
一
、
は
じ
め
に

金
代
文
學
は
貞

�南
渡
（
一
二
一
四
年
）
以
�、

金

�が

�
�に

衰

�し
て
い
く
な
か
で
、
未
曾
有
の
活
況
を

�し
た
。
そ
し
て
こ
の
時

期
を
境
と
し
て
、
そ
の
文
學
思

	が
大
き
く
轉
換
し
た
こ
と
は
、
金
代

文
學
史
の
定


と
な
っ
て
い
る
。

世
宗
・
章
宗
期
に
お
け
る
國
力
の

�大
と
經
濟

�な

榮
を
背
景
に
、

章
宗
の
治
世
に
は
優
美
な

�景
を

�
�な

表
現
で
詠
う
も
の
が
詩
文
の

�流
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
章
宗
の
嗜
好
が
大
き
く
影

�を
與
え
て
い

る
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
は
翰
林
院
を
中
心
と
し
て
文
壇
が
形

�さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
優
美
纖

�な
詩
風
を
推

�し
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
金
末

元
初
の
人
劉

�は
、
當
時
を
象

�す
る
詩
と
し
て
張

�と
い
う
人
物
の

詩
句
を

�げ
て
い
る
。

明
昌
・
承
安
の
頃
、
詩
を
作
る

�は
新
奇
さ
を

�び
、
故
に
張

�

は
無
官
の
身
か
ら
有
名
に
な
り
、
召
し
出
さ
れ
た
。
そ
の
詩
は
大
抵

皆
な
輕

�で
あ
で
や
か
な
言

�で
あ
り
、
例
え
ば
「
矮

�小

�

 

さ
到
ら
ず
、
一
爐
の
香
火
四
圍
の
書
」
や
「
西
風
は
了
却
す

!
"

の
事
、
安
仁
は
兩
鬢
の
秋
を
管
せ
ず
」
の
よ
う
な
詩
句
で
あ
る
。

（
明
昌
・
承
安

#、
作
詩

�
$尖

新
、
故
張

�仲
揚
由
布
衣
有
名
、
召
用
。

其
詩
大
抵
皆

%艷
語
、
如
「
矮

�小

�
 不

到
、
一
爐
香
火
四
圍
書
」
又

「
西
風
了
却

!
"事

、
不
管
安
仁
兩
鬢
秋
」。）

『
歸
潛
志
』
卷
八
（
１
）

こ
れ
に
對
し
て
翰
林
院
の
外
で
は
、
詩
風
の
刷
新
を
考
え
る
人
々
が

金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
（
上
）

李
純
甫
と
韓
門
文
人

高
橋

幸
吉



現
れ
た
。
蘇

�を
代
表
と
し
た
北
宋
詩
文
を
重

�す
る
風

�へ
の
反
省

か
ら
、

�詩
に
學
ぶ

�張
が
現
れ
（
２
）、
や
が
て
趙
秉
文
（
一
一
五
九
～
一

二
三
二
）
と
李
純
甫
（
號
、
屏
山
。
一
一
七
七
～
一
二
二
三
）
が
文
壇
の
盟

�と
な
っ
て
詩
風
の
刷
新
を
唱

�し
て
か
ら
は
、
そ
の
趨
勢
が
決
定

�

な
も
の
と
な
っ
た
（
３
）。

�代

	重
の
文
學
思

�に
お
い
て
、
當
時
の
士
大
夫
た
ち
は
杜
甫
・

李
白
な
ど
に


目
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
韓
愈
お
よ
び
彼
を
中
心
と
し

た
「
韓
門
」
の
文
人
に
特
に

�目
し
た
。
韓
門
は
多
く
の
人
々
の
關
心

を
集
め
、
彼
ら
を
手
本
と
し
た
人
物
が
數
多
く
存
在
し
た
（
４
）。

金
末
文
人
の
韓
門
受
容
に
つ
い
て
は
先
行

�究
が
い
く
つ
か
あ
り
、

李
純
甫
と
そ
の
門
下
の
文
人
が
、
彼
ら
か
ら

い
影

�を
受
け
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
５
）。
李
純
甫
は
常
套
表
現
を
忌

�し
て
獨
自

の
表
現
を

�得
す
る
こ
と
を

�張
し
、
後

�に
も
同
樣
の
指

�を
行
っ

た
。
彼
の
發
言
と
し
て
、

�の
よ
う
な
も
の
が
傳
わ
っ
て
い
る
。

李
屏
山
は
後

�に
文
章
の
創
作
を

�え
て
、
自
ら
一
家
を

�さ
し

め
よ
う
と
し
、
い
つ
も
こ
う
言
っ
て
い
た
。「〔
作
風
は
他
の
人
と
〕

別
の

�に
轉
じ
る
べ
き
で
あ
り
、
人
の
足
跡
に
付
い
て
い
っ
て
は
い

け
な
い
。
」
故
に
奇
怪
さ
を
と
て
も
好
ん
だ
。
（
李
屏
山

�後
學
爲
文
、

欲
自

�一
家
、

�曰
「
當
別
轉
一
路
、
勿
隨
人
脚
跟
。」
故
多
喜
奇
怪
。）

同

�

そ
し
て
こ
の

�張
を
實
行
す
る
上
で
、
大
き
な
影

�を
受
け
た
の
が

韓
門
で
あ
っ
た
。

新
奇
な
表
現
を

�求
す
る
と
い
う
點
で
は
、
金
代
中
期
の
風

�を
踏

襲
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
纖

�な
詩
風
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

し
て
、

�解
な
字
句
や
表
現
を
多
用
し
、
柔

�さ
か
ら
の

�却
を
圖
っ

た
。
こ
れ
は
「

�艷
」
な
語
句
を
驅
使
し
た
從
來
の
詩
文
と
比
べ
て

�

い
が
分
か
り
や
す
く
、
ま
た
詩
文
を
變
革
す
る
た
め
の
捷
徑
と
し
て
、

當
時
の
士
大
夫
の
目
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

�張
は

多
く
の

�
�の

共
感
を
得
、
李
純
甫
の
人
柄
と
も
相
俟
っ
て
、
門
下
か

ら
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
（
６
）。

こ
の
よ
う
な

 況
を
見
る
と
、
「
韓
門
」
は
金
末
の
文
學
を
讀
み
解

く
上
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
問
題
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
先
行

�究
が

!に
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
だ
が
從
來
の

�究
で
は
、
そ
の
對
象

と
な
る
人
物
や
分
析
方
法
に
お
い
て
い
く
つ
か
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

ま
ず
詩
歌
と
散
文
を
一

"に
論
じ
て
い
る
點
が

#げ
ら
れ
よ
う
。
劉

$

『
歸
潛
志
』
な
ど
を
見
る
と
、
散
文
に
お
い
て
韓
門
か
ら
の
影

�を
指

摘
さ
れ
て
い
る
人
物
と
、
詩
歌
に
お
い
て
の
影

�を
指
摘
さ
れ
て
い
る

人
物
が
存
在
す
る
。
ま
た

%年
の
先
行
論
文
で
は
「
韓
門
か
ら
の
影

�」

と
ひ
と
ま
と
め
に

&っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
韓
門
の
各
人
の
文
學

�
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特
�を

把
握
し
た
上
で
、
そ
の
影

�を

�體

�に
指
摘
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
韓
門
の
う
ち
の
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
面
を
受
容
し
た
か
と

い
う
分
析
が
、
曖
昧
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
李
純
甫

�以
外
の
人
々
、
特
に
趙
秉
文
と
そ
の
門
下
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
論
考
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
元
好
問
「
論
詩

�句
三
十

首
」
の
中
で
韓
門
に
言

�す
る
箇

	に
つ
い
て
、
い
く
つ
か


究
が
あ

る
の
み
で
あ
る
（
７
）。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
を
再
檢
討

す
べ
く
、
李
純
甫
と
趙
秉
文
の
二
人
に

�目
し
た
。
本
稿
で
は
李
純
甫

に
つ
い
て
、
先
行


究
の

�果
を
整
理
し
そ
の
問
題
點
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
こ
れ
を
檢
討
す
る
。
そ
し
て
下

で
は
李
純
甫
と
對
極

�な

文
學

�を
持
っ
た
人
物
と
し
て
趙
秉
文
を
取
り
上
げ
、
彼
の
韓
愈

�價

を
檢
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
金
代
末
期
に
お
け
る
韓
愈
の
受
容

�況

を
考
察
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
彼
ら
の
文
學

�を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
韓
門
文
人
と
は
誰
を
指
す
の
か

金
末
に
お
け
る
受
容

�況
を
論
じ
る

�に
、
ま
ず
韓
門
が
指
す
範
疇

に
つ
い
て
限
定
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
便
宜
上
「
韓
門
文
人
」
と

い
う
表
記
を

�擇
し
た
。
彼
ら
は
古
文
・
詩
歌
雙
方
で
作
品
を
殘
し
て

お
り
、

�行
の
「
韓
門
詩
人
」
で
は
、
そ
の
古
文
の
側
面
が
缺

�す
る

と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

韓
門
文
人
は
韓
愈
を
中
心
と
し
て
交

�が
あ
り
、
古
文

�動
や
詩
歌

創
作
を

�し
て
似

�っ
た
文
學
思
想
を
も
つ
人
々
で
あ
る
。
一
般
に
、

『
新

�書
』
韓
愈
傳
に
付
隨
し
て
傳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
孟
郊
・
賈
島

な
ど
を
こ
の
集
團
に
含
め
て
い
る
。
韓
門
と
い
う
言

�は

�に
宋
代
の

詩
話
に
現
れ
て
お
り
、
例
え
ば
劉
克

�は
「
李

�・
張

�・
皇
甫

�は
、

み
な
韓
門
の
弟
子
で
あ
る
（
李

�・
張

�・
皇
甫

�、
皆
韓
門
弟
子
）
」

と

�べ
て
い
る
（
８
）。

だ
が
韓
愈
と
交

�が
あ
っ
た
人
々
を
韓
門
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ど
こ
ま

で
が
韓
門
文
人
に
含
ま
れ
る
の
か
。
そ
の

�斷
は
論

 に
よ
っ
て
一
定

し
な
い
。
本
稿
で
は
考
察
の
對
象
と
な
る
人
物
を
、
韓
愈
と
孟
郊
・
賈

島
・
盧
仝
・
李
賀
の
五
人
に
限
定
し
た
。
韓
門
に
張

�・
王
建
を
含
め

る
見
方
が
あ
る
が
、
彼
ら
は
韓
愈
と
交

�が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の

詩
風
は
そ
の
他
の
韓
門
文
人
と
明
ら
か
に

!な
っ
て
い
る
。
故
に
本
稿

で
は
張

�・
王
建
を
除
外
し
た
。
同
樣
の
理
由
で
、
柳
宗
元
も
考
察
の

對
象
か
ら
除
外
し
た
。
彼
は
古
文
に
お
い
て
は
「
韓
柳
」
の
稱
が
あ
る

も
の
の
、
詩
歌
の
面
に
お
い
て
は
上
記
の
人
々
の
作
品
と
は

"く

!な

る
風
格
を
有
し
て
お
り
、
詩
歌
に
お
い
て
彼
ら
二
人
を
「
韓
柳
」
と
呼

ぶ
こ
と
は
無
い
。
特
に
金
末
で
は
柳
宗
元
は
山
水
詩
人
の
一
人
と
し
て
、

韋
應
物
ら
と
と
も
に
言

�さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
上
記
の
韓
門
文
人
た

金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
（
上
）（
高
橋
）
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ち
と
は
少
々

�い
が

�な
っ
て
い
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
韓
愈
・
孟
郊
・
賈
島
・
盧
仝
・
李
賀
の
五
人
を
示

す
語
と
し
て
「
韓
門
文
人
」
の
稱
を
用
い
る
。
で
は
こ
の
「
韓
門
文
人
」

を
、
金
末
の
文
人
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し

�價
し
た
の
か
。
李
純
甫
と

趙
秉
文
を
例
と
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

三
、
李
純
甫
の
詩
と
盧
仝
・
李
賀

―
「
不
出
盧
仝
・
李
賀
」
論
―

李
純
甫
の
詩
歌
は
同
時
代
人
の
劉

�か
ら
「
盧
仝
・
李
賀
〔
の
作
風
〕

を
出
な
い
。

�年
は
楊

�里
の
詩
を
非
常
に
好
ん
だ
（
不
出
盧
仝
・
李

賀
。

�甚
愛
楊
萬
里
詩
）

（
９
）」
と

�さ
れ
て
い
る
。
だ
が
現
存
す
る
作
品
か

ら
は
楊

�里
の
影

�を
見
出
す
こ
と
は

	い
。
李
純
甫
と
「
韓
門
文
人
」

と
は
詩
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な


似
點
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
原
因

で
當
時
の
人
々
が
こ
の
よ
う
な

�價
を
下
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

最
も
容
易
に
見
出
せ
る
共

�點
は
奇
怪
な
字
句
を
多
用
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
韓
門
文
人
」
に
共

�す
る
特

�で
あ
り
、
李
純

甫
は
特
に
詩
歌
に
お
い
て
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
少
な
か
ら
ぬ
人
々

が
こ
の
點
を
彼
の
缺
點
だ
と
考
え
て
い
た
。

趙
秉
文
は
文
章
を
論
じ
て
「
文
字
は
生
硬
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。

之
純
（
李
純
甫
の
字
）
は
文
字
が
最
も

	解
で
、
非
常
に
大
き
な
缺

點
だ
。
」
と
言
っ
た
。
（
趙
秉
文
論
文
曰
、
「
文
字
無
太
硬
、
之
純
文
字
最

硬
、
何
傷
。」）

劉
祁
『
歸
潛
志
』
卷
八

〔
王


�は

〕
以

�「
之
純
は
文
才
は
高
い
が
、
奇
怪
な
語
句
を

作
る
こ
と
を
好
み
、
面
白
味
が
な
い
。
」
と
言
っ
て
い
た
。
（
嘗
曰

「
之
純
雖
才
高
、
好
作
險
句
怪
語
、
無
意
味
。」）

同

�

こ
こ
で
は
批

�の
對
象
を
詩
歌
か
散
文
か
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、

現
存
す
る
李
純
甫
の
散
文
は
さ
ほ
ど
奇
字

	語
を
用
い
て
い
な
い
の
で
、

お
そ
ら
く
は
詩
歌
に
對
す
る
批

�で
あ
ろ
う
。
趙
秉
文
も
王


�も

�

易
明
快
な
作
風
を
好
ん
だ
人
物
で
あ
り
、
故
に
こ
の
よ
う
な

�價
を
下

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
傾
向
は
「
韓
門
文
人
」
に
共

�の

特

�で
あ
り
、
何
故
人
々
は
、
特
に
盧
仝
と
李
賀
を
も
っ
て
彼
を

�價

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
盧
仝
・
李
賀
と
李
純
甫
の
共

�點
を
檢
討
し
て

み
よ
う
。

李
純
甫
は
詩
中
に
お
い
て
盧
仝
に
言

�し
、
彼
の
「
村
醉
」
詩
（

�）を

引
用
し
て

�の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

又
不
見
玉
川
先
生
一

�句
又
た
見
ず
や
玉
川
先
生
の
一

�句
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健
倒
苺
苔
三
四
五

「
苺
苔
に
健
倒
す
三
四
五
」
を

「

�陵
風

�

（

�）」

こ
う
し
た
作
例
の
存
在
か
ら
、
李
純
甫
自
身
も
盧
仝
の
詩
を
受
容
し
て

い
た
こ
と
が
確

�さ
れ
る
。
で
は
盧
仝
詩
の
特

�は
ど
の
よ
う
な
點
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
盧
仝
に
つ
い
て
は
先
行

�究
に
乏
し
く
、
詩
文

�

	で
は
「


蝕
」
詩
に
關
す
る
感
想
や
考
證
か
、
李
賀
と
同
時
に
取
り

上
げ
て
そ
の
詩
の
怪
奇
さ
を
指
摘
す
る
發
言
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
怪

奇
な
だ
け
で
な
く

�明
な
作
品
も
あ
る
た
め
一

�に
は
言
え
な
い
が
、

こ
こ
で
は
多
く
の
論

が
言

�し
て
い
る
「


蝕
」
を
例
に
見
て
み
よ

う
。
詩
文

�
	で

盧
仝
を

�體

�に
論
じ
る
場
合
、
そ
の
大

�が
「




蝕
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
お
り
、
盧
仝
の
一
面
を
代
表
す
る
作
品
と

見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「


蝕
」
の
特

�は
二
つ
の

�素
に

�
�で

き
る
。
一
つ
は
眼

�の

景
色
の

�寫
か
ら
幻
想
の
世
界
へ
と
場
面
が
移
っ
て
い
き
、
そ
の
中
で

�話
傳

�に
ま
つ
わ
る
典
故
を
用
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
三
言
か
ら
十
一
言
の
句
を
配
し
た
極
度
の
雜
言
詩
で
あ
り
、
詩
歌

の
定
型
を

�
�し
て
詩
の
散
文

�を
推
し

�め
た
と
い
う
點
で
あ
る
（

�）。

こ
れ
ら
を
盧
仝
の
特

�の
一
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
李
純
甫
の
作
品
に

も
同
樣
の
特

�が
あ
る
。
ま
ず
は
詩
歌
の

�容
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

彼
の
作
品
の
う
ち
「

�後
」、「
趙
宜
之
愚
軒
」、「
怪
松

�」
な
ど
は
非

常
に
幻
想

�な
作
品
で
あ
る
。
「

�後
（

�）」
は
空
が
雲
っ
て

�が

 り
、

�が
止
ん
だ
あ
と
ま
で
の
一

!の
時

"を

�寫
す
る
。
だ
が
そ
の

�容

は

�が

 る
景
色
を

�明
に

�寫
し
た
も
の
で
は
な
く
、
豐
か
な
想
像

力
に
よ
っ
て
こ
と
さ
ら
に

#世
界
を

�き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

天
符
夜
下
扶
桑
宮

天
符
夜
扶
桑
宮
に
下
り

玄
冥
震
怒
鞭
魚
龍

玄
冥
は
震
怒
し
魚
龍
を
鞭
う
つ

魚
龍
飛
出
滄

$底
魚
龍
飛
び
て
滄

$の
底
よ
り
出
で

咄
嗟
如
律
愁

�工
咄
嗟
律
の
如
く

�工
を
愁
へ
し
む

%斟
北
斗
捲
雲

&

%に
北
斗
も
て
斟 く

み
て
雲

&を
捲
き

凌

'捲
入
天
瓢
中

凌

'捲
き
て
天
瓢
の
中
に
入
る

引
用
箇

(は

�が

 り
始
め
る
ま
で
の
樣
子
を

)べ
て
い
る
の
だ
が
、

�話
傳

�に
關

!す
る
語
が
多
數
用
い
ら
れ
て
い
る
。
扶
桑
は
太
陽
が

生
ま
れ
る

�樹
で
あ
る
が
、
扶
桑
宮
の
用
例
は
ほ
と
ん
ど
無
い
（

*）。
こ

こ
で
は

�々
が

+む
宮
殿
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
玄
冥
は
水

�の
名
。

凌
'は

流
れ
動
く
氷
。
天
瓢
は
天

�が
雨
を

 ら
せ
る
時
に
用
い
る
と

い
う
瓢
箪
。
水

�が
龍
や
魚
な
ど
水
族
の
も
の
に
命
じ
て
水
を
集
め
さ

せ
る
。
彼
ら
は

$底
か
ら
飛
び
出
し
て
天
を
驅
け
、
北
斗
七
星
を
柄
杓
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と
し
て
銀
河
の
流
氷
を
汲
み
上
げ
る
。
そ
の
氷
は
天
の
瓢
箪
の
中
に

�

え
ら
れ
、

�を

�ら
せ
る
準
備
が
整
う
の
で
あ
る
。

「
趙
宜
之
愚
軒
（

�）」
の
テ
ー
マ
は
趙
元
（
字
、
宜
之
）
の
詩
才
を
稱
え
る

こ
と
に
あ
る
。
だ
が
こ
れ
も
單
純
に
稱
贊
の
美
辭
麗
句
を

�ね
る
と
い

う
、
常
套
手
段
を

�否
し
て
い
る
。

�窮
射

	金
畢
逋

�は
窮
し
て
金
畢
逋
を
射

	し

老
盧
磔

	玉
蟾
蜍

老
盧
は
玉
蟾
蜍
を
磔

	す


夕
相

�崑
崙
墟


夕
相
ひ

�く
崑
崙
の
墟

忽
見
天
公
一
目
枯

忽
と
し
て
見
る
天
公
の
一
目
の
枯
る
る
を

�は
傳

�上
の
弓
の
名
人
。
畢
逋
と
は
烏
の
こ
と
。
金
畢
逋
と
は
金

烏
、
す
な
わ
ち
太
陽
を
指
す
。
同
時
に
昇
っ
た
十
の
太
陽
の
う
ち
、

�

が
九
つ
を
射

と
し
た
と
い
う
有
名
な

�話
を
踏
ま
え
る
。
老
盧
は
未

詳
。
蟾
蜍
は
カ
エ
ル
。
傳

�で
は

�に
は
カ
エ
ル
が

�む
と
言
わ
れ
、

玉
蟾
蜍
は

�を
指
す
。
こ
こ
で
も

�話
に
現
れ
る

�々
や
故
事
を
讀
み

�み
、

�題
を
越
え
て
奇
怪
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

「
怪
松

�

（

�）」
は
李
純
甫
の
作
品
中
で
最
も

�價
が
高
く
、
多
く
の

�

究

�が
彼
の
代
表
作
と
見
な
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

阿
誰
栽
汝
來
幾
時

阿
誰
か
汝
を
栽
へ
て
來 こ
の
かた
幾
時
ぞ

輪

�擁
腫

�
�
�

輪

�腫
を
擁
す

�
�の

�

鱗
皴
百
怪
雄
牙
髭

鱗
皴
百
怪
牙
髭
雄
た
り

拏
空
夭
矯
蟠
枯
枝

空
を
拏 つ
かみ
夭
矯
と
し
て
枯
枝
蟠 わ
だ
か
まる

疑
是
祕

�
�中

老
慵
物

疑
ふ
ら
く
は
是
れ
祕

�
�中

の
老
慵
物
か
と

旱
火
燒
天
鞭
不
出

旱
火
天
を
燒
き
鞭
う
て
ど
も
出
で
ず

ひ
と
株
の
古
い
松
を

�

み
ず
ちに
な
ぞ
ら
え
、
そ
の
奇
怪
な
形

�を
事
細
か

に

�寫
し
て
い
る
。
最
後
は

雷
に
よ
っ
て
怪
松
は
打
ち
碎
か
れ
る
と

い
う
、
ひ
と
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ
た
、

�話
の
よ
う
な

 容
を
有

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
か
ら
、
人
々
は
盧
仝
と
同
樣
の
幻
想
性

を
感
じ
取
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

!ぎ
に
詩
歌
の
散
文

"の
側
面
に

#目
し
て
み
よ
う
。
盧
仝
は
『

$

%詩
』

&收
の
百
首
余
り
の
作
品
の
う
ち
、
二
十
五
首
が
雜
言
の
形
を

取
り
、
三
言
句
、
五
言
句
、
七
言
句
を
交
え
る
も
の
が
多
い
。
中
で
も

代
表
作
で
あ
る
「

�蝕
」
や
「

'放
魚
歌
」
は
、
三
言
か
ら
十
一
言
の

句
を
配
し
て
い
る
。

李
純
甫
の
詩
は
齊
言
を

(
)し

、
雜
言
の
形
を
と
る
作
品
が
散
見
す

る
。
例
え
ば
七
言
古
詩
「

�後
」
で
は
十
一
言
の
句
が
一
つ
と
九
言
の

句
が
二
つ
あ
り
、
「
爲
蝉
解
嘲
」
で
は
第
十
四
句
と
第
十
五
句
に
九
言

中
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句
が
、
「

�陵
風

�」
で
は
十
言
句
が
二
つ
と
九
言
句
が
一
つ
用
い
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
大
局

�に
見
れ
ば
、
現
存
す
る
詩
歌
作
品
三
十
六
首

の
う
ち
、
齊
言
の
詩
形
に
合
わ
な
い
句
が
あ
る
も
の
は
六
首
に

�ぎ
ず
、

そ
の
數
量
は
多
く
は
な
い
。
し
か
も
「

�陵
風

�」
で
用
い
ら
れ
て
い

る
「
君
不
見
」
「
又
不
見
」
と
い
う
語
句
は
、
古
く
か
ら
常
用
さ
れ
て

い
る
表
現
で
あ
る
。
七
言
古
詩
「

�李
經
」
に
は
三
言
の
「

�劍

�、

	劍
歌
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、
七
言
中
に
三
言
二
句
を


入
す
る
の

は
歌
行
體
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

�體

�に
見
て
、
李

純
甫
の
詩
歌
は
時
折
定
型
を

�
す

る
も
の
も
あ
る
が
、
意
識

�に
詩

歌
の
散
文

�を
推
し

�め
よ
う
と
い
う
意
圖
は
、
少
な
く
と
も
現
存
す

る
作
品
か
ら
は
見
出
し
が
た
い
（

�）。
詩
歌
に
常
用
さ
れ
る
表
現
の
範
圍

を

�
す

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
範
圍

�で
韻
律
に
變

�を
加
え
よ

う
と
す
る
に

�ぎ
な
い
。
故
に
現
存
す
る

�料
か
ら

�斷
す
る
な
ら
ば
、

李
純
甫
に
盧
仝
と
同
樣
の
詩
歌
の
散
文

�を
見
出
す
こ
と
は
、
や
や
困

�で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

だ
が
李
純
甫
の
文
學
批

�文
に
お
い
て
、
詩
歌
の
散
文

�に

�い
�

張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

人
の
心
は
そ
の
顏
の
よ
う
に
各
々
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
心
の
聲

が
發
せ
ら
れ
た
も
の
が
言

�と
な
り
、
言

�が

�理
に

�う
も
の
を

文
と
言
い
、
文
の
う
ち

�切
り
が
あ
る
も
の
を
詩
と
い
う
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
詩
と
い
う
も
の
は
、
文
が
變

�し
た
も
の
で
あ
り
、
ど

う
し
て
一
定
の
形
式
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
『
詩
經
』
三
百

篇
は
、
什
に
は
決
ま
っ
た
章
が
な
く
、
章
に
は
決
ま
っ
た
詩
句
が
な

く
、
詩
句
に
は
決
ま
っ
た
文
字
が
な
く
、
文
字
に
は
決
ま
っ
た
讀
み

�が
な
い
。
大
小
長
短
や

�易
輕
重
は
、
た
だ
心
の

�う
と
こ
ろ
だ

け
で
あ
る
。
（
人
心
不
同
如
面
。
其
心
之
聲
發
而
爲
言
、
言
中
理
謂
之
文
、

文
而
有

�謂
之
詩
。
然
則
詩

�、
文
之
變
也
、
豈
有
定
體
哉
。
故
三
百
篇
、

什
無
定
章
、
章
無
定
句
、
句
無
定
字
、
字
無
定

�、
大
小
長
短
、
險
易
輕
重
、

惟
意

�
�。）

「
西
巖
集
序
（

 ）」

李
純
甫
が
詩
歌
の
散
文

�に
積
極

�な
意
義
を
見
出
し
て
い
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
斷
言
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
は
詩
歌
の
定
型

を

�く
重

!し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
彼
は
詩
歌
を
韻
律
を

備
え
た
散
文
の
一
種
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
根
據
と
し
て
儒
家
の

經
典
で
あ
る
『
詩
經
』
を

"げ
、
詩
歌
の
定
型
は
決
し
て

#對

�な
も

の
で
は
な
い
と

�張
す
る
。
し
か
し
定
型
か
ら
の

�
と

い
う
こ
の

�

張
も
、
現
存
す
る
詩
歌
作
品
に
お
い
て
は
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
を
確

$

し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

で
は
李
純
甫
と
李
賀
に
は
ど
の
よ
う
な
共

%點
が
見
い
だ
せ
る
だ
ろ

金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
（
上
）（
高
橋
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う
か
。
李
賀
詩
の
特

�に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
の
名
稱

を
別
の
語
で
表
現
す
る
「
代
詞
」
の
使
用
や
比
喩
表
現
な
ど
の
詩
語
（

�）、

そ
し
て
各
句
・
各
語
の
論
理

�孤
立
性
（

�）な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し

て
李
純
甫
の
詩
で
は
、
例
え
ば

�引
の
「
趙
宜
之
愚
軒
」
で
太
陽
を
指

し
て
金
畢
逋
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
例
は
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
手
法
が
作
品
の
中
で

�出
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
李
賀
に
比

べ
る
と
換
喩
が
指
し
示
す
對
象
を
容
易
に
讀
み
取
る
こ
と
が
出
來
る
。

各
句
・
各
語
の
孤
立
性
に
つ
い
て
も
、
「

�後
」
や
「
怪
松

	」
の
よ

う
に

�後
の
句
の


で
論
理
性
が
明
快
で
あ
り
、

�寫
す
る
景
が

�樣

で
あ
っ
て
も

篇
を

�じ
て
展
開
の
筋

�が
讀
み
取
り
や
す
い
。
こ
の

よ
う
な

�點
か
ら
比
較
す
る
と
、
李
純
甫
の
詩
に
李
賀
と
の
共

�性
は

見
出
し
に
く
い
。

で
は
な
ぜ
金
末
の
人
士
は
盧
仝
・
李
賀
を
以
て
李
純
甫
を

�價
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
材
料
と
し
て
、

�代
の
詩
文

�

�で
盧
仝
と
李
賀
を

�せ
て
取
り
上
げ
て
い
る
例
を
見
て
み
よ
う
。

盧
仝
の

�樣
さ
と
李
賀
の
奇

�さ
、
こ
の
世
に
こ
の
風
格
を
缺
か

せ
な
い
。
（
玉
川
之
恠
、
長
吉
之
瑰
詭
、
天
地


自
缺
此
體
不
得
。）

宋
・
嚴

�『
滄
浪
詩
話
』「
詩

�

（

�）」

李
賀
の
詩
に
は
奇
句
が
あ
り
、
盧
仝
の
詩
に
は
怪
句
が
あ
っ
て
、

長

�は
自
ず
と

�な
る
。
（
李
長
吉
詩
有
奇
句
、
盧
仝
詩
有
怪
句
、
好
處

自
別
。）

明
・
李
東
陽
『
懷
麓
堂
詩
話
（

�）』

以

�試
み
に

�人
の
詩
を
論
じ
た
…
（
中
略
）
…
李
賀
は
才
鬼
の

語
で
あ
り
、
盧
仝
は
巫
覡
の
語
で
あ
る
。
（
嘗
試
論

�人
詩
…
…
李
賀

才
鬼
語
、
盧
仝
巫
覡
語
。）

�・
王
士

�『
帶
經
堂
詩
話
』
總
論
門
一
「
品

�
�

（

�）」

李
賀
と
盧
仝
の
〔
作
品
の
〕
險
怪
さ
は
、
『
楚
辭
』
の
「
離
騷
」

「
天
問
」
「
大
招
」
に
學
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
（
李
賀
・
盧
仝
之
險
怪
、

得
力
於
「
離
騷
」「
天
問
」「
大
招
」

�也
。）�・
袁
枚
『
隨
園
詩
話
』
卷
五
（

�）

こ
れ
ら
の

 料
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
盧
仝
と
李
賀
を

�せ
て
取
り

上
げ
る
時
、
人
々
の
關
心
は
そ
の
奇
怪
で
非
現
實

�な

!容
に
あ
る
。

盧
仝
と
李
賀
の
幻
想
性
に
も
些
か
の
差

�を
見
出
し
て
お
り
、
彼
ら
の

詩
歌
の
特

�を
多
少

"別
し
て
い
る
。
李
賀
は
「
奇
」、
盧
仝
は
「
怪
」

と
い
う
よ
う
な

#妙
な

"別
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
少
な
か
ら
ぬ
人
々

が
盧
仝
・
李
賀
の
詩
風
を
「
怪
奇
」
と
い
う
よ
う
な
範
疇
で
一
括
り
に
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し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
引
用
し
た
例
の
中
で
は
、

袁
枚
の
發
言
は
兩

�の
差

�を

�別
し
て
い
な
い
。
金
末
の
人
々
も
同

樣
に
、
盧
仝
・
李
賀
を
幻
想

�な
世
界
を

�寫
し
た
代
表

�詩
人
と
捉

え
て
お
り
、
詳
細
な
分
析
の
上
で
の

�識
で
は
な
く
、
大
ま
か
な
分

�

に
お
い
て
兩

�は
同
じ
よ
う
な
範
疇
に
屬
す
る
と
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
『
歸
潛
志
』
の
作

�劉
	も

李
純
甫
詩
の
幻
想
性
に


目
し
、
盧

仝
・
李
賀
と
同
樣
に
奇
怪
な
印
象
を
受
け
た
の
で
、
「
不
出
盧
仝
・
李

賀
」
と
い
う

�價
を
下
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

劉
祁
は
李
純
甫
の
散
文
に
つ
い
て
は
何
度
も
言

�し

�價
し
つ
つ
も
、

そ
の
詩
歌
へ
の

�價
は
散
文
に

�ば
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
『
歸

潛
志
』
中
に
散
見
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
李
純
甫
の
詩
歌
と
散

文
を
對
比
し
て

�價
し
て
い
る
箇

が
あ
る
の
で
例
示
し
よ
う
。

李
純
甫
は
散
文
が
と
て
も
細
密
で
、

�點
を

�い
て

�と
�〔

附

帶

�
�容

と
中
心
た
る

�題
〕
に
抑
揚
が
あ
る
。
詩
は
か
な
り
粗
く
、

言

�
�い

や
技
巧
に
つ
い
て
論
じ
れ
ば
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
だ
か

ら
私
は
趙
秉
文
に
は
そ
の
詩
作
の
や
り
か
た
を
學
び
、
李
純
甫
に
は

そ
の
作
文
の
や
り
か
た
を
學
ぶ
。
（
李
於
文
甚
細
、

�關
鍵

�
�抑

揚
。

于
詩
頗

�、
止
論
詞
氣
才
巧
。
故
余
於
趙
則
取
其
作
詩
法
、
於
李
則
取
其
爲

文
法
。）

『
歸
潛
志
』
卷
八

そ
の
詩
に
つ
い
て
見
る
べ
き
點
は
「
詞
氣
才
巧
」
と
い
う
指
摘
も
、
先

に
引
用
し
た
趙
秉
文
や
王

�
�の

發
言
と
符
合
す
る
。
彼
ら
が
「
文
字

最
も
硬
し
」
「
險
句
怪
語
」
と

�し
た
特

�を
劉
祁
は

�否
定
せ
ず
、

そ
の

�
�さ

を
あ
る

�度
好
意

�に
捉
え
た
上
で
、
李
純
甫
の
才
能
を

�め
て
い
る
。
だ
が
そ
の
他
の
方
面
、
細
部
の
字
句
を
超
え
た
、
例
え

ば
詩

�體
の

�想
や
含

�が
大
き
く
缺
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
大
づ
か

み
に
し
て
「
頗
だ

�

あ
らし
」
と

�し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
記

�か
ら
見
る
と
、
「
不
出
盧
仝
・
李
賀
」
と
い
う

�語

に
は
批

 
�な

口
吻
を
讀
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
不
減
盧
仝
・

李
賀
」
や
「
有
盧
仝
・
李
賀
氣
象
」
と
い
う

�語
を
敢
え
て
用
い
ず
、

「
不
出
」
と
い
う
あ
ま
り

�價
し
な
い
意
圖
を
含
む
表
現
を
用
い
た
こ

と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
現
在
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
代
詩
歌
の

!料
は
、
大

"

が
『
中
州
集
』

收
の
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
は
元
好
問
の
取

#
$擇

を

經
て
い
る
こ
と
は
、

%意
を

�す
る
。
李
純
甫
に
は
「

&後
」、「
怪
松

'」
な
ど

(家
の

�價
が
高
い
作
品
も
あ
る
が
、
現
存
し
な
い
作
品
の

な
か
に
は

)
*
�水

準
の
高
く
な
い
も
の
が
、
相
當
な
數
量
存
在
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（

+）。
同
時
代
人
で
あ
る
劉

	の

�價
は
、
現
存

し
な
い
作
品
を
含
む
、
李
純
甫
の
作
品

�體
に
對
す
る
も
の
で
あ
り
、

自
ず
と

�價
は
嚴
し
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

金
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四
、
李
純
甫
と
韓
愈

―
以
文
爲
戲
―

李
純
甫
の
詩
歌
に
お
い
て
、
幻
想
性
と
竝
ぶ
も
う
一
つ
の
特

�は
諧

謔
味
で
あ
る
。
こ
れ
も
韓
門
文
人
と
共

�す
る
。
宋
代
以

�多
く
の
人
々

が
韓
愈
を
儒
家
の

�統
の
中
に
置
き
、

�大
な
儒

�の
一
人
と
し
て

�っ

た
が
、
實
際
に
は
彼
は
堅

	し
い

�學
先
生
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

ユ
ー
モ
ア
に
富
む
作
品
も
殘
し
て
い
る
。
李
純
甫
は
韓
愈
の
詩
に
つ
い

て
も
高
く


價
し
て
い
る
が
、
彼
は
韓
愈

�び
韓
門
文
人
の

�
な

表

現
だ
け
で
な
く
、
そ
の
諧
謔
に
も
學
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

諧
謔
の
面
か
ら
李
純
甫
と
韓
愈
の
共

�點
を
探
る
と
、「
魏

�」「
老

蘇
」
な
ど
の
詠
史
詩
に

�似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

健
兒
搖
足
據
山
東

健
兒
足
を
搖
ら
し
て
山
東
に
據
る

李
氏
家
居
太

�空
李
氏
の
家
居
は
太

�空
な
り

貞
觀
力
排
封
建
議

貞
觀
力 つ
とめ
て
排
す
封
建
の
議

魏

�元
只
是
田
公

魏

�は
元
と
只
だ
是
れ
田
公
な
る
の
み

「
魏

�

（

�）」

第
一
句
、
第
二
句
は

�に

�っ
た
魏

�が
山
東
に
據
っ
た
李
密
の
殘

黨
を

�定
し
た
こ
と
を
言
う
。

�李
密
軍
の
士
卒
が
山
東
に
據
っ
て
勢

力
を
保
っ
て
い
る
が
、
李
密
本
人
が

�に
歸
順
し
て
お
り
、
め
ぼ
し
い

人
物
も
兵
力
も
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
か
。
魏

�の
山
東

�定

は
あ
ま
り
大
き
な
功
績
で
は
な
い
と
い
う


價
で
あ
ろ
う
。
第
三
句
は

貞
觀
五
年
に
封
建
を
提

�し
た
太
宗
に
對
し
、
魏

�・
李
百

�ら
が
反

對
し
た
こ
と
を
指
す
（

�）。
第
四
句
、
樣
々
な
功
績
が
あ
る
魏

�で
あ
る

が
、
元
を
た
だ
せ
ば
田
舍
の
お
や
じ
（
田
公
）
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う

揶
揄
で
あ
る
。

宋
季
人
憂
大
瓠
穿

宋
季
人
は
大
瓠
の
穿 う
がた
る
こ
と
を
憂
ひ

敢
留
金

�不

�邉
敢
て
金

�を
留
め
て
邉
に

�

お
くら
ず

權
書
更
信
蘇
家
策

權
書
更
に
蘇
家
の
策
を
信
ず
れ
ば

剩
費

�
�幾

倍
錢

剩
費

�
�の

幾
倍
の
錢
な
ら
ん

「
老
蘇
（

�）」

第
一
句
、
「
憂
大
瓠
穿
」
は
見
か
け
倒
し
が
暴
か
れ
る
こ
と
を
心
配

す
る
と
い
う
意
味
。
北
宋
の

�
�臣

の
言

�

（

�）。
第
二
句
は
國
境
地
域

に
充
分
な
軍
事
費
を
廻
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
か
。
第
三
句
「

�書
」

は
蘇
洵
が

 し
た
兵
書
。
蘇
洵
の
方
策
を
信
じ
て

!兵
策
を

"っ
て
い

れ
ば
、
領
土
を
保

#す
る
こ
と
が
出
來
た
だ
ろ
う
。
そ
の
恩
惠
は
新
法
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黨
の

�入
し
た

�
�法

の
何
倍
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
北
宋
の
政
策
を

あ
て
こ
す
っ
て
い
る
。

ま
た
題
畫
詩
で
は
あ
る
が
、
「
赤
壁
風

�笛
圖
（

�）」
で
は
三
國
・

�の

�瑜
と
蘇
軾
を
論
じ
、
そ
の
尾
聯
を

	の
言


で
結
ん
で
い
る
。

九
原
喚

�
�公

瑾
九
原
よ
り

�公
瑾
を
喚

�せ
ば

笑

�
州

禿
鬢

�

笑
�す

州
の
禿
鬢
の

�を

あ
の
世
か
ら

�瑜
を
呼
び

�こ
し
た
な
ら
ば
蘇
軾
を
笑
い
飛
ば
す
だ

ろ
う
、
と
詠
う
。
蘇
軾
を
指
し
て
は
「

耳
�」
と
い
う
表
現
も
後
世

に
あ
る
よ
う
だ
が
、
「

州
禿
鬢

�（

州
の
禿
じ
じ
い
）
」
と
呼
ぶ
の

は
宋
金
詩
で
も
特

�な
例
で
あ
ろ
う
。

同
樣
に
七
言

�句
を
用
い
た
詠
史
詩
の
作

�と
し
て
は
杜
牧
が
名
高

い
。
だ
が
李
純
甫
の
作
風
は

�史
を
詠
い
な
が
ら

�史
上
の
人
物
や
出

來
事
を
嘲
笑
す
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
、
杜
牧
の
詠
史
詩
が

�史
�事

實
に
反
す
る
假
想
を

�べ
る
こ
と
に
特

�を
示
す
の
と
は
、
少
々
趣
き

を

�に
す
る
（

�）。
同
樣
の

�勢
で

�史
を
詠
っ
た
例
と
し
て
韓
愈
「
魯

�子
を
嘲
る
（

�）」
が
あ
り
、
李
純
甫
は
韓
愈
以
來
の

�勢
を
踏
襲
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の

�容
は
韓
愈
に
比
べ
て
、
あ
か
ら

さ
ま
な
揶
揄
と

�烈
な
諧
謔
味
を
帶
び
て
い
る
。

李
純
甫
詩
の
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
は

�に
先
行

�究
で
言

�さ
れ
て

お
り
、
姜
劍
雲
氏
が
韓
門
文
人
と
の

�似
性
を
指
摘
し
て
い
る
（

 ）。
ま

た
胡
傳
志
氏
は
こ
れ
を
禪
宗
の
「

!戲
三
昧
」
と
の
關

�に
お
い
て
論

じ
て
い
る
（

"）。
李
純
甫
詩
の
諧
謔
は
韓
愈
に
比
べ
て
さ
ら
に
際
立
っ
て

い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
韓
愈
か
ら
の
影

#、
彼
自
身
の
佛

$に
對
す
る

歸
依
の
他
に
、
金
代
末
期
の

%會

�風

&と
い
う
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。

韓
愈
文
學
の

!戲
性
に
つ
い
て
は
、
中

'に
お
い
て
多
く
の
批

(が

あ
り
、
韓
愈
自
身
は
こ
れ
ら
の
批

(に
對
し
て
何
度
も

)解
し
て
い
る
。

例
え
ば
張

*が
韓
愈
の
「
戲
」
を
批

(し
た
時
、
彼
は
孔
子
に
も
「
戲
」

が
あ
っ
た
こ
と
を
論
據
に
反
論
し
て
い
る
。

む
か
し
、
孔
子
で
す
ら
戲
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
『
詩
經
』
に
こ

う
言
う
で
は
な
い
か
、
「
善
く
戲
謔
す
る
も
、

+を
爲
さ
ず
」
（
衞
風

「
淇
奧
」
）
と
。
『
禮
記
』
は
「
張
り
て
弛 ゆ
る

ま
ざ
れ
ば
、
文
・
武
も
能

わ
ざ
る
な
り
」
（
「
雜
記
下
」
）
と
言
う
。
ど
う
し
て

,を
損
な
う
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
は
こ
れ
ら
の
經
書
の
記

�に
つ
い
て
、

ま
だ
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
か
。
（
昔

�、
夫
子

-有

.戲
。
『
詩
』
不

云
乎
。「
善
戲
謔
兮
、
不
爲

+兮
」、『
記
』
曰
「
張
而
不
弛
、
文
武
不
能
也
」。

惡
/於
,哉

、
吾
子
其
未
之
思
乎
。）

「
重
ね
て
張

*に
答
ふ
る
書
（

0）」

金
末
に
お
け
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門
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受
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川
合
康
三
氏
は
こ
の
文
章
を
論
じ
て
、
そ
の

�得
力
の

�さ
を
指
摘
し

て
い
る
。

韓
愈
も
こ
の
引
用
に
お
い
て
、
「
戲
」
の
積
極

�な
價
値
を

�張

し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

�詮
、
そ
れ
は
許
容
し
う
る
も
の
と

い
う
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
經
書
を

�用
す
る
だ
け
事
足
れ
り
と
す
る
の
も
韓
愈
ら
し
く
な
い
。
「
戲
」

そ
の
も
の
の
自
立

�價
値
を
言
明
す
る
こ
と
は
韓
愈
に
も
つ
い
に
で

き
な
い
で
お
わ
っ
た
（

�）。

儒
家
の
文
學

	か
ら
見
れ
ば
、
文
學
の


戲
性
は
「

�柔
敦
厚
」
と

い
う
原
則
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
り
、
儒
家
の
經
典
を
借
り
て
ど
う
に

か
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
も
、


戲
性
の
積
極

�な
意
義
を
示
す
こ
と

が
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

李
純
甫
詩
の


戲
性
は
韓
愈
に
比
べ
て
さ
ら
に
極
端
で
あ
り
、
あ
ま

り
に

�放
す
ぎ
て
、
儒
家
の
提
唱
す
る
「
正
體
」
や
「
風

」
と
い
う

規
範
か
ら
明
ら
か
に

�
�し

て
い
る
。
だ
が
儒

�以
外
の

	點
か
ら
文

學
の


戲
性
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
非

�さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
金
末
で
は
佛

�二

�を
許
容
す
る
風

�が

�く
、

�眞

�に
見
ら
れ
る
よ
う
な
三

�の
融
合
を

�く
思
想
が
生
ま
れ
る

�會

�

背
景
が
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
士
大
夫
に
お
い
て
、
儒

�は
唯
一

�對

の
行
動
規
範
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
李
純
甫
は
そ
の
よ
う
な
風

�を

最
も
色
濃
く
體
現
し
た
人
物
で
あ
り
、
佛

�・

�
�に

關
す
る

�書
を

多
數

�し
、
佛

�徒
と
の
交


も
非
常
に
多
か
っ
た
（

�）。
そ
の
た
め
彼

は
儒
家
の
經
書
に
創
作
の
根
據
を
求
め
る
必

�が
な
く
、
そ
の
諧
謔
味

を
推
し

�め
た
。
極
端
な
例
と
し
て

�の
よ
う
な
詩
句
が
傳
わ
る
。

�子
蠅
鑽
紙

�子
は
蠅
の
紙
に
鑽 あ
つ
まる
が
ご
と
く

群
雄
蝨
處
褌

群
雄
は
蝨
の
褌
に
處
る
ご
と
し

「
雜
詩
」
六
首
其
の
二
（

�）

當
然
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
詩
句
は
、
儒
家
の
「
正
體
」
や
「
風

」

と
い
う
規
範
か
ら
は
大
き
く

�
�し

て
い
る
。
だ
が
佛

�の
「


戲
三

昧
」
と
い
う

	點
か
ら
は
、
融

�無
碍
で
何
物
に
も
束

 さ
れ
な
い
境

地
へ
と

�じ
る
態
度
で
あ
り
、
積
極

�意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
李

純
甫
は
こ
の
「


戲
三
昧
」
に
何
度
か
言

!し
て
お
り
（

"）、
詩
文
の
創

作
に
あ
た
っ
て
意
識

�に
諧
謔
味
に
滿
ち
た
作
品
を
作
り
出
し
て
い
る

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
詩
を
も
受
容
す
る
風

�が
、
金
末
に
は
存
在
し

た
。
佛

�・
�
�の

#
$は

儒

�に
よ
る
束

 を
相
對

�に

�め
、
金

中
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詩
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叢
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末
の
士
大
夫
は
儒
家
の
理
想
像
に
と
ら
わ
れ
な
い
行
動
、
時
に
は
君
子

に
相
應
し
く
な
い
行
い
を

�先
し
て
お
こ
な
っ
た
。
金
末
元
初
の

�況

を
記

�し
た
『
歸
潛
志
』
で
は
、
少
な
か
ら
ぬ
人
物
を
「
嗜
酒
」
「
詩

酒
自
放
」
な
ど
の

�語
で
形
容
し
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
は
宴
席
で
議
論

を
行
う
こ
と
が
多
く
、
そ
の
な
か
で
諧
謔
を
交
え
て
自
ら
の

�張
を
展

開
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
金
末
の
名
士
は
多
く
が
諧
謔

や
冗
談
を
好
み
、
例
え
ば
王

�
�ら

四
人
は
し
ば
し
ば
酒
席
を
設
け
て

騷
ぎ
、
「
慵
夫
（
も
の
ぐ
さ
な
男
）
」
「
狂
生
（
常
軌
を

	し
た
人
）
」
等

の
號
を
名
乘
っ
て
「
林
下
四
友
」
と
自
稱
し
た
（


）。
金
末
元
初
の
大
家

元
好
問
に
對
し
て
も
、
劉

�の
「
元
は
滑
稽
を
好
む
（
元
好
滑
稽
）

（

�）」
と

い
う

�價
が
あ
る
。
諧
謔
は
金
末
の
文
人
に
共
し

た
、
一
つ
の
特

�

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
甚
だ
し
く
は
李
純
甫
が
病
死
し
た
時
、
彼
の

�體

が

�疸
に
よ
っ
て

�色
く
變
色
し
て
い
た
の
を
か
ら
か
い
、
友
人
た
ち

は
「
屏
山
は

�素
佛

�を
好
ん
で
い
た
が
、
今
日
は
一
丈
六
尺
の
金
身

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
屏
山

�日
喜
佛
、
今

�爲
丈
六
金
身
矣
）

（

�）」
と
言
っ

た
。
友
人
の

�體
を

�
�し

て
笑
う
と
は
非
常
に
不

�愼
で
あ
る
が
、

劉

�は
こ
の

	話
を
記
載
す
る
も
の
の
、

�
�
�な

批

�を

�く

�べ

て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の

�料
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
金
代
末
期
に
は
す
で
に

�戲

�文
學
を
受
け
入
れ
る
風

�が
存
在
し
て
い
た
。
故
に
李
純
甫
は
自
己

の
「
以
文
爲
戲
」
を

 解
す
る
必

!は
な
く
、
ま
た
趙
秉
文
も
「
文
字

太
硬
」
と
い
う
批

�を
し
て
も
、
そ
の
滑
稽
諧
謔
に
つ
い
て
は
何
ら
批

�を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
劉

�も
彼
の
散
文
に
つ
い
て
批

�す
る

も
の
の
、
禪
語
の
多
用
と
語
句
の

"
#さ

を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
り
、

「
以
文
爲
戲
」
に
は
言

$し
て
い
な
い
。

李
純
甫
詩
に
お
け
る
諧
謔
味
は
、
韓
愈
を
そ
の
淵
源
と
し
つ
つ
、
佛

�の
「

�戲
三
昧
」
の
思
想
に
よ
っ
て
こ
の
特

�を
さ
ら
に

%め
た
。

そ
し
て
金
末
の
滑
稽
を
好
む
風

�の
元
で
、
彼
は
韓
愈
よ
り
さ
ら
に

&

放
で
融

無
碍
な

�戲
性
を
作
り
上
げ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
李
純
甫
一
門
と
そ
の
後

金
代
後
期
に
お
い
て
李
純
甫
は

%い
影

'力
を
持
ち
、
趙
秉
文
と
竝

ぶ
文
壇
の
盟

�と
目
さ
れ
た
。
兩

(と
も
後

)の
育

*に
努
め
た
が
、

彼
の
門
下
に
集
ま
っ
た
人

+は
趙
秉
文
よ
り
遙
か
に
多
か
っ
た
。
『
歸

潛
志
』

$び
『
中
州
集
』
小
傳
を
見
る
と
、
雷
淵
（
一
一
八
四
～
一
二

三
一
）・
李
經
（
生

,年
不
詳
）・
宋
九
嘉
（
一
一
八
四
？
～
一
二
三
三
）・

-嗣
明
（
？
～
一
二
一
一
）・
張

.（
生

,年
不
詳
）
な
ど
多
く
の
人

+

が
李
純
甫
の
門
に
學
ん
で
い
る
。
貞

/二
年
の
段
階
で
、
雷
淵
・
宋
九

嘉
は
三
十
一

0、
張

.は
興
定
末
～
元
光
初
頃
（

1）に
五
十

0以

2で
病

死
し
て
お
り
、
彼
ら
二
人
よ
り
年
上
、
李
純
甫
と
ほ
ぼ
同
年
で
あ
ろ
う

金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
（
上
）（

高
橋
）
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と
推
測
さ
れ
る
。
李
純
甫
が
文
壇
で
影

�力
を
現
し
始
め
た
の
は
貞

�

南
渡
以

�で
あ
る
か
ら
、
三
十
代

�
�の

彼
の

�り
に
、
二
十
代
の

�

年
士
大
夫
が
集
ま
っ
て
非
常
に

�い
文
學
集
團
を
形

	し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
李
純
甫
の


後
、
彼
ら
の
影

�力
は

�
�に

縮
小
し
て
い
く
。

李
純
甫
の
門
人
は
金
末
の
戰
亂
に
卷
き

ま
れ
た
り
、
病
死
し
た
り

し
て
、
金

�滅

�以

�に
ほ
ぼ

�員
が

�く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
も

早
く
は
上

�の

�嗣
明
が
、
貞

�南
渡

�の
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戰
鬪
で
戰

死
し
て
い
る
。
彼
は

�昂
の
甥
で
王

�
�の

姻
戚
で
も
あ
り
、
二
十
代

で
高
い
名
聲
と
廣
い
交

�關
係
を
有
し
て
い
た
が
、
余
り
に
早
く
世
を

去
っ
た
た
め
、
金
末
文
壇
の

�
�に

す
ら
參
與
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
多
く
が
官

�に
惠
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
彼
ら
の
影

�力
が
小
さ
か
っ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
李
經
と
い
う
人
物
は
早

く
か
ら
李
純
甫
に
激
賞
さ
れ
、
有
力
な

�年
詩
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

科

�に

�第
す
る
こ
と
が
出
來
ず
、

�里
に

�っ
た
後
は
行
方
不
明
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
は
科

�に
合
格
し
て
縣
令
な
ど
を
務
め
、
一
時

期
翰
林
院
に
い
た
と
い
う

�度
に

�ぎ
な
い
。
雷
淵
は
李
純
甫
門
下
で

最
も
高
位
に
昇
り
、
翰
林
院
や
國
史
院
に
奉
職
し
、
最
後
は
翰
林
修
撰

と
な
っ
た
が
、
李
純
甫


後
八
年
で


し
、
さ
ほ
ど
影

�力
を
發
揮
で

き
な
か
っ
た
。
金

�最
末
期
に
あ
た
り
、
も
は
や
翰
林
院
を
中
心
と
し

た
文
壇
が
機
能
で
き
る

�況
に
無
か
っ
た
こ
と
も
考
慮
せ
ね
ば
な
る
ま

い
。結
局
、
金

�滅

�
�に

李
純
甫
門
下
は
ほ
と
ん
ど
世
を
去
り
、
彼
ら

の
文
學

�嗜
好
は
さ
ほ
ど
受
け
繼
が
れ
な
か
っ
た
。
特
に
本
稿
で
指
摘

し
た
李
純
甫
詩
の
特

�は
、

�く
受
け
繼
が
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も

よ
い
。
だ
が
そ
の
文
學

�嗜
好
の
大
枠
、
韓
門
へ
の
關
心
や
奇
怪
さ
へ

の
傾
倒
は
、
蒙
元
初
期
の
北
方
詩
壇
へ
と
受
け
繼
が
れ
て
い
く
。
韓
門

の
中
で
は
李
賀
が
特
に

 目
さ
れ
、
大

!を
中
心
に
李
賀
が
廣
く
流
行

し
た
。
こ
れ
は
同
時
期
の
南
宋
に
お
け
る
李
賀
の
流
行
と
と
も
に
檢
討

す
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
（

"）。

（
「
金
末
に
お
け
る
韓
門
文
人
の
受
容
（
下
）

趙
秉
文
と
韓
門
文
人

」

に
續
く
。）

＊
本
稿
は

#
	二

十
年
度
慶
應
義
塾
學
事
振
興

$金
の

	果
の
一
部
で

あ
り
、
第
十
四
屆

%代
文
學
國
際
學

&
'討

會
發
表
論
文
（
中
文
）

「
金
末
文
人
對
韓
門
文
學
接
受

以
李
純
甫
・
趙
秉
文
爲
中
心
」

の
�
�部

分
を
元
に
大
幅
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
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【
�】

（
１
）
中

�書
局
、
一
九
九
七
年
版
。

（
２
）
こ
の

�張
を
最
も
早
く
行
っ
た
の
は
尹
無
忌
で
あ
ろ
う
。「〔
趙
秉
文
〕

問
、
『
久
聞
先
生
作
詩
不
喜
蘇

�何
如
。
』
無
忌
曰
、
『
學
蘇

�則

�猥

也
。』
其
詩
一
以
李
杜
爲
法
、
五
言
尤
工
」（『
歸
潛
志
』
卷
八
）

（
３
）
南
渡
後
、
文
風
一
變
、
文
多
學
奇
古
、
詩
多
學
風

�、
由
趙
閑
閑
・

李
屏
山
倡
之
。（
同

�）

（
４
）
『
中
州
集
』
小
傳
や
『
歸
潛
志
』
に
は
、
李
純
甫
・
雷
淵
・
李
經
・

�九
疇
・
張

	・
宋
九
嘉
・
李
夷
・
田
紫


・
烏
林
答
爽
・
王
鬱
な
ど
、

韓
門
に
傾
倒
し
た
人
々
の
名
が
多
く

�げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
當
時

の
文
壇
の

�手
で
あ
り
、
そ
の
大

は
貞

�南
渡
の
年
に
二
十
代
で
あ
っ

た
。

（
５
）
吉
雲
岩
峻
「
試
論
金
代
之

・後
怪
奇
詩

�・」（
李
正
民
・
董
國
炎

�

�『

�金
文
學

�究
』
第
一
三
〇
～
一
四
〇
頁
、
文

�
�
�出

版

�、

一
九
九
九
年
）な
ど
。

（
６
）
李
純
甫
は
後

�を
推
輓
す
る
こ
と
を
好
み
、
年
齡
に
關
わ
ら
ず

�を

叩
い
て
彼
ら
と
交
わ
り
、
後

�た
ち
は
彼
を
兄
と
呼
ん
だ
と
い
う
。

『
歸
潛
志
』
卷
一
參
照
。

（
７
）
第
十
三
・
十
六
・
十
八
・
二
十
四
首
で
韓
門
に
言

�し
て
い
る
。
劉

澤
『
元
好
問
論
詩
三
十
首
集

�』（
山
西
人
民
出
版

�、
一
九
九
二
年
）・

方
滿
錦
『
元
好
問
〈
論
詩
三
十
首
〉

�究
』
（

�卷
樓
圖
書
、
二
〇
〇

二
年
）
等
參
照
。

（
８
）
『
後
村
詩
話
』
卷
一
。『

�代
詩
話
』
本
、
中

�書
局
、
二
〇
〇
一
年

版
。

（
９
）
劉

�『
歸
潛
志
』
卷
八
。

（

10）
『

�
�詩

』
卷
三
八
七
。

�文
は
以
下
の

 り
「
昨
夜
村
飮
（
一
作

「
村
醉

�昏
」）歸
、
健
（
一
作
「

!」）
倒
三
四
五
。

"
#
$莓

苔
、
莫

嗔
（
一
作
「
嗔
我
」）

%
&汝

。」
李
純
甫
の
詩
で
は
第
二
句
、
第
三
句

を

'せ
て
七
言
句
に
改

�し
て
い
る
。

（

11）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
四
～
二
〇
七
五
頁
。
山
西
古

(出
版

�、

二
〇
〇
一
年
版
。

（

12）
盧
仝
に
お
け
る
詩
歌
の
散
文

�に
つ
い
て
は
專
論
は
な
い
が
、

)
*

+
�
�『

中
國
文
學
家
大
辭
典
・

�五
代
卷
』
（
中

�書
局
、
一
九
九

二
年
版
）、
傅

,
-等

�
�『

中
國
詩
學
大
辭
典
』（
浙
江

.育
出
版

�、

一
九
九
九
年
版
）
な
ど
の
工

/書
や
、

0庚

1・
董
乃
斌

�
�『

�代

文
學
史
』
（
人
民
文
學
出
版

�、
一
九
九
五
年
版
）
な
ど
の
文
學
史
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（

13）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
二
頁
。

（

14）
金
・
劉

2「
鰒
魚
詩
」
に
「
金

3一
唱
火
輪
出
、
曉
色
下
瞰
扶
桑
宮
」

と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
の
出
を
詠
っ
て
い
る
の
で
、
扶
桑

宮
と
は
太
陽
が
生
ま
れ
る
扶
桑
の
木
と
同
義
で
あ
る
。
李
純
甫
の
詩
は

4容
か
ら

考
え
る
と
、
「

太
陽
が
生

ま
れ
る

宮
殿
」
の

意
味
で
は
し
っ

く
り
し
な
い
。

（
15）

『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
八
～
二
〇
七
九
頁
。

（

16）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
八
〇
頁
。

（

17）
後

5す
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
李
純
甫
の
詩
は
『
中
州
集
』

6收
の

金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
（
上
）（

高
橋
）
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も
の
で
あ
り
、
元
好
問
の
撰
を
經
て
い
る
。
あ
ま
り
に
散
文

�し
た
詩

を
元
好
問
が
收

�し
な
か
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

（

18）
『

�
�金

文
』
第
二
六
二
六
～
二
六
二
七
頁
。

（

19）
「
代
詞
」
は
錢
鐘
書
『
談
藝

�』
第
十
二
則
（
中

�書
局
、
一
九
八

四
年
初
版
、
一
九
九
九
年
版
）
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
川
合
康
三
氏
は

こ
れ
を
換
喩
と
「
提
喩
型
代
詞
」
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
川
合
康
三

「
李
賀
の
表
現
―
「
代
詞
」
と
形
容
詞
の
用
法
を
中
心
に
―
」（『
文

�』

四
十
四
號
、
第
一
一
八
～
一
三
八
頁
、
東
北
大
學
文
學
會
、
一
九
八
一

年
）等
參
照
。

（

20）

�井
健

�『
李
賀
』
（
中
國
詩
人

	集

14、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九

年
）等
參
照
。

（

21）
『
滄
浪
詩
話
校
釋
』
郭
紹


校
釋
、
人
民
文
學
出
版

�、
一
九
八
三

年
版
。

（

22）

�文
治


�『

明
詩
話

�
�』

�收
。
江
蘇
古

�出
版

�、
一
九
九

七
年
版
。

（

23）
『
帶
經
堂
詩
話
』
張
宗

�纂
集
・
戴
鴻
森
校
點
、
人
民
文
學
出
版

�、

一
九
九
八
年
版
。

（

24）
『
隨
園
詩
話
』

�學
頡
校
點
、
人
民
文
學
出
版

�、
一
九
九
八
年
版
。

（

25）
李
純
甫
は
後
年
禪
へ
の
傾
倒
を

�め
、
詩
文
中
に

�
�な

語
を
多
く

用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。『
歸
潛
志
』
卷
十
參
照
。

（

26）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
六
頁
。

（

27）
『

�治

�鑑
』
卷
一
九
三
な
ど
に
見
え
る
。
こ
の
と
き
の
魏

�の



張
は
『
文

�
�
�』

卷
七
七
〇
に
「
象
古
建
侯
未
可
議
」
と
し
て
收

�

さ
れ
て
い
る
。

（

28）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
七
頁
。

（

29）
大
き
な
瓢
箪
は
立

�に
見
え
る
が
、
中
身
は
空
で
何
も
な
い
。
こ
れ

と
同
樣
に
、
宋
の
軍
備
も
一
見
整
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
實
際
は

將
兵
共
に
訓

�が
足
ら
ず
、
ひ
と
た
び
敗
北
す
る
と
以
後
は
持
ち
堪
え

る
こ
と
が
出
來
な
い
。
當
時
勃
興
し
て
き
た
西

�に
對
し
て

�兵
す
る

意
見
に
反
對
し
た
言

�。『
宋
史
』
卷
二
九
五
「

�
�臣

傳
」
參
照
。

（

30）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
三
頁
。
な
お
蘇
軾
を

 耳

!と
呼
ぶ
例
は

錢

"
#に

見
え
る
。

（

31）
例
え
ば
山
内
春
夫
「
杜
牧
の
詠
史
詩
に
つ
い
て
」（『
東
方
學
』
第
二

十
一
輯
、
一
九
六
一
年
）
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（

32）
『
韓
昌
黎
詩
繋
年
集
釋
』
卷
八
。
錢
仲
聯
集
釋
、
上

$古

�出
版

�、

一
九
九
八
年
版
。

（

33）
姜
劍
雲
『
審
美

%
&離

論

'代
怪
奇
詩

�』
（
東
方
出
版

�、

二
〇
〇
二
年
版
）
第
三
章
「

'代
“
怪
奇
詩

�”

%復
活

金
代

・後
怪
奇
詩

�・」
參
照
。

（

34）
胡
傳
志
『
金
代
文
學

(究
』（
安
徽
大
學
出
版

�、
二
〇
〇
〇
年
版
）

第
四
章
第
三

)「
李
純
甫
」
參
照
。

（

35）
『
韓
昌
黎
文
集
校

�』
卷
二
。
馬
其
昶
校

�・
馬

*元
整

理
、
上

$

古

�出
版

�、
一
九
八
六
年
版
。

（
36）

「
戲
れ
の
文
學

―
韓

愈
の
「

戲
」
を
め

ぐ
っ
て
―
」
、
『

日
本
中
國

學
會
報
』
第
三
十
七
集
、
第
一
五
三
頁
、
一
九
八
五
年
。

（

37）
耶
律
楚
材
に
よ
る
と
、
李
純
甫
に
は
儒
佛

+の
經
典
を
引
用
し
て
自

中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
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己
の
思
想
を
表
現
し
た
『
金
剛
經
別
解
』
、
儒

�・

�
�の

經
典
か
ら

佛
�の

�義
に
符
合
す
る
も
の
を
集
め
た
『
楞
嚴
外
解
』
、
宋
學
の
言

�に
�
�・

佛

�を
交
え
て
三

�の
融
合
を
圖
っ
た
『
鳴
動
集

�』
な

ど
の

�作
が
あ
り
、

�容
に
つ
い
て
言

�さ
れ
て
い
な
い
が
、
佛

�に

關
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
「
釋
迦
文
佛
贊
」
「

�
	

師

�語
」
な

ど
が
あ
る
（
『
湛
然
居
士
集
』
卷
十
三
「
屏
山
居
士
金
剛
經
別
解
序
」

「
楞
嚴
外
解
序
」
、
卷
十
四
「
屏
山
居
士
鳴
動
集
序
」
等
參
照
）
。
ま
た

當
時
の
名

�
松

行
秀
と
も
交
友
が
あ
り
、
多
く
の
寺
院
に
文
章
を
揮

毫
し
て

�侶
か
ら
の
支
持
も
厚
か
っ
た
。

（

38）
『

�
�金

詩
』
第
二
〇
七
七
頁
。

（

39）
「
重
修
面
壁
庵

�」
（
『

�
�金

文
』
第
二
六
一
七
頁
、
山
西
古

�出

版

�、
二
〇
〇
二
年
版
）
に
「

�冠
儒
履
皆
有
大
解

�門
、
翰

�文
章

亦
爲

�戲
三
昧
。」
と
あ
り
「

�伊
川

�端

�
�論

辯
」（
同
書
二
六
二

二
頁
）
に
「
翰

�文
章
、
亦

�戲
三
昧
。

�冠
儒
履
、
皆
菩
薩

�場
」

と
あ
る
。

（

40）
王

�
�『

�南

�老
集
』
卷
四
十
五
「
林
下
四
友
贊
」。

（

41）
『
歸
潛
志
』
卷
九
。
だ
が
元
好
問
は
詩
歌
創
作
に
お
い
て
「
怒
罵
俳

諧
」
を
誡
め
る

�張
を
し
て
お
り
、
滑
稽
な
作
品
は
少
な
い
。
韓
愈
の

「
此
日
足
可
惜
一
首

�張

�」
を
パ
ロ
デ
ィ
に
し
て
酒
の
效
能
を
詠
っ

た
「
此
日
不
足
惜
」
（
『
元
好
問

�集
』
卷
二
）
な
ど
、
數
首
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。

（

42）
同

�。

（

43）
王
慶
生
氏
の

�に
據
る
。
王
慶
生
『
金
代
文
學
家
年
譜
』
（
鳳
凰
出

版

�、
二
〇
〇
五
年
版
）、
張

 の
項
を
參
照
。

（

44）
蒙
元
初
期
に
お
け
る
李
賀
詩
の
流
行
に
つ
い
て
は
劉
明
今
『

�金
元

文
學
史
案
』
（
上

!古

�出
版

�、
二
〇
〇
四
年
版
）
第
一
篇
、
十
二

「
燕
薊
詩

"」
を
參
照
。
南
宋
に
お
け
る
李
賀
詩
の
流
行
に
つ
い
て
は

史

#「
宋
元
之
際
江
南
李
賀
詩
風

$流
衍
」（『
江
西

�會
科
學
』
二
〇

〇
六
年
第
十
一
期
）等
の
先
行

%究
が
あ
る
。

金
末
に
お
け
る
韓
門
の
受
容
（
上
）（
高
橋
）
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