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王
惲
と
そ
の
師
た
ち

─
姚
樞
・
王
磐
・
元
好
問

高
橋
　
幸
吉

一
　
は
じ
め
に

　

元
初
の
翰
林
院
に
お
い
て
長
ら
く
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
王
惲
︵
一
二
二
七(1)

～
一
三
〇
四
︑
字
仲
謀
︑
号
秋
㵎
︶
が
舉
げ
ら
れ
る
︒
文

學
史
上
に
お
い
て
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
人
物
で
あ
る
︒
し
か
し
金
朝
滅
亡
後
︑
南
宋
を
滅
ぼ
し
元
が
中
國
を
統
一
す
る

ま
で
︑
旧
金
朝
系
の
知
識
人
と
し
て
北
方
の
詩
文
を
牽
引
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
︒
金
朝
系
知
識
人
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
と
し
て
︑
彼
の
文

學
觀
を
知
る
上
で
︑
そ
の
學
術
的
背
景
を
整
理
し
て
み
た
い
︒

二
　
王
惲
の
略
歷

　

王
惲
は
衛
州
汲
縣
︵
現
在
の
河
南
省
衛
輝
市
︶
の
人
で
︑
金
朝
に
仕
え
た
家
系
に
生
ま
れ
た
︒
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
に
文
臣
と
し
て
召
し
出
さ
れ
︑

以
後
世
祖
・
成
宗
に
二
朝
に
渡
っ
て
仕
え
た
︒
基
本
的
に
翰
林
院
を
中
心
と
し
て
四
十
年
ほ
ど
の
官
歷
を
持
ち
︑
元
朝
初
期
に
影
響
力
を
持
っ
た

文
臣
で
あ
る
︒
著
書
は
非
常
に
多
く
︑﹃
承
華
事
略
﹄
二
卷
︑﹃
中
堂
事
紀
﹄
三
卷
︑﹃
烏
臺
筆
補
﹄
十
卷
︑﹃
玉
堂
嘉
話
﹄
八
卷
を
含
め
た
﹃
秋
㵎
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集
﹄
百
卷
が
現
存
す
る
︒

　

父
王
天
鐸
は
金
で
忠
顕
校
尉
を
務
め
た
︒
從
七
品
下
の
官
で
︑
吏
と
し
て
は
そ
れ
な
り
に
出
世
を
し
て
い
る
︒
王
惲
は
汴
梁
で
生
ま
れ
育
ち
︑

八
歳
の
と
き
に
金
朝
が
滅
び
た
た
め
父
と
と
も
に
家
郷
衛
州
へ
戻
っ
た
︒
王
天
鐸
は
地
方
勢
力
の
吏
員
と
し
て
こ
の
混
亂
期
を
生
き
た
︒
王
惲
が

い
つ
頃
か
ら
師
に
つ
い
て
學
問
を
始
め
た
の
か
は
不
明
だ
が
︑
自
ら
回
顧
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
十
三
歳
頃
か
ら
は
詩
や
賦
を
作
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
︒
十
五
歳
の
と
き
趙
鵬
と
い
う
人
物
の
元
で
詞
賦
を
學
び
︑
十
七
︑
八
歳
頃
か
ら
近
隣
の
蘇
門
山
で
讀
書
し
た
︒
蘇
門
山
は
當
時
文

人
や
學
者
が
多
く
住
ん
だ
場
所
で
︑
王
惲
は
こ
こ
で
姚
樞
ら
に
學
ぶ
機
會
を
得
た
︒
ま
た
同
じ
く
近
隣
の
共
城
︵
河
南
省
輝
縣
︶
で
王
磐
に
學

び
︑
こ
こ
で
は
四
～
五
年
に
渡
っ
て
讀
書
す
る
こ
と
に
な
る
︒
定
宗
三
年
︵
一
二
四
八
︶
夏
︑
母
の
病
に
よ
り
歸
郷
し
︑
翌
年
母
は
亡
く
な
っ

た
︒
そ
の
後
數
年
の
活
動
は
不
明
だ
が
︑
恐
ら
く
服
喪
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

　

憲
宗
二
年
︵
一
二
五
二
︶︑
河
南
の
經
略
使
と
な
っ
た
漢
人
世
侯
の
史
天
澤
に
︑
王
惲
は
手
紙
を
出
し
て
い
る
︒
求
職
活
動
で
あ
る
が
︑
こ
の

と
き
は
面
會
で
き
た
だ
け
で
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
間
︑
父
に
連
れ
ら
れ
て
出
か
け
た
り
宴
遊
に
參
加
し
た
り
し
て
い
る

が
︑
同
席
し
た
中
に
は
後
に
元
朝
で
活
躍
し
た
人
物
も
お
り
︑
後
々
の
人
間
關
係
に
繫
が
っ
て
い
く
︒
憲
宗
四
年
︵
一
二
五
四
︶
二
月
に
は
彼
が

終
生
忘
れ
ら
れ
な
い
出
來
事
が
起
こ
る
︒
衛
州
を
通
り
か
か
っ
た
元
好
問
と
面
會
し
︑
詩
文
に
つ
い
て
に
教
え
を
請
う
機
會
を
得
た
︒
こ
の
一
件

は
後
に
何
度
も
回
顧
す
る
こ
と
と
な
る
︒
憲
宗
七
年
︵
一
二
五
七
︶
八
月
に
父
王
天
鐸
が
病
逝
し
︑
ま
た
喪
に
服
す
る
︒
そ
の
後
は
中
統
元
年

︵
一
二
六
〇
︶︑
東
平
宣
撫
使
と
し
て
赴
任
し
た
姚
樞
の
元
で
詳
議
官
と
な
り
︑
間
も
な
く
中
書
省
へ
と
抜
擢
さ
れ
︑
翌
年
に
は
翰
林
院
へ
と
遷

る
︒
こ
こ
か
ら
王
惲
の
官
途
が
始
ま
り
︑
大
德
五
年
︵
一
三
〇
一
︶
に
致
仕
す
る
ま
で
四
十
年
ほ
ど
の
官
歷
を
歩
む
こ
と
に
な
る
︒

三
　
姚
樞

　

姚
樞
︵
一
二
〇
三
～
一
二
八
〇
︑
字
公
茂
︑
号
敬
齋
︑
雪
齋
︶
は
王
惲
が
官
に
就
く
契
機
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒﹃
宋
元
學
案
﹄
卷
九
十

﹁
魯
齋
學
案
﹂
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
が
︑
單
純
に
儒
學
者
と
呼
べ
る
人
物
で
は
無
く
︑
そ
の
經
歷
は
な
か
な
か
に
複
雜
で
あ
る
︒
若
く
し
て
學
問

に
努
め
︑
金
末
の
名
士
の
一
人
宋
九
嘉
か
ら
そ
の
才
能
を
評
價
さ
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
︒
平
時
で
あ
れ
ば
科
舉
及
第
を
目
指
し
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そ
の
後
は
官
途
を
進
む
︑
ご
く
一
般
的
な
士
大
夫
階
級
の
人
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
金
朝
滅
亡
後
に
オ
ゴ
タ
イ
の
元
へ
赴
き
︑
そ
の
後
楊
惟
中

の
元
へ
出
仕
し
た
︒
彼
は
姚
樞
を
非
常
に
厚
遇
し
た
よ
う
で
︑
六
歳
年
長
で
あ
っ
た
姚
樞
を
兄
と
呼
ん
だ
︒
楊
惟
中
は
も
と
金
人
で
あ
る
が
オ
ゴ

タ
イ
の
膝
下
で
育
ち
︑
漢
人
と
し
て
破
格
の
待
遇
を
受
け
た
武
將
で
︑
學
術
や
知
識
人
へ
の
關
心
も
高
い
人
物
で
あ
り
︑
武
將
と
し
て
よ
り
儒
者

に
分
類
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
︒
姚
樞
は
軍
中
の
儒
者
と
し
て
そ
の
幕
僚
を
務
め
︑
太
宗
七
年
︵
一
二
三
五
︶
に
襄
陽
府
德
安
を
攻
略
し
た
際
︑

當
代
の
理
學
者
と
し
て
知
ら
れ
た
趙
復
を
保
護
し
た
︒
楊
惟
中
と
姚
樞
は
燕
京
に
太
極
書
院
を
建
設
し
︑
趙
復
を
師
に
迎
え
て
程
朱
の
學
を
講
じ

さ
せ
た
︒

　

ト
レ
ゲ
ネ
皇
后
穪
制
元
年
︵
一
二
四
二
︶︑
姚
樞
は
官
を
辭
し
て
蘇
門
山
に
隱
棲
し
小
學
や
四
書
の
注
釋
や
講
學
に
努
め
た
︒
こ
れ
は
足
か
け

九
年
に
及
ん
だ
︒
そ
の
間
當
時
北
方
で
有
名
な
儒
者
で
あ
っ
た
許
衡
が
訪
れ
て
姚
樞
か
ら
程
朱
の
書
を
得
た
り
と
︑
こ
こ
で
も
理
學
の
北
傳
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
王
惲
が
そ
の
講
筵
に
連
な
っ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
︒
オ
グ
ル
・
ガ
イ
ミ
シ
ュ
皇
后
穪
制
二
年
︵
一
二
五
〇
︶︑
姚

樞
は
蘇
門
山
を
出
て
フ
ビ
ラ
イ
の
元
へ
赴
き
︑
以
降
は
フ
ビ
ラ
イ
の
謀
臣
と
し
て
樣
々
な
建
言
を
行
っ
た
︒
例
え
ば
後
に
元
軍
の
基
本
施
策
と
な

る
屯
田
策
や
︑
雲
南
遠
征
に
際
し
北
宋
の
曹
彬
の
故
事
を
以
て
民
衆
の
不
殺
を
説
い
た
の
は
︑
姚
樞
の
功
績
で
あ
る
︒
フ
ビ
ラ
イ
か
ら
師
と
呼
ば

れ
た
ほ
ど
そ
の
信
任
は
厚
く
︑
モ
ン
ケ
が
フ
ビ
ラ
イ
を
危
險
視
し
始
め
た
際
に
は
フ
ビ
ラ
イ
に
諫
言
し
た
り
︑
南
宋
攻
略
時
に
は
フ
ビ
ラ
イ
自
身

が
先
の
曹
彬
の
故
事
を
總
司
令
官
の
バ
ヤ
ン
に
説
い
た
り
と
︑
史
書
に
は
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
多
い
︒
中
統
元
年
︵
一
二

六
〇
︶︑
統
治
の
難
し
い
山
東
方
面
を
抑
え
る
た
め(2)

︑
姚
樞
は
東
平
宣
撫
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
︒
こ
の
と
き
王
惲
は
東
平
の
詳
議
官
に
任
じ
ら

れ
︑
官
に
就
く
契
機
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
姚
樞
は
大
司
農
や
中
書
左
丞
な
ど
を
務
め
︑
襄
陽
攻
略
前
に
そ
の
布
石
と
し
て
後
方
で
の
屯
田
經
営
を

任
さ
れ
て
い
る
︒
晩
年
は
昭
文
館
大
學
士
や
翰
林
學
士
承
旨
な
ど
の
官
に
あ
っ
て
フ
ビ
ラ
イ
に
度
々
進
言
し
︑
中
統
十
七
年
︵
一
二
八
〇
︶
に
没

し
た
︒

　

こ
こ
で
再
度
王
惲
と
の
關
係
を
見
て
み
よ
う
︒
王
惲
は
姚
樞
が
蘇
門
山
で
講
學
し
て
い
た
時
期
に
學
生
と
し
て
知
遇
を
得
︑
こ
れ
を
手
が
か
り

に
中
統
元
年
に
官
に
就
い
て
い
る
︒
宋
福
利
氏
・
楊
亮
氏
に
よ
る
年
譜
で
は
二
人
の
關
係
を
﹁
一
般
的
な
も
の
と
は
異
な
る
︵
非
同
一
般(3)

︶﹂
と

述
べ
︑
任
官
の
契
機
と
な
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
︒
實
際
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
と
き
王
惲
は
姚
樞
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
︒



─ 87─（118）

　

某
そ
れ
が
しが

如
き
は
︑
禀
性
は
疎
愚
に
し
て
︑
人
に
與あ

づ
かる

に
樸
直
な
り
︒
斷
へ
て
它ほ

か

の
技
無
く
︑
徒
だ
切
に
心
を
休
ま
し
む
︒
爰こ

こ

に
稚
年
自よ

り
︑

特
だ
庭
訓
に
乖そ

む

く
の
み
︒
郷
曲
に
讀
書
し
︑
謾み

だ

り
に
童
子
の
雕
蟲
を
攻
む
と
雖
も
︑
蘇
門
に
道
を
學
ぶ
に
及
び
︑
徒
ら
に
孫
登
の
吟
嘯
を
竊

ふ
︒
餘
溢
に
沾う

る
ほ

ふ
に
因
り
て
︑
諸
生
に
列
す
る
を
得
た
り
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
俄
か
に
瑶
翰
の
圭け

い

竇と
う

に
光
臨
し
︑
先
生
の
樂
育
の
素
心
に
見ま

み

ゆ
︒
喜
び
を
爲
す
も
勝た

ふ

る
可
け
ん
や
︑
憂
ふ
る
所
を
一
た
び
冩か

か
む
︒
何
ぞ
乃
ち
此
に
至
る
や
︒
蓋
し
激
す
る
こ
と
有
り
て
云
ふ
な
ら
む
︒

身
は
賤
貧
に
し
て
處
世
は
聞
ゆ
る
無
く
︑
跡
は
泥
塗
に
し
て
遇

た
ま
た
ま

知
る
を
貴
と
爲
す
︒
夫か

の
燕
の
臺
を
築
き
て
郭
隗
を
師
と
す
る
が
若
き

は
︑
豈
に
天
下
に
之
れ
人
無
か
ら
ん
や
︒
備
の
命
を
奉
じ
て
孔
融
に
奔
る
は
︑
世
間
に
之
れ
己
れ
有
る
を
喜
ぶ
所
な
り
︒
將
に
衣
を
摳は

ら

は
ん

と
す
る
に
日
な
ら
ざ
る
に
於
ひ
て
︑
終
に
膽
を
瀝ひ

ら

き
て
以
て
誠
に
謝
す
︒︵
如
某
者
︑
禀
性
疎
愚
︑
與
人
樸
直
︒
斷
無
它
技
︑
徒
切
休
心
︒

爰
自
稚
年
︑
特
乖
庭
訓
︒
雖
讀
書
郷
曲
︑
謾
攻
童
子
之
雕
蟲
︑
及
學
道
蘇
門
︑
徒
竊
孫
登
之
吟
嘯
︒
因
沾
餘
溢
︑
得
列
諸
生
︒
︙
︵
中
略
︶

︙
俄
瑶
翰
光
臨
於
圭
竇
︑
見
先
生
樂
育
之
素
心
︒
爲
喜
可
勝
︑
所
憂
一
冩
︒
何
乃
至
於
此
︒
蓋
有
激
而
云
︒
身
賤
貧
而
處
世
無
聞
︑
跡
泥
塗

而
遇
知
爲
貴
︒
若
夫
燕
築
臺
而
師
郭
隗
︑
豈
天
下
之
無
人
︒
備
奉
命
而
奔
孔
融
︑
所
喜
世
間
之
有
己
︒
將
摳
衣
於
不
日
︑
終
瀝
膽
以
謝
誠
︒︶

     

卷
六
八
﹁
姚
敬
齋
に
上

た
て
ま
つる

啓
﹂︵﹃
王
惲
全
集
彙
校
﹄
第
二
九
三
九
頁
︑
以
下
王
惲
の
詩
文
は
本
書
に
據
り
頁
數
を
示
す
︒︶

　

自
己
紹
介
の
部
分
で
あ
る
が
︑
書
簡
を
送
っ
た
背
景
が
垣
間
見
え
る
︒
魏
晉
の
隱
者
孫
登
に
嵆
康
が
蘇
門
山
で
出
會
っ
た
故
事
を
引
き
つ
つ
︑

蘇
門
山
で
姚
樞
に
學
ん
だ
こ
と
を
比
喩
す
る
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
﹁
俄
か
に
瑶
翰
の
圭
竇
に
光
臨
し
﹂
で
あ
る
︒
瑶
翰
は
書
簡
を
美
化
し
て

形
容
し
た
語
で
あ
り
︑
圭
竇
は
玉
の
一
種
で
あ
る
圭
の
よ
う
に
穴
の
空
い
た
壁
︑
轉
じ
て
卑
賤
の
家
の
門
戸
を
言
う
︒
つ
ま
り
姚
樞
か
ら
王
惲
に

手
紙
を
出
し
た
こ
と
に
な
る
︒
も
う
一
箇
所
︑﹁
備
の
命
を
奉
じ
て
孔
融
に
奔
る
は
︑
世
間
に
之
れ
己
れ
有
る
を
喜
ぶ
所
な
り
﹂
と
い
う
表
現
も

こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
備
は
劉
備
︒
孔
融
が
黄
巾
賊
に
襲
わ
れ
た
際
︑
劉
備
に
援
軍
を
求
め
た
︒
劉
備
は
高
名
な
孔
融
が
自
分
の
存

在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
感
激
し
︑
す
ぐ
に
三
千
の
援
軍
を
派
兵
し
た
︒﹃
後
漢
書
﹄
孔
融
傳
に
見
え
る
故
事
で
あ
る
︒
孔
融
は
自
分
に
手
紙
を

く
れ
た
姚
樞
の
比
喩
で
あ
り
︑
山
東
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
用
い
て
︑
當
時
北
海
の
相
で
あ
っ
た
孔
融
と
今
回
東
平
宣
撫
使
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
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姚
樞
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
︒
自
ら
積
極
的
に
求
職
活
動
を
行
っ
た
史
天
澤
や
張
文
謙
へ
の
上
書
と
較
べ
る
と
︑
先
方
を
褒
め
穪
え
る
内
容
ば
か

り
で
無
く
兩
者
の
關
係
に
言
及
し
て
い
る
點
に
お
い
て
︑
少
々
趣
を
異
に
す
る(4)

︒
恐
ら
く
こ
の
文
章
を
論
據
と
し
て
︑
二
人
の
關
係
が
特
殊
で
あ

っ
た
と
﹁
王
惲
年
譜
﹂
で
判
斷
を
し
た
の
だ
ろ
う
︒
姚
樞
は
東
平
着
任
後
︑
自
分
の
門
生
の
中
で
特
に
優
秀
だ
っ
た
王
惲
を
思
い
出
し
︑
手
紙
を

送
っ
て
そ
の
幕
下
に
招
聘
し
た
︑
と
︒

　

で
は
そ
の
他
に
︑
王
惲
の
文
集
中
で
ど
の
よ
う
に
姚
樞
に
言
及
し
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
︒
姚
公
や
雪
齋
︑
敬
齋
と
い
う
呼
穪
で
姚
樞
に
言

及
し
て
い
る
詩
文
は
重
複
を
除
き
23
篇
あ
る
︒
大
半
が
他
の
文
臣
と
と
も
に
列
舉
さ
れ
る
か
︑
自
分
よ
り
上
の
世
代
の
文
臣
と
し
て
後
述
の
王
磐

ら
と
と
も
に
舉
げ
ら
れ
て
い
る
︒
王
惲
は
翰
林
院
に
奉
職
し
た
と
い
う
經
緯
も
有
り
︑
宴
席
な
ど
で
同
席
す
る
機
會
は
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
︑
師

と
し
て
の
姚
樞
や
︑
そ
の
教
え
に
つ
い
て
回
顧
す
る
こ
と
は
全
く
無
い
︒
唯
一
の
例
が
先
に
引
用
し
た
﹁
姚
敬
齋
に
上
る
啓
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
彼

か
ら
教
授
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
理
學
も
︑
そ
の
文
中
か
ら
は
窺
う
こ
と
は
出
來
な
い
︒
學
問
的
關
心
は
ほ
ぼ
無
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒﹃
宋
元

學
案
﹄
で
も
王
惲
の
名
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
の
子
王
公
孺
ら
が
姚
樞
を
彼
の
師
の
ひ
と
り
と
し
て
舉
げ
て
は
い
る
が(5)

︑
そ
の
師
承
關
係
は
極
め
て

希
薄
で
あ
る
︒
た
ま
た
ま
姚
樞
の
講
學
を
聽
講
し
︑
後
年
そ
の
緣
で
官
を
得
た
と
い
う
程
度
で
あ
ろ
う
︒
王
惲
の
詩
文
か
ら
窺
え
る
二
人
の
關
係

は
︑
同
僚
と
な
っ
て
以
降
頻
繁
に
同
席
し
た
り
書
簡
を
送
っ
た
り
と
親
密
さ
を
窺
わ
せ
る
が
︑
師
と
し
て
の
姚
樞
の
姿
は
そ
の
文
集
中
に
全
く
現

れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
門
生
が
姚
樞
の
記
憶
に
殘
る
だ
ろ
う
か
︒
仕
官
時
の
王
惲
と
姚
樞
の
關
係
を
﹁
一
般
的
な
も
の
と
は
異
な
る
︵
非
同
一

般
︶﹂
と
見
る
に
は
︑
少
々
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

元
朝
が
科
舉
を
恢
復
す
る
ま
で
︑
官
に
就
く
に
は
人
間
關
係
を
賴
り
に
推
薦
・
採
用
し
て
も
ら
う
か
︑
あ
る
い
は
吏
と
な
っ
て
出
世
し
官
に
轉

ず
る
か
と
い
う
︑
二
つ
の
方
法
し
か
な
か
っ
た
︒
旧
金
朝
系
知
識
人
が
集
ま
っ
て
い
た
東
平
に
は
當
然
知
人
が
い
た
で
あ
ろ
う
︒
父
王
天
鐸
は
意

識
的
に
息
子
を
連
れ
て
︑
自
分
の
友
人
や
名
士
と
面
會
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
の
努
力
が
實
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
お
そ
ら
く
は
知
人
を
通
し
て
姚
樞

に
推
薦
し
て
貰
い
︑
當
地
に
着
任
し
た
ば
か
り
で
幕
僚
を
抱
え
る
必
要
が
あ
っ
た
姚
樞
が
手
紙
を
出
し
︑
王
惲
は
仕
官
す
る
事
が
出
來
た
と
推
測

さ
れ
る
︒
さ
ら
に
は
こ
の
機
會
に
そ
の
才
能
を
高
く
評
價
さ
れ
︑
姚
樞
は
す
ぐ
に
王
惲
を
フ
ビ
ラ
イ
に
推
舉
し
た
の
で
あ
る
︒
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四
　
王
磐

　

王
磐
︵
一
二
〇
二
～
一
二
九
三
︑
字
文
炳
︑
号
鹿
庵
︶
は
廣
平
永
年
︵
現
在
の
河
北
省
邯
鄲
市
永
年
縣
︶
の
人
で
永
年
先
生
と
も
呼
ば
れ
る
︒

金
の
正
大
四
年
︵
一
二
二
七
︶
の
經
義
進
士
︒
金
朝
に
も
出
仕
し
元
好
問
ら
と
も
面
識
が
あ
っ
た
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
仕
え
て
以
降
活
躍
し
︑﹃
元

史
﹄
卷
一
六
〇
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
︒
王
磐
は
金
朝
滅
亡
前
後
に
一
時
期
南
宋
襄
陽
に
寄
寓
し
て
官
に
就
い
た
が
︑
太
宗
八
年
︵
一
二
三
六
︶
に

北
方
に
戻
り
︑
定
宗
元
年
︵
一
二
四
五
︶
前
後
か
ら
蘇
門
山
で
講
學
し
た
︒
こ
の
時
期
に
王
惲
は
王
磐
に
就
い
て
學
ん
だ
︒﹃
易
﹄
に
長
じ
て
邵

雍
の
學
説
を
重
ん
じ
た
麻
九
疇
の
弟
子
で
あ
り
︑
王
磐
自
身
も
﹃
易
﹄
を
得
意
と
し
て
理
學
を
受
容
し
た
︒
憲
宗
五
年
︵
一
二
五
五
︶︑
東
平
府

で
府
學
が
復
興
さ
れ
る
と
そ
の
教
官
と
し
て
招
か
れ
︑
多
く
の
人
材
を
育
て
た
︒
中
統
元
年
︵
一
二
六
〇
︶
に
益
都
府
宣
撫
副
使
と
な
っ
た
が
︑

益
都
を
中
心
と
し
て
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
漢
人
世
侯
の
李
璮
の
反
亂
を
察
知
す
る
と
單
身
で
益
都
を
脱
し
て
こ
れ
を
報
告
し
︑
フ
ビ
ラ
イ
か
ら
高

く
評
價
さ
れ
た
︒
そ
の
後
は
大
半
を
翰
林
院
で
過
ご
し
︑
多
く
の
人
材
を
推
舉
す
る
と
と
も
に
︑
日
本
へ
の
遠
征
に
反
對
す
る
な
ど
︑
フ
ビ
ラ
イ

の
不
興
を
被
る
直
言
も
行
っ
て
い
る
︒

　

金
朝
滅
亡
前
後
の
華
北
は
モ
ン
ゴ
ル
兵
に
よ
る
略
奪
や
野
盗
が
横
行
し
︑
統
治
機
構
や
治
安
維
持
が
崩
壊
し
て
お
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
歸
順
し
た

漢
人
世
侯
が
知
識
人
の
保
護
や
文
教
政
策
を
担
っ
て
い
た
︒
そ
の
中
で
最
も
熱
心
に
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
の
が
東
平
の
嚴
實
・
嚴
忠
濟
父
子

で
あ
り
︑
當
時
多
く
の
旧
金
朝
系
知
識
人
た
ち
が
そ
の
配
下
に
加
わ
っ
た
り
︑
身
を
寄
せ
た
り
し
て
い
る(6)

︒
そ
の
幕
僚
は
中
統
年
間
に
フ
ビ
ラ
イ

の
元
へ
抜
擢
さ
れ
︑
元
朝
初
期
の
翰
林
院
を
形
成
し
た
︒
ま
た
東
平
府
學
で
は
金
代
の
科
舉
で
重
視
さ
れ
た
詞
賦
を
教
授
し
て
お
り
︑
文
章
起
草

の
需
要
に
応
え
て
元
代
に
は
東
平
出
身
の
文
官
が
官
界
の
潮
流
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
︒
例
え
ば
後
に
袁
桷
は
︑
翰
林
院
と
國
子
監
で
は
東
平
府
學

出
身
者
が
そ
の
六
︑
七
割
を
占
め
る
と
述
べ
て
い
る(7)

︒

　

王
惲
は
王
磐
に
就
い
て
學
ん
だ
時
期
が
最
も
長
く
︑
文
中
で
も
往
事
の
こ
と
に
度
々
言
及
し
て
い
る
︒
そ
し
て
同
じ
く
翰
林
院
に
奉
職
す
る
同

僚
と
し
て
も
終
生
非
常
に
親
し
い
交
遊
を
續
け
た
︒
文
集
中
で
鹿
庵
︑
永
年
と
い
う
呼
穪
で
言
及
し
て
い
る
詩
文
は
57
篇
に
も
の
ぼ
る
︒

　

元
初
の
文
學
觀
の
特
徴
と
し
て
︑
功
利
的
で
教
化
を
目
的
と
す
る
と
い
う
點
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(8)

︒
こ
れ
を
最
も
早
く
自
覺
し
言
語
化
し
た
の
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が
王
磐
で
あ
ろ
う
︒

　

僕
は
弱
冠
自
り
︑
時
に
永
年
先
生
に
從
ひ
て
學
を
問
ふ
︒
先
生
は
科
舉
の
既
に
廢
さ
る
る
を
以
て
︑
士
の
特
立
な
る
者
は
當
に
有
用
の
學

を
以
て
心
と
爲
す
べ
し
と
し
︑
是
に
於
い
て
日
び
﹃
通
鑑
﹄
中
の
命
題
に
就
き
て
︑
或
ひ
は
其
の
義
有
り
て
其
の
辭
亡
く
︑
或
ひ
は
其
の
辭

存
し
て
意
の
至
ら
ざ
る
者
︑
之
を
課
し
て
以
て
日
び
の
業
と
爲
す
︒︵
僕
自
弱
冠
︑
時
從
永
年
先
生
問
學
︒
先
生
以
科
舉
既
廢
︑
士
之
特
立

者
當
以
有
用
之
學
爲
心
︑
於
是
日
就
﹃
通
鑑
﹄
中
命
題
︑
或
有
其
義
而
亡
其
辭
︑
或
存
其
辭
而
意
不
至
者
︑
課
之
以
爲
日
業
︒︶

 

卷
四
一
﹁
文
府
英
華
叙
﹂︵
第
一
九
七
二
頁
︶

　

科
舉
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
無
く
な
り
︑
新
政
權
の
行
く
末
も
杳
と
し
て
分
か
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
統
治
機
構
に
參
與
す
る
こ
と
は
出

來
な
く
な
っ
た
︒
そ
の
中
に
あ
っ
て
儒
家
の
功
利
主
義
に
立
ち
返
り
︑
亂
世
の
な
か
で
﹁
有
用
﹂
と
い
う
點
を
見
出
し
て
主
張
し
た
︒
そ
れ
は
と

も
す
れ
ば
形
骸
化
し
て
い
た
經
世
濟
民
の
た
め
の
︑
實
践
と
し
て
の
學
問
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
﹃
資
治
通
鑑
﹄
を
テ
キ
ス
ト
に
︑
そ

の
意
圖
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
た
こ
と
を
舉
げ
る
︒

　

王
磐
は
理
學
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
の
一
方
で
王
惲
に
は
理
學
へ
の
關
心
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
︒
王
惲
に
は
王
磐

の
教
え
や
言
行
を
記
し
た
文
章
も
多
く
︑
そ
の
内
容
は
詩
文
を
中
心
に
書
法
や
史
學
な
ど
幅
廣
い
︒
だ
が
經
學
や
理
學
に
關
す
る
記
述
は
非
常
に

少
な
く
︑
王
惲
の
關
心
が
窺
わ
れ
る
︒
特
に
理
學
に
つ
い
て
は
王
磐
や
姚
樞
の
教
え
を
全
く
書
き
留
め
て
お
ら
ず
︑
少
々
揶
揄
す
る
口
吻
す
ら
あ

る
︒
徒
單
公
履
︵
号
顒
軒
︶
が
﹁
天
下
の
こ
と
に
は
理
を
以
て
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
﹂
と
言
う
の
に
對
し
て
王
磐
が
反
對
し
︑
こ
れ
に
對

し
て
徒
單
公
履
が
﹁
た
と
え
ば
大
き
な
都
市
の
南
に
あ
る
柳
の
木
は
實
際
に
見
な
け
れ
ば
︑
東
西
に
何
列
︑
大
小
何
株
あ
る
か
分
か
ら
な
い
﹂
と

例
を
舉
げ
る
と
︑
王
磐
は
黙
っ
て
し
ま
い
一
堂
が
大
笑
い
し
た
と
い
う(9)

︒
王
磐
と
理
に
つ
い
て
言
及
し
た
唯
一
の
記
述
で
あ
る
︒

　

詩
文
に
關
す
る
記
述
は
全
體
的
な
原
理
原
則
を
述
べ
た
も
の
と
︑
音
韻
學
的
分
析
を
述
べ
た
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
︒
ま
ず
文
の
あ
る
べ
き
姿

と
し
て
﹁
文
章
は
自
得
を
以
て
し
︑
前
人
の
一
言
を
蹈
襲
せ
ざ
る
を
貴
と
爲
す
︵
文
章
以
自
得
︑
不
蹈
襲
前
人
一
言
爲
貴(10)

︶﹂
と
述
べ
る
︒
こ
の
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考
え
方
は
金
末
の
李
純
甫
一
派
と
同
樣
で
あ
る
︒
だ
が
同
時
に
﹁
其
の
意
を
取
り
て
其
の
辭
を
取
ら
ず
︑
終
に
是
れ
人
の
足
跡
に
踵つ

く
を
恐
る

は
︑
俱
に
孟
軻
氏
の
一
字
皆
な
經
世
の
大
法
を
存
し
︑
其
の
辭
は
莊
に
し
て
精
彩
有
る
に
若
か
ざ
る
な
り
︵
取
其
意
而
不
取
其
辭
︑
恐
終
是
踵
人

足
跡
︑
俱
不
若
孟
軻
氏
一
字
皆
存
經
世
大
法
︑
其
辭
莊
而
有
精
彩
也(11)

︶﹂
と
い
う
︒﹁
其
の
意
を
取
る
﹂
と
は
宋
代
詩
學
に
お
い
て
特
に
重
要
な
語

で
︑
典
故
と
な
る
作
品
の
情
景
や
構
成
な
ど
を
踏
ま
え
て
作
詩
す
る
方
法
で
あ
る
︒﹁
人
の
足
跡
に
踵
く
﹂
と
は
先
人
や
他
者
の
作
品
と
同
樣
の

詩
文
を
作
っ
た
り
同
じ
表
現
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
の
比
喩
で
︑
こ
れ
を
避
け
獨
自
の
作
品
を
戧
り
出
す
こ
と
は
︑
李
純
甫
も
類
似
の
表
現
で
主

張
し
て
い
る(12)

︒
い
わ
ば
﹁
前
人
の
一
言
を
蹈
襲
せ
ず
﹂
と
眞
逆
の
行
爲
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
︑
文
章
の
獨
自
性
を
重
ん
じ
つ
つ
も
そ

れ
に
と
ら
わ
れ
ず
︑
よ
り
重
要
な
の
は
文
章
が
﹁
經
世
の
大
法
﹂
を
體
現
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
典
型
的
な
儒
家
の
文
學
觀
を
有
し
つ
つ
︑
表
現
レ

ベ
ル
に
お
い
て
は
李
純
甫
に
近
い
主
張
で
あ
る
が
︑
表
現
の
獨
戧
性
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
で
あ
る
︒

　

そ
の
よ
う
な
文
章
を
書
く
に
當
た
っ
て
︑
以
下
の
よ
う
な
心
得
を
述
べ
て
い
る
︒

　

鹿
庵
先
生
説い

ふ
ら
く
︑﹁
學
を
爲
す
に
は
精
熟
を
要
す
に
務
め
︑
當
に
鎔
き
て
汁
と
成
し
︑
瀉な

が

し
て
錠
と
成
し
︑
團か

た

め
て
塊
と
成
し
︑
按

じ
て
餠
と
成
す
べ
し
﹂
と
︒
惲 

以
謂お

も
へら

く
︑
文
を
作
す
こ
と
尤
も
當
に
是か

く
の
如
く
な
る
べ
し
︒︵
鹿
庵
先
生
説
︑﹁
爲
學
務
要
精
熟
︑
當

鎔
成
汁
︑
瀉
成
錠
︑
團
成
塊
︑
按
成
餠
︒﹂
惲
以
謂
︑
作
文
尤
當
如
是
︒︶

 

卷
九
七
﹃
玉
堂
嘉
話
﹄
卷
五
︵
第
三
八
九
七
頁
︶

　

學
問
の
脩
練
を
鑛
物
か
ら
成
型
物
︵
こ
こ
で
言
う
餠
と
は
銀
な
ど
を
円
盤
状
に
し
た
も
の
︶
に
す
る
過
程
に
な
ぞ
ら
え
て
述
べ
た
も
の
だ
が
︑

王
惲
は
と
り
わ
け
文
章
の
作
成
に
お
い
て
こ
れ
が
最
も
當
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
る
︒﹁
鎔
き
て
汁
と
成
す
﹂
と
い
う
表
現
は
象
徴
的
で
︑
不
純

物
を
取
り
除
い
て
精
錬
す
る
意
味
に
も
︑
經
典
や
先
人
の
詩
文
を
渾
然
一
體
と
す
る
意
味
に
も
解
せ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
を
錠
か
ら
大
き
さ
の
あ
る

塊
に
し
︑
最
後
に
形
を
整
え
て
一
つ
の
學
問
な
い
し
詩
文
と
し
て
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
王
磐
自
身
が
作
文
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
た
例
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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鹿
庵
先
生
曰
く
﹁
作
文
の
體
︑
其
の
輕
重
先
後
は
猶
ほ
好
事
者
の
畫
く
を
以
て
娛
し
む
客
の
︑
必
ず
先
づ
其
の
尋
常
を
示
し
︑
而
し
て
精

妙
な
る
者
を
し
て
其
の
後
に
出
さ
し
む
る
が
ご
と
し
﹂
と
︒︵
鹿
庵
先
生
曰
﹁
作
文
之
體
︑
其
輕
重
先
後
猶
好
事
者
以
畫
娛
客
︑
必
先
示
其

尋
常
︑
而
使
精
妙
者
出
其
後
︒﹂︶

 

卷
九
四
﹃
玉
堂
嘉
話
﹄
卷
二
︵
第
三
八
二
一
頁
︶

　

文
を
爲
す
に
當
た
っ
て
強
調
點
や
そ
の
陳
述
の
配
置
は
︑
繪
畫
を
趣
味
と
す
る
者
が
ま
ず
基
本
的
な
と
こ
ろ
を
描
い
て
︑
細
か
く
巧
妙
な
點
は

そ
の
後
か
ら
描
い
て
い
く
こ
と
に
喩
え
る
︒
王
惲
は
こ
の
言
葉
に
啓
發
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
次
の
よ
う
に
續
け
る
︒

　

予
偶

た
ま
た
ま

悟
り
て
曰
く
︙
︵
中
略
︶
︙
﹁
文
字
を
作
す
も
亦
た
當
に
科
舉
の
中
從
り
來
た
る
べ
く
︑
然
ら
ざ
れ
ば
︑
豈
に
唯
だ
格
律
に
中
ら

ざ
る
の
み
な
ら
ん
や
︑
而
し
て
汗
漫
披
猖
し
︑
首
無
く
尾
無
く
︑
是
れ
出
入
に
户
に
由
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
︒
又
た
云
ふ
︑﹁
後
學
は
科
舉
を

業
と
せ
ざ
る
と
雖
も
︑
唐
一
代
の
時
文
律
賦
に
至
り
て
は
︑
亦
た
當
に
披
閲
し
て
不
忽
か
に
す
可
か
ら
ざ
る
べ
く
︑
其
の
中 

體
制
規
模
は

多
く
妙
處
有
り
﹂
と
︒︵
予
偶
悟
曰
︙
︵
中
略
︶
︙
﹁
作
文
字
亦
當
從
科
舉
中
來
︑
不
然
︑
豈
唯
不
中
格
律
︑
而
汗
漫
披
猖
︑
無
首
無
尾
︑

是
出
入
不
由
户
也
︒﹂
又
云
︑﹁
後
學
雖
不
業
科
舉
︑
至
於
唐
一
代
時
文
律
賦
︑
亦
當
披
閲
而
不
可
忽
︑
其
中
體
制
規
模
多
有
妙
處
︒﹂︶

　

作
文
に
當
た
っ
て
科
舉
の
有
用
性
を
認
識
し
︑
金
朝
の
科
舉
で
課
さ
れ
た
詞
賦
に
も
積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
︒
詞
賦
の
學
も
有
用
な

も
の
で
あ
り
︑
科
舉
を
目
指
す
も
の
で
な
く
と
も
唐
代
に
流
行
し
た
律
賦
を
讀
み
︑
そ
こ
か
ら
優
れ
た
點
を
學
び
取
る
べ
き
と
考
え
る
︒
前
述
し

た
王
磐
の
﹁
有
用
の
學
﹂
を
︑
王
惲
が
繼
承
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
指
摘
は
ま
さ
し
く
︑
東
平
府
學
で
詞
賦
の

學
が
繼
承
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
文
章
起
草
の
能
力
を
養
い
︑
有
力
な
官
僚
供
給
源
と
な
っ
た
こ
と
と
符
合
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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五
　
元
好
問

　

元
好
問
︵
一
一
九
〇
～
一
二
五
六 

字
裕
之
︑
号
遺
山
︶
は
金
代
詩
文
の
集
大
成
者
と
し
て
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
と
と
も
に
︑

金
朝
一
代
の
詩
集
﹃
中
州
集
﹄
を
編
纂
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
︒﹃
四
庫
全
書
總
目
提
要
﹄
は
王
惲
﹃
秋
㵎
集
﹄
に
つ
い
て
﹁
惲
の
文
章

は
自
ら
謂
ふ
ら
く
元
好
問
に
學
べ
り
と
︒
故
に
其
の
波
瀾
意
度
は
皆
な
前
人
の
矩
矱
を
失
は
ず
︑
詩
篇
筆
力
は
堅
渾
︑
亦
た
能
く
遺
山
を
嗣
響

す(13)

﹂
と
述
べ
る
︒
以
來
文
學
史
や
事
典
で
も
彼
は
﹁
元
好
問
に
學
ぶ
﹂
と
記
述
さ
れ
る
事
が
多
い
︒
だ
が
そ
の
經
歷
を
見
る
と
︑
元
好
問
に
會
っ

た
の
は
前
述
の
憲
宗
四
年
︵
一
二
五
四
︶
た
だ
一
度
だ
け
で
あ
る
︒
當
時
北
方
詩
壇
の
盟
主
と
し
て
確
固
た
る
位
置
を
占
め
て
い
た
元
好
問
か
ら

詩
文
の
教
え
を
受
け
た
こ
と
は
︑
王
惲
に
と
っ
て
生
涯
忘
れ
が
た
い
出
來
事
で
あ
り
︑
面
會
し
た
日
の
こ
と
を
克
明
に
記
憶
し
て
い
る
︒

　

遺
山
先
生
は
向む

か

し
頥
齋
張
公
と
汴
自よ

り
北
歸
し
︑
衛
を
過
ぐ
︒
先
君
は
近
作
一
卷
三
十
餘
首
を
錄
し
て
贄
と
爲
す
を
命
じ
︑
二
公
を
賓
館

に
拜
し
︑
同
志
雷
膺
在
り
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
先
生
は
几
に
憑
り
て
東
に
嚮
か
ひ
て
坐
り
︑
予
ら
二
人
は
前
に
侍
り
︑
獻
ず
る
所
を
披
き
て
狂

斐
し
︑
且
つ
讀
み
且
つ
竄あ

ら
た

む
︒
即
ち
其
の
後
︑
筆
は
數
語
を
以
て
其
の
非
是
を
攦ふ

る

ひ
︑
且
つ
循
誘
の
善
意
を
見あ

ら
は

し
︑
而
し
て
體
要
の
工
拙

と
︑
音
韻
の
乖
叶
に
於
ひ
て
尤
も
切
に
し
て
懇
な
る
を
致
す
︒︵
遺
山
先
生
向
與
頥
齋
張
公
自
汴
北
歸
︑
過
衛
︒
先
君
命
錄
近
作
一
卷
三
十

餘
首
爲
贄
︑
拜
二
公
於
賓
館
︑
同
志
雷
膺
在
焉
︒
︙
︵
中
略
︶
︙
先
生
憑
几
東
嚮
坐
︑
予
二
人
前
侍
︑
披
所
獻
狂
斐
︑
且
讀
且
竄
︒
即
其

後
︑
筆
以
數
語
攦
其
非
是
︑
且
見
循
誘
善
意
︑
而
於
體
要
工
拙
︑
音
韻
乖
叶
尤
切
致
懇
︒︶

 

卷
四
五
﹁
遺
山
先
生
口
誨
﹂︵
第
二
一
一
六
頁
︶

　

こ
れ
は
至
元
二
十
五
年
︵
一
二
八
八
年
︶
十
二
月
に
書
か
れ
た
文
章
で
︑
元
好
問
と
の
面
會
か
ら
三
十
五
年
も
後
の
こ
と
で
あ
り
︑
王
惲
は
六

十
二
歳
に
な
っ
て
い
た
︒
至
元
二
十
年
に
病
の
た
め
山
東
東
西
道
提
刑
按
察
副
使
の
職
を
辭
し
︑
至
元
二
十
六
年
に
福
建
閩
海
道
提
刑
按
察
使
に

就
く
ま
で
︑
郷
里
衛
州
で
過
ご
し
て
い
た
時
の
も
の
で
あ
る
︒
彼
を
元
好
問
の
門
弟
と
呼
ぶ
に
は
そ
の
關
係
が
余
り
に
希
薄
な
の
で
あ
る
が
︑
私
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淑
し
熱
烈
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
無
い
︒
王
惲
は
夢
の
内
容
を
記
し
た
詩
文
が
數
多
く
あ
る
が
︑
こ
の
文
章
を
書
い
た
年
に
は
夢
に
二

度
も
元
好
問
が
現
れ
て
お
り(14)

︑
そ
れ
が
年
末
に
元
好
問
と
の
思
い
出
を
文
章
化
す
る
契
機
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る

言
葉
は
王
惲
自
身
の
言
葉
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒﹁
體
要
︵
簡
潔
で
適
切
で
あ
る
こ
と
︶﹂
と
い
う
語
は
﹃
書
經
﹄
に
端
を
發
し
て
﹃
文

心
雕
龍
﹄
で
多
用
さ
れ
て
い
る
文
學
批
評
用
語
だ
が
︑
元
好
問
は
こ
の
語
を
文
集
中
で
全
く
使
っ
て
い
な
い
︒
だ
が
發
言
全
體
の
内
容
は
そ
の
著

﹁
詩
文
自
警
﹂
な
ど
と
も
符
合
し(15)

︑
元
好
問
の
詩
學
に
沿
う
も
の
で
あ
る
︒

　

元
好
問
と
の
面
會
は
ど
の
よ
う
な
經
緯
で
實
現
し
た
の
か
詳
ら
か
で
無
い
︒
王
惲
の
文
章
を
見
る
と
︑
父
王
天
鐸
が
王
惲
と
そ
の
友
人
雷
膺
を

伴
っ
て
訪
問
し
た
よ
う
に
讀
め
る
︒
王
惲
は
父
王
天
鐸
の
交
友
關
係
を
﹁
碑
陰
先
友
記
﹂
に
ま
と
め
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
は
元
好
問
の
名
も
︑
前

記
文
章
で
舉
げ
ら
れ
て
い
る
張
德
輝
︵
頥
齋
張
公
︶
の
名
も
無
い
︒
王
天
鐸
が
友
人
の
知
人
と
い
う
よ
う
な
間
接
的
關
係
を
賴
っ
て
我
が
子
を
引

き
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
行
し
た
雷
膺
は
金
末
の
文
章
家
と
し
て
名
高
い
雷
淵
の
子
で
あ
り
︑
雷
淵
は
元
好
問
の
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た

の
で
︑
雷
膺
が
こ
の
面
會
を
實
現
さ
せ
︑
王
惲
父
子
は
こ
れ
に
付
随
し
た
だ
け
か
も
知
れ
な
い
︒
王
惲
と
そ
の
家
系
は
元
好
問
と
何
の
接
點
も
見

い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
︒

　

い
ず
れ
に
せ
よ
王
惲
は
北
方
文
壇
の
象
徴
的
人
物
で
あ
っ
た
元
好
問
と
青
年
時
代
に
面
會
で
き
︑
し
か
も
詩
の
添
削
を
受
け
︑
教
え
を
頂
戴
し

た
︒
前
引
の
文
章
に
續
い
て
元
好
問
の
發
言
を
書
き
記
し
て
い
る
︒

　

説
は
な
し

既
に
竟お

は
り
︑
先
生
は
後
に
昌
言
し
て
曰
は
く
︑﹁
千
金
の
貴
き
は
︑
卿
相
に
逾す

ぐ
る
は
莫
く
︑
卿
相
な
る
者
は
︑
一
時
の
權
な
り
︒

文
章
は
︑
千
古
の
事
業
に
し
て
︑
日
星
の
昭
回
し
︑
經
緯
天
度
の
如
く
︑
少
し
も
易
ふ
る
べ
か
ら
ず
︒
顧
る
に
此
の
握
管
は
銛
鋒
の
微
な
り

と
雖
も
︑
其
の
重
な
る
は
︑
纖
埃
を
し
て
化
し
て
泰
山
と
爲
さ
し
む
可
く
︑
其
の
輕
な
る
は
︑
泰
山
を
し
て
散
じ
て
微
塵
と
爲
さ
し
む
可

く
︑
其
の
柄
用
は
此か

く
の
如
き
者
有
り
︒
况
ん
や
老
成
は
漸
く
遠
く
︑
斯
文
將ま

さ

に
在
る
も
︑
後
來
の
女な

ん
ぢ
ら等
︑
其
れ
勖つ

と

む
る
か
な
替
ふ
る
毋な

か

れ
﹂
と
︒
坐
客
四よ

た
り
悚お

そ

れ
︑
惘
然
自
失
し
︑
覺
へ
ず
嘆
じ
て
愧は

ぢ

を
發
す
者
有
り
︒
既
に
し
て
鼓
動
き
客
去
り
︑
先
生
は
衾
を
覆
り
て
臥

せ
︑
予
ら
二
人
も
亦
た
頭
を
垂
れ
て
壁
に
倚
り
熟
睡
す
︒︵
説
既
竟
︑
先
生
後
昌
言
曰
︑﹁
千
金
之
貴
︑
莫
逾
於
卿
相
︑
卿
相
者
︑
一
時
之
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權
︒
文
章
︑
千
古
事
業
︑
如
日
星
昭
回
︑
經
緯
天
度
︑
不
可
少
易
︒
顧
此
握
管
銛
鋒
雖
微
︑
其
重
也
︑
可
使
纖
埃
化
而
爲
泰
山
︑
其
輕
也
︑

可
使
泰
山
散
而
爲
微
塵
︑
其
柄
用
有
如
此
者
︒
况
老
成
漸
遠
︑
斯
文
將
在
︑
後
來
女
等
︑
其
朂
哉
毋
替
︒﹂
坐
客
四
悚
︑
有
惘
然
自
失
︑
不

覺
嘆
而
發
愧
者
︒
既
而
鼔
動
客
去
︑
先
生
覆
衾
卧
︑
予
二
人
亦
垂
頭
倚
壁
熟
睡
︒︶

　
﹃
中
州
集
﹄
を
撰
し
て
金
朝
の
歷
史
と
文
化
の
保
存
に
奔
走
し
た
︑
晩
年
の
元
好
問
ら
し
い
發
言
で
あ
る
︒
文
章
と
は
永
遠
に
不
滅
の
事
業
で

あ
り
︑
太
陽
や
星
が
天
を
巡
り
︑
こ
れ
を
觀
測
す
る
天
の
緯
度
經
度
や
天
を
区
切
っ
た
單
位
で
あ
る
天
度
の
よ
う
に
絶
對
に
變
え
ら
れ
な
い
も
の

だ
と
規
定
す
る
︒﹁
坐
客
四
た
り
悚
れ
﹂
と
は
教
え
を
受
け
た
王
惲
と
雷
膺
だ
け
で
な
く
︑
同
席
し
た
王
天
鐸
と
張
德
輝
も
含
め
た
︑
そ
の
場
に

い
た
全
て
の
人
間
が
慄
然
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

　

た
だ
し
王
惲
の
文
集
全
體
を
見
渡
し
た
と
き
︑
元
好
問
の
文
學
論
に
特
別
な
注
意
を
向
け
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
︒
少
な
く
と
も
﹁
論
詩
絶

句
﹂
や
そ
の
他
の
詩
論
に
關
す
る
記
述
に
言
及
し
て
い
る
例
は
無
い
︒
だ
が
そ
の
作
品
に
つ
い
て
は
間
違
い
無
く
熟
讀
し
て
お
り
︑
詩
中
に
典
故

と
し
て
多
く
用
い
て
い
る
︒
元
好
問
は
気
に
入
っ
た
詩
句
を
繰
り
返
し
使
う
﹁
復
句
﹂
癖
が
指
摘
さ
れ
て
お
り(16)

︑
こ
れ
ら
の
詩
句
を
王
惲
も
踏
襲

し
て
用
い
て
い
る
︒
元
好
問
が
最
も
多
用
し
た
﹁
一
片
傷
心
畫
不
成(17)

﹂
に
つ
い
て
も
一
例
だ
け
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
句
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い

る
︒

連
日
風
沙
此
日
晴 

連
日
の
風
沙 

此
の
日
晴
れ

東
君
有
意
作
清
明 

東
君 

意
有
り
て
清
明
を
作
す

垂
鞭
醉
入
宮
城
去 

鞭
を
垂
れ
醉
ひ
入
り
て
宮
城
を
去
る

一
片
傷
心
畫
不
成 

一
片
の
傷
心 

畫
か
ん
と
し
て
成
ら
ず

 

卷
二
十
七
﹁
汴
梁
清
明
﹂︵
第
一
三
五
二
頁
︶
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元
好
問
が
好
ん
で
用
い
た
﹁
動
詞
＋
不
成
﹂
と
い
う
言
い
回
し
を
︑
王
惲
は
そ
の
文
集
中
で
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
こ
の
句
の

表
現
が
王
惲
の
嗜
好
に
と
り
わ
け
沿
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
掃
苔
の
日
で
あ
る
清
明
節
と
︑
金
末
文
壇
が
最
盛
期
を
迎
え

た
故
都
汴
梁
︵
開
封
︶
と
い
う
時
間
的
・
空
間
的
要
素
を
踏
ま
え
︑
往
事
の
人
々
や
自
身
が
こ
の
地
で
過
ご
し
た
幼
少
期
を
思
っ
て
敢
え
て
元
好

問
の
詩
句
を
一
字
一
句
改
變
せ
ず
に
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

他
に
は
﹁
青
衫
還
見
讀
書
孫(18)

﹂
と
い
う
詩
句
が
気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
三
首
に
用
い
て
い
る
︒

翠
琰
盛
傳
千
字
誄 
翠
琰 

盛
ん
に
傳
ふ 

千
字
の
誄

青
衫
還
有
讀
書
孫 
青
衫 
還
た
讀
書
の
孫
有
り

 

卷
十
六
﹁
張
府
君
の
墳
丘
に
題
す
﹂︵
第
七
五
〇
頁
︶

正
似
紫
峰
遺
澤
遠 

正
に
紫
峰
に
似
て
遺
澤
遠
し

青
衫
還
有
讀
書
孫 

青
衫 

還
た
讀
書
の
孫
有
り

 

卷
二
十
八
﹁
杜
郎
中
の
二
子
字
説
の
卷
後
に
題
す
﹂
二
首 

其
の
二
︵
第
一
三
八
九
頁
︶

德
澤
未
應
移
五
世 

德
澤 

未
だ
應
に
五
世
を
移
す
べ
か
ら
ず

青
衫
長
見
讀
書
孫 

青
衫 

長と
こ
しへ
に
見ま

み

ゆ 

讀
書
の
孫

 
卷
三
十
一
﹁
朱
家
府
を
過
ぐ 

并
び
に
序
﹂
四
首 

其
の
四
︵
第
一
五
三
二
頁
︶

　

元
代
で
最
も
卷
帙
の
多
い
文
集
を
殘
し
た
王
惲
で
あ
る
が
︑
作
品
數
が
多
い
と
類
似
の
言
い
回
し
が
散
見
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
こ
の
三
例

も
元
の
句
の
一
字
を
改
變
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒
だ
が
逆
に
言
え
ば
一
字
で
も
改
變
す
る
意
圖
が
あ
り
︑
一
方
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
﹁
汴
梁
清

明
﹂
詩
で
は
﹁
一
片
傷
心
畫
不
成
﹂
と
い
う
句
に
全
く
手
を
加
え
ず
こ
れ
を
結
句
と
し
て
用
い
て
い
る
︒
結
句
に
据
え
た
と
い
う
點
と
改
變
な
く

用
い
た
點
に
︑
典
故
へ
の
敬
意
と
金
朝
に
對
す
る
王
惲
の
哀
惜
を
見
出
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
︒
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六
　
お
わ
り
に

　

以
上
︑
王
惲
と
關
わ
り
の
あ
る
三
人
の
師
に
つ
い
て
︑
そ
の
學
問
的
關
係
を
考
察
し
た
︒
姚
樞
は
王
惲
が
官
界
に
進
出
す
る
契
機
と
な
っ
た

が
︑
具
體
的
に
そ
の
教
え
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
︑
師
承
關
係
は
極
め
て
希
薄
で
あ
る
︒

　

王
磐
は
若
年
時
か
ら
晩
年
ま
で
︑
半
世
紀
に
近
い
交
遊
が
あ
り
︑
王
惲
は
そ
の
言
動
を
數
多
く
記
錄
し
て
い
る
︒
最
も
影
響
が
強
く
關
係
が
深

い
師
で
あ
る
が
︑
王
磐
が
注
力
し
た
理
學
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
さ
ず
︑
文
集
中
で
の
言
及
も
極
め
て
少
な
い
︒
だ
が
間
違
い
無
く
理

學
を
學
ん
で
お
り
︑﹁
書
太
極
圖
後
﹂︵
卷
四
四
︶
で
は
周
敦
頤
へ
の
評
價
を
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
易
解
序
﹂︵
卷
四
二
︶︑﹁
紫
山
先
生
易
直
解

序
﹂︵
卷
四
三
︶
で
は
﹃
易
﹄
に
對
す
る
認
識
を
記
す
が
︑
五
經
の
な
か
で
﹃
易
﹄
に
關
し
て
の
み
序
を
書
い
て
い
る
の
は
︑﹃
易
﹄
を
得
意
と
し

た
王
磐
に
學
ん
だ
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
王
惲
に
と
っ
て
理
學
は
最
大
の
關
心
を
向
け
る
對
象
で
は
な
く
︑
こ
れ
を
専
ら
論
じ

た
文
章
は
少
な
い
︒

　

元
好
問
は
一
度
面
會
し
て
教
え
を
受
け
た
だ
け
で
︑
王
惲
を
彼
の
弟
子
と
見
な
す
の
は
難
し
い
︒
だ
が
終
生
傾
倒
し
て
そ
の
詩
文
を
學
ん
だ
こ

と
は
間
違
い
無
い
︒
こ
の
時
期
の
北
方
詩
人
は
元
好
問
の
影
響
を
何
ら
か
の
形
で
受
け
て
お
り
︑
何
ら
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
が
︑
そ
の
傾
倒
の

强
さ
故
に
四
庫
提
要
で
も
元
好
問
の
影
響
を
特
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
こ
ち
ら
も
面
會
時
の
記
憶
や
各
地
で
見
た
そ
の
墨
跡
︑
書
簡
な
ど
に

强
い
執
着
を
示
す
が
︑
元
好
問
の
詩
論
や
文
學
論
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
︒
元
好
問
が
黄
庭
堅
ら
の
文
學
論
を
下
敷
き
に
自
己
の
文

學
觀
を
述
べ
た
の
と
は
異
な
り
︑
王
惲
が
序
跋
な
ど
で
自
ら
の
觀
點
を
披
瀝
す
る
こ
と
は
か
な
り
少
な
い
︒

　

王
惲
が
王
磐
や
元
好
問
か
ら
受
け
繼
ぎ
最
も
關
心
を
示
し
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
は
歷
史
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
今
現
在
の
出
來
事
を
記
錄
し
︑
歷

史
の
資
料
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
︑
彼
の
一
生
の
仕
事
で
あ
っ
た
︒
百
卷
と
い
う
詩
文
集
を
殘
し
た
の
も
︑
詩
文
の
取
捨
選
択
に
欠
け
る
と
批
判
さ

れ
る
が(19)

︑
こ
れ
は
意
圖
的
に
殘
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
王
惲
の
生
き
た
時
代
は
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
文
化
破
壊
の
影
響
を
生
々
し
く
體
驗
し
て

い
る
︒
金
朝
の
先
人
の
︑
ほ
ん
の
一
世
代
前
の
詩
文
を
見
た
く
と
も
︑
そ
の
大
半
が
散
逸
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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註(1) 
王
惲
の
生
年
に
は
他
に
一
二
二
六
年
︑
一
二
二
八
年
と
い
う
説
が
あ
る
︒
本
稿
で
は
楊
鎌
﹃
元
詩
史
﹄︵
人
民
文
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶
及
び
楊

亮
・
鍾
彦
飛
點
校
﹃
王
惲
全
集
彙
校
﹄︵
中
華
書
局
︑
二
〇
一
三
年
︶
の
説
に
従
う
︒

(2) 

山
東
は
金
代
か
ら
農
民
反
亂
が
頻
發
し
て
お
り
︑
政
情
の
安
定
し
な
い
地
域
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
海
陵
王
完
顔
亮
の
死
後
︑
耿
京
が
こ
の
地
で
反
亂
を

起
こ
し
て
敗
れ
︑
そ
の
麾
下
に
あ
っ
た
辛
棄
疾
は
南
宋
へ
走
っ
た
︵﹃
宋
史
﹄
卷
四
〇
一
﹁
辛
棄
疾
傳
﹂︶︒
そ
の
後
は
李
全
が
一
帯
を
掌
握
し
︑
金
・

モ
ン
ゴ
ル
・
南
宋
と
の
間
で
半
獨
立
國
の
よ
う
な
勢
力
を
築
い
て
い
た
︵﹃
宋
史
﹄
卷
四
七
六
︑
四
七
七
﹁
李
全
傳
﹂
上
下
︶︒
李
全
の
子
李
璮
は
元
に

歸
順
し
た
が
後
に
反
亂
を
起
こ
し
︵﹃
元
史
﹄
卷
二
〇
六
﹁
李
璮
傳
﹂︶︑
こ
れ
を
制
圧
す
る
に
及
ん
で
よ
う
や
く
こ
の
地
の
形
勢
が
安
定
に
向
か
っ
た
︒

(3) 

宋
福
利
・
楊
亮
撰
﹁
王
惲
年
譜
﹂︑﹃
王
惲
全
集
彙
校
﹄
第
四
〇
四
五
頁
︒
こ
こ
で
は
王
惲
と
姚
枢
の
關
係
に
つ
い
て
︑
そ
の
特
別
さ
の
論
據
は
師
弟
關

係
以
外
に
示
し
て
い
な
い
︒

(4) 

﹁
上
經
略
史
公
啓
﹂︵﹃
王
惲
全
集
彙
校
﹄
第
二
九
三
五
頁
︶︑﹁
上
張
左
丞
啓
﹂︵
第
二
九
四
一
頁
︶︒

(5) 

王
公
孺
﹁
大
元
故
翰
林
學
士
中
奉
大
夫
知
制
誥
同
脩
國
史
贈
學
士
承
旨
資
善
大
夫
追
封
太
原
郡
公
謚
文
定
王
公
神
道
碑
銘
﹂︑﹃
王
惲
全
集
彙
校
﹄
第
四

四
四
一
頁
︒

(6) 

金
朝
滅
亡
前
後
の
東
平
に
つ
い
て
は
陶
然
等
著
﹃
宋
金
遺
民
文
學
研
究
﹄︵
浙
江
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
第
五
章
﹁
金
元
之
際
的
東
平
文
人
群
﹂

を
參
照
︒

(7) 

袁
桷
﹁
送
程
士
安
官
南
康
序
﹂︑﹃
清
容
居
士
集
﹄
卷
二
四
︒
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
︒

(8) 

顧
易
生
・
蔣
凡
・
劉
明
今
著
﹃
宋
金
元
文
學
批
評
史
﹄
第
四
編
第
三
章
﹁
元
代
前
期
詩
文
批
評
﹂
第
一
節
﹁
北
方
諸
家
的
詩
文
批
評
﹂︒
上
海
古
籍
出

版
社
︑
一
九
九
六
年
︒

(9) 

卷
九
六
﹃
玉
堂
嘉
話
﹄
卷
四
︑
第
三
八
九
四
頁
︒

(10) 

卷
九
四
﹃
玉
堂
嘉
話
﹄
卷
二
︑
第
三
八
〇
二
頁
︒

(11) 

同
前
︒

(12) 

﹁
李
屛
山
教
後
學
為
文
︑
欲
自
成
一
家
︑
每
曰
︑﹃
當
别
轉
一
路
︑
勿
隨
人
脚
跟
﹄︒﹂﹃
歸
潛
志
﹄
卷
八
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
七
年
版
︑
第
八
七
頁
︒

(13) 

﹃
四
庫
全
書
﹄
秋
㵎
集
提
要
︒

(14) 

卷
四
四
﹁
記
夢
﹂︵
至
元
二
十
五
年
八
月
十
三
日
夜
︶
に
は
畫
像
と
し
て
現
れ
︑
同
卷
﹁
詩
夢
﹂︵
十
一
月
七
日
︶
で
は
夢
の
中
で
元
好
問
の
樂
府
︵
詞
︶
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に
つ
い
て
討
論
し
︑
併
せ
て
詩
を
作
っ
て
い
る
︒

(15) 
姚
奠
中
主
編
・
李
正
民
増
訂
﹃
元
好
問
全
集
﹄︵
増
訂
本
︶
卷
五
二
﹃
詩
文
自
警
﹄
輯
録
︑
第
一
則
・
六
則
・
九
則
・
十
二
則
で
文
章
や
語
句
の
簡
潔

さ
及
び
音
韻
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︒
山
西
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒
以
下
︑
元
好
問
の
詩
文
は
本
書
に
據
る
︒

(16) 

元
好
問
の
﹁
復
句
﹂
癖
に
つ
い
て
は
清
代
に
趙
翼
﹃
陔
余
叢
考
﹄︑
潘
徳
輿
﹃
養
一
斎
詩
話
﹄
が
指
摘
し
︑
銭
鍾
書
も
﹃
談
藝
録
﹄
で
言
及
し
て
い
る
︒

詳
し
く
は
胡
傳
志
﹁
遺
山
復
句
論
﹂︵﹃
安
徽
師
範
大
學
學
報
︵
人
文
社
会
版
︶﹄
二
〇
一
三
年
第
六
期
︶
を
參
照
︒

(17) 

卷
九
﹁
懐
州
子
城
晚
望
少
室
﹂︑
卷
十
﹁
十
日
作
﹂︑
卷
十
一
﹁
家
山
歸
夢
圗
﹂
三
首
其
の
三
︒
他
に
も
﹁
畫
不
成
﹂
の
み
を
用
い
て
い
る
例
は
三
首
あ

る
︒

(18) 

卷
十
三
﹁
初
挈
家
還
讀
書
山
雜
詩
﹂
四
首
其
の
三
︑
卷
十
四
﹁
梁
氏
先
人
手
書
﹂︒

(19) 

﹃
元
詩
選
﹄
初
集
卷
十
五
﹁
然
所
存
過
多
︑
頗
少
持
擇
︑
必
痛
加
芟
削
︑
則
精
彩
愈
︒﹂﹃
四
庫
全
書
﹄
本
︒


