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草書

趙
毅
衡
量

『
苦
悩
的
串
述
者

中
国
小
説
的
叙
述
形
式
熱
中
国
文
化
』

○
　
は
じ
め
に

申
里
見

敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
評
者
は
二
年
前
の
拙
稿
「
中
国
文
学
研
究
に
お
け
る
物
語
論
」
に

お
い
て
、
中
国
に
お
け
る
物
語
論
の
受
容
が
い
わ
ゆ
る
視
点
の
問
題

に
偏
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
物
語
行
為
の
重
要
性
が
看
過
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
の
原
因
の
一
端
が
部
分
訳
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
陳
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
　

原
『
中
国
小
説
叙
事
模
式
的
転
変
騒
以
外
に
目
立
っ
た
成
果
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ
の
後
の
時
の
経
過
は
、
こ
の

分
野
の
研
究
に
と
っ
て
有
利
な
条
件
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
新
た
な

問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
中
国
文
学
を
物
語
論
の
観
点

か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
陳
平
原
氏
以
来
の
成
果
と
い
え
る
趙
毅

衡
氏
の
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
の
を
機
に
、
本
書
の
意
義
を
考
え
る
こ

と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
書
　
　
評

『
　
近
年
の
中
国
に
お
け
る
物
語
論
研
究
の
背
景

　
中
国
に
お
け
る
欧
米
の
文
学
理
論
書
の
翻
訳
は
、
八
八
年
頃
か
ら

九
〇
年
代
前
半
に
大
き
く
進
展
し
た
。
物
語
論
に
お
い
て
最
も
体
系

的
な
著
述
で
あ
る
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
b
磁
8
g
謎
重
三
。
蹄
も
、
そ
れ

ま
で
の
部
分
訳
で
は
な
く
、
続
編
を
含
む
全
訳
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

に
よ
っ
て
、
そ
の
理
論
全
体
を
理
解
す
る
条
件
が
整
っ
た
。
物
語
論

に
限
ら
ず
、
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
か

ら
新
歴
史
批
評
に
至
る
ま
で
、
最
新
の
批
評
理
論
が
場
合
に
よ
っ
て

は
日
本
よ
り
す
ば
や
く
翻
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
仕
事
は
西
洋
文
学
・
思
想
の
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
お
り
、
中
国
で
出
版
さ
れ
る
外
国
文
学
の
専
門
誌
を
見
る
と
、
欧

米
の
研
究
が
盛
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
中
国
の
中
国
文
学
研
究
者
、
す
な
わ
ち

国
文
学
者
が
、
欧
米
の
理
論
に
直
接
依
拠
す
る
こ
と
は
ま
だ
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
欧
米
の
理
論
を
中
国
の
作
品
に
適

用
す
る
試
み
は
、
西
洋
文
学
や
比
較
文
学
を
専
攻
す
る
中
国
の
研
究

者
と
、
欧
米
に
滞
在
す
る
中
国
人
学
者
に
よ
る
成
果
の
方
が
目
立
つ
。

　
陳
平
原
氏
が
申
国
文
学
の
出
身
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
の
著

者
趙
毅
衡
氏
の
専
攻
は
ア
メ
リ
カ
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陳
氏
が

物
語
論
か
ら
メ
デ
ィ
ア
論
ま
で
を
大
胆
に
引
用
し
て
読
者
を
退
屈
さ



74

せ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
書
の
特
に
前
半
は
む
し
ろ
記
述
を
物

語
論
の
内
部
に
限
定
し
て
、
物
語
論
の
様
々
な
側
面
を
中
国
小
説
に

丹
念
に
適
用
す
る
と
い
う
緻
密
な
論
述
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
両
氏

の
著
述
が
同
じ
間
中
を
扱
っ
て
い
な
が
ら
、
む
し
ろ
対
照
的
と
も
い

え
る
印
象
を
与
え
る
の
は
、
両
氏
の
研
究
基
盤
の
相
違
に
由
来
す
る

と
同
時
に
、
中
国
に
お
け
る
物
語
論
研
究
の
成
熟
を
反
映
し
て
い
る

よ
う
に
思
う
。

二
　
語
り
手
か
ら
見
た
、
文
学
の
近
代
／
中
国
の
近
代

　
ま
ず
、
本
書
の
書
名
と
な
っ
て
い
る
「
苦
悩
す
る
語
り
手
」
と
は

何
な
の
か
。
藁
筆
蔓
草
は
、
文
化
体
系
の
転
換
に
直
面
し
て
い
る
時

代
の
小
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
○
作
家
は
新
た
な
潮
流
を
リ
…
ド
す
る
革
新
派
だ
と
自
負
し
て
い
る
。
小

　
　
説
の
作
中
入
物
も
斬
新
な
プ
ロ
ッ
ト
の
中
で
の
冒
険
に
夢
中
に
な
っ
て

　
　
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
語
り
手
だ
け
は
無
理
に
翻
来
の
語
り
の
秩
序
に
従
っ

　
　
て
、
物
語
世
界
の
安
定
を
維
持
す
る
以
外
に
す
べ
は
な
い
の
だ
。
こ
の

　
　
よ
う
な
小
説
の
中
で
は
、
新
禰
の
衝
突
が
内
容
と
形
式
の
両
面
に
お
い

　
　
て
同
時
進
行
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
語
り
手
は
苦
悩
す
る
。
（
二
頁
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
に
は
伝
統
的
な
白
話
小
説

か
ら
、
清
末
小
説
を
経
て
、
近
代
小
説
に
至
る
中
国
文
学
の
変
革
の

過
程
に
お
け
る
苦
悩
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
苦
悩
は
、
書
き

手
で
あ
る
作
家
や
物
語
内
容
を
構
成
す
る
作
中
人
物
で
は
な
く
て
、

仮
構
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
語
り
手
こ
そ
が
む
し
ろ
一
身
に
背
負
わ
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
伝
統
中
国
と
近
代
中
国
の
断

絶
な
い
し
連
続
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
従
来
の
文
学
研
究
は
主
と

し
て
作
家
と
作
品
内
容
と
い
う
二
つ
の
面
を
手
が
か
り
と
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
趙
毅
衡
氏
が
提
起
す
る
の
は
、
語
り
手
に

よ
っ
て
端
的
に
照
射
さ
れ
る
文
学
の
形
式
i
あ
る
内
容
は
様
々
な

形
式
で
書
か
れ
う
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
あ
る
特
定
の
形
式
に

よ
っ
て
し
か
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
一
と
い
う
、
物
語
論
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
設
定
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
リ
チ
ュ
　
ル
　
　
エ
ク
ワ
ヂ
み
　
ル

あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
中
国
が
獲
得
し
た
文
章
表
現
／
文
章
表
現
に

よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
近
代
中
国
と
い
う
、
言
語
表
現
の
あ
り
方
か
ら

中
国
の
伝
統
と
近
代
を
考
え
る
問
題
群
と
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず
の

　
　
　
　
　
イ
　

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
趙
毅
衡
氏
の
次
の
発
言
も
容
易
に
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
0
批
評
の
目
的
は
、
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
こ
と
で
も
、
テ
ク
ス
ト
の
背

　
　
後
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
イ

　
　
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
歴
史
の
葛
藤
が
作
り
出
し
た
テ
ク
ス
ト
の
ね
じ
れ
を
明

　
　
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
だ
。
（
五
頁
）
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一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
の
構
造
主
義
・
記
号
論
的
研
究
の
後
、

デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
経
た
現
在
の
欧
米
の
文
学
研
究
は
、

文
学
作
品
を
文
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
文
学
を
文
学

た
ら
し
め
る
社
会
的
、
文
化
的
、
政
治
的
、
歴
史
的
、
思
想
的
、
性

差
的
機
構
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
機
構
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
文

学
の
あ
り
よ
う
、
と
い
っ
た
方
向
へ
関
心
が
移
行
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
本
書
は
、
物
語
論
と
い
う
欧
米
で
は
も
は
や
古
び

た
道
具
立
て
を
用
い
な
が
ら
も
、
基
本
的
な
姿
勢
は
そ
う
し
た
欧
米

の
研
究
動
向
に
呼
応
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
書

は
ア
メ
リ
カ
文
学
と
批
評
理
論
の
研
究
に
従
事
し
て
き
た
趙
毅
衡
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
　

で
な
く
し
て
は
書
か
れ
え
な
か
っ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
趙
毅
衡
氏
の
立
場
を
ど
う
評
価
す
る
か
に

つ
い
て
は
、
様
々
な
見
方
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
点
だ

け
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
陳
平
原
前
掲
書
と
同
様
に
、
本
書
の
前
半

は
物
語
論
の
方
法
に
よ
っ
て
、
清
末
民
法
を
中
心
と
し
た
伝
統
小
説

か
ら
近
代
小
説
へ
の
移
だ
4
7
と
い
う
文
学
史
的
記
述
が
行
わ
れ
て
い

る
。
我
々
外
国
人
に
は
到
底
扱
い
き
れ
な
い
ほ
ど
の
大
量
の
作
品
を

対
象
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
［
宏
観
］
　
（
［
　
］
は
中
国
語
、
以
下

同
じ
）
な
記
述
が
本
書
で
も
十
分
成
功
し
て
い
る
。
だ
が
、
お
そ
ら

く
中
国
文
学
研
究
に
対
す
る
物
語
論
の
最
大
の
貢
献
が
こ
こ
に
あ
る

こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
評
者
は
物
語
論
に
よ
る
［
蘭
留
］
分
析
が

　
　
　
　
　
書
　
　
評

欠
如
し
て
い
る
現
状
を
遺
憾
に
思
う
。

　
物
語
論
を
中
国
文
学
に
適
用
す
る
と
同
時
に
、
中
国
語
と
い
う
個

別
言
語
の
実
態
に
密
着
し
な
が
ら
一
般
理
論
の
一
つ
で
あ
る
物
語
論

を
検
証
す
る
と
い
う
た
ゆ
ま
ぬ
往
還
的
作
業
を
欠
い
て
は
、
西
洋
の

理
論
の
受
け
売
り
だ
と
い
う
、
容
易
に
予
想
さ
れ
る
、
し
か
し
皮
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
欧
米
文
学
の
み
に
基
づ
い
て
文
学

理
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
一
方
的
な
受
容
に
と
ど
ま

ら
ず
、
中
国
文
学
の
立
場
か
ら
一
般
理
論
へ
貢
献
す
る
こ
と
は
、
我
々

の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
書
で
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な

　
　
　
ア
　

指
摘
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
掘
り
下
げ
て
展
開
、
検
討
す
べ
き

性
質
の
も
の
だ
と
思
う
。

　
大
橋
洋
一
氏
は
「
物
語
論
は
機
能
や
パ
タ
ー
ン
へ
の
分
解
と
整
理

だ
け
に
終
始
す
る
、
お
よ
そ
無
味
乾
燥
な
試
み
で
あ
り
、
現
在
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

般
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
」
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

我
々
は
ま
だ
そ
の
程
度
の
作
業
に
も
着
手
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る

の
で
あ
る
。

三
　
物
語
内
容
／
物
語
言
説
の
訳
語
と
言
語
観

　
中
国
で
物
語
論
を
導
入
す
る
際
に
ま
ま
見
ら
れ
た
「
視
点
」
や
「
人

称
偏
に
関
す
る
混
乱
は
、
本
書
に
お
い
て
意
識
的
に
言
及
さ
れ
て
、
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ミ
　

正
確
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
本
書
の
依
拠
す
る
物
語
論
の
理
論
的
基
盤
は
、
ブ
ー
ス
や
チ
ャ
ッ

ト
マ
ン
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
主
要
な

研
究
は
英
語
訳
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の

ウ
ェ
ー
ト
は
大
き
く
な
い
。
［
隠
指
作
者
］
　
［
叙
述
干
預
］
　
［
叙
述

可
告
脂
性
］
と
い
っ
た
術
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ブ
ー
ス
の
内
在
す
る
作

者
風
凪
嘗
a
碧
筈
○
国
、
論
評
8
露
鑓
Φ
艮
輿
団
、
信
頼
性
奉
｝
鑓
ぴ
籏

　
　
　
　
　
　
　
り
　

蔓
の
訳
語
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
ー
ス
に
代
表
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の

ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
概
念
が
そ
の
ま
ま
本
書
の
構
成
と
結
び
付
い
て
い

る
た
あ
に
、
日
本
語
訳
の
整
っ
た
フ
ラ
ン
ス
系
の
理
論
に
親
し
む
機

会
の
多
い
日
本
の
読
者
が
多
少
の
違
和
感
を
抱
く
こ
と
は
や
む
を
え

な
い
。

　
こ
こ
で
は
物
語
内
容
／
物
語
言
説
の
訳
語
の
問
題
に
限
っ
て
、
評

者
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
今
か
り
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語

に
従
え
ば
、
ぼ
ω
8
マ
Φ
＼
議
。
騨
の
区
別
に
相
当
す
る
術
語
が
、
研

究
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
に
用
い
ら
れ
混
乱
し
て
い
る
現
状
が
本
書

三
四
頁
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
趙
毅
衡
氏
は
［
底

本
］
藁
蓑
郎
鋤
環
嬰
Φ
餌
8
答
＼
［
述
本
］
昌
9
三
盛
Φ
島
8
碁
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　

独
自
の
新
た
な
用
語
を
提
唱
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
の
議
論
は
、
単
な
る
用
語
の
問
題
で
は
な
く
て
、
言
語
表

象
を
め
ぐ
る
立
場
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
趙
毅
衡

氏
に
よ
れ
ば
、
［
底
本
］
と
は
「
自
然
な
時
空
に
存
在
す
る
一
連
の

事
件
の
流
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
個
々
の
出
来
事
の
総
量

は
測
定
不
能
で
あ
り
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
え
な
い
も
の
」
だ
と

さ
れ
る
。
続
い
て
「
も
ち
ろ
ん
そ
の
（
［
底
本
］
の
）
存
在
は
、
物

語
行
為
に
依
拠
す
る
。
〔
述
本
］
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
［
底
本
］
の

こ
と
な
ど
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
釘
が
さ
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
［
底
本
］
と
い
う
術
語
は
、
言
語
に
先
立
っ
て
存
在

す
る
事
実
、
あ
る
い
は
言
語
と
切
り
離
し
て
存
在
し
う
る
出
来
事
を

指
し
示
す
と
い
う
印
象
が
強
い
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う

物
語
内
容
／
物
語
言
説
の
区
別
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
／

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
対
応
し
、
ち
ょ
う
ど
紙
の
表
裏
の
よ
う
に
、
意
味

す
る
も
の
と
し
て
の
物
語
言
説
と
、
意
味
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
物

語
内
容
は
分
離
器
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
一
方
が
他
方
に
先

立
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

　
趙
毅
衡
氏
は
こ
の
部
分
で
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
／
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
は

な
く
て
、
ラ
ン
グ
／
パ
ロ
ー
ル
の
概
念
を
用
い
て
論
じ
て
い
る
。
評

者
な
り
に
敷
循
す
れ
ば
、
例
え
ば
三
国
志
の
史
実
と
い
う
ラ
ン
グ
に

対
し
て
、
小
説
『
三
国
志
演
義
』
の
各
種
の
版
本
や
様
々
な
形
態
の

演
劇
・
講
唱
文
芸
は
パ
ロ
ー
ル
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
世
紀
に
お
け
る
言
語
観
の
転
回
は
、
言
語
を
道
具
と
見
な
す
見
方

を
否
定
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
事
物
の
確



77

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぼ
　
　

か
な
存
在
を
消
滅
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ゆ
え
テ
ク
ス

ト
は
、
も
は
や
単
に
［
底
本
］
を
祖
述
す
る
［
述
本
］
で
は
あ
り
え
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
、
実
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の

ラ
ン
グ
／
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
転
尼
）

　
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
応
用
す
る
に
せ
よ
、
ラ
ン
グ
／

パ
ロ
ー
ル
を
応
用
す
る
に
せ
よ
、
言
語
表
現
に
先
立
っ
て
出
来
事
の

存
在
を
認
あ
て
し
ま
う
言
語
観
は
、
文
学
研
究
に
と
っ
て
正
当
な
も

の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
節
で
述
べ
た
課
題
に
即
し
て

い
え
ば
、
社
会
的
・
歴
史
的
に
す
で
に
実
現
し
た
近
代
を
言
語
・
文

学
が
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
で
は
な
く
て
、
言
語
・
文
学
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
近
代
が
獲
得
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
か
を
追
究
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
我
々
に
課
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

四
　
申
国
小
説
史
へ
の
新
た
な
時
期
区
分

　
本
書
で
は
、
中
国
小
説
史
研
究
に
対
し
て
重
要
な
概
念
提
起
が
な

さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
文
学
史
で
は
、
宋
代
に
講
談
を
語
っ
た
説
話

人
の
底
本
が
話
本
で
、
後
に
文
人
が
そ
の
形
式
を
模
倣
し
て
創
作
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

た
の
が
擬
話
本
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
官
僚
衡
氏
は
、

白
話
小
説
史
を
［
改
写
期
］
と
［
創
作
期
］
と
に
時
期
区
分
し
て
い

る
。　

　
　
　
　
書
　
　
評

　
［
改
写
期
］
と
は
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
物
語
内
容
に
対
し
て
、

出
版
の
た
び
に
編
輯
者
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
加
工
が
施
さ
れ
る
段

階
で
、
宋
代
か
ら
明
末
の
世
篭
堂
本
『
西
遊
記
』
や
周
覧
本
山
金
瓶

梅
』
あ
た
り
ま
で
の
四
世
紀
間
と
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
で
、
編
輯
者

と
い
う
書
写
主
体
の
平
均
化
、
小
説
の
形
式
的
特
徴
の
均
質
化
の
結

果
と
し
て
、
語
り
の
形
式
が
定
式
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

講
唱
文
芸
の
直
接
的
反
映
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
以
後
の
［
創
作
期
］
は
、
す
で
に
確
立
し
た
語
り
の
定
式
か
ら
自

由
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
［
改
写
期
］
の
特
徴
は
、
版

本
ご
と
に
異
な
る
テ
ク
ス
ト
が
出
現
す
る
と
い
う
、
本
来
パ
フ
ォ
ー

ミ
ン
グ
・
ア
…
ト
に
特
有
の
一
回
性
と
い
う
性
質
を
残
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
［
創
作
期
］
に
な
る
と
テ
ク
ス
ト
の
固
定
性
・
反
復
性
が

確
立
し
、
版
本
の
違
い
は
字
句
の
異
同
程
度
に
限
ら
れ
る
。

　
従
来
の
話
本
／
擬
話
本
と
い
う
考
え
方
は
、
主
と
し
て
短
篇
の
小

説
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
長
篇
に
対
し
て
は
別
に
一
一
／
章

回
小
説
の
よ
う
な
異
な
る
範
疇
の
概
念
で
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
如
㌍
そ
れ
に
対
し
て
、
趙
毅
空
参
の
［
改
選
期
〕
／
［
創
作
期
］

と
い
う
概
念
は
、
短
篇
か
長
篇
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
ま
た
内
容
を

問
わ
ず
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
白
話
小
説
の
成
立
は
、
言

語
形
式
と
出
版
形
態
双
方
の
要
因
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
の

用
語
は
そ
う
し
た
事
情
を
的
確
に
ふ
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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例
え
ば
、
同
じ
『
金
事
梅
』
の
改
訂
で
も
、
詞
話
本
か
ら
崇
禎
本
へ

の
改
訂
は
物
語
内
容
の
変
化
を
と
も
な
う
大
幅
な
テ
ク
ス
ト
の
［
改

写
］
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
崇
禎
本
か
ら
清
々
の
張
竹
披
本
へ
は
主

と
し
て
字
句
の
異
同
に
と
ど
ま
る
と
い
う
事
実
も
、
［
改
質
期
］
と

［
創
作
期
］
に
お
け
る
改
訂
の
質
的
違
い
と
し
て
う
ま
く
説
明
が
つ

く
。
同
様
の
こ
と
は
、
例
え
ば
『
三
国
志
演
義
臨
と
『
耳
擦
梅
』
の

よ
う
に
、
本
来
成
立
の
経
緯
が
大
き
く
異
な
る
作
品
に
も
認
め
ら
れ

る
。　

話
本
／
擬
話
本
と
い
う
概
念
が
、
講
唱
文
芸
と
書
面
文
学
の
性
質

の
違
い
に
対
す
る
無
理
解
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
文
学
史
を
ゆ
が
あ

て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
テ
ク
ス
ト
成
立
の
過
程
に
着
目
し
た
［
改

写
期
〕
／
［
創
作
期
］
と
い
う
見
方
は
、
小
説
史
研
究
の
実
証
的
基
礎

概
念
と
し
て
広
く
共
有
さ
れ
る
べ
き
有
効
性
を
備
え
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
物
語
論
に
よ
っ
て
新
た
に
分
析
可
能
に
な
っ
た
文
学
の
形
式
面
に

お
け
る
諸
特
徴
を
、
従
来
の
文
学
史
や
作
家
研
究
な
ど
と
ど
の
よ
う

に
切
り
結
び
、
新
た
な
知
見
へ
と
導
い
て
い
く
か
は
、
理
論
的
進
展

が
一
段
落
し
た
今
、
切
実
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
課
題
を
意
識
し
た
本
書
の
下
篇
［
中
国
小
説
的
文
化
学

研
究
］
は
、
個
々
の
指
摘
に
は
首
肯
す
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
も
の

の
、
全
体
と
し
て
新
た
な
研
究
の
方
向
を
打
ち
出
す
と
こ
ろ
ま
で
は

至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
評
者
が
期
待
す
る
の
は
、
上
篇
で
明

ら
か
に
さ
れ
た
中
国
小
説
の
形
式
的
諸
特
徴
を
、
単
に
そ
れ
が
中
国

文
化
で
あ
る
と
短
絡
的
に
結
論
づ
け
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
外
国
文

学
の
形
式
お
よ
び
そ
の
発
展
の
過
程
と
の
つ
ぶ
さ
な
比
較
検
討
を
通

し
て
、
ど
こ
ま
で
が
言
語
と
文
学
の
普
遍
性
に
由
来
す
る
特
徴
で
、

ど
こ
か
ら
が
中
国
固
有
の
展
開
な
の
か
、
そ
し
て
そ
う
し
た
展
開
は

い
か
な
る
内
在
的
、
外
在
的
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
を
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
は
こ
う
し
た
比
較
研
究
の
材
料
が
、
よ

う
や
く
中
国
文
学
の
分
野
で
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
段
階
で
、
む
し
ろ

本
書
も
そ
の
貴
重
な
成
果
の
一
つ
と
晃
な
す
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し

　
　
　
め
　

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
中
国
だ
け
で
な
く
他
の

言
語
に
よ
る
文
学
を
も
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
取
り
組
め
な
い
も
の

で
あ
り
、
趙
毅
衡
氏
の
よ
う
に
自
国
の
文
学
に
精
通
し
た
外
国
文
学

研
究
者
こ
そ
、
最
適
の
人
材
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
中
国
文
学
研
究
の
現
在
の
水
準
か
ら
み
て
過
大
と
も
言
う
べ
き
こ

う
し
た
期
待
を
読
者
に
抱
か
せ
る
の
は
、
本
書
が
い
わ
ゆ
る
国
文
学

研
究
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
著
者
は
後
記
の
中
で
知
音
の
い
な
い
孤
独
を
訴

え
る
と
同
時
に
、
一
般
理
論
よ
り
も
む
し
ろ
中
国
学
へ
の
貢
献
に
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よ
っ
て
中
国
人
学
者
と
渡
り
合
お
う
と
す
る
西
洋
の
中
国
学
界
を
批

判
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
は
日
本
の
我
々
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を

認
め
な
い
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

（
中
国
文
学
与
文
化
研
究
叢
書
、
北
京
十
月
文
芸
出
版
社
、

四
年
三
月
刊
、
二
九
三
頁
、
五
・
五
〇
元
）

注

一
九
九

（
！
）
　
　
『
一
一
東
洋
学
隔
六
九
、
一
九
九
二
。

（
2
）
　
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
。

（
3
）
　
熱
拉
爾
・
熱
奈
特
、
構
文
融
訳
『
叙
事
話
語
・
新
叙
事
話
語
』
（
中

　
国
社
会
科
学
出
版
社
、
　
一
九
九
〇
）

（
4
）
　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
に
限
ら
ず
、
新
聞
・

　
日
記
・
書
簡
な
ど
多
様
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
同
等
に
重
要
な
資
料
と

　
な
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
言
文
一
致
の
過
程
に
お
い
て
、
小
説

　
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
小
説
が
重
要
な
ま
と
ま
っ
た
資
料
で
あ

　
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

（
5
）
　
趙
毅
衡
氏
の
主
要
な
研
究
業
績
と
し
て
は
、
中
国
古
典
詩
の
ア
メ

　
リ
カ
へ
の
影
響
を
考
察
し
た
比
較
文
学
研
究
や
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ

　
シ
ズ
ム
の
中
国
へ
の
紹
介
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
○
『
雄
蝶
的
詩
神
－
中
国
古
典
詩
歌
稲
美
国
新
詩
運
動
的
影
響
臨
（
四

　
　
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
）

書
　
　
評

　
○
『
新
批
評
一
一
種
独
特
的
形
式
主
義
文
論
』
　
（
中
国
社
会
科
学
出

　
　
版
社
、
　
一
九
八
六
）

　
O
趙
毅
衡
編
選
『
、
新
批
評
”
文
集
』
　
（
外
国
文
学
研
究
資
料
叢
書
、

　
　
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
八
）

（
6
）
　
中
国
文
学
に
対
し
て
物
語
論
を
導
入
す
る
の
が
遅
れ
、
ま
た
現
在

　
で
も
［
微
観
］
な
分
析
が
少
な
い
の
は
、
時
制
や
人
称
の
形
態
的
標
識

　
を
欠
く
中
国
語
の
性
質
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
評
者
は
以
下
の
拙

　
稿
で
、
時
間
詞
と
話
法
の
問
題
を
考
察
し
た
。

　
○
「
中
国
語
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
イ
ス
ト
ワ
ー
ル
ー

　
　
一
時
聞
の
指
示
子
に
よ
る
形
式
的
識
別
」
（
『
由
形
大
学
紀
要
（
人
文

　
　
科
学
冒
十
三
一
一
、
　
一
九
九
四
）

　
○
「
魯
迅
門
傷
逝
」
に
至
る
回
想
形
式
の
軌
跡
　
　
独
白
と
自
由
間
接

　
　
話
法
を
中
心
に
」
　
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
四
六
、
一
九
九
四
）

（
7
）
　
例
え
ば
、
せ
っ
か
く
魯
迅
「
傷
逝
」
に
お
け
る
語
り
の
信
頼
性
に

　
言
及
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
は
分
か
れ
、
内
在
す
る
作
者
も
語
り
手
の

　
逸
脱
を
ど
う
に
も
で
き
な
か
っ
た
、
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

　
　
（
八
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
　
「
傷
逝
」
に
対

　
し
て
、
評
者
は
注
6
前
掲
の
拙
稿
で
分
析
を
試
み
た
。

（
8
）
　
レ
ン
ト
リ
ッ
キ
ア
、
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
編
、
大
橋
洋
一
ほ
か
訳
『
現

　
代
批
評
理
論
　
　
2
2
の
基
本
概
念
』
（
平
凡
社
、
　
一
九
九
四
）
七
一
五

　
頁
。

（
9
）
　
趙
毅
衡
氏
に
は
、
中
国
に
お
け
る
最
も
本
格
的
な
記
号
論
の
理
論

　
的
専
著
が
あ
る
。

　
○
趙
毅
衡
『
文
学
符
号
学
』
　
（
文
芸
新
学
科
建
設
叢
書
、
中
国
文
聯
出

　
　
版
公
司
、
一
九
九
〇
）
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（
！
0
）
　
ブ
：
ス
、
米
本
弘
一
・
服
部
典
之
・
渡
辺
克
昭
訳
『
フ
ィ
ク
シ
ョ

　
ン
の
修
辞
学
』
　
（
書
本
風
の
薔
薇
、
　
一
九
九
一
）
参
照
。

（
ー
エ
）
　
　
［
底
本
］
／
［
述
本
］
の
概
念
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う
物
語

　
行
為
昌
鱒
憲
卑
試
。
灘
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
重

　
大
な
問
題
で
あ
る
。
評
者
は
、
注
3
前
掲
の
王
文
融
氏
の
翻
訳
の
［
故

　
事
］
篤
の
8
綜
Φ
／
［
叙
事
］
纂
。
客
／
［
叙
述
］
頃
卿
霞
簿
識
○
づ
を
採
用
す

　
る
こ
弛
澗
樋
蟄
だ
と
考
え
属
。
。
i
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
グ

（
！
2
）
　
言
語
活
動
に
お
い
て
個
々
の
発
話
が
理
解
さ
れ
る
の
は
言
語
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
ン
　
グ

　
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
言
語
体
系
な
る
も
の

　
　
　
ベ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
わ

　
は
個
々
の
発
話
に
よ
っ
て
し
か
類
推
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ソ

　
シ
ュ
ー
ル
、
小
林
英
夫
訳
『
一
般
言
語
学
講
義
駈
　
（
岩
波
書
店
、
一
九

　
七
二
）
三
三
頁
参
照
。

（
！
3
）
　
胡
士
螢
『
話
本
小
説
概
論
隔
　
（
中
華
書
局
、
一
九
八
0
）
三
九
五

　
頁
参
照
。
同
様
の
考
え
方
は
、
魯
迅
「
中
国
小
説
史
略
」
お
よ
び
同
時

　
期
に
執
筆
さ
れ
た
門
宋
民
間
之
所
謂
小
説
及
其
後
来
し
（
『
魯
迅
全
集
隔

　
　
一
、
人
民
文
学
出
版
社
、
　
一
九
八
一
、
一
四
九
頁
参
照
）
に
さ
か
の
ぼ

　
る
。

（
！
4
）
　
例
え
ば
、
胡
士
螢
『
話
本
小
説
概
論
』
で
は
、
［
説
話
］
　
［
話
本
］

　
［
擬
話
本
］
の
順
に
論
じ
た
う
え
で
、
第
十
六
章
に
［
明
清
説
公
案
］
、

　
第
十
七
章
に
［
関
於
講
史
］
を
付
け
足
し
て
い
る
。

（
獅
）
　
趙
毅
衡
氏
自
身
に
よ
る
本
書
の
英
語
版
が
一
九
九
五
年
八
月
刊
行

　
と
予
告
さ
れ
て
い
る
。

　
○
穿
黛
。
p
瓢
窪
曙
ζ
類
；
暴
Q
§
＄
遷
〉
δ
、
ミ
8
ミ
Q
駄
竃
。
・
Q

　
　
国
a
§
§
o
ミ
罫
Q
辱
臼
ミ
織
。
ミ
こ
。
簿
鳴
ミ
○
§
ミ
（
○
箋
○
こ
　

　
　
○
民
O
a
d
三
く
會
℃
奉
。
・
ω
狐
⑩
繧
）

（
補
注
1
）
　
同
様
の
認
識
は
、
例
え
ば
、
伍
曉
明
「
訳
後
記
」
（
華
莱
士
・

　
馬
丁
、
伍
八
十
訳
『
当
代
叙
事
学
』
文
芸
美
学
叢
書
、
北
京
大
学
出
版

　
社
、
　
一
九
九
〇
、
三
二
四
頁
）
に
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

（
補
注
2
）
　
日
本
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
と
対
照
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
次
の

　
研
究
が
あ
る
。

　
○
中
山
翼
彦
『
物
語
構
造
論
！
『
源
氏
物
語
晦
と
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語

　
訳
に
つ
い
て
曳
岩
波
書
店
、
　
一
九
九
五
）

本
稿
は
平
成
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
研
究

果
の
一
部
で
あ
る
。

（
A
）
に
よ
る
研
究
成




