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砂
山
稔

『
赤
壁
と
碧

』
｜

宋
の

人
と

敎
｜

坂

榮

夫

本
書
は

體
が
二
部
構

、

二
十
一

（
序

を
含
む
）
か

ら
な
る
論

集
で
あ
る
。

の

『
隋

敎
思
想
史

究
』（
一
九
九
〇
年

平
河
出
版
社
）
以
降
に
發
表
さ
れ
た
、

な
論
考
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
「

代
の

人
と

敎
」
は
、
王
維
・
李
白
・
杜
甫
・
韓
愈
・
柳
宗
元
と

敎
と
の
關

わ
り
を
考
察
し
た
論
考
、

び
重
玄
派
の
『
九
幽
經
』
等
の

敎

經
典
、
茅
山
派
と
交

を
も
っ
た
沈

期
・
宋
之
問
に
つ
い
て
の

論
考
か
ら
な
る
。
第
二
部
「
宋
代
の

人
と

敎
」
は
、

宋
八

大
家
の

の
宋
代
六
人
と

敎
の
關
係
、

び
蘇

の
子
蘇

、

孫
の
蘇
符
、
蘇
轍
の
孫
蘇

等
、
蘇
氏
一
族
と

敎
の
關
係
を
考

察
し
た
論
考
群
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
部
な
論
集
で
あ
る
の
で
、

論
集

て
に
亘
っ
て
論

を
加
え
る
こ
と
は
、
紙
幅
の
限
り
も
あ

り
且
つ

の
能
力
を
超
え
る
事
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の

の

幾
つ
か

の
關
心
を
引
い
た
論
考
に
つ
い
て

べ
る
こ
と
で
書

の
責
め
を
塞
ぐ
事
に
し
た
い
。

第
一
部
「

代
の

人
と

敎
」
序

の
二

で
、

は
小

林
正
美
氏

『

代
の

敎
と
天
師

』
に
つ
い
て
反
批

を
加

え
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
重
玄
派

士
黎
元
興
と
茅
山
派

士

李
含
光
が
と
も
に
三
洞
法
師
と
呼
ば
れ
て
學
派
・
宗
派
の
相

を

示
し
て
い
な
い
事
を
根
據
に
、
氏
の
「

敎＝

天
師

」

に
反

論
し
て
い
る
。
こ
れ
に
關
し
て
私
見
を

べ
る
と
、

代

士
が

九
三
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て
天
師

の
位
階
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に

そ
れ
が

代

士

員
が
天
師

の

士
で
あ
っ
た
と
言
う
結
論

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
た
だ
國
家
管
理

の
あ
り
方
と
し
て
、

て
の

士
を
天
師

の

士
と
し
て
處
理

す
る
と
言
う
事
を

味
す
る
に

ぎ
な
い
も
の
で
、
宗
派
と
は
別

元
の
問
題
で
あ
る
と
も
解
釋
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
位
階
が
國

家
の
給
田
規
定
と
關

す
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

も
し
も

て
の

士
が
天
師

の

士
で
あ
っ
た
の
な
ら
、

代

の
張
天
師
は

大
な
權
威
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
う
で
あ
れ

ば
今
日
に

さ
れ
る

代
天
師

關
係
の

料
の
少
な
さ
は
、

す
る
の
が

し
い
で
あ
ろ
う
。

第
七

「
李
白
と

代
の

敎
｜
レ
ト
ロ
と
モ
ダ
ン
の

｜
」

で
は
、
李
白
と
茅
山
派

士
李
含
光
と
親
し
か
っ
た
胡
紫
陽
や
元

丹
丘
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
、
李
白
は
當
時

先
端

で
あ
り
緻
密
で
理
論

な
重
玄
派

敎
を
好
ま
ず
、
不
死

を
目
指
す
神

で
實

な
茅
山
派

敎
に
接

し
た
と
指
摘

す
る
。

ち
、「
モ
ダ
ン
」
な
重
玄
派
で
は
な
く
「
レ
ト
ロ
」
な

茅
山
派
が
好
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
は
李
白

の
「
古
風
」
に
見
え
る

敎
思
想
が
、

代
人
の

敎
思
想
の
骨

格
部
分
を

確
に
代
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。

こ
の
「
モ
ダ
ン
」
と
「
レ
ト
ロ
」
と
い
う

點
は
、
中
國
思
想

究
に
お
け
る

敎

究
に
關
し
て
重

な

味
を
持
つ
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
從
來
、

敎

究
は

藏
中
に
收
め
る

料
を

分
析
す
る
事
に
よ
り
、

敎
敎
理
や
宗
敎
儀
禮
を
解

す
る
こ
と

が

に
行
わ
れ
て
い
る
。

先
端
の
敎
理
の

究
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

敎
に
は
色
々
の
位
相
が
考
え
ら
れ
る
。

專
門
の

士

が

究
し
て
い
る

先
端
の
敎
理
、
民
衆
が
信
じ

る
土
俗
信
仰
と
混
交
し
た
よ
う
な

敎
、
そ
し
て
一
般
の
知
識
人

が
理
解
し
た
で
あ
ろ
う

敎
思
想
、
等
な
ど
。
一
般
の
士
大
夫
が

敎
の

先
端
理
論
を
理
解
し
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、
恐
ら

く
は

士
が
分
か
り
や
す
く

し
た

敎
理
論
を
理
解
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。「
モ
ダ
ン
」
と
「
レ
ト
ロ
」
の

點
を

入
す

る
こ
と
に
よ
り
、

士
と
知
識
人
の

敎
敎
理
に
對
す
る
理
解
の

乖
離
が

究

に

確
に

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に

よ
り
、
一
般
知
識
人
に

敎
が
ど
の
よ
う
に

識
さ
れ
て
い
た
か

九
四
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も

ら
か
に
な
り
、

敎
が
中
國
の
學

・
思
想
に
占
め
る
位
置

を
一

確
に
す
る
事
が
可
能
に
な
る
。
中
國
思
想

究
に
お
け

る

敎
思
想

究
｜

敎
は
、
目

學

に
言
え
ば
、
あ
く
ま
で

子
部

家

と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
と
い
う
事
實
｜
を
行
う
上

で
の
重

な
指
摘
と
言
え
よ
う
。

第
十

「
韓
愈
の
死
生

と

敎
｜
老
莊
・
金
丹
・
神
仙
・
女

性

｜
」
で
は
、
廢
佛
論

と
し
て
有
名
な
韓
愈
が
ど
の
よ
う
に

敎
と
關
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
老
莊
・
金
丹
・
神
仙
な
ど
の
角

度
か
ら
考
察
す
る
。
先
ず
、
思
想
家
と
し
て
の
韓
愈
は
『
老
子
』

を
批

す
る
が
、

學

と
し
て
は
『
莊
子
』
に
は
好

で
あ

る
。

に
、
韓
愈
は
金
丹
に
つ
い
て
關
心
が
あ
っ
た
こ
と
は

瞭

で
あ
る
が
、
自
ら

用
し
て
長
生
不
死
を
求
め
る

で
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
長
生
不
死
に
關

し
て
、
韓
愈
の
思
想
の
特

は
「
死
」
へ
の
關
心
の
深
さ
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
神
仙
の
存

在
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
態
度
を
と
る
が
、
瞿
童
や
謝
自
然
の
白
日

昇
天
に
つ
い
て
は
批

し
て
い
る
と
す
る
。
韓
愈
の
思
想
の
特

は
「
死
」
へ
の
關
心
の
深
さ
に
あ
る
と
の
指
摘
は
、

獨
自
の

點
で
あ
り
斬
新
で
あ
る
。
願
わ
く
ば
、
こ
の

點
か
ら
韓
愈
の

思
想
を
も
う
少
し
詳
し
く
分
析
し
た
、

究

果
を
是
非
と
も
公

表
し
て
頂
き
た
い
。

二
部
第
一

「

陽
脩
の
靑
詞
に
つ
い
て
｜

陽
脩
と

敎
思

想
｜
」
で
は
、

陽
脩
の
『

制
集
』
に
收

さ
れ
る
「
靑
詞
」

「
密
詞
」
を
中
心
に
、

陽
脩
と

敎
思
想
と
の
關
わ
り
を
考
察

し
て
、
仁
宗
か
ら
神
宗
期
の

敎
思
想
の
解

を
目
指
し
て
い
る
。

陽
脩
が
書
い
た
靑
詞
の
目

は
、
自
然
の

行
・
現

、
人
事
、

敎
敎
義
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、

上
さ
れ
た
場

は
中
央
と
地

方
の
二
箇

に
大
別
で
き
る
。
そ
の
靑
詞
は
、
宋
代
に
な
っ
て

崇
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
玉
皇
大

に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
靑
詞
中
に
は
『

庭
經
』
に
現
わ
れ
る
神
格
、
紫
淸
大

君
が

見
え
る
事
に

目
す
る
。
こ
れ
は
、

陽
脩
が
こ
れ
ら
神
格
を

め
て
い
た
こ
と

味
す
る
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、

陽
脩

は
人

が
神
仙
に
な
る
事
に
つ
い
て
は

疑

で
あ
り
、
神
格

さ
れ
た
老
子
に
も

疑

で
あ
っ
た
が
、
思
想
書
と
し
て
の
『
老

子
』
は
高
く

價
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

の
解
釋
は
『
老
子
』

九
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に
據
っ
た
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
從
來
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
「
靑
詞
」「
密
詞
」
に
基
づ
い
て
、
新
た
な
角
度
か
ら

陽
脩
の

敎
思
想
を

究
し
た
も
の
と
し
て
高
く

價
で
き
る
論

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら

は

陽
脩
が
翰
林
學
士
の
任
に

あ
っ
た
時
、
職
務
と
し
て
書
い
た

で
あ
る
。

は
「

陽

脩
自
身
の
校

を
經
て
、

陽
脩
自
身
の
思
想
を
示
す
も
の
と
し

て

さ
れ
て
い
る
」
と

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
根
據
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。
個
人
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
示
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、
愼
重
な

討
が
必

だ
ろ
う
。

第
四

「
蘇
洵
の
水
官
詩
に
つ
い
て
｜
蘇
洵
と

敎
｜
」

第

五

「
玉
皇
大

と
宋
代

敎
｜
蘇

を
中
心
と
し
て
｜
」

第

六

「
蘇
轍
と

敎
｜
「

苓
賦
」・『
靈
寶
度
人
經
』・「
抱

一
」・「
三
淸
」
を
中
心
に
｜
」

第
七

「『

川
集
』
を
讀
む
｜

蘇

と

敎
｜
」

第
八

「
蘇
符
と
蘇

｜

敎
を
め
ぐ
る
兩

蘇
と
そ
の
孫
｜
」

第
二
部
「
宋
代
の

人
と

敎
」
の
中
心
と
な
る
論
考
群
。
蘇

兄
弟
を
中
心
に
父
親
の
蘇
洵
、
蘇

の
息
子
で
あ
る
蘇

、
孫

世
代
に
あ
た
る
蘇
符
と
蘇

、
蘇
氏
一
族
四
代
に
亘
っ
て

敎
と

の
關
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
。

第
四

「
蘇
洵
の
水
官
詩
に
つ
い
て
」
で
は
、
蘇
洵
の
張
仙
へ

の
「

子
」
の
事
例
、「
老
子
」
へ
の
肯
定

言

、「
風
水
」
の

學
論
、「
水
官
詩
」
の
「
水
」
の
哲
學
な
ど
に
つ
い
て
論
究
す

る
。
し
か
し
、
論

を
見
る
限
り
蘇
洵
に
は

敎
を
信
仰
す
る
と

言
う
ほ
ど
の

識
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
第
五

「
玉
皇

大

と
宋
代

敎
」
は
、
玉
皇
大

と
宋
代

敎
に
關
し
て
太

宗
・
眞
宗
の
崇

政
策
を

絲
に
、
蘇

の

敎
に
關
る
詩

を

絲
に
し
て
、

・
老
子
の

、
上
淸
太
平
宮
と
『

保
德

傳
』、
眞
宗
の
玉
皇
信
仰
と
天
慶

の
設
置
、
更
に
玉
皇
大

と

蘇

と
の
關
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
論

じ
た
と
い
う
よ
り
は
、
い
く
つ
か
の

題
に
つ
い
て
の
點
描
と
い

え
よ
う
。
第
六

「
蘇
轍
と

敎
」
は
、
蘇
轍
の
詩

を
分
析
し

そ
の
中
か
ら

敎
と
關
わ
り
深
い
事
實
を
指
摘
し
た
も
の
。
こ
こ

で
は
、

氣
法
の
實

、
朱
元
經
や

拱
辰
な
ど
の

士
と
の
交

や

敎
經
典
の
讀
誦
、
老
子
へ
の

敬
と
靑
詞
そ
の
他
に
見
え

る
三
淸
へ
の
信
奉
な
ど
が

げ
ら
れ
て
い
る
。
第
七

「『

川

九
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集
』
を
讀
む
」
は
、
蘇

の
第
三
子
、
蘇

と

敎
の
關
わ
り
を

論
じ
た
も
の
。
彼
の
詩

に
は
、
宋
代
以
降

高
神
と
な
る
玉
皇

や
天
公
の
語
が
見
え
る
事
や
神
仙
を
肯
定
す
る

勢
、『

庭
經
』

の
名

や

丹
技
法
を
思
わ
せ
る
記

の
見
え
る
事
等
を
指
摘
す

る
。
第
八

「
蘇
符
と
蘇

」
は
、
蘇

の
孫
の
蘇
符
と
蘇
轍
の

孫
の
蘇

を
取
り
上
げ
、
二
人
と

敎
と
の
關
わ
り
を
論
じ
た
も

の
。
蘇
符
に
つ
い
て
は
新
出
土
の
「
蘇
符
行

」
に
よ
り
、

敎

語
感
を
も
つ
「
白
鶴
翁
」
と
號
し
た
こ
と
、
ま
た
「

生
の

訣
」
を
得
て
「

引
」「
辟

」
を
實

し
た
こ
と
を

べ
る
。

蘇

は
、

敎
と
儒
敎
の
雙
方
を

重
し
、

佛
雙
修
の
立
場
を

取
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
三
敎

修
で
あ
っ
た
事
を

ら
か
に
す
る
。
六

以
下
の

論
を

す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
詩

に
は

敎
と
關
わ
り
の
あ
る

辭
が
散
見
さ
れ
る
と
は
い

え
、
各
人
が
ど
の
よ
う
な

識
で

敎
に
向
か
っ
て
い
た
か
、

敎
を
信
じ
て
（
と
言
っ
て
よ
い
の
か
）
い
た
か
、
に
つ
い
て
は
必

ず
し
も

確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

敎
や
佛
敎

を
信
仰
す
る
と
い
う
點
に
つ
い
て
も
、
現
代
人
と
同
じ

識
で
い

た
の
か
ど
う
か
と
い
う

討
も
含
め
て
愼
重
な

究
が
必

で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
關
し
て
は
、
か
つ
て
宇
佐
美

理
氏

が
論
じ
た
事
が
あ
る
（「
蘇
東
坡
の
信
仰
」『
三
敎
交

論
叢
』
京

大
學
人

科
學

究

二
〇
〇
五
）。

以
上
幾
つ
か
筆

の
目
に
と
ま
っ
た
論
考
に
つ
い
て

に

べ
て
き
た
。
本
書
は
、
一
般
士
大
夫
と

敎
の
關
わ
り
に
つ
い
て

本
格

に
論
じ
た

の
業
績
で
あ
り
そ
の

義
は
高
く

價
さ

れ
よ
う
。
從
來
、
や
や
も
す
れ
ば

藏

で
閉
じ
て
い
る

敎

究
が
、
廣
く
中
國
學
の

野
の
も
と
で
行
う
べ
し
と
の
問
題

識

の
下
で
行
わ
れ
た

究
と
し
て
、
そ
の
價
値
は
計
り
知
れ
な
い
も

の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
や
氣
に
な
る
點
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
本
書
は

宋
の
代
表

人

と

敎
の
關
係
を

體

に
論
じ
る
事
が

眼
で
あ
り
、

書
の
存
在
し
な
い

め

て
の

究

果
で
あ
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

各
々
細
部
の
論
點
に
つ
い
て
は
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

容

に
見
る
と
論
點
の
點
描
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
の
多
い
の
は

念
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
論
考
の
論
旨
が
必
ず
し
も

快
で
は

な
い
場
合
が
見
え
る
。

敎
と
の
關
係
の

體
像
を

す
る
と

九
七

『
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と
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』
｜
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と

敎
｜
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の

點
の
た
め
、
論
點
が
多
岐
に
亘
り
論
旨
を
辿
り
に
く
く
し
て

い
る
場
合
は
當
然
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
、
長

の
引
用
を
行
い
そ
れ
を
根
據
と
し
て
論
理
展
開
を
す
る
の
だ
が
、

そ
の
肝
心
の
論
理
展
開
の

が
短
か
す
ぎ
て
十
分
に

を
盡
く

せ
な
い
た
め
、
論
旨
が
曖
昧
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
見
ら
れ
る
の

は

に

念
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用

が
原

の
ま
ま
で
句
讀
を

き
る
だ
け
の
場
合
が
多
々
あ
る
の
も
、
讀

に
不
親
切
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
氣
に
な
る
點
も
存
在
す
る
も
の
の
、
本
書
は

宋

人
と

敎
と
の
關
係
に
つ
い
て

體

に
考
察
し
た

め
て
の

本
格

な

究
書
で
あ
り
、
以
後
こ
の
分
野
の

究
を
行
お
う
と

す
る

に
と
っ
て
は
、
必
讀
の

究

と
な
る
事
は

い
な

い
。

も
今
回
大
い
に

さ
せ
て
頂
い
た
。

の
學
恩
に

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
Ａ
５

、
五
〇
三
頁
、
二
〇
一
六
年
十
一

、

古
書
院
、
一
三
〇
〇
〇
圓
（

別
））

九
八

『
赤
壁
と
碧

』
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宋
の

人
と

敎
｜


