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北
宋
の
司
馬
光

（
一
〇

一
九
～

一
〇
八
六
）
は
、
文
学
の
方
面
で
は
殆
ど

重
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
文
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
少
な
か
ら
ぬ

詩
文
を
作
り
、
ま
た
そ
の
文
学
も
当
時
に
お
い
て
は
影
響
力
を
持

つ
も
の
で

あ

っ
た
。　
一
方
、
欧
陽
脩

（
一
〇
〇
七
～

一
〇
七
二
）
は
周
知
の
よ
う
に
唐

宋
八
大
家
の

一
人
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
古
文
の
復
興
に
勉
め
た
北
宋

文
壇
の
大
御
所
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
古
文
家
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い

る
も
の
の
、
文
学
的
な
繋
が
り
に
つ
い
て
言
え
ば
、
詩
話
の
執
筆
を
除
い
て

注
目
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
論
で
は
、
従
来
注

目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
両
者
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な

お
、
小
論
で
取
り
あ
げ
る
司
馬
光
と
欧
陽
脩
の
詩
文
は
、
基
本
的
に
そ
れ
ぞ

れ

『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
』
（
四
部
叢
刊
初
編
所
収
、
以
下
、
『
温
公
文

集
』
と
略
記
）
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
（四
部
叢
刊
初
編
所
収
、
以
下
、
『文
忠

公
集
』
と
略
記
）
に
基
づ
く
。
ま
た
、
そ
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
清

。
顧
棟

高

『
司
馬
太
師
温
国
文
正
公
年
譜
』
翁
司
馬
光
年
譜
』
所
収
、
中
華
書
局
、

一
九
九
〇
年
）
、
劉
徳
清

『
欧
陽
脩
紀
年
録
』
（上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇

申

尾

健

良Б

六
年
）
に
従
う
。

一
　

司

馬
光

と
欧

陽
脩

の
交

流

司
馬
光
と
欧
陽
脩
の
交
流
が
始
ま

っ
た
の
は
、
嘉
祐
三
年

（
一
〇
五
八
）

欧
陽
脩
が
権
知
開
封
府
、
司
馬
光
が
開
封
府
推
官
と
な

っ
た
時
で
あ
る
。
こ

の
時
、
欧
陽
脩
は
五
十
二
歳
、
司
馬
光
は
四
十
歳
で
あ

っ
た
。
両
者
が
詩
を

応
酬
し
た
形
跡
は
、
翌
嘉
祐
四
年
に
王
安
石
の

「
明
妃
曲
」
に
そ
れ
ぞ
れ
唱

和
し
た
詩
以
外
に
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
後
の
元
豊
二
年

（
一
〇
七

九
）
司
馬
光
が
欧
陽
脩
の

「尚
書
刑
部
郎
中
孫
公
墓
誌
銘
」
「
文
忠
公
集
』

巻
三
三

「
居
士
集
」
巻
三
三
）
を
読
み
、
「悦
然
と
し
て
復
た
公
に
見
ゑ
て

傍
に
侍
坐
す
る
を
得
る
が
如
し
」
と
追
憶
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
詩
の
応

酬
こ
そ
殆
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
両
者
の
関
係
は
良
好
で
あ

っ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
司
馬
光
は
、
欧
陽
脩
の
文
学
を
高
く
評
価
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

今
尊
伯
父
、
既
に
欧
陽
公
の
之
れ
が
墓
誌
を
為
る
有
り
。
欧
陽
公
の
声
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名
は
以
て
天
下
を
服
せ
し
む
る
に
足
り
、
文
章
は
以
て
後
世
に
伝
ふ
る

に
足
る
と
謂
ふ
べ
き
が
如
じ
。
他
人
、
誰
か
能
く
之
れ
に
加

へ
ん
や
。

愚
、
区
区
た
る
を
意
ひ
て
願
ひ
欲
す
、
足
下
の
止
だ
欧
陽
公
の
銘
の
み

を
刻
し
、
隧
外
に
植
し
て
以
て
碑
と
為
さ
ば
、
則
ち
尊
伯
父
の
名
の
、

自
ら
無
窮
に
光
輝
あ
る
べ
き
こ
と
を
。

（司
馬
光

「答
孫
察
長
官
書
」
『
温
公
文
集
』
巻
六
二
）

孫
察
と
い
う
人
物
に
伯
父
孫
甫
の
神
道
碑
を
依
頼
さ
れ
た
司
馬
光
は
、
欧

陽
脩
の
名
声
は
天
下
の
人
々
を
心
服
さ
せ
る
に
足
り
、
そ
の
文
章
は
後
世
に

伝
え
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
何
を
付
け
加
え
る
こ

と
が
あ
ろ
う
か
と
神
道
碑
の
作
成
を
固
辞
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
わ

か
る
よ
う
に
欧
陽
脩
の
文
学
は
、
司
馬
光
に
と

っ
て
賞
賛
に
値
す
る
も
の
で

あ

っ
た
。

た
だ
、
司
馬
光
と
欧
陽
脩
は
、
常
に
良
好
な
関
係
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
三
度
の
衝
突
を
体
験
し
て
い
る
。　
一
度
目
は
、
科

挙
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
北
宋

の
当
時
は
、
北
方
出
身
者
と
南
方
出
身
者
と
の
間
に
対
立
関
係
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
あ

っ
た
。
司
馬
光
と
欧
陽
脩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
者
は
山
西
出

身
、
後
者
は
江
西
出
身
で
あ
る
。
英
宗
の
治
平
元
年

（
一
〇
六
四
）
八
月
に

司
馬
光
が
、
科
挙
の
及
第
者
に
北
方
出
身
者
よ
り
、
南
方
出
身
者
が
多
く
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
科
挙
の
及
第
者
の
出
身
地
の
分
布
に
偏
り
が
あ
る
こ
と

を
憂
い
、
「貢
院
乞
逐
路
取
人
状
」
「
温
公
文
集
』
巻
三
〇
）
を
上
奏
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
欧
陽
脩
は
こ
れ
に
対
し
て

「
論
逐
路
取
人
札
子
」
翁
文
忠
公

集
』
巻

一
一
三

「奏
議
」
巻

一
七
）
を
上
奏
し
、
南
方
人
が
北
方
人
よ
り
及

第
者
が
多
い
の
は
競
争
力
の
差
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
、
司
馬
光
の
建
議
を

退
け
た
の
で
あ
る
。
三
度
目
は
、
「撲
議
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
既
に
小
林
義
廣
氏
の
研
究
に
お
い
て
委
細
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
重

複
を
避
け
る
が
、
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
仁
宗
の
養
子
と
な

っ
た
英
宗
の
実

父
の
呼
称
を
め
ぐ

っ
て
、
司
馬
光
及
び
台
諌
の

一
派
と
、
欧
陽
脩
を
始
め
と

す
る
中
書
側
と
が
二
手
に
分
か
れ
て
激
論
を
交
わ
し
、
最
終
的
に
は
欧
陽
脩

側
の
意
見
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

こ
の
三
度
の
対
立
の
外

に
、
欧
陽
脩
と
司
馬
光
の
間
に
は
国
家
観
や
経
書
観
に
つ
い
て
も
見
解
が
分

か
れ
て
お
り
、
そ
の
思
想
や
信
条
に
は
異
な
る
も
の
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
漠
議
で
鋭
く
対
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
人
間
関
係

が
破
綻
を
き
た
す
こ
と
は
な
か

っ
た
。
欧
陽
脩
は
濃
議
の
後
、
治
平
四
年

（
一
〇
六
七
）
に

「
薦
司
馬
光
札
子
」
「
文
忠
公
集
』
巻

一
一
四

「奏
議
」

巻

一
八
）
を
上
奏
し
、
司
馬
光
を
翰
林
学
士
に
推
薦
し
て
い
る
。
小
林
氏
が

司
馬
光
の

「書
孫
之
翰
墓
誌
後
」
「
温
公
文
集
』
巻
七
九
）
を
例
に
挙
げ
て

述
べ
る
よ
う
に
、
欧
陽
脩
は
甚
だ
公
正
な
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
司
馬
光
も

認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
欧
陽
脩
自
身
が
恩
讐
を
超

え
た
境
地
を
見
据
え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
司
馬
光
は
文
学
ば
か
り
で
な

く
、
欧
陽
脩
の
こ
う
し
た
人
柄
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
司
馬

光
と
欧
陽
脩
は
、
濃
議
等
の
問
題
で
は
対
立
し
た
も
の
の
、
晩
年
に
至
る
ま

で
交
流
が
あ
り

（後
述
）
、
政
治
的
な
立
場
の
相
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
良
好

な
人
間
関
係
が
保
た
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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二
　

司

馬
光

に
見

え

る
欧

陽
脩

の
影
響

司
馬
光
が
欧
陽
脩
の
影
響
を
受
け
た
と
目
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
第

一
に

挙
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
『
続
詩
話
』

の
執
筆

で
あ
ろ
う
。
司
馬
光
は

『
続
詩
話
』
の
序
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

詩
話
は
尚
ほ
遺
れ
る
者
有
り
。
欧
陽
公
の
文
章
の
名
声
、
及
ぶ
べ
か
ら

ず
と
雖
も
、
然
し
て
事
を
記
す
は

一
な
り
。
故
に
敢

へ
て
続
け
て
之
を

書
す
。

（司
馬
光

「続
詩
話
序
」
『
増
広
司
馬
温
公
全
集
』
巻

一
〇
六
）
。

こ
の
序
に
は
、
司
馬
光
が
欧
陽
脩
の

『六

一
詩
話
』
を
継
承
す
る
も
の
と

し
て

『
続
詩
話
』
を
著
し
た
と
あ
る
。
そ
の
意
図
が
那
辺
に
あ

っ
た
か
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
司
馬
光
と
欧
陽
脩
と
の
間
に
共
通
し

て
見
ら
れ
る
事
象
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

（
ア
）
酔
翁
と
迂
豊

司
馬
光
と
欧
陽
脩
の
両
者
が
、
共
に
唐
の
白
居
易
の
閑
適
の
生
活
を
受
容

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
欧
陽

・
司
馬
の

両
者
の
白
居
易
受
容
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
も
の
に
別
号
が
あ
る
。
欧
陽
脩

の
別
号
は

「酔
翁
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
慶
暦
六
年

（
一
〇
四
六
）
左
遷
の

地
で
あ
る
船
州
に
て
唱
え
ら
れ
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
欧
陽
脩
が
酔
翁
と
号

し
た
の
は
、
洛
陽
に
退
居
し
た
白
居
易
の
よ
う
に
、
名
利
の
世
界
に
拘
束
さ

れ
な
い
自
由
な
精
神
生
活
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
欧
陽
脩
は
必
ず
し
も
こ
の
境
遇
に
安
住
し
た
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
。
小
林
義
廣
氏
は
、
欧
陽
脩
が
後
年
の
詩
に

「我
時
に
四
十
に
し
て
猶
ほ

彊
力
な
る
も
、
自
ら
酔
翁
と
号
し
て
柳
か
客
に
戯
る
」
翁
贈
沈
遵
」
『
文
忠

公
集
』
巻
六
）
な
ど
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が

「酔
翁
」
と
名
乗

っ

た
の
は
範
晦
で
あ

っ
た
と
見
な
す
。
司
馬
光
が
熙
寧
六
年

（
一
〇
七
三
）
洛

陽
に
て

「独
楽
園
記
」
を
著
し
、
「
迂
隻
」
と
号
し
た
こ
と
は
、
自
身
の
政

治
的
立
場
を
朝
晦
す
る
行
い
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
嘗
て
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
司
馬
光
は
欧
陽
脩
を
踏
襲
し
、
欧
陽
脩
と
同

じ
く
政
治
的
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と
を
機
縁
と
し
て
、
自
居
易
の

詩
句
を
別
号
と
し
て
用
い
、
自
ら
の
立
場
を
朝
晦
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

別
号
の
問
題
を
み
て
も
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
司
馬
光
に
対
す
る
欧
陽
脩
の

影
響
は
、
甚
だ
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（イ
）
真
率
会
と
会
老
堂
の
集
会

別
号
の
外
に
、
司
馬
光
が
欧
陽
脩
の
影
響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
も
の

に
、
「
真
率
会
」
と
称
す
る
老
人
集
会

（畜
老
会
）
を
営
ん
だ
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
王
水
照
氏
は
、
欧
陽
脩
が
青
年
期
に
洛
陽
で
催
し
た

「八
老
」
の

集
会
は
、
白
居
易
の
尚
歯
会
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
司
馬
光
ら
の

畜
老
会
も
、
遠
く
は
自
居
易
に
倣
い
、
近
く
は
こ
の

「
八
老
」
の
集
会
を

慕

っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
。
し
か
し
、
司
馬
光
に
先
行
す
る
書
老
会
で
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
八
老
の
集
会
と
真
率
会
と
を
直
接
結
び

つ
け
る
こ
と
に
、

筆
者
は
い
さ
さ
か
躊
躇
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
確
か
に
欧
陽
脩

司
馬
光
と
欧
陽
脩
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は
司
馬
光
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
欧
陽
脩
は
ま
だ
少
壮
の

士
大
夫
で
あ
り
、
司
馬
光
と
は
社
会
的
地
位
や
政
治
的
環
境
が
大
き
く
異
な

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
集
会
が
行
わ
れ
た
時
期
も
、
司
馬
光
の
洛
陽
時
代
と

四
十
年
ほ
ど
隔
た

っ
て
お
り
、
皇
祐
二
年

（
一
〇
五
〇
）
に
北
宋
で
最
初
に

退
休
し
た
高
級
官
僚
に
よ

っ
て
実
際
に
開
催
さ
れ
た
杜
街
の
五
老
会
の
方
が

時
期
的
に
よ
り
近
い
。
筆
者
は
、
司
馬
光
の
薔
老
会
は
、
欧
陽
脩
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
さ
ら
に
直
近
の
音
老
会
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
欧
陽
脩
晩
年
の
老
人
集
会
で
あ
る
。

王
安
石
の
新
法
に
反
対
し
た
欧
陽
脩
は
、
熙
寧
四
年

（
一
〇
七

一
）
知
察

州

（河
南
省
汝
陽
県
）
を
辞
し
、
頴
州

（河
南
省
邸
陵
県
）
に
退
隠
し
た
。

そ
し
て
嘗
て
の
同
僚
で
あ
り
、
同
じ
く
致
仕
し
て
い
る
趙
概
と
会
合
を
持

っ

て
い
る
。
そ
れ
が
会
老
堂
の
集
会
で
あ
る
。

正
献
公

（呂
公
著
）
、
頴
に
守
た
り
し
時
、
趙
康
靖
公
概
、
宋
自
り
欧

陽
公
を
頴
に
訪
ふ
。
公
二
人
と
与
に
欧
陽
公
の
第
に
会
燕
し
、
因
り
て

其
の
堂
に
名
づ
け
て
会
老
堂
と
日
ふ
。

（呂
希
哲

『
呂
氏
雑
記
』
巻
下
）

趙
概
は
南
京
応
天
府

（河
南
省
商
丘
市
）
よ
り
遠
路
を
厭
わ
ず
頴
州
を
訪

問
し
、
欧
陽
脩
と
歓
楽
を
尽
く
し
た
。
呂
公
著
が
頴
州
に
知
事
と
し
て
在
任

し
た
の
は
、
熙
寧
三
年
四
月
か
ら
熙
寧
五
年
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
ま
た
欧

陽
脩
が
呉
充
に
宛
て
た
書
簡
の
題
注
に
熙
寧
五
年
の
年
号
が
見
え
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
集
会
は
欧
陽
脩
の
最
晩
年
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
を
見

卜
？
つ
。

近
ご
ろ
叔
平

（趙
概
）
に
、
南
都
自
り
恵
然
と
し
て
訪
は
る
。
此
の

事
、
古
人
の
重
ん
ず
る
所
な
る
も
、
近
世
絶
だ
稀
な
れ
ば
、
始
め
て
風

月
の
閑
人
に
属
す
る
を
知
る
な
り
。
呵
呵
。
天
本
老
堂
」
三
篇
有
り
。

方
め
て
石
に
刻
み
、
続
け
て
納
む
。

翁
与
呉
正
献
公
」
『
文
忠
公
集
』
巻

一
四
五

「書
簡
」
巻
二
）

こ
の
書
簡
に
拠
れ
ば
、
欧
陽
脩
は

「会
老
堂
」
詩
三
篇
を
石
に
刻
ん
で
記

念
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
集
会
を
知

っ
て
韓
埼
が
、
「
洛
社
　
図
を
成

し
て
弦
に
合
し
易
じ
、
越
渓
　
櫂
を
回
ら
す
は
彼
れ
何
の
情
ぞ
」
と
詠
む
詩

を
寄
せ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
天
本
老
堂
」
の
集
会
は
白
居
易
の

尚
歯
会

（洛
社
）
を
多
分
に
意
識
し
た
も
の
で
も
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
欧
陽
脩
が
頴
州
に
て
こ
の
よ
う
な
詩
会
を
開
く
背
景
に
は
、

い
か
な
る
事
情
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
蘇
就
の
次
の

文
章
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

伏
し
て
惟
ん
み
る
に
、
致
政
観
文
少
師
、
全
徳
は
名
を
な
し
難
く
、
巨

材
は
器
と
な
ら
ず
、
事
業
は
三
朝
の
望
に
し
て
、
文
章
は
百
世
の
師
た

り
。
（中
略
）
而
る
に
乃
ち
力
め
て
未
だ
及
ば
ざ
る
の
年
に
辞
し
、
托

さ
る
る
よ
り
退
き
て
能
は
ざ
る
を
以
て
止
む
。
大
勇
は
怯
む
が
若
く
、

大
知
は
愚
な
る
が
如
じ
。
至
貴
は
軒
見
無
く
し
て
栄
え
、
至
仁
は
導
引

せ
ず
し
て

寿

し
。
其
の
得
る
所
を
較
ぶ
れ
ば
、
執
か
昔
よ
り
多
か
ら

ん
。醐

貪

掏

潮

―

暑

ゴ
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（蘇
戟

「賀
欧
陽
少
師
致
仕
啓
」
『東
妓
集
』
巻
二
七
）

こ
の
文
章
の
内
容
は
、
主
に
は
欧
陽
脩
の
致
仕
に
あ
た

っ
て
、
彼
の
功
績

を
顕
賞
し
、
そ
の
退
居
を
惜
じ
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
蘇
戟
は

「
明
哲

保
身
の
全
う
す
る
を
喜
ぶ
」
と
、
欧
陽
脩
が
朝
廷
の
俵
臣
た
ち
に
陥
れ
ら
れ

る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
致
仕
す
る
こ
と
に
よ
り
明
哲
保
身
の
道
を
全
う

し
た
と
慶
賀
し
て
い
る
。
蘇
戟
の
文
章
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
当
時
の
欧
陽

脩
は
致
仕
す
る
に
は
ま
だ
若
か

っ
た
か
ら
、
政
争
か
ら
身
を
避
け
る
た
め
に

や
む
を
得
ず
致
仕
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

欧
陽
脩
は
不
遇
な
時
期
を

「酢
翁
」
や

「六

一
居
士
」
と
号
し
、
風
流
な

生
活
を
楽
し
む
こ
と
で
乗
り
き
ろ
う
と
し
た
文
人
で
あ
る
が
、
ズ
ム
老
堂
」

の
詩
会
も
そ
う
し
た
風
流
な
生
活
の

一
環
と
し
て
営
ま
れ
た
。
そ
し
て
洛
陽

に
退
居
し
、
晩
年
の
欧
陽
脩
と
同
様
の
境
遇
に
あ

っ
た
司
馬
光
は
、
欧
陽
脩

を
意
識
し
て
欧
陽
脩
の

「詩
話
」
「
別
号
」
「書
老
会
」
の
三

つ
を
継
承
し
、

不
遇
な
境
遇
に
耐
え

つ
つ
現
実
に
向
き
合

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
外
に
も

司
馬
光
が
欧
陽
脩
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は

「清
風
明
月
」

の
愛
好
で
あ
る
。

〓
一　
司
馬
光
と
欧
陽
脩

に
お
け
る

「
清
風
明
月
」

司
馬
光
が
、
欧
陽
脩
に
最
も
大
き
く
影
響
を
受
け
た
の
は
、
逆
境
に
在
り

な
が
ら
、
挫
け
る
こ
と
の
な
い
精
神
の
在
り
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
司
馬
光
の

「独
楽
園
記
」
を
掲
げ
よ
う
。

迂
史
謝
し
て
曰
く
、
史
は
愚
な
れ
ば
、
何
ぞ
君
子
に
比
す
る
を
得
ん

や
。
自
か
ら
楽
し
み
て
足
ら
ざ
る
を
恐
る
。
安
く
ん
ぞ
能
く
人
に
及
ぼ

さ
ん
や
。
況
ん
や
史
の
楽
し
む
所
の
者
は
、
薄
陸
部
野
に
し
て
、
皆
な

世
の
棄

つ
る
所
の
も
の
な
り
。
推
し
て
以
て
人
に
与
ふ
る
と
雖
も
、
人

且
に
取
ら
ざ
る
べ
し
。
豊
に
之
れ
を
強
ふ
る
を
得
ん
や
。
必
ず
や
人
の

肯

へ
て
此
の
楽
し
み
を
同
じ
く
せ
ん
と
す
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
再
拝
し

て
之
れ
を
献
ぜ
ん
。
安
く
ん
ぞ
敢

へ
て
之
れ
を
専
ら
に
せ
ん
か
。

「
温
公
文
集
』
巻
六
六
）

こ
れ
は

「独
楽
園
記
」
の
最
後
段
で
あ
る
が
、
傍
線
を
附
し
た
部
分
に
見

え
る
よ
う
に
、
司
馬
光
は
世
間
の
人
々
が
価
値
を
見
い
だ
さ
な
い
所
を
楽
し

み
の
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
俗
世
の
価
値
観
に
反
す
る
言
説
は
、

実
は
欧
陽
脩
に
よ

っ
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

山
気
無
四
時
　
　
山
気
　
四
時
無
く

幽
花
常
胴
郷
　
　
幽
花
　
常
に
姻
郷
た
り

石
泉
咽
然
鳴
　
　
石
泉
　
咽
然
と
し
て
鳴
り

野
艶
笑
而
佐
　
　
野
艶
　
笑
ひ
て
任
ひ
て
ま
ふ
が
ご
と
し

賓
歓
正
誼
詳
　
　
賓
は
歓
び
て
正
に
誼
詳
た
り

翁
酔
己
麦
義
　
　
翁
は
酔
ひ
て
己
に
麦
義
た
り

我
楽
世
所
悲
　
　
我
が
楽
し
み
は
世
の
悲
し
む
所
な
り

衆
馳
予
玖
輌
　
　
衆
は
馳
せ
　
予
は
軟
輛
に
あ
り

（欧
陽
脩

「
思
二
亭
送
光
禄
謝
寺
丞
帰
除
陽
」
其

一

『
文
忠
公
文
集
』
巻
五
四

「外
集
」
巻
四
）

司
馬
光
と
欧
陽
脩
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司
馬
光
と
欧
陽
脩

こ
の
詩
は
、
皇
祐
元
年

（
一
〇
四
九
）
頴
州
に
て
、
除
州
に
帰
る
謝
績
に

寄
せ
た
詩
で
あ
る
が
、
欧
陽
脩
は

「
酔
翁
亭
記
」
を
作

っ
た
頃
を
回
想
し

て
、
「我
が
楽
し
み
は
世
の
悲
じ
む
所
な
り
」
と
詠
ん
で
い
る
。
通
常
で
あ

れ
ば
僻
地
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
を
悲
じ
む
べ
き
と
こ
ろ
を
、
山
水
を
賞
玩
じ

て
楽
し
ん
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
逆
境
に
在
り
な
が
ら
精
神
の

余
裕
を
失
う
ま
い
と
す
る
態
度
は
、
独
楽
園
内
の
自
然
を
愛
で
、
「
雙
の
楽

し
む
所
の
者
は
、
薄
陸
部
野
に
し
て
、
皆
な
世
の
棄

つ
る
所
の
も
の
な
り
。

推
し
て
以
て
人
に
与
ふ
る
と
雖
も
、
人
且
に
取
ら
ざ
る
べ
し
」
と
述
べ
る
司

馬
光
に
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「独
楽
園
記
」
の
中
で
は
、

こ
う
し
た
司
馬
光
の
楽
し
み
が
、
よ
り
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

唯
だ
意
の
適
ふ
所
は
、
一回
同
］
時
に
至
り
、
一日
回
］
自
ら
来
た
り
。
行
き

て
は
牽
く
所
無
く
、
止
ま
り
て
は
梶
む
る
所
無
し
。
耳
目
肺
腸
、
悉
く

己
の
有
す
る
と
こ
ろ
と
為
る
。
隅
隅
焉
、
洋
洋
焉
と
し
て
、
天
壌
の
間

に
復
た
何
の
楽
し
み
か
以
て
此
れ
に
代
ふ
べ
き
有
る
か
を
知
ら
ざ
る
な

あ

ツ

。

司
馬
光
の
楽
し
み
は
、
明
月
が
照
ら
し
、
清
風
の
吹
く
夜
、
独
楽
園
の
内

を
逍
遥
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
気
ま
ま
な
散
策
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な

く
、
目
に
ふ
れ
る
も
の
、
耳
に
入
る
も
の
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
感
慨
な
ど
の
全
て
が
自
身
の
所
有
物
に
な
る
。
そ
し
て
天
地
の
間

に
こ
の
楽
し
み
に
代
替
で
き
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
、
独
楽
園

内
の
楽
し
み
を
至
高
の
楽
し
み
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
司
馬
光
の
こ

う
し
た
自
然
の
景
物
に
無
上
の
価
値
を
与
え
る
態
度
は
、
次
の
蘇
戟
の
文
章

に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

夫
れ
天
地
の
間
、
物
に
は
各
お
の
主
有
り
。
荀
し
く
も
吾
が
有
す
る
所

に
非
ざ
れ
ば
、　
一
宅
と
雖
も
取
る
こ
と
莫
じ
。
惟
だ
江
上
の
国
円
四

と
、
山
間
の
同
日
四
と
、
耳
之
れ
を
得
な
ば
声
と
為
し
、
目
之
れ
と
遇

は
ば
色
と
成
す
。
之
れ
を
取
り
て
禁
ず
る
無
く
、
之
れ
を
用
ひ
て
颯
く

さ
ず
。
是
れ
造
物
者
の
無
尽
蔵
な
り
。
而
し
て
吾
れ
と
子
の
共
に
適
す

る
所
な
り
。

（蘇
戟

「前
赤
壁
賦
」
『東
岐
集
』
巻

一
九
）

こ
の
賦
は
、
蘇
戟
が
黄
州

（湖
南
省
黄
岡
市
）
に
左
遷
さ
れ
た
時
期
に
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
司
馬
光
の
よ
う
に
自
身
の
庭
園
で
は
な
く
、
大
自
然

の
風
景
を
、
こ
れ
を
鑑
賞
す
る
人
の
所
有
と
見
な
す
な
ど
発
想
の
ス
ケ
ー
ル

が
大
き
い
が
、
や
は
り

「清
風
明
月
」
の
夜
に
自
然
を
鑑
賞
し
て
楽
し
む
点

で
は
共
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「清
風
明
月
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の

は
、
李
自
の

「一装
陽
歌
」
に
、
「
清
風
明
月

　
一
銭
を
も
用
い
ず
」
と
あ
る

の
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
北
宋
で
こ
れ
を
踏
襲
し
た
の
が
欧
陽
脩
な

の
で
あ
る
。

目
冊
Ⅲ
日
□
本
無
価
、
可
惜
祗
売
四
万
銭
。

（欧
陽
脩

「槍
浪
亭
」
『
文
忠
公
集
』
巻
三

「
居
士
集
」
巻
三
）

金
馬
玉
堂
三
学
士
、
一日
回
回
□
］
両
閑
人
。

（欧
陽
脩

「会
老
堂
致
語
」
『
文
忠
公
集
』
巻

一
三

一

「
近
体
楽
府
」
巻

一
）
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こ
れ
ら
の
用
例
を
見
れ
ば
、
欧
陽
脩
が

「清
風
明
月
」
を
誰
の
所
有
物
で

も
な
く
、
自
然
を
愛
好
す
る
人
と
共
に
在
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
南
宋
の
許
顎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「会
老
堂
致
語

。
口
号
」

に
見
え
る

「
清
風
明
月
両
閑
人
」
の
語
は
、
『
南
史
』
謝
誌
伝
に
基
づ
く
と

見
ら
れ
る
が
、
欧
陽
脩
は
李
自
の
詩
句
に
加
え
て
謝
誌
の
故
事
を
踏
ま
え
、

「清
風
明
月
」
を
風
流
を
愛
す
る
人
の
友
と
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な

立
場
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
の
が
、
次
に
挙
げ
る
文
で
あ
る
。

昔
者
、
王
子
猷
の
竹
を
愛
じ
、
門
に
造
る
も
主
人
を
間
は
ず
。
陶
淵
明

の
輿
に
臥
し
、
酒
に
遇

へ
ば
便
ち
道
士
に
留
ま
る
。
況
ん
や
西
湖
の
勝

概
、
東
頴
の
佳
名
を

檀

に
す
る
を
や
。
美
景
良
辰
、
固
よ
り
高
会
多

じ
と
雖
も
、
而
る
に
固
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
四

、
幸
ひ
に
し
て
閑
人
に
属
す
。
撤
に

遊
び
、
或
ひ
は
良
朋
と
結
び
、
興
に
乗
ず
れ
ば
、
時
に
独
り
往
き
、
鳴

蛙
を
暫
く
聴
く
こ
と
有
り
。
安
く
ん
ぞ
官
に
属
す
る
と
私
に
属
す
る
と

を
間
は
ん
や
。
曲
水
流
れ
に
臨
み
、
自
ら

一
腸
し
て

一
（詠
し
、
歓
に
至

る
べ
し
。
然
し
て
意
を
会
り
て
亦
た
傍
に
人
無
き
が
若
し
。
乃
ち
知
る

偶
た
ま
来
る
は
常
に
特
だ
来
る
に
勝
れ
る
を
。
前
言
信
ず
べ
し
。
有
す

る
所
は
己
が
有
に
非
ず
と
雖
も
、
其
の
得
る
と
こ
ろ
は
己
に
多
し
。
因

り
て
旧
関
の
辞
を
献
し
て
、
写
す
に
新
声
の
調
を
以
て
し
、
敢

へ
て
薄

伎
を
陳
べ
て
、
柳
か
清
歓
を
佐
け
ん
。

（欧
陽
脩

「西
湖
念
語
」
『
文
忠
公
集
』
巻

一
三

一

「近
体
楽
府
」
巻

一
）

こ
れ
は
欧
陽
脩
が
晩
年
に
頴
州
で
作

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
東

晋
の
王
徽
之

。
陶
淵
明
の
風
流
に
倣
い
、
さ
ら
に
頴
州
の
好
風
景
を
愛
で
る

楽
し
み
を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
清
風
明
月
が
閑
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
共
に
遊
ぶ
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
当

時
の
欧
陽
脩
は
中
央
か
ら
離
れ
、
片
田
舎
の
生
活
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
洛
陽
に
退
居
し
た
司
馬
光
が
、
こ
の
文
章
で
言

及
さ
れ
て
い
る
王
徽
之

・
陶
淵
明
を
慕
う
こ
と
を

「独
楽
園
七
題
」
の
中
で

述
べ
、
さ
ら
に

「
清
風
明
月
」
を
愛
好
す
る
精
神
を
継
承
す
る
だ
け
で
な

く
、
こ
れ
を
無
上
の
楽
し
み
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

司
馬
光
は
洛
陽
に
て
、
「
朋
の
来
る
に
惟
だ
月
有
る
の
み
、
山
見
ゆ
る
も
銭

を
須
ひ
ず
」
翁
和
王
安
之
題
独
楽
」
『
温
公
文
集
』
巻

一
四
）
と
詠
み
、
や

は
り
自
然
を
閑
人
の
所
有
物
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
以
上
を
見
れ
ば
、

蘇
就
の

「前
赤
壁
賦
」
よ
り
以
前
に
、
欧
陽
脩
か
ら
司
馬
光

へ
と

「清
風
明

月
」
に
代
表
さ
れ
る
自
然
を
鑑
賞
者
の
所
有
物
と
し
て
目
す
る
価
値
観
が
形

作
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
蘇
戟
に
よ
っ
て
結
実
し
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
三
者
が

「清
風
明
月
」
に
心
を
向
け
た
の
は
、
い
ず
れ
も

左
遷
等
に
よ
り
都
を
離
れ
、
同
様
な
境
遇
に
陥

っ
た
文
人
に
思
い
を
致
し
た

時
で
あ

っ
た
と
見
え
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
司
馬
光
に
お
け
る

「清
風

明
月
」
は
、
欧
陽
脩
か
ら
蘇
戟
に
お
け
る
そ
れ
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
と

一言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
司
馬
光
は
何
故
こ
の
よ
う
に
欧
陽
脩
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
案
ず
る
に
司
馬
光
が
欧
陽
脩
に
対
し
て
、
長
年
に
わ
た
る
友
誼
は
勿

論
の
こ
と
、
逆
境
に
あ

っ
て
は
自
身
の
生
活
を
風
流
な
も
の
へ
と
昇
華
さ

司
馬
光
と
欧
陽
脩
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せ
、
高
尚
な
趣
味
に
沈
潜
し
た
欧
陽
脩
を
敬
慕
し
た
か
ら
で
は
な
か

っ
た
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
別
号
や
畜
老
会
を
行
い
、
自
然
の
愛
好
を
無
上

の
価
値
と
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
合
山
究
氏
が
嘗
て
論
じ
た
よ
う
に
、

欧
陽
脩
は
北
宋
の
士
大
夫
の
文
人
生
活
を
切
り
開
い
た
人
物
で
あ
る
。
司
馬

光
は
、
逆
境
に
あ

っ
た
洛
陽
時
代
に
、

こ
の
敬
愛
す
る
文
人
を
模
範
と
し

て
、
そ
の
文
人
生
活
を
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ

り

に

以
上
、
司
馬
光
に
見
え
る
欧
陽
脩
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
司
馬
光

は
政
争
に
敗
れ
た
結
果
、
洛
陽
に
退
居
す
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
の
文
人

生
活
に
は
欧
陽
脩
の
影
響
が
確
か
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
司
馬
光
が
欧
陽
脩

に
共
感
じ
、
倣

っ
た
の
は
、
地
方
に
在

っ
た
欧
陽
脩
が
官
僚
生
活
と
は
別
に

行

っ
た
活
動
、
特
に
自
然
を
愛
好
す
る
生
活
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な

っ
た
と
思
う
。
司
馬
光
は
欧
陽
脩
に
対
し
て
敬
愛
す
る
気
持
ち
が
強
か

っ

た
こ
と
は
小
論
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
欧
陽
脩
に
と

っ
て
の
司
馬
光
は

ど
う
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
次
の
文
章
は
、
欧
陽
脩
か
ら
司
馬
光
に
宛
て
た

書
簡
で
あ
る
。

修
啓
す
。
修
、
衰
病
を
以
て
生
を
餘
す
。
上
恩
の
仮
を
寛
う
し
、
其
の

懇
ろ
に
至
る
を
哀
し
み
、
遂
に
帰
老
せ
し
む
る
を
蒙
る
。
門
を
里
巷
に

杜
じ
て
自
り
、
世
と
日
び
に
疎
じ
。
惟
だ
窃
か
に
自
ら
念
ふ
に
、
幸
ひ

に
早
よ
り
当
世
賢
者
の
遊
び
に
従
ふ
を
得
て
、
其
の
欽
響
徳
義
に
於
け

る
や
、
未
だ
始
て
少
き
よ
り
心
に
忘
れ
ざ
る
の
み
。
近
ご
ろ
張
寺
丞
洛

自
り
来
り
、
恵
む
所
の
書
を
出
だ
せ
り
。
其
の
感
慰
を
為
す
や
、
何
ぞ

言
ふ
に
勝
ふ
べ
け
ん
や
。
起
居
を
仰
ぎ
詞
ふ
を
得
る
に
因
り
て
、
宴
ら

か
に
し
て
優
閑
に
処
り
、
履
ひ
に
し
て
清
福
を
況
す
を
承
く
る
を
喜

ぶ
。
春
候
、
喧
和
な
れ
ば
、
更
に
時
に
愛
重
を
為
す
を
真
ふ
。
措
紳
の

以
て
望
み
有
る
所
に
副
ふ
る
は
、
独
り
田
畝
も
て
垂
尽
せ
し
む
る
人
の

区
区
た
る
に
非
ざ
る
を
以
て
な
り
。
不
宣
。
修
、
再
拝
す
。
端
明
侍
読

留
台
執
事
　
一二
月
初
二
日
。

（欧
陽
脩

「尺
贖
し

こ
の
書
簡
に
お
い
て
欧
陽
脩
は
、
司
馬
光
が
近
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
を

送

っ
て
来
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
時
は
熙
寧
五
年

（
一
〇
七
二
）
二
月
、

司
馬
光
が
洛
陽
に
退
居
し
て

一
年
後
で
あ
る
。
司
馬
光
の
書
簡
は

『
温
公
文

集
』
に
見
え
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ

っ
た
か
は
推
測
す
る
し
か

な
い
が
、
こ
の
書
簡
の
末
尾
に

「青
苗
法
」
の
施
行
に
関
連
す
る
内
容
が
見

え
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
近
況
の
外
に
新
法
派
の
政
策
に
つ
い
て
の
意
見

も
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
司
馬
光
に
対
し
て
欧
陽
脩
が
、
世
の
士

大
夫
達
が
司
馬
光
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
手
紙
を
締
め
く

く

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
欧
陽
脩
に
と

っ
て
司
馬
光
は
、
認
め
る
に
堪
え
う

る
人
物
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
司
馬
光
が
欧

陽
脩
を
敬
慕
し
た
の
も
、
こ
の
尊
敬
す
る
文
人
の
期
待
を
受
け
た
こ
と
も
大

き
く
影
響
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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注
（１
）
拙
稿

「司
馬
光
の
洛
陽
退
居
生
活
と
そ
の
文
学
活
動
」
「
日
本
中
国
学
会

報
』
六
〇
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（２
）
劉
徳
清

『欧
陽
脩
紀
年
録
』
嘉
祐
三
年
の
条
を
参
照
。

（３
）
王
安
石

「
明
妃
曲
」
に
対
す
る
欧
陽
脩

・
司
馬
光
の
唱
和
詩
に
つ
い
て

は
、
内
山
精
也

「
明
妃
曲
考

（上

。
下
ご

（『檄
橋
』
五

・
六
、
宋
代
詩
文

研
究
会
、　
一
九
九
二

。
一
九
九
五
年
）
に
詳
し
い
。

（４
）
該
当
す
る
原
文
は
次
の
通
り
。
「公

（孫
甫
）
弟
子
崇
信
令
察
、
示
光
以

欧
陽
所
課
公
墓
誌
。
光
読
之
、
悦
然
如
復
見
公
得
侍
坐
於
傍
也
。
」
（司
馬
光

『
温
公
文
集
』
巻
七
九
、
量
日孫
之
翰
墓
誌
後
し

（
５
）
原
文
は
次
の
通
り
。
ズ
「尊
伯
父
既
有
欧
陽
公
為
之
墓
誌
。
如
欧
陽
公
可

謂
声
名
足
以
服
天
下
、
文
章
足
以
伝
後
世
実
。
他
人
誰
能
加
之
。
愚
意
区
区

欲
願
足
下
止
刻
欧
陽
公
之
銘
、
植
於
隧
外
以
為
碑
、
則
尊
伯
父
之
名
、
自
可

光
輝
於
無
窮
。
」

（６
）
劉
徳
清

『欧
陽
脩
紀
年
録
』
治
平
元
年
の
条
、
及
び
程
民
生

『宋
代
地
域

文
化
』
（河
南
大
学
出
版
社
、　
一
九
九
七
年
）
第
四
章

「科
挙
制
反
映
的
地

域
文
化
差
異
」
二
二
七
～
二
三
〇
頁
を
参
照
。

（７
）
小
林
義
廣

『欧
陽
脩
　
そ
の
生
涯
と
宗
族
』
（創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

第
六
章

「濃
議
論
争
―
あ
る
べ
き
国
家
像
を
求
め
て
」
を
参
照
。

（８
）
注
７
所
掲
書
、
附
篇
第
二
章

「潟
道
論
―
欧
陽
脩
と
司
馬
光
」
に
は
、
司

馬
光
と
欧
陽
脩
に
と
っ
て
の
国
家
観
に
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
小
林
氏
に
拠
れ
ば
、
前
者
は

「国
家
主
義
説
」
で
あ
り
、
後
者
は

「皇
帝
機
関
説
」
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
司
馬
光
と
欧
陽
脩
は
共
に
歴
史
家

で
も
あ
り
、
『春
秋
』
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
経
書
観
に
つ
い
て

は
意
見
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
武
内
義
雄

『中
国
思
想
史
』
（岩
波
書
店
、

一
九
四

一
年
）
第
二
四
章

・
春
秋
学
を
参
照
。

（９
）
注
７
所
掲
書
、
第
九
章

「欧
陽
脩
に
お
け
る
族
譜
編
纂
の
意
義
」
小
結
及

び
注
五
九
を
参
照
。

（１０
）
欧
陽
脩
が
公
正
な
態
度
を
心
が
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
一朝
名

臣
言
行
録
』
巻
二

。
「
欧
陽
脩
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
公

（欧
陽

脩
）
自
云
学
道
三
十
年
、
所
得
者
、
平
心
無
怨
悪
爾
。
」

（１１
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「詩
話
尚
有
遺
者
。
欧
陽
公
文
章
名
声
、
雖
不
可
及
、

然
記
事

一
也
。
故
敢
続
書
之
。
」
な
お
本
文
は
、
李
裕
民

。
佐
竹
靖
彦
共
編

『増
広
司
馬
温
公
全
集
』
巻

一
〇
六

（汲
古
書
院
、　
一
九
九
二
年
）
に
拠

っ

た

。

（
‐２
）
『
六

一
詩
話
』
と

『
続
詩
話
』
の
内
容
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
豊
福
健
二

「欧
陽
脩

・
司
馬
光

・
劉
敷
の
詩
話
書
」
翁
中
国
中
世
文
学
研
究
』
四
五

・

四
六
合
併
号
、
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
『
続
詩
話
』
に
つ
い
て

は
、
許
山
秀
樹

。
松
尾
肇
子

・
三
野
豊
浩

・
矢
田
博
士
の
四
氏
に
よ
る

「
温
公
続
詩
話
』
訳
注
稿
」
（愛
知
大
学
語
学
教
育
研
究
室
紀
要

『
言
語
と

文
化
』
九
、
二
〇
〇
三
年
八
月
）
が
あ
る
。

（‐３
）
湯
浅
陽
子

「蘇
戟
の
吏
隠
―
密
州
知
事
時
代
を
中
心
に
―
」
翁
中
国
文
学

報
』
四
八
、　
一
九
九
四
年
、
七
八
～
八
四
頁
）
に
同
氏
は
、
欧
陽

・
司
馬
の

両
者
が
、
白
居
易
に
お
け
る
閑
適
の
あ
り
方
を
意
識
し
た
と
す
る
。

（‐４
）
欧
陽
脩
と
司
馬
光
の
号
が
白
居
易
の
詩
に
基
づ
く
こ
と
は
、
南
宋

。
襲
順

正
の

『芥
隠
筆
記
』
「楽
天
詩
」
の
条
に
指
摘
が
あ
る
。
原
文
は
次
の
通
り
。

「
酔
翁
、
迂
史
、
東
坂
之
名
、
皆
出
於
白
楽
天
詩
云
」
。
因
み
に
白
居
易
の

「酔
翁
」
の
語
は
、
白
居
易

「病
中
詩
十
五
首

。
別
柳
枝
」
「
白
氏
文
集
』

巻
六
八
）
に
見
え
る
。

司
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（‐５
）
宋
人
の
雅
号
と
文
人
生
活
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
合
山
究
氏
に
専
論
が

あ
り
、
北
宋
に
お
い
て
士
大
夫
が
雅
号
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
晴
矢
は
欧

陽
脩
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
同
氏
の

「雅
号
の
流
行
と
宋
代
文
人
意
識

の
成
立
」
「
東
方
学
』
三
七
、　
一
九
六
九
年
、
八
七
頁
）
を
参
照
。

（・６
）
注
７
所
掲
書
、
二
六
〇
～
二
六
二
頁
を
参
照
。

（‐７
）
「迂
史
」
と
号
し
た
こ
と
が
、
王
安
石
と
の
政
治
的
闘
争
に
敗
れ
、
洛
陽

に
退
居
し
た
司
馬
光
に
と
っ
て
朝
晦
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
１
所

掲
拙
稿
を
参
照
。

（
・８
）
司
馬
光
の

「真
率
会
」
に
つ
い
て
は
、
本
田
知
生

『
司
馬
光
と
そ
の
時

代
』
（白
帝
社
、　
一
九
九
四
年
）
並
び
に
、
注
１
所
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
‐９
）
王
水
照

「北
宋
洛
陽
文
人
集
団
与
地
域
環
境
的
関
係
」
∩
王
水
照
自
選

集
』
所
収
、
上
海
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、　
一
五
五
～

一
五
六
頁
）
を

参
照
。

（２０
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「正
献
公
守
頴
時
、
趙
康
靖
公
概
自
宋
訪
欧
陽
公
於

頴
。
与
公
二
人
会
燕
於
欧
陽
公
第
、
因
名
其
堂
日
、
会
老
堂
。
」

（２．
）
李
之
亮

『北
宋
京
師
及
東
西
路
大
郡
守
臣
考
』
（巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇

一

年
）
に
拠
る
。

（２２
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「近
叔
平
、
自
南
都
恵
然
見
訪
。
此
事
古
人
所
重
、

近
世
絶
稀
、
始
知
風
月
属
閑
人
也
。
呵
呵
。
有
会
老
堂
三
篇
。
方
刻
石
続

納
。」

（２３
）
欧
陽
脩
の

「会
老
堂
」
詩
は
、
『文
忠
公
集
』
巻
五
七

「外
集
」
巻
七
に

見
え
る
。

（２４
）
韓
埼

「聞
致
政
趙
少
師
遠
訪
欧
陽
少
師
干
頴
川
」
翁
安
陽
集
』
巻

一
七
）

に
、
「洛
社
成
図
姦
易
合
、
越
渓
回
櫂
彼
何
情
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
。

（２５
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「伏
惟
致
政
観
文
少
師
、
全
徳
難
名
、
巨
材
不
器
、

事
業
三
朝
之
望
、
文
章
百
世
之
師
。
（中
略
）
而
乃
力
辞
於
未
及
之
年
、
退

托
以
不
能
而
止
。
大
勇
若
怯
、
大
知
如
愚
、
至
貴
無
軒
見
而
栄
、
至
仁
不
導

引
而
寿
。
較
其
所
得
、
執
与
昔
多
。
拭
受
知
最
深
、
聞
道
有
自
。
雖
外
為
天

下
惜
老
成
之
去
、
而
私
喜
明
哲
保
身
之
全
。」

（２６
）
洪
本
健

『
酔
翁
的
世
界
　
欧
陽
脩
評
伝
』
（中
州
古
籍
出
版
社
、　
一
九
九

〇
年
、
二
〇

一
頁
）
を
参
照
。

（２７
）
注
１５
所
掲
、
合
山
氏
の
論
文
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（八
七
頁
を
参

照
）
。

（２８
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「
迂
曳
謝
日
、
史
愚
、
何
得
比
君
子
。
自
楽
恐
不
足
。

安
能
及
人
。
況
史
之
所
楽
者
、
薄
駆
部
野
、
皆
世
之
所
棄
也
。
雖
推
以
与

人
、
人
且
不
取
。
豊
得
強
之
乎
。
必
也
有
人
肯
同
此
楽
、
則
再
拝
而
献
之

実
。
安
敢
専
之
哉
。」

（２９
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「唯
意
所
適
、
明
月
時
至
、
清
風
自
来
。
行
無
所
牽
、

止
無
所
梶
。
耳
目
肺
腸
、
悉
為
己
有
。
隅
隅
焉
、
洋
洋
焉
、
不
知
天
壌
之
間

復
有
何
楽
可
以
代
此
也
。」

（３０
）
原
文
は
次
の
通
り
。
「夫
天
地
之
間
、
物
各
有
主
。
荀
非
吾
之
所
有
、
雖

一
宅
而
莫
取
。
惟
江
上
之
清
風
、
与
山
間
之
明
月
、
耳
得
之
而
為
声
、
目
遇

之
而
成
色
。
取
之
無
禁
、
用
之
不
堀
。
是
造
物
者
之
無
尽
蔵
也
。
而
吾
与
子

之
所
共
適
。
」
。
な
お
文
末
の

「適
」
字
は
、
『経
進
東
坂
文
集
事
略
』
に
従

い
、
「食
」
字
を
改
め
た
。

（３‐
）
該
当
す
る
原
文
は
次
の
通
り
。
「至
於
清
風
明
月
不
用

一
銭
、
買
玉
山
自

倒
非
人
推
。
然
後
見
其
横
放
其
所
以
警
動
、
千
古
者
固
不
在
此
也
。
」
（欧
陽

脩

「李
白
杜
甫
詩
優
劣
説
」
『文
忠
公
集
』
巻

一
二
九

「筆
説
」
巻

一
）。
な

お
、
欧
陽
脩
の

「清
風
明
月
」
に
つ
い
て
は
、
森
博
行

「欧
陽
脩
と
郡
雅
―

地
上
の
仙
界
を
め
ぐ
っ
て
―
」
「
大
谷
女
子
大
学
紀
要
』
三
六
、
二
〇
〇
二
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年
）
に
詳
し
い
。

（３２
）
該
当
す
る
原
文
は
次
の
通
り
。
ズ
ム老
堂
口
号
日
、
『金
馬
玉
堂
三
学
士
、

清
風
明
月
両
閑
人
』
。
初
謂
清
風
明
月
、
古
通
用
語
。
後
読

『
南
史
』
謝
誌

伝
、
日
、
入
吾
室
者
、
但
有
清
風
。
対
吾
飲
者
、
惟
当
明
月
。
欧
陽
文
忠
公

文
章
、
雖
優
辞
亦
精
緻
、
如
此
。
」
（南
宋

・
許
顎

『彦
周
詩
話
し

（３３
）
原
文
は
次
の
通
り
。
配
口
者
、
王
子
猷
之
愛
竹
、
造
門
不
問
於
主
人
。
陶

淵
明
之
臥
輿
、
遇
酒
便
留
於
道
士
。
況
西
湖
之
勝
概
、
檀
東
頴
之
佳
名
。
雖

美
景
良
辰
、
固
多
於
高
会
。
而
清
風
明
月
幸
属
於
閑
人
。
並
遊
或
結
於
良

朋
、
乗
興
有
時
而
独
往
、
鳴
蛙
暫
聴
。
安
間
属
官
而
属
私
。
曲
水
臨
流
、
自

可

一
腸
而

一
詠
至
歓
。
然
而
会
意
亦
傍
若
於
無
人
。
乃
知
偶
来
常
勝
於
特

来
、
前
言
可
信
。
所
有
雖
非
於
己
有
、
其
得
己
多
。
因
駅
旧
関
之
辞
、
写
以

新
声
之
調
、
敢
陳
薄
伎
、
柳
佐
清
歓
。
」

（３４
）
「西
湖
念
語
」
は
欧
陽
脩
が
皇
祐
元
年
に
制
作
し
た
後
、
晩
年
に
手
を
加

え
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
劉
徳
清

『欧
陽
脩
紀
年
録
』
皇
祐
元
年
の

条
を
参
照
。

（３５
）
注
１５
所
掲
、
合
山
氏
の
論
文
に
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（３６
）
欧
陽
脩

「
尺
贖
」
に
対
す
る
大
野
修
作
氏
の
解
題
に
拠
る

（『中
国
書
道

全
集
』
五

・
宋

一
所
収
、
平
凡
社
、　
一
九
八
七
年
、　
一
七
五
頁
）。

（３７
）
該
当
す
る
原
文
は
次
の
通
り
。
「脩
啓
。
脩
以
衰
病
餘
生
。
蒙
上
恩
寛
仮
、

哀
其
懇
至
、
仲
遂
帰
老
。
自
社
門
里
巷
、
与
世
日
疎
。
惟
窃
自
念
、
幸
得
早

従
当
世
賢
者
之
遊
、
其
於
欽
響
徳
義
、
未
始
少
忘
於
心
耳
。
近
張
寺
丞
自
洛

来
、
出
所
恵
書
。
其
為
感
慰
、
何
可
勝
言
。
因
得
仰
訂
起
居
、
喜
承
宴
処
優

閑
、
履
況
清
福
。
春
候
喧
和
、
更
糞
為
時
愛
重
。
以
副
指
紳
所
以
有
望
者
、

非
独
田
畝
垂
尽
之
人
区
区
也
。
不
宣
。
脩
、
再
拝
。
端
明
侍
読
留
台
執
事

二
月
初
二
日
。
」
。
な
お
原
文
は
、
注
３６
所
掲
書
に
拠
っ
た
。

司
馬
光
と
欧
陽
脩
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