ
、
ｂ
）

　

こ
ん
な
所
に
世
紀
の
大
発
見
と
い
わ
れ
る
青
銅
器
が
未
盗
掘
の
ま
ま
発

見
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
奇
跡
で
す
。
青
銅
器
は
併
せ
て
二
十
七
件
。
白
眉

は
逨
盤
と
呼
ば
れ
る
盤
（
図
２
ｃ
、
ｄ
）
で
、
水
を
貯
め
る
容
器
と
い
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
銘
文
が
三
七
二
字
。
重
要
な
点
は
、
西
周
時
代
の
王

室
の
完
全
な
系
譜
が
、
銘
文
の
中
に
初
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
た

と
え
ば
「
史
牆
盤
」
は
西
周
の
恭
王
の
時
代
の
も
の
で
、
銘
文
に
は
そ
れ

ま
で
の
文
王
・
昭
王
・
穆
王
の
記
録
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
西

周
の
王
の
系
譜
の
前
半
部
分
な
の
で
す
。
今
回
発
見
さ
れ
た
「
逨
盤
」
は
、

共
王
の
属
す
る
「
単
」
氏
一
族
が
周
の
歴
代
天
子
の
国
家
運
営
を
い
か
に

輔た
す

け
た
の
か
、
そ
の
業
績
を
記
録
し
た
も
の
で
す
。
銘
文
に
は
、
初
代
の

ａ

ｂ

図
１　

発
掘
現
場(

ａ
・
現
場　

ｂ
・
発
掘
状
況)
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文
王
か
ら
穆
王
ま
で
を
輔
弼
（
天
子
の
政
治
を
助
け
る
）
し
た
こ
と
を
記

し
、
さ
ら
に
共
王
・
懿
王
・
夷
王
・
厲
王
・
孝
王
に
つ
い
て
記
し
、
最
後

に
こ
の
盤
が
鋳
造
さ
れ
た
時
の
王
、
宣
王
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
ま
す
。

十
二
代
に
わ
た
る
西
周
王
朝
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
王
の
系
譜
を
。
こ
の

盤
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
発
見
で
す
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
司
馬
遷
の
『
史
記
』
周
本
紀
に
記
さ
れ
た
西
周
王

室
の
系
譜
の
正
確
さ
が
こ
の
盤
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

さ
て
、
書
体
で
は
、
青
銅
器
に
鋳
造
さ
れ
た
銘
文
を
、
一
般
に
金
文
と

言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
逨
盤
の
銘
文
を
西
風
後
期
の
㝬
𣪘
（
厲
王
期
）
と

比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
荘
重
な
趣
き
と
軌
を
一
に
し
て
い
ま
す
。
い
ず

れ
も
宮
廷
と
の
深
い
関
わ
り
の
あ
る
一
族
の
青
銅
器
で
す
か
ら
、
作
製
に

あ
た
っ
て
は
最
高
の
書
き
手
や
鋳
造
技
術
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
を
目
的
に

作
る
わ
け
で
す
か
ら
、
西
周
後
期
当
時
の
正
式
な
書
体
、
い
わ
ゆ
る
正
体

が
こ
の
逨
盤
の
書
体
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
。
現
在
の
楷
書
体
に
あ
た

る
書
体
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

次
の
資
料
（
図
３
）
は
二
〇
〇
二
年
に
湖
南
省
龍
山
県
里
耶
鎮
か
ら
出

土
し
た
竹
簡
で
す
。
約
三
万
七
千
枚
が
出
土
し
、
内
容
は
、
行
政
文
書
、

祠
先
農
簡
、
地
名
里
遼
程
簡
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
里
耶
故
城
の
古

井
戸
か
ら
発
見
さ
れ
、
秦
末
の
戦
乱
期
に
お
い
て
短
期
間
の
う
ち
に
捨
て

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

書
体
は
当
時
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
、
秦
の
隷
書
、
い
わ
ゆ
る
、

漢
の
隷
書
と
区
別
し
て
秦
隷
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
当
時
の
俗

体
の
書
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
正
式
に
文
を
書
く
と
き
は
、
篆
書
と

ｃ

ｄ

図
２　

逨
盤(

ｃ
・
器
形
、
ｄ
・
銘
文)

図
３　

里
耶
秦
簡
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い
う
正
式
書
体
で
書
き
、
日
常
的
に
は
、
篆
文
を
簡
略
化
し
た
秦
の
隷
書
、

秦
隷
で
書
く
。
秦
の
時
代
は
こ
の
二
つ
の
方
法
で
書
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

漢
の
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
の
叙
に
、
秦
に
は
八
体
が
あ
っ
た
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
篆
書
と
隷
書
で
あ
っ
て
、
後
は

こ
の
応
用
体
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
秦
隷
の
面
白
い
所
は
、
書

体
の
変
遷
が
わ
か
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
篆
書
の
天
は
「　
　

」
で
す

が
、こ
れ
が
早
書
き
と
な
る
と
「　
　

」と
な
り
、
二
画
目
、
三
画
目
が
つ
な

が
る
と
「
天
」
と
い
う
隷
書
に
な
り
、
一
方
で
は
速
く
書
く
と
「　
　

」
の

筆
順
と
な
り
「　
　

」
の
草
書
体
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
す
で
に
秦
隷

か
ら
草
隷
書
（
草
書
の
原
型
）
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
ま
す
。「
之
」
の
字

は
篆
書
で
は
「　
　

」
と
書
き
ま
す
が
、
早
書
き
す
る
と
草
隷
で
は
「　
　

」

と
な
り
「　
　

」
と
な
り
、
後
の
草
書
の
原
型
は
こ
う
い
う
早
書
き
に
よ
っ

て
す
で
に
出
来
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
秦
の
日
常
書
写

体
で
あ
る
秦
隷
、
つ
ま
り
こ
れ
が
俗
体
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
書
体

と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
変
遷
で
隷
書
体
や
草
書
体
が
出
来
る
の
か
を

暗
示
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
の
湖
南
、
湖
北
省
は
、
戦
国
時
代
の
楚
に

あ
た
り
、
調
査
の
為
に
湖
北
省
の
博
物
館
や
出
土
現
場
に
も
足
を
運
び
ま

し
た
。
こ
の
湖
北
、
湖
南
の
地
か
ら
は
、
戦
国
、
楚
の
時
代
の
竹
簡
や
、

前
漢
、
後
漢
・
三
国
時
代
の
竹
簡
、
木
簡
類
も
数
多
く
出
土
し
、
書
体
の

変
遷
や
、
当
時
の
行
政
や
風
俗
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　

次
の
こ
の
資
料
（
図
４
）
は
湖
北
省
か
ら
出
土
し
ま
し
た
。
竹
簡
の
数

は
、
一
二
三
六
枚
、
内
容
は
暦
譜
（
こ
よ
み
）
や
二
年
律
令
（
法
律
）
な

ど
で
す
。

　

中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
二
年
律
令
の
中
に
は
、
『
説
文
』
序
に

見
え
る
「
尉
律
に
、
学
童
十
七
己
上
を
以
っ
て
之
を
試
す
。
郡
よ
り
太
史

に
移
し
て
併
せ
て
課
し
、
最
た
る
者
を
以
っ
て
尚
書
の
史
と
為
す
。
」
と

あ
る
こ
と
で
す
。
ま
た
『
漢
書
』
（
芸
文
志
）
に
は
「
太
史
学
童
を
試
し
、

能
く
九
千
字
以
上
を
諷
書
す
れ
ば
、
乃
ち
史
と
な
る
を
得
、
又
六
体
を
以

て
之
を
試
し
、
課
の
最
た
る
も
の
は
以
て
尚
書
・
御
史
の
史
書
令
史
と
為

す
。
」
と
あ
り
、
両
者
の
字
間
に
多
少
の
異
同
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
太
史

が
十
七
歳
以
上
の
学
童
に
文
字
の
試
験
を
課
し
て
九
千
字
以
上
を
書
い
て

読
め
れ
ば
史
（
書
記
官
）
と
な
る
こ
と
が
出
来
、
さ
ら
に
八
体
（
ま
た
は

六
体
）
の
文
字
の
試
験
を
し
て
成
績
が
最
も
優
れ
た
者
を
尚
書
（
御
史
）

の
史
書
令
史
に
採
用
し
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。
多
少
の
異
同
は
あ
る
も

の
の
、
『
漢
書
』
や
『
説
文
』
に
見
ら
れ
る
文
章
が
、
こ
の
張
家
山
簡
中

に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
、
文
献
の
信
憑
性
を
出
土
物
か

ら
確
認
で
き
る
と
い
う
の
が
、
出
土
物
の
威
力
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ

う
。
私
は
こ
の
二
年
律
令
を
基
に
、
秦
の
八
体
の
一
つ
、
殳
書
に
つ
い
て
、

当
時
こ
の
兵
器
の
銘
文
に
書
く
書
体
は
果
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
『
書
学
書
道
史
論
叢
、
二
〇
一
一
年
』
（
萱
原
書
房
）
に
書
き
、

こ
の
異
同
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
ま
し
た
。
二
年
律
令
を
書
体
か
ら
見

る
と
、
こ
れ
も
漢
の
隷
書
、
つ
ま
り
漢
隷
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と

図
４　

張
家
山
前
漢
簡
（
二
年
律
令
）

こ
の
応
用
体
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
秦
隷
の
面
白
い
所
は
、
書

体
の
変
遷
が
わ
か
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
篆
書
の
天
は
「　
　

」
で
す

が
、こ
れ
が
早
書
き
と
な
る
と
「　
　

」と
な
り
、
二
画
目
、
三
画
目
が
つ
な

が
る
と
「
天
」
と
い
う
隷
書
に
な
り
、
一
方
で
は
速
く
書
く
と
「　
　

」
の

が
、こ
れ
が
早
書
き
と
な
る
と
「　
　

」と
な
り
、
二
画
目
、
三
画
目
が
つ
な

筆
順
と
な
り
「　
　

」
の
草
書
体
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
す
で
に
秦
隷

は
篆
書
で
は
「　
　

」
と
書
き
ま
す
が
、
早
書
き
す
る
と
草
隷
で
は
「　
　

」

は
篆
書
で
は
「　
　

」
と
書
き
ま
す
が
、
早
書
き
す
る
と
草
隷
で
は
「　
　

」

は
篆
書
で
は
「　
　

」
と
書
き
ま
す
が
、
早
書
き
す
る
と
草
隷
で
は
「　
　

」

と
な
り
「　
　

」
と
な
り
、
後
の
草
書
の
原
型
は
こ
う
い
う
早
書
き
に
よ
っ

は
篆
書
で
は
「　
　

」
と
書
き
ま
す
が
、
早
書
き
す
る
と
草
隷
で
は
「　
　

」
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こ
ろ
ど
こ
ろ
秦
の
隷
書
、
秦
隷
の
古
い
体
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が

も
っ
と
整
理
さ
れ
る
と
、
伸
び
や
か
な
姿
態
を
基
調
と
し
た
漢
隷
が
出
来

上
が
る
わ
け
で
す
。
書
道
史
的
に
見
れ
ば
こ
れ
も
当
時
の
い
わ
ゆ
る
俗
体

に
あ
た
る
わ
け
で
、
前
漢
時
代
当
初
の
隷
書
の
姿
が
み
ら
れ
る
貴
重
な
資

料
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
。

　

次
の
資
料
（
図
５
）
は
二
〇
〇
四
年
、
湖
南
省
長
沙
東
牌
楼
で
出
土
し

た
後
漢
晩
期
（
一
六
八
～
一
八
九
年
）
の
簡
牘
で
す
。

　

こ
れ
は
す
べ
て
後
漢
の
霊
帝
期
に
あ
た
り
ま
す
。
字
体
は
、
篆
書
・
隷

書
・
草
書
・
行
書
あ
る
い
は
初
期
の
楷
書
と
思
わ
れ
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

後
漢
末
期
の
地
方
官
府
の
書
記
官
た
ち
が
使
用
し
た
も
の
で
書
体
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
幅
を
知
り
得
る
資
料
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
と
り
わ

け
、
行
書
や
初
期
の
楷
書
の
姿
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

の
資
料
と
し
て
は
た
い
へ
ん
重
要
な
も
の
で
す
。
こ
の
資
料
の
中
で
、
私

は
当
時
の
手
紙
が
書
か
れ
た
木
牘
（
幅
の
長
い
木
簡
）
に
注
目
し
ま
し
た
。

（
図
５
）
そ
こ
に
数
枚
に
書
写
さ
れ
た
書
体
は
、
当
時
の
行
書
で
書
か
れ

た
も
の
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
劉
宋
の
時
代
に
羊
欣
（
三
七
〇
～
四
四
二
）
と
い
う
人
が

い
ま
し
て
、
そ
の
人
が
『
古
来
能
書
人
名
』
と
い
う
本
を
著
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
魏
の
鍾
繇
（
一
五
一
～
二
三
〇
）
と
い
う
人
が
３
つ
の
書
体
を

よ
く
書
い
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
銘
石
書
と
い
わ
れ
る
も

の
。
主
に
碑
に
書
か
れ
る
書
体
で
す
。
２
つ
目
に
章
程
書
。
秘
書
に
伝
え
、

小
学
を
教
え
る
書
体
と
い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
当
時
の
楷
書

に
あ
た
り
ま
す
。
３
つ
目
に
行
狎
書
。
行
書
の
こ
と
で
、
当
時
の
手
紙
に

用
い
ら
れ
た
書
体
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
見
る
と
、
新
し
く
出
土

し
た
木
牘
の
手
紙
は
、
こ
の
文
献
と
符
合
す
る
わ
け
で
、
当
時
実
際
に
手

紙
が
行
書
で
書
か
れ
て
い
た
の
だ
な
、
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
わ
け

で
す
。
ま
た
鍾
繇
と
い
う
能
書
家
で
す
が
、
当
時
楷
書
の
名
人
と
し
て
も

伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
東
牌
楼
か
ら
出
土
し
た
漢
簡
を
見
ま
す
と
、

楷
書
の
原
初
的
な
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。
恐
ら
く
、
後
漢
末
に
は
、
書
体
と

し
て
は
未
熟
な
点
画
で
す
が
、
楷
書
の
点
画
、
い
わ
ゆ
る
一
画
の
中
に
〝
起

筆
を
打
ち
込
み
、
引
く
、
最
後
は
止
め
る
〟
と
い
う
〝
ト
ン
、
ス
ー
、
ト

ン
〟
と
い
う
３
つ
の
構
造
、
い
わ
ゆ
る
三
過
折
と
い
う
も
の
が
わ
ず
か
で

す
が
、
一
画
の
中
に
見
ら
れ
ま
す
。
（
図
６
）

　

そ
う
す
る
と
、
鍾
繇
と
い
う
能
書
家
が
、
楷
書
の
名
人
と
し
て
伝
わ
っ

図
５　

東
牌
楼
漢
簡
ａ

図
６　

東
牌
楼
漢
簡
ｂ
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て
い
る
伝
聞
も
、
ど
う
や
ら
、
そ
う
デ
タ
ラ
メ
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
も
わ
か
る
の
で
す
。
彼
の
作
は
、
宋
時
代
に
『
淳
化
閣
帖
』
と
い

う
今
風
に
言
え
ば
、
書
道
全
集
で
す
が
、
そ
の
中
に
数
点
、
石
に
刻
ま
れ

て
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
、
刻
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
東
牌

楼
か
ら
出
土
し
た
楷
書
ら
し
い
書
体
と
よ
く
似
て
い
る
作
品
も
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
て
出
土
物
と
、
文
献
を
お
互
い
に
つ
き
あ
わ
せ
し
て
み
る
と
、

ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
り
ま
す
が
か
な
り
明
確
な
姿
と
い
う
も
の
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
、
そ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
な

ら
ば
、
同
じ
く
走
馬
楼
か
ら
一
九
九
六
年
に
三
国
の
呉
の
木
簡
が
出
土
し

て
お
り
ま
す
。
（
図
７
）
そ
こ
に
簽
牌
（
付
け
札
）
に
上
は
楷
書
で
「
兵

曹
」
と
表
題
が
書
か
れ
、
下
は
行
書
で
そ
の
関
連
語
句
が
記
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
の
兵
曹
の
文
字
は
楷
書
と
い
っ
て
よ
く
、
三
国
の
頃
に
ほ
ぼ
楷

書
の
原
型
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
正

体
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。

　

時
間
の
都
合
上
、
ず
い
ぶ
ん
早
足
で
要
点
だ
け
を
述
べ
、
わ
か
り
に
く

い
点
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
後
に
、
今
後
の
私
の
研
究
を
ど
の

よ
う
に
進
め
て
み
た
い
の
か
、
少
し
お
話
し
ま
す
と
、
西
周
時
代
の
こ
と

は
、
何
し
ろ
古
い
時
代
で
す
か
ら
、
記
録
さ
れ
た
文
献
で
言
え
ば
、『
尚
書
』

と
か
『
詩
経
』
と
い
っ
た
も
の
が
主
な
も
の
で
、
あ
ま
り
残
さ
れ
て
は
お

り
ま
せ
ん
。
私
の
友
人
た
ち
と
、
二
十
年
近
く
、
こ
の
周
時
代
の
青
銅
器

の
銘
文
、
そ
れ
も
出
土
が
新
し
い
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
銘
文
を
解
読

し
て
き
ま
し
た
。
『
二
松
学
舎
大
学
叢
書
』
の
一
つ
と
し
て
、
七
百
万
円

ほ
ど
を
出
し
て
頂
き
、
今
年
の
三
月
ま
で
に
四
冊
解
読
し
、
さ
ら
に
注
を

付
し
た
『
近
出
殷
周
金
文
考
釈
』
と
い
う
本
を
〔
研
文
出
版
〕
か
ら
上
梓

し
ま
し
た
。
古
文
字
の
研
究
機
関
の
あ
る
、
日
本
の
大
学
や
博
物
館
、
そ

れ
に
中
国
の
代
表
的
な
古
文
字
を
研
究
し
て
い
る
大
学
や
中
国
の
国
家
機

関
の
北
京
の
社
会
科
学
院
に
も
送
り
ま
し
た
。
三
月
に
は
北
京
の
社
会
科

学
院
か
ら
も
礼
状
が
届
き
、
少
し
な
が
ら
も
世
界
の
古
文
字
学
に
貢
献
で

き
た
か
な
と
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。
個
人
と
し
て
は
、
さ
ら
に
今
度
は
、

確
定
で
き
る
銘
文
を
基
に
文
献
を
照
合
し
、
で
き
れ
ば
古
い
文
献
の
『
尚

書
』
な
ど
が
、
元
々
ど
の
よ
う
な
体
裁
を
具
え
て
い
た
の
か
な
ど
、
研
究

し
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
の
研
究
の
出
発
点
は
中
国
の
六
朝

時
代
で
し
た
が
、
陸
続
と
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
青
銅
器
や
竹
簡
や

木
簡
を
も
と
に
し
て
、
文
献
と
照
合
し
論
文
を
書
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の

意
味
で
は
丁
度
よ
い
時
期
に
ホ
ッ
ト
な
資
料
を
も
と
に
研
究
出
来
た
こ
と

は
、
幸
せ
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
僚
や
友
人
た
ち
に
恵
ま
れ
、
励
ま
し
と
ご
意
見
を
た
ま
わ
り
、

学
生
た
ち
と
は
毎
年
の
中
国
旅
行
で
楽
し
い
時
間
を
共
有
さ
せ
て
頂
き
、

こ
の
埼
玉
大
学
に
お
い
て
意
義
深
い
教
育
と
研
究
に
携
わ
れ
た
こ
と
は
、

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図
７　

走
馬
楼
漢
簡


