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鍾

蝶

の

文

学

理

念

林

田

愼

之

助

中
国
文
学
史
の
上

で
本
格
的

な
批
評
文
学
が
出
現
す
る

の
は
六
朝

で
も
斉
梁

の
時
代

で
あ
る
。
劉
駕

の

「
文
心
雛
龍
』
と
鍾
蝶
の

「
詩
品
』

の
出
現
が
そ
れ

で
あ

る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
二
つ
の
批
評
文
学

の
専
著
は
、
そ
の
批
評
の
体
裁
と

内
容

、
様
式
と
性
格

と
に
お

い
て
著
し
く
対
臆
的

で
あ
る
。
劉
劔
は
文
学
原
理

の
考
察

、
文
体
論

の
始
源
と
特
徴
、
文
章

の
修
辞
美
学

の
追
求
等

の
問
題
を

つ

ね
に
文
学
史

の
作
家

と
作
品

に
照
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
周
到
な
配
慮
と
精
緻
な

検

証
を
お

こ
な

い
、完
結
し
た

一
つ
の
批
評
文
学

の
小
宇
宙
を
構
想
し
て
い
る
。

い
っ
ぼ
う
鍾
蝶
は
数
多
く

の
詩

体
の
な
か

で
五
言
詩

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
五
言

詩

に
す
ぐ
る
る
詩

人
を
上
品
、
中
品
、
下
品

の
三
等

に
品
等
わ
け
を
す
る
批
評

に
主
眼
を
お
き
、
併
せ

て
そ

の
源
流

を
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
や
や
印

象
主
義
的
な
批
評
方
法

に
よ
り
な
が
ら
鋭

い
審
美
眼
を
発
揮
し

て
独
自
で
あ
る
。

鍾
蝶
は

『
詩
品
』
序

の
な
か
で
、
先
行
す
る
歴
代

の
文
学
批
評
に
論
評
を
加

え
な
が
ら
、
自
か
ら
が
依
拠
す
る
批
評
の
原
理
と
方
向
性
を
あ
き
ら
か

に
し
て

い
る
。陸

機

の
文

賦
は
通
な
れ
ど
財
な
く
、
李
充
の
翰
林

は
疏

に
し

て

切

な

ら

ず
。
王
微

の
鴻
賓
は
密
な
れ
ど
裁
無
く
、
顔
延

の
論
文
は
精
な
れ
ど
暁
り

難
し
。
摯
虞

の
文
志
は
詳

に
し
て
博
購

、
頗
る
知
言
と
日
う
。
斯

の
数
家

た
だ

を
観

る
に
、
皆
就
文
体

の
み
を
談
ず
る
も

、
優
劣
を
顕
さ
ず

。
謝
客
の
集

詩

は
詩

に
逢
え
ば
転
ち
取
り
、
張
隙

の
文
士
は
文

に
蓬
え
ば
即
ち
書
す

る

に
至

っ
て
は
、
諸
英

の
志
録
、
並
び
に
義
は
文

に
在

る
も

、
嘗

っ
て
品
第

無
し
。
燦

の
今
録
す

る
所
は
五
言

に
止

ま
る
。
然
り
と
錐
も
今
古
を
網
羅

し
、
詞
文
殆
ど
集
ま

る
。
輕
か
清

濁
を
弁
章
し
、
利
病
を
椅
摘
せ
ん
と
欲

す
る
は
、
凡
て
百
二
十
人
な
り
。
此

の
宗
流

に
預
る
者
は
便
ち
才
子
と
稻

す
。
斯

の
三
品
の
升
降

に
至

っ
て
は
差
か
も
定
制
に
非
ず

。
方

に
愛
裁
を

申
ぶ
る
は
、
請
う
知
者

に
寄
せ
ん
。

摯
虞
の

「文
章
流
別
志
」
は
別
と
し
て
も

、
陸
機

の

「文
賦
」
、
李
充

の

「

翰
林
論
』
、
王
微

の

「
鴻
宝
」
、
顔
延
之

の

「
庭
詰
』
は

い
ず
れ
も
文
学
批
評

の
書

と
し

て
、
各

々
特
徴
を
具
え

て
は

い
る
が

、
お
お
む
ね
文
体
だ
け
を
論
じ

て
、
明
確

な
か
た
ち
で
作
家
及
び
作
晶

の
優
劣

を
論
じ

て
い
な

い
。
謝
霊
運
の

「
詩
集
』
、
張
随

の

『
文
士
伝

」
に
な

る
と
、
文
学

の
記
録

で
は
あ

っ
た
が
、
そ

の
品
第

は
全
く
な
さ
れ
て
い
な

い
。
そ

こ
に
お
し
な

べ
て
鍾
傑

の
不
満
が
存
在

し
た
。
そ
の
た
め
彼

は
五
言
詩
を
対
象

と
し
て
古
今

に
わ
た

つ
て
の
総
集
を
編
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ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
百
二
十
人
の
詩
人
を
抽

出
し
て
、
そ

の
清

濁
優
劣
を
分

明

に
し
、
そ
の
長
所
欠
点
を
指
摘
す

る
作
業

に
取

り
組
ん
だ

の
で
あ

る
。
こ
こ
に

鍾
燦
が

「詩
品
』

の
制
作

に
と
り
か
か

る
第

一
の
動
機
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。

当
時
、
す
で
に
文
学
批
評
を
除
く
分
野
に
あ

っ
て
は
、
斉

の
謝
赫

の

「
古
画

品
録
』
が
画
論

と
し

て
、
梁
の
痩
肩
吾

の

「書
品

』
が
書
論
と
し
て
、
同
じ
く

梁
の
柳
揮
の

「
棋
品
』
が
棋
論
と
し
て
、
各

々
の
技
芸
家

の
優
劣

を
論
じ
品
評

を
く
だ
す
風
潮
が
あ

つ
た
。
と
り
わ
け
書
画

に
関
し

て
は

、
宮
廷

の
所
蔵
品
と

す

る
た
め

に
購

入
す
る
際

の
価
値

の
品
第
は
現
実
的
要
請
と
し
て
そ
の
基
準
を

必
要
と
し
た

に
ち

が
い
な

い
。
鍾
燦
が

こ
の
よ
う
な
風
潮

に
敏
感
で
な

い
は
ず

は
な
か

っ
た
。
然
も
彼

の
身
辺
に
詩

の
品
評
を
実
際

に
や

つ
て
い
る
先
達
が

い

た
。
そ
れ
は
斉
の
劉
絵

で
あ
る
。
劉
絵

は
寛
陵
王

の
文
学

サ

ロ
ン
で
詩
人
と
し

て
も
頭
角
を
現

し
て
い
た
具
眼
の
士

で
、
そ

の
時
代

の
詩

の
批
評
に
基
準
が
な

く

み
だ
れ

て
い
た
の
で
、
口
頭

で
評
価

を
こ
こ
ろ
み
詩
品
を
制
作
し
よ
う
と
意

図

し
て
い
た
が
、
文
章

と
し

て
完
成

し
な
い
ま
ま
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た

。
鍾

蝶

は
こ
の
劉
絵
の
口
頭
詩
品

に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

つ
て

『
詩
品
』
の
制
作

に

と
り
か
か

っ
た
の
で
あ

る
。

王
公
摺
紳

の
士
を
観

る
に
、
博
論

の
餓
ご
と

に
、
何

ぞ
嘗

っ
て
詩
を
以

て

口
実
と
為
さ
ざ

ら
ん
や
。
其

の
嗜
欲

に
随

い
て
商
捲
同
じ
か
ら
ず

。
涌
濯

な
が

並
び

に
涯
れ
、
朱
紫
相
奪
う
。
喧
議
競

い
起
り
て
、
準
的
依
る
無
し

。
近

ご
ろ
彰
城
の
劉

士
章
は
俊
賞
の
士
な
り
。
其
の
清
乱
を
疾
み

て
、
当
世

の
詩

品
を
為
ら
ん
と
欲
し
、
口
陳
標
榜

す
る
も
、其

の
文
未
だ
遂
げ
ず

。
感
じ

て

作
る
。
昔

九
品

は
人
を
論
じ
、
七
略
は
人
を
裁
す
。
較

ぶ
る

に
賓
実
を
以

て
す
れ
ば

、
誠

に
未
だ
値

ら
ざ

る
こ
と
多

し
。
詩

の
技
為
る
に
至
り

て
は

較
爾
と
し
て
知

る
べ
し
。
類
を
以

て
之
を
推
せ
ば

、
殆
ど
博
突

に
均
し
。

文
学

の
翫
賞
に
あ
た

っ
て
な
ん
の
基
準
も
な
く
勝
手
気
ま
ま

に
議
論
す
る
当

世

の
王
公
摺
紳
を
嘲
笑
し
、
人
物
評
価

の
む

つ
か
し
さ
に
く
ら

べ
る
と
、
詩

の

す
ご
ろ
く

技
術
は
博
突

の
技
術
と
お
な
じ

ほ
ど
に
見
分
け
や
す

い
と

い
う
鍾
燦

の
発
言

は

実

に
大
胆
率
直

で
あ
る
。
自
か
ら

に
具

眼
の
士
と
し
て
の
確
信
と
見
識
な
く
ん

ぱ
な
せ
ぬ
発
言

で
あ
る
。

鍾
蝶

が
四
言
詩
で
は
な
く

五
言
詩
を
品
評

の
対
象

に
し
た
と
い
う

こ
と
は
す

で
に

一
つ
の
見
識

で
あ

つ
た
。
同
時
代

の
劉
鯉
が

「
文
心
雛
龍
』
明
詩

篇
で
四

言
詩
を
正
体
と
み
た
て
、
五
言
詩
を
流

調
と

み
な
し

て
、
所
謂
古
典
的
詩
体
観

を

一
歩
も
出
て
い
な

い
こ
と
を
考
え
て
も
、
そ
の
こ
と
は
瞭
然

と
す

る
で
あ
ろ

う
。
五
言
詩

に

つ
い
て
語
る
鍾
燦
は

「流

調
」
と

い
う

こ
と
ば

こ
そ
つ
か
わ
な

い
が
、

「
五
言
は
文
辞

の
要
に
居
る
。
是
れ
衆
作

の
滋
味
有

る
者
な
り
。
故

に

流
俗

に
会
う
と
云
う
は
、
豊

に
指
事
造
形

・
窮
情
写
物

の
最

も
詳
切
を
為
す
者

な

る
を
以
て
な
ら
ず
や
」

(詩
品
序
)

と
論

じ
て
、
五
言
詩

が
流
俗

に
会
す
る

と
云
わ
れ
て
き
た
と

い
う
の
は
、
あ
き
ら
か
に
劉
魍

の
詩
体
観
を
意
識
し
た
ふ

し
が
あ
る
。
然
も

五
言
詩
が
流
俗

の
好
み

に
あ
う
の
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ

る
と
み

て
積
極
的

に
五
言
詩

の
も

つ
詩
体
的
価
値
を
認
識
し
て

い
る
。

「
詩
品
』
の
品
評
論
は
す

で
に
こ
の
詩
体
の
選
択
評
価

に
は

じ

ま

っ

て

い

る
。
摯
虞
、
李
充

の
よ
う

に
お
し
な
べ
て
文
体
別
に
そ
の
様
式
を
論
ず
る

こ
と

に
、
鍾
蝶

の
関
心
は
な

い
。

ま
し
て
謝

霊

運
の

『
詩
集
』
、
張
騰

の

『
文
士

伝

』
の
よ
う

に

「詩

に
逢
え
ば

輻
ち
取
り
、
文

に
蓬

え
ば
即
ち
書
す
」
と

い

っ

た
無
原
則
的
な
詩
文
と

の
か
か
わ
り
か
た
を
彼

は
否
認
す
る
.
鍾
礫

は
自

己
の

見
識

に
お

い
て
五
言
詩
を
撰
択
し
、
自

己
の
美
意
識

に
よ

っ
て
五
言
詩

の
作
者

の
優
劣
を
品
評
す

る
。
そ

こ
に
中
国
詩
史

の
な
か
で
対
象
を
撰
択
し
、
撰
択
し

た
対
象

に
か
か
わ

っ
て
ゆ
く
鍾
蝶

の
内
的
必
然
性
が
あ
り
、
詩
論

家
と
し

て
の

文
学
的
責
任
が
存
在
し

て
い
る
。
拙
論
は

こ
の
内
的
必
然
性
と
文
学
的
責
任

の

所
在

に
留
意
し
な
が
ら
、
私
見

に
よ
る
論
説
を
た
て
て
ゆ
く

こ
と
に
す

る
。
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鍾
礎

の

「詩
品
』
が
制
作

さ
れ
た
の
は
、
梁

の
武
帝

の
天
監
年

間
で
あ
る
が
、

そ
の
完
成

期
は
恐
ら
く
は
天
監
十

二
年
か
ら
十
七
年

に
か
け

て
の
五
年
間

に
相

当
す
る

で
あ
ろ
う
。

『詩

品
』
が
と
り
あ
げ
た
詩
人
.白
二
十
人
の

い
ず
れ
も
が

物
故
者

で
あ
る
。
そ
の
内
、
死
没
年
代

の
わ
か

っ
て
い
る
も

の
で
、
最
も
年
代

の
さ
が
る
詩

人
は
沈
約

で
あ
る
。
そ
の
沈
約
が
な
く
な

っ
た

の
は
天
監
十

二
年

で
あ
る
し
、
鍾
燦

は
そ
れ
か
ら
五
年
お
く
れ
て
天
監
十
七
年

に
此
の
世
を
去

っ

て
い
る
。

『詩
品
』

の
完
成
年
代

は
こ
れ
か
ら
推
定
さ
れ
る
が
、
鍾
蝶
が
対
面

し
た
詩
人
の
多
く

は
、
斉
朝
、
な
い
し
は
斉
梁
両
朝

に
わ
た

つ
て
活
躍
し
た
人

々
で
あ
る
。
斉
の
永

明
年
間
所
謂

「
克
陵

の
八
友
」
が
華

々
し
く
詩
壇

に
台
頭

し
た
時
期

に
は
、
鍾
蝶
は
す
で
に
青
年
期
を
迎

え
て
い
た
。

「寛
陵

の
八
友
」

に
数
え
ら
れ
る
王
融

、
謝
眺
、
そ
れ
に
寛
陵
王
の
文
学

サ

ロ
ン
に
参
加
し

て
い

る
劉
絵
と

い
っ
た
詩
人
と
彼
が
対

面
し
語
り
合

う
機
会
を
も

っ
て
い
た
と
み
ら

れ

る
資
料
が

『
詩
品
』

の
な
か
に
あ

る
。

い
か
な

る
批
評
家
の
文
学
理
念

に
し

て
も
、
そ
の
批
評
家
が
対
面
し
た
文
学
者
と
そ
の
文
学
者
を
と
り
ま
く
文
学
的

情
況

へ
の
関
心
と
参
加
を
ぬ
き

に
し

て
、
そ
の
成
熟

の
度
合

を
み
る

こ
と
は
で

き
な

い
。
と
す
れ
ば
、
斉
梁

の
文
学
的
情
況
と
の
か
か
わ
り
の
な
か

で
、
鍾
喋

は
自
己

の
文
学
的
営
為
の
あ
る
べ
き
姿
を
ど
う
と
ら
え
、
ど
う
考
え

て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

今

の
士
俗

に
斯

の
風
熾
ん
な
り
。
纏
か

に
能
く
勝
え
、
甫
め

て
小
学

に
就

き
、
必
ず
甘
心
し
て
馳
驚
す
。
是

に
於

て
庸
音
雑
体
、
人
各

々
に
容
を
為

す
。
膏
艘

の
子
弟
を
し
て
文

の
逮
ば
ざ
る
を
恥
じ
、
終
朝
瀦
綴
し
分
夜
瞭

吟
せ
し
む

る
に
至
る
。
独
り
謂

い
て
驚
策
と
為
す
も
、
衆
観
す
れ
ば
終

に

平
鈍

に
倫
む

。

当
時

、
士
庶

の
階
層
の
別
な
く
、
詩

作

に

熱

中
す

る
風
潮
が
あ
り
、

「
小

学
」
を
は
じ
め
る
八
歳

の
頃
か
ら
詩
作

に
気
を
と
ら
れ
奔
走
し
た
と

い
う
の
は

驚
く
べ
き
現
象
で
あ
る
。
さ
ら

に
貴
族

の
子
弟

に
至

っ
て
は
詩
作

に
ひ
け
を
と

る

こ
と
を
恥
じ
、
朝
と
な
く
夜
と
な
く
平
鈍
な
句
作

り
に
帥
吟
す
る
状
態

で
あ

っ
た
と
す

る
鍾
礫
の
批
判

は
辛
辣
で
あ
る
。

か
か
る
現
象
は
な
に
も
斉
梁

の
時
代

に
限
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
す

で
に

宋

の
大

明
年
間

に
は
じ
ま
る
現
象
で
あ

っ
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
に
、
斐
子

野

の
所
う謂

『
雛
贔
論
』
が
あ
る
。

大

明
の
代
、
実

に
斯

の
文
を
好
む

。
高
才
逸
韻
頗

る
前
哲

に
謝
し
、
波
流

同
じ
く
尚
び
、
滋
と
し
て
篤

し
。
是
れ
よ
り
閻
閻

の
年
少
、
貴
族

の
総
角

は
六
芸
を
接
落

し
て
、
情
性
を
吟
詠
せ
ざ
る
は
莫
し
。

『雛
轟
論
』
は
通
説

に
従
え
ば

、
従
来
梁

の
大

通
元
年
ご
ろ

の
作
と
み
な
さ

れ
て
き
た

。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、天
監
期

に
制
作
さ
れ
た

『
詩
品
』

の
ほ
う

が
先
行
し

て
い
た

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
間
違

っ
て
い
る
。
拙
論
の

「
斐
子
野

の
〈
離
轟
論
〉
考
証
」

で
は
、

『
離
轟
論
』
な
る

一
篇
は
も
と
も
と
斐
子
野
が

書
き
上
げ
た
宋
代

の
断
代
史

『
宋
略
』

に
属
し
た
文
章
論

で
あ
り
、
斉
末

の
作

で
あ
る
と
考
証
し
た
①
・

こ
う
な
る
と
通
説
と
は

逆

に

『
雛

姦

論
」
が

「詩

品
』
に
先
行
し
た
文
学
論

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

「離
轟
論
』
と

い
う
独
立
し
た

一
篇

の
文
章
論
の
か
た
ち

で
、

『
宋
略
』
か
ら

ぬ
き
出
し
た
の
は
、
宋

の

『
文
苑
英
華
』

で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
歴
史
家

の
未
だ
文
章
論
と
し
て
独
立
し
て
い
な
か

っ
た
宋
代
文
学
批
判
論
を
、
鍾
燦
が

ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
た
し
か

に
疑
念

の
残
る
余
地

は
あ
る
。

然
し
な
が
ら
対
象
と
す

る
時
代

こ
そ
異
な

る
け
れ
ど
も

、
批
判
の
精
神
と
論
理

に
お
い
て
両
者

に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、
鍾
蝶
は
斐
子
野

の
論
説
を
踏
ま
え
、
自
説

の
確
信

を
深
め
る

こ
と
に
よ

つ
て
斉
梁
時
代

の
詩
作
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現
象

に
痛
烈
な
批
判
を
加

え
た
も

の
と
み
た
い
。

次

に
軽
薄

の
徒
有
り
。
曹
劉
を
笑

い
て
古

拙
と
為
し
、
飽
照

は

義

皇

上

人
、
謝
眺

は
今
古
独
歩

と
謂

う
。
而
も
飽
照
を
師
と
し
て
、
終

に

「
日
中

市
朝
満

つ
」

に
及
ば
ず
。
謝
眺

を
学
び
て

「
黄
鳥
青
枝
を
度
る
」
を
得
る

の
み
。
徒
ら

に
自

か
ら
高
明
を
棄
て
、
文
流

に
渉

る
無
し
。

魏

の
建
安
期

の
詩

人
の
な
か

で
も
、
曹
植
、
劉
植
は

『
詩
品
』
が
も

つ
と
も

尊
重
す
る
詩
人

で
あ
る
。
そ
れ
を
古

拙
と
笑

い
、
近
き
時
代

の
飽
照
を
義
皇
上

人
と
あ
が
め
、
斉

の
謝
眺
を
古
今

独
歩
と
賞
賛
し
て
師
学
す

る
当
今

の
詩

人
の

軽
薄
振
り
を
鍾
蝶
は
な
じ

っ
て
い
る
。

近

い
時
代

の
詩
風

に
附
和
追
随
し
、
逆

に
遠
き
時
代

の
そ
れ
を
疎
ん
じ
る
風

潮

は
、
劉
鋸
に
も
目

に
余

る
現
象
と
し

て
映

っ
た
と
み
え
、

「今

の
才
穎

の
士

つ
ぶ
さ

は
刻
意
文
を
学

ぶ
も
、
多
く
は
漢
篇
を
略
し
、
宋
集

に
師
範
す
。
古
今
備

に
閲

す

る
と
錐
も
、
然

る
に
近
き

に
附
し
て
遠
き
を
疎
ん
ず
」

(
『文
心
雛
聾

通
変
篇
)

と
批
判
し

て
い
る
の
が
、
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
を
鍾
櫟

の
批
判
と
比
較
す

る

と
、
批
判

の
方
向
性

は
同
じ

で
あ

つ
て
も

、
劉
魏
が

一
般
論

の
か
た
ち
で
穏
や

か
な
批
判
的
態
度

に
終
始

し
て
い
る

の
に
対
し

て
、
鍾
礫

の
切
込
み

の
論
理
は

鋭
く
皮
肉

に
み
ち
て

い
る
。

「
鍾
氏
詩
品
疏
」
は
謝
眺

を
古
今
独
歩
と
賞
し
た

の
は
沈
約
で
あ

る
と
し
て

『
梁
書
』
謝
眺
伝

の

「
沈
約
云
う
。
二
百
年
来

、
此

の
詩
な
し
」

と
い
う
記
事

を
引

い
て
い
る
。
さ
ら

に
謝
眺
の
詩
を
学
ん
で

「
黄
鳥
度
青
枝
」

の
句
を
作

っ

た
の
は
虞
炎
の

「
玉
階
怨
」

で
、
虞
炎
も
又
斉

の
永

明
期

に
、
沈
約

・
謝
眺

の

仲
間

に
属
し
た
詩
人

で
あ
る
と
し

て

い
る
。

こ
の
指
摘

は
鍾
礫
の
批
判

の
論
理

が
、
劉
魏

の
客
観
的
観
照
を
こ
え
て
、
よ
り
直
蔵
に
否
定
す

べ
き
軽
薄
な
詩
人

の
実
相

に
迫

っ
て
い
た
こ
と
を
実

証
す

る
も

の
で
あ
る
。

後

に
永
明
体
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
沈
約

・
謝
眺
等

の
詩

風

に

つ

い

て
、

『
南
史
』
陸
厭
伝
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

永

明
の
末
盛
ん
に
文
を
為
る
。
呉
興

の
沈
約
、
陳
郡
の
謝
眺
、
邸
耶
の
王

融

は
気
類
を
以

て
相
推
す
。
汝
南
の
周
顯
は
善
く
声
韻
を
識
り
、
文
を
為

る
に
宮
商
を
用
う
。
平
上
去
入
を
以

て
四
声
と
為

し
、
此
を
以
て
韻

を
制

し
、
平
頭

、
上
尾
、
蜂
膝
有
り
。
五
字

の
中
、
音
韻
悉
く
異
な
り
、
両
句

の
内

、
角
徴
同
じ
か
ら
ず
、

増

減
す

べ
か
ら
ず
。

呼

ん
で
永
明
体
と
称

す
。

平
頭
、
上

尾
、
蜂
腰
、
鶴
膝

は
五
言
詩

の
な
か

に
お

い
て
平
上
去
入

の
四
声

調
を
活
用
す
る
さ
い
の
禁
忌
事
項

で
あ
り
、
他

に
脚
韻

、
隻
声
に
関
す

る
禁
忌

事
項
と

し
て
大

韻
、
小
韻
、
及
び

労
紐

、
正
紐
が
あ
り
、

こ
れ
を
総
称

し
て
八

病
説
と
い
う
。

こ
の
八
病
説
を
唱
え
た

の
は
沈
約

で
あ
る
が
、
そ
の
文
学
的
僚

友
謝
眺
、
王
融
と

い
っ
た
詩
人
達
が
本
来
中
国
語

に
あ

っ
た
声
調
を
自

覚
的

に

取
り
あ
げ

、
詩
律

に
そ
れ
を
活
用
し
て
、
流
麗
な
リ
ズ
ム
感

の
表
出
を

は
か

っ

た

の
が
永

明
体

で
あ
る
。

斉

の
永

明
体
が
唐
に
出
現
す

る
近
体
詩

の
詩
律
を
導

い
た
功
績

は
大
き
い
が
、

ひ
た
す
ら
様
式
美

に
む
け
ら
れ
る
関
心
が
却

っ
て
永
明
体

の
詩

風

か

ら

「
真

美
」
を
喪
失
さ
せ
る
結
果
と
な

っ
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
鍾
蝶

の
永
明
体

に

対
す

る
詩
風
批
判

の
目
は
も

っ
ぱ
ら

こ
の

一
点
に
そ
そ
が
れ
て

い
た
。

嘗
試
み

に
之
を
言
わ
ん
。
古

の
歌
頒
を
日
え
ば
、
皆
之
を
金
竹

に
被
ら
し

む

。
故

に
五
音
を
調
う
る

に
非
ず
ん
ば
、
以

て
譜
會
す
る
無

し
。

「
置
酒

高

塁
上
」

「
明
月
照
高
棲
」

の
若
き

は
、
韻

の
首
な
り
。
故

に
三
祖

の
詞

は
文

の
或
は
巧
み
な
ら
ざ
る
も
、
而
も
韻
は
歌

唱

に
入
る
。
此
れ
音
韻
を

重
ん
ず

る
の
義
な
り
。
世

の
宮
商

を
言
う
と
異
な
る
。
今
既

に
管
絃
を
被

ら
し
め
ず
、
亦
何
ぞ
声
律
を
取
ら
ん
。
斉

に
王
元
長
な
る
者
有
り
。
嘗
て

余

に
謂
い
て
云
う
。
宮
商

は
二
儀
と
倶
に
生
ず
る
も
、
古

よ
り
詞
人
は
之

一4一



を
知
ら
ず

。
惟
だ
顔
憲
之
乃
ち
律
呂
音
調
を
云
う
も
、
其

の
実
大

い
に
謬

れ
り
。
唯
だ
萢
曄

、
謝
荘

は
頗

る
之
を
識
る
の
み
。
嘗
て
知
音
論
を
進
め

ん
と
欲
せ
し
も
、
未
だ
就
ら
ず
と
。
王
元
長
其

の
首
を
創
め
、
沈
約

・
謝

眺
其

の
波

を
揚
ぐ
。
三
賢
或

は
貴
公

の
子
孫
、
幼

に
し

て
文
辮
有

り
。
士

流
景
慕
し
、
務
め

て
精
密

を
為
す
。
襲
積
細
微

・
専
ら
相
凌
架
す

。
故

に

文
を
し
て
拘

忌
多
く
、
其

の
真
美
を
傷
わ
し
む

。

(
詩
品
序
)

こ
れ
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
鍾
燦

は
詩

に
声
調
の
譜
和
を
具
え
る

こ
と
を
否
定

し
て
は
い
な

い
。
詩

は
も
と
も
と
楽
器

の
伴
奏
を
と
も
な

つ
て

い
た
の
で
、
古

人
は
当
然
音
韻
譜
和
を
重
ん
じ
て
い
た
と

い
う
。

こ
れ
と
、
永
明
体

の
詩
人
が

四
声
八
病
を
説

い
て
か
ら
、
そ
れ
を
慕

う
も

の
が
詩
律

の
精
密
に

つ
と
め

、
そ

の
細
緻
な
技
巧
を
し
の
ぎ
あ
う
状
態
と
は
わ
け
が
ち
が
う
と
鍾

嫌

は

み

て
、

「
真
美
を
傷
う
」
拘
忌
が
多
す
ぎ
る
永

明
体

の
詩
風
を
痛
撃
し
て
い
る
。

「
真
美
」
と
は
何
か
。
詩

の
音
調
に
そ
く
し
て

い
え
ば
、
誠
読
す

る
際

に
口

調
が
整
う
譜
和
で
あ

っ
て
、

こ
ま
か
な
詩
律

の
法

則
を
意
識
す
る
こ
と
で
工
夫

さ
れ
た
音
調
譜
和

の
美

で
は
な
か

っ
た

。
詩
人
の
内
在
律

に
し
た
が

っ
て
自
然

に
口
を

つ
い
て
出

る
リ
ズ

ム
の
美

で
あ

る
な
ら
ば

、
詩
人
が
性
情
を
吟
詠
す
る

こ
と

の
阻
害

に
は
な
ら
ぬ
し
、
そ
こ
に
彼
は

「真
美
」

の
所
在

を
み
て
い
た
と

い
え
る

で
あ

ろ
う

。

鍾
燦

に
と

つ
て

「
真
美
を
傷

う
」
も

の
は
音
韻
説
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。

詩

に
お
け
る
典
故
用
事

の
濫
用
も

「
真
美
を
傷

う
」
も

の
で
あ

っ
た

。

夫

れ
属
辞
比
事
は
乃
ち
通
談
と
為
す
。
若

し
乃
ち
経
国
の
文
符
は
応

に
博

古

に
資

る
べ
く
、
撰
徳

の
駁
奏
は
宜
し
く
往
烈
を
窮
む
べ
し
。
性
情
を
吟

詠
す

る
に
至

っ
て
は
、
亦
た
何
ん
ぞ
用
事
を
尚
ぱ
ん
や
。
「
思
君
如
流
水
」

は
即
ち
是
れ
即
目
、

コ
高
台
多
悲
風
」

も
惟
だ
見
る
所

。

「清

展
登
瀧

あ
あ

な
ん

首
」

は
志
故
実
無
く

、

「
明
月
照
積
雪
」

は
誰
ぞ
経
史
を
出

で
ん
や
。
古

今

の
勝

語
を
観
る

に
、
多
く

は
補
假

に
非
ず

、
皆
直
尋
に
由

る
。
顔
延
、

謝
壮
は
尤
も
繁
密
を
為

し
、
時

に
之

に
化
す

。
故

に
大
明
、
泰
始
中
は
文

章
殆
ど
書
抄

に
同
じ
。
近
く

は
任
肪

・
王
元
長
等
、
詞
は
奇

を
貴
ば
ず
、

も
ち

よ
う
や

競
う

て
新
事
を
須
ゆ
。
爾
来
作
者
は
寝
く
以

て
俗
を
成

し
、
遂

に
乃
ち
字

む
し
ば

句

に
虚

語
無
く
、
語

に
虚
字
無
し
。
補
柄
に
拘
攣
し
て
、
文
を
露
む

こ
と

ま
れ

已
に
甚
だ
し
。
但
だ
自
然

の
英
旨

、
其

の
人
に
値
う

こ
と
竿
な
り
。
詞
已

に
高
き
を
失

え
ば
則
ち
宜

し
く
事
義
を
加
う
べ
し
。

天
才

に
謝
す

と

錐

も

、
且

つ
学
問
を
表
す
は
亦

た

一
理
な
る
か
な

。

典
故
用
事
を
繁

用
す

る
詩
風

に
む

け
て
の
き
び
し
い
弾
劾

で
あ
る
。
も
と
も

と

典

故

修

辞
は
中
国

の
詩

の
特
徴
を
形
成
す
る

一
要
素

で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
宋
代
大
明

・
泰
始
年
間

の
詩

は
典
故

に
と
ら
わ
れ

て

「
書
秒
」

つ
ま
り
書

物

の
抜
書
き
み
た
い
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ま
た
永

明
文
学

の
旗
手

、
任
防
、
王
融
が
独
創
性
を
軽
視
し

て
、
目
新
し

い
時
代
に
典
故
を
も

と
め
る
詩
風
を

つ
く

っ
て
以
来
、
来
歴

の
な

い
詩
句
詩
語

の
使

用
を
鄙
し
み
、

先
人

の
用
語
の

つ
ぎ
は
ぎ
を
得
意
と
す

る
悪
弊
を
生
じ
た
と
嘆
く
鍾
蝶

に
は
経

史

の
故
実
と
異
な
る
の
が
詩
で
あ
り

、
古
今

の
す
ぐ
れ
た
詩
篇

の
多

く
は

「
補

仮

に
非
ず

、
皆
直

尋
に
由

る
」
も

の
だ
と
考
え
る
認
識
と
確
信

が
あ

っ
た
。

「補
仮
」
と
は
他

の
書
物
か
ら
故
事
来
歴
を
仮
り
て
詩
語
を
飾
る
意
味

で
、
自

分

の
目
に
映
じ
た
も

の
、
自
分
の
心

に
湧
き
お

こ
る
も

の
を
求

め
て
、
そ
れ
を

直
蔵

に
表
現
す
る

「
直
尋
」
の
概
念
と
対
立
す
る
。
鍾
燦
が

「補
仮
」

の
方
法

を
斥
け
て
、

「直
尋
」

の
方
法
を
重
視
し
た
の
は
、
こ
の

「即
目
」

「
直
尋
」

の
方
法

に
よ
る
か
ぎ
り
、
詩

人
の
個
性
と
詩

篇
の
独
創
性
は
掘
殺
さ
れ
ず

に
す

む
と
み
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
鍾
燦

の
所
謂

「
性
情
を
吟
詠
す
る
」
詩

と
は
、
直
尋
の
方
法

に
よ

つ
て
表
現
さ
れ
た
詩
を
意
味

し
て
い
た

。

小
学

に
就
く
頃
よ
り
詩
作

に
興
じ
、
四
声
八
病

の
音
節

に
と
ら
わ
れ
、
典
故
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の
繁

用
を
喜

ぷ
風
潮
は
す

で
に
宋
の
詩
壇

に
端
を
発
し
、
そ
れ
を
ひ
き

つ
い
だ

斉
梁
の
詩
壇

に
お

い
て

一
層
助
長

さ
れ
る
傾
向

に
あ

っ
た
。
そ
の
傾
向

は
お
し

な
べ
て
詩

の
真
美
を
傷
な

い
、
内

発
的
な
独
創
性
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
あ

っ

た
。
か
か
る
形
式
主
義
的

・
修
辞
主
義
的
詩
風
の
堕
落
現
象

に
痛
烈
な
批
判
を

加

え
ざ
る
を
え
な

い
と
こ
ろ

に
、
鍾
燦
と

い
う

一
人
の
詩
論
家
が
時
代

の
詩
と

深
く
か
か
わ

っ
て
ゆ
く
文
学
的
責
任
が
存
在

し
て
い
た
。
そ
こ
に
ま
た
、
唯
単

に
五
言
詩

の
優
劣

に
品
評
を
加
え
る
と
い
う
意
図

を
こ
え
て
、

「詩
品
』
が
制

作
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
内
的

必
然
性
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。

三

 

鍾
燦

の
伝
記

は

『
南
史
』

『
梁
書
』

に
み
え
る
が
、
沈
約

・
謝
眺

・
王
融
が

活
躍
し
た
斉

の
永
明
年

間
に
は
、
国
子
生

に
選
ば
れ
て
勉
学

に

つ
と

め

て

い

た
.
と
り
わ
け

『
周
易
』

に
学
識
を
深
め
、
時
の
国
子
祭
主
王
倹

に
み
と
め
ら

れ
て
、
後

に
秀
才

に
推
挙
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ

る
。

『
南
史
』
王
倹
伝

に
よ
る
と

「永

明
四
年
、
国
子
祭
主
を
領
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
推
す
と
、
鍾
蝶
十
八

歳
前
後

の
こ
と
で
あ
る
②
・

『
詩
品
』
を
み
る
に
、
謝
眺

の
項

に

「
眺
は
極
し
ば
余

と
詩
を
論
じ
、
感
激

頓
挫

、
其

の
文

に
過
ぐ
」
と

い
う
記
事
が
あ
り
、

『
詩
品
』
序

に

「斉

に
王
元

長
な
る
者
有
り
。
嘗

つ
て
余
に
謂
い
て
云
う
。
宮
商

は
二
儀
と
倶
に
生
ず
…
…

と
。

「一の
記
事

が
あ

る
。

こ
れ
は
鍾
燦
が
謝
眺

・
王
融

の
い
ず
れ
に
も
面
識
交
友

が
あ

っ
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら

に
寛
陵
王
の
文
学
サ

ロ
ン
に
参
加
し
応

酬

の
詩

を
制
作
し

て
い
る
劉
絵

か
ら
、
そ
の
口
頭
詩
品
を
鍾
燦

は
直
接
耳

に
し

た
と
と
れ

る
記
述
が
あ
る
。
と
す
れ
ば

、
か
か
る
著
名
な
斉

の
文
人
達
と
の
面

識
を

一
寒
門
出
身

の
青
年
鍾
蝶
が
ど
う
し
て
得
る

こ
と
が
で
き
た

の
か
。
そ
こ

に
国
子
生
鍾
蝶
を
見
出
し
賞
接
し
た
国
子
祭
主
王
倹
が
介
在
し
た
と
考

え
ら
れ

る
。王

倹
は

「
南
史
』
本
伝

に
よ
る
と
、
江
左

の
風
流
宰
相
謝
安

に
自
ら
た
と
え

て
い
た
と

い
わ
れ
る
だ
け
あ

つ
て
、
風
流
見
識

に
富
む
当
時

一
流

の
人
物

で
あ

っ
た
。
任
防

の

『
王
文
憲
集
序
』

に
よ
る
と
、
王
倹
は

「
論
を
持
す
る
こ
と
従

容
、
未
だ
嘗

っ
て
人
の
短
所
を
言
わ
ず

。
風
流
を
張
長
し
気
類
を
評
与
す

。
単

門

後

進

と

錐
も
、
必
ず
善
誘
を
加

う
」
と

の
べ
て
、
単
門
後
進

の
な
か
に
す

ぐ
れ
た
人
材
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
推
挙
し
た
と
あ
る
。
恐
ら
く
は
鍾
燦
も

そ
の
単

門
後
進
の

一
人

で
あ

っ
た

に
違

い
な
い
。
任
肪
は

い
う
ま
で
も
な
く

「寛
陵

の

八
友
」

の
な
か

で
も
沈
約
と
並
称
さ
れ
る
文
人

で
あ
る
。

「
王
文
憲
集

の
序
」

を
書

い
て
い
る
だ

け
に
、
任
肪
は
王
倹
を
よ
く
知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

こ

の
任
肪

の
他

に
も
、
寛
陵
王

の
下

で
任
肪

・
謝
眺

と
と
も

に
「
士
林
」
と
号
せ
ら

れ
た
何
憲
が
王
倹

の
文
学

サ

ロ
ン
で
文
章

を
競

い
合

っ
た
と

い
う
記
事
が

『南

史
』
徐
携
伝

に
あ

る
と

こ
ろ
か
ら

、
寛
陵

王
の
文
学

サ

ロ
ン
に
出

入
し

て
い
た

当
時

の
著
名

な
文
人
が
、
王
倹

の
文
学
サ

ロ
ン
に
も
顔
を
出
し
て
い
た
事
実

が

お
さ
え
ら
れ
る
③

・
こ
の
よ
う
な
斉
末
文
壇
の
情
況
か
ら
推
し
て
・
蓑

が
王

倹

の
推
挙
を
経

て
、
寛
陵

王
魔
下

の
文

人
た
ち
と
王
倹

の
文
学

サ

ロ
ン
に
お
い

て
面
識
と
交
友
を
得
る
機
会
を
も

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
人
交
流

の
な
か
で
、
鍾
蝶
は
寛
陵

の
八
友

の
領
袖
的
存
在

で
あ

っ
た
沈
約

に
推
挙
を
求

め
る
挙

に
出

て
、
拒
否
さ
れ

る
運
命

を
自

か
ら
荷
う

こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

ろ

う
。

「南
史
』
鍾
嘆
伝

に

「
蝶
嘗

っ
て
誉
を
沈
約

に
求
む

。
約
は
之

を
拒
む
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
が
あ

っ
て
以
来

、
鍾
礫
は
斉

の
建
武
期

の
初
め
に
南

康

王

の
侍

郎

、
永
元
期

に
司
徒
行
参
軍

、
梁
朝

に
な

っ
て
会
稽
郡
大
守

王
元
簡

の
寧
朔
記

室

に
移
り
、
そ
の
後
西
中
郎
晋
安
王

の
記
室
と
な
り
、
そ
の
官

に
卒
す
る
ま
で

地
方
官

の
生
活
が

つ
づ
く
こ
と

に
な
る
。

『
南
史
』

の
本
伝

は

「
沈
約

の
卒
す
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る

に
及
び

、
蝶
は
詩

を
品

し
評
を
為

し
、
其

の
優
劣
を
言
い
て
…
…
と
云
う
。

蓋

し
宿
憾
を
追

い
て
此
を
以

て
約

に
報
ず

」
と
記
し
て
お
り
、
鍾
礫

の
沈
約
宿

怨
説

は
す

で
に
唐
初

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
実

は
こ
の
点
線
省
略

の
部
分

は

『
詩
品
』

の

「
梁
左
光
禄
沈
約
」
詩
評
を
引

い
て
お
り
、
次

に
そ
れ
を
あ
げ

る
こ
と
に
す
る
。

休
文

の
衆
製
を
観

る
に
五
言
最
も
優

る
。
其

の
文
体

を
詳
か

に
し
、
其

の

余
論
を
察
す
る
に
、
固
よ
り
飽
明
遠
を
憲
章
す
る

を

知

る
。
経

論
に
閑

わ
ず

、
清
遠

に
長
ず

る
所
以
な
り
。
永
明

の
相
王
は
文
を
愛
し
、
皆
之

に

宗
附
す
。
時

に
お
い
て
謝
眺
未

だ
逡

な
ら
ず
、
江
俺
才
尽
き
、
萢
雲
名
級

故
よ
り
微
な
り
。
故

に
約
は
独
歩

と
称
せ
ら
る
。
文

の
至
ら

ざ

る

と

錐

も

、
其

の
工
麗

は
亦
た

一
時

の
選
な
り
。
閏
里

に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
調
詠
音

を
成
す
。
蝶
謂
う
に
約

の
著
す
所
既

に
多
し
、
今
淫
雑
を
鋼
除
し
、
其

の

精
要
を
収
め
、
允

に
中
品

の
第
と
為
す
、
故

に
当
に
詞
は
萢
よ
り
密

に
、

意
は
江
よ
り
深

か
る
べ
し
。

こ
の
詩
評
文
を
よ
く
よ
く
注

意

し
て
み
る
と
、
褒

め

て
い
る
よ
う
に
み
え

て
、
結
局
慶
し
め
て

い
る
こ
と

に
帰
結
す

る
文
脈

で
あ
る
。
宿
怨
説

の
で
て
く

る
所
以

は
こ
の
文
脈
に
あ

る
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
沈
約

が
憲
章
し
た

「
宋
参

軍
胞
照
」

の
詩
評
と
照
応
し

て
み
る
と
、
「巧
似
を
貴
び
、
危
灰
を
避
け
ず
、
頗

る
清
雅

の
調

べ
を
傷
う
有

り
。
倹
俗
を
言
う
者

の
多

く
は
飽
照

に
附
す
」
と
あ

り
、

「倹
俗
」

の
意
味

は
甚
し
く
俗
気

の
あ
る

こ
と
で
、
飽
照

の
詩

に
俗
臭
を

み
る
否
定
的
評
語

で
あ
る
。
鍾
燦
が
沈
約

の
詩
を

「
閻
里
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
請

詠
を
成
す
」
と

い
う
の
は
、
そ
こ
に
世
俗

の
趣
好

に
投
じ
る
俗
臭
を
発
見

し
て

の
否
定
的
評
価
で
あ

っ
た

。

「魏
文
帝
」
詩

評
に

「
新
奇
な
る
百
許
篇

、
而
し
て
皆
鄙
直
な
る

こ
と
偶
語

の
如
し
」
と

い
う
の
は
、
や
は
り
目
新
し
さ
を
ね
ら

っ
た
百
余
篇

の
詩

は
い
ず

れ
も
話

こ
と
ば

の
よ
う

に
わ
か
り
や
す
く
鄙
俗

で
あ
る
と

い
う
意
味

で
、
鄙
直

の
語

に
は
否
定
的
評
価
が
ふ
く

ま
れ

て
い
る
。

「
閻
里

に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
諦
詠

立・を
成
す
」
と
い
っ
た
種
類
の
俗
受
け
の
す
る
滝
薄
綾

は
徹
底
し
藤

い
で

あ

っ
た
。
そ
れ
は
、

「
欣
泰

・
子
真
並
び

に
古
を
希

い
文

に
勝

れ
、
俗
製
を
鄙

薄
し

、
賞
心
流
亮

、
雅
音
を
失
わ
ず
」

(斉
雍
州
刺
史
張
欣
泰
・
梁
中
書
郎
萢
穣
詩
評
)

と
論

じ
て
、
俗
製
を
鄙
し
み
雅
音
を
失
わ
な
か

っ
た
張
欣
泰

.
萢
棋

の
詩
を
賞

揚
し
て
い
る

の
で
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
云

う
俗
製
と
は
具
体
的

に
は

飽
照

、
沈
約

の
系
譜

に
つ
ら
な
る
詩
篇
を
指
す
も

の
と
み
て
よ
い
。

沈
約
が
憲
章

し
た
飽
照
を
鍾
燦

は
ど
う
み
て

い
た
か
、
さ
ら
に

『
詩
品
』
の

序
に
照
ら
し
て
考
え

て
み
よ
う
。

陳
思
は
建
安
の
傑
為
り
、
公
幹

・
仲
宣
は
輔
為

り
。
陸
機
は
太
康

の
英
為

り
、
安
仁

・
景

陽
は
輔
為

り
。
謝
客
は
元
嘉

の
雄
為
り
、
顔
延
年
は
輔
為

り

。

魏
の
建
安
、
西
晋
の
太
康
両
期
の
詩

の
英
傑
と
し
て
、
曹
植

、
陸
機
を
あ
げ

て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
英
傑

に
つ
ぐ

「
輔
」
の
詩

人
と
し
て
劉
禎
と
王
薬
、

旙
岳
と
張
協

の
二
人
つ

つ
を
配
置
し
て
い
る
が
、
宋

の
元
嘉
期
に
な
る
と
、
謝

霊
運

に
対

し
て
、
「
輔
」
た
る
詩
人
は
顔
延
年

一
人
を
あ
げ
る

に
と
ど
ま

っ
て

い

る
。
と
こ
ろ
が
、
梁
の
薫
子
顕

の

「南
斉
書
』
文
学
伝
論

で
は
、
宋
朝

の
詩

を

論
じ
て
・
謝
霊
運
と
飽
照
を
対
挙
し
て
い
る
④
・
こ
の
よ
う

に
当
時

に
あ

っ
て

飽
照
は
顔
延
之

に
匹
敵
す
る
詩
人
と
み
な
さ
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鍾

燦
は

「輔
」

の
位
置

か
ら
飽
照
を
意
識
的

に
斥
け
て
い
る
。
そ

こ
に
独
特

の
文

学
史

観
が

の
ぞ

い
て
い
る
。

檀
謝
七
君
は
並
び
に
顔
延
を
祖
襲
し

、
欣
欣
と
し
て
倦
ま
ず

、
士
大
夫

の

雅
致
を
得
た
り
。
余
が
従
祖

正
員

は
常
て

「大

明
・泰
始
中
、
飽

・休

の
美

殊

に
巳
て
俗

を
動

か
す
」
と
云
う
。
唯
此

の
諸

人
は
顔

・
陸
の
体
を
伝
え
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用

っ
て
固
執
し
て
移
ら
ず
。
顔
諸
蟹
は
最
も
家
声
を
荷
う
。

(斉
黄
門
謝
超

宗
、
斉
薄
陽
太
守
丘
霊
鞠
、
斉
給
事
中
郎
劉
祥
、
斉
司
徒
長
史
檀
超
、
斉
正
員
郎
鍾
憲
、
斉
諸
野

令
顔
測
、
斉
秀
才
顧
則
心
詩
評
)

こ
れ
か
ら
し
て
も
、
鍾
礫
は
宋
斉
詩
壇
を

二
分
す
る
ほ
ど

の
強

い
影
響
力
を

も

つ
宋
朝

の
詩
人
と
し
て
飽
照
と
顔
延
之
を
す
え

て
、

こ
の
二
派
が
戴
然

と
対

立

し
て
い
た
と
考
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
然
も
鍾
礫

の
批
評
的
立
場

は
顔

延
之

の
詩
的
系
譜

に
強

い
共
感
を
寄

せ
、
そ
れ
を
擁
護
す

る
の
に
対
し
て
、
飽

照
か
ら
出
た
詩
的
系
譜
を

「
殊

に
已
て
俗
を
動
か
す
」
と
み
な
し

て
、
ま
こ
と

に
旗
幟
鮮
明

で
あ
る
。

繰
返
し
云
う
な
ら
ば

、

「
俗
を
動

か
し
」

「
闘
里

に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
」
俗
製

は
飽
照

か
ら
沈
約

に
つ
な
が

る
詩
的

系
譜

の
性
格

で
あ
り
、
そ
れ
と
拮
抗
す

る

も
の
に

「
士
大
夫

の
雅
致
」
を
得
た
顔
延
之

の
詩
的
系
譜
を
発
見
す
る
の
が
、

宋
か
ら
斉
梁

に
及
ぶ
鍾
燦

の
詩
史
観
で
あ

っ
た

。
そ
れ
を
更

に
裏
付
け
る
資
料

が
あ
る
。

「
斉
恵
休
上
人
」
詩
評

で
あ
る
。

恵
休
は
淫
靡

な
り
。
情
は
才

に
過
ぐ

。
世

は

遂

に

之
を
飽
照

に
匹
え
る

も
、
恐
ら
く
は
商
周
な
ら
ん
か
。

淫
靡

と
い
う
評
語
は
こ
こ
で
し
か

つ
か
わ
れ

て
い
な

い
が
、

「
淫
」

の
評
語

す
ぐ

は

「
令
暉

の
歌
詩
往

々
断
絶
し
、
擬
古

に
尤
も
勝
る
。
唯

百
願

の

み

は

淫

な

り
」

(宋
.
飽
令
暉
詩
評
)

と
み
え
、
ほ
ぼ
淫
靡

の
意
味

に
近

い
使

い
方

が
な
さ

れ
て

い
る
。
淫
靡
が
倹
俗
よ
り
は
な
は
だ
し
く
ひ
ど
く
通
俗
的
な
意
味
を
も

つ

評
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
恵
休
上
人
の
詩
が
飽
照

の
そ
れ
に
匹

敵
す

る
と
み
る
む
き
も
あ
る
が
、
飽
照
に
く
ら

べ
る
と
見
劣
り
が
す
る
と
い
う

鍾
燦

の
評
価

に
よ

っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

『
南
史
』
顔

延
之
伝
を
み
る
と
、

つ
ね

「
延
之
毎

に
湯
恵
休

の
詩
を
う
と
ん
じ
て
人

に
謂

い
て
日
く
.
恵
休
の
制
作
は

委
巷
中

の
歌
謡
の
み
。
方

に
当

に
後
事
を
誤
ま
る

べ
し
」
と

い
う
顔

延
之

の
湯

恵
休

に
対
す
る

既

辞

を

伝
え
て

い
る
。
鍾
燦
が
こ
の
顔
延
之
の
眩
辞
を
踏
え

て
、
恵
休
上
人

の
通
俗
性

の
強

い
歌

謡
を

「
淫
靡
」

と
み
た
て
、
顔
延
之

の
詩

的
系
譜
に
属
す
る
詩

人
た
ち
が
蔑
視

し
た
飽
照

の
典

型
的
な

エ
ピ
ゴ
ー
ネ

ン
と

し

て
恵
休
上
人

の
詩

を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

世
俗

の
趣
好

に
あ

っ
た
歌
謡
風

の
詩
篇

に
、

鍾
蝶

は

「
鄙

直
」

「
倹

俗
」

「
淫
靡
」

の
評
語
を
与
え
て
い
る
が
、
顔
延
之

の
詩
的
系
譜

に
属
す
る
詩
人

に

は

「
士
大
夫

の
雅
致
」
を
得
た
と
評
し
、
さ
ら

に
ま
た
飽
照

の
詩
が

「
清
雅

の

調
を
失

っ
て
」

い
る
と
み
な
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
俗
」

の
対
立
概
念

に

「
雅
」
を
み
た
て
て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

『
詩
品
』
の
な
か

で

「雅
」

の
評
語
は
雅
致
、
清

雅
の
他

に
、
雅
怨

・
風
雅

・
雅
意

・
文
雅

・
淵
雅

・
雅
宗
と

い

っ
た
ふ
う

に
各

々
の
雅

の
概
念
ご

と
に
多

少

の
バ
リ

エ
イ
シ

ョ
ン
を
も
た
せ
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
褒
辞
と
し
て
使

用
さ
れ

て
い
る
。
次

に
あ
げ
る
諸
例

が
そ
れ

で
あ
る
。

其
の
詩

は
国
風

に
出
ず

。
骨
気
奇
高

、
詞
采
華
茂
。
情
は
雅
怨
を
兼

ね
、

体
は
文
質
を
被
む
る
。

(魏
陳
思
王
植
詩
評
)

其

の
詩

は
小
雅

に
出
ず
。
離
轟

の
功
無
け
れ
ど
も
、
而
も
詠
懐
の
作

は
以

て
性

霊
を
陶

べ
、
幽

思
を
発
す
べ
し

。
言
は
耳
目
の
内

に
あ
る
も

、
情
は

八
荒

の
表

に
寄
す

。
洋

々
乎
と
し
て
風
雅

に
会

し
、
人
を
し
て
其

の
鄙
近

を
忘
れ

、
自
ら
遠
大
を
致
さ
し
む

。

(晋
歩
兵
玩
籍
詩
評
)

魏
文
を
祖
襲
す
。
善
く
古
語
を
為
し

、
指
事

股
勤

、
雅
意
深
く
篤

し
。
詩

人
の
激
刺

の
旨
を
得
た
り
。

(魏
侍
中
応
環
詩
評
〉

其

の
源
は
陸
機
に
出
ず

。
…
…
是
れ
経
論
文
雅
の
才
な
り
。
雅
才
減
ず
れ

か
く
の

ば

、
若
ご
と
き
の
人

は
則
ち
困
題
に
苦
し
ま
ん
。

(宋
光
禄
大
夫
顔
延
之
詩
評
)

彦
昇
少
年

の
と
き
詩
を
為
る

こ
と
工
な
ら
ず
。
故

に
世
は
沈
詩
任
筆
と
称

す

。
防
は
深
く
之
を
恨
む
。
晩
節
愛
好

既
に
篤
く
、
又
亦
た
逸
変
す
。
事
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は
か

ひ
ら

理
を
詮
る
若
く
な
れ
ど
も
、
体
を
拓
く

こ
と
淵
雅
、
国
士

の
風
有
り
。
故

に
擢
ん
じ

て
中

品
に
居
く
。

(梁
太
常
任
防
詩
評
)

希
逸

の
詩
は
気
候
清
雅
な
れ
ど
も
、
王

・
重

に
逮
ば
ず
。
然

れ
ど
も
興
属

閑
長
良

に
鄙
促
無
し
。

(宋
光
禄
射
荘
詩
評
)

欣
泰

・
子
真
は
並
び
に
古
を
希

い
文

に
勝

る
。
俗
製
を
鄙
薄
す

れ
ど
も
、

賞
心
流
亮

、
雅
宗
を
失

わ
ず
。

(斉
雍
州
刺
史
張
欣
泰
・
梁
中
書
郎
萢
狽
詩
評
)

右

の
挙
例
を

一
見
し

て
わ
か
る
こ
と

は
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
詩
経
風
雅

の

精
神

に
関
係

の
あ

る
詩
人
ば
か
り
で
あ

る
。
曹
植

の
詩
風
は
詩
経
の
国
風

に
源

流
し

て
い
る
。
そ
の
証
拠

に

「
乱
世

の
音
は
怨
み
て
以

て
怒
る
。
其

の
政

の
乖

れ
ば
な
り
」

(毛
詩
大
序
)

と

い
う
詩
経

の
怨

の
感
情
と
、

「
小
雅
は
怨
誹
し

て

乱
れ
ず
」

(史
記
屈
原
伝
)

の
小
雅
の
精
神
を
兼
ね
も

つ

「雅
怨
」

の
詩

人
で
あ

る
と
規
定
し
て

い
る
。

玩
籍

の
詩
風
は
小
雅

に
源
出
し
、
洋

々
と
し

て
詩

経
の
風
と
雅

の
詩
精
神

に

か
な

っ
て
い
て
、
題
材

の
鄙
近
さ
を
忘
れ
て
読
者
を
自
然

に
遠
大
な
真
実

の
か

な
た
に
ひ
き
寄
せ
て
ゆ
く
詩
人
と
み
て

い
る
。

顔
延
之

の
詩
風
は
陸
機

に
源
流
す
る
が
、
陸
機

の
淵
源
は
曹
植

に
あ
り
、
曹

植

は
詩
経

の
国
風

に
出
ず

る
と
み
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
詩
経
の
詩

精
神
に

つ
な
が

っ
て

い
る
。
そ
の
故
か

「
経
論
文
雅

の
才
あ
り
」
と

い
い
、
国

家
を
経
営
す

る
才
能
と
す
ぐ
れ
た
文
学

的
才
能

を
所
有
す
る
詩

人

と

み

て

い

る
。応

壕
の
詩
風
は
魏

の
文
章

に
出
ず
と
あ
り
、
詩
経

に
源
流
し
な
い
が
、

「
指

事
股
勤

、
雅
意
深
く
篤

く
、
詩
人

の
激
刺

の
旨
を
得
た
り
」
と
評
す

る
の
は
、

彼
が
詩

経
の
誠
諭

の
精
神

を
体
得
し
た
詩
人
で
あ
る
と
み

て
い
た

か

ら

で

あ

る
。任

肪
の
場
合

は
直
接
的

に
詩
経
と
関
連
す
る
評
語
を
見
出
し

が

た

い

が
、

「
体
を
拓
く

こ
と
雅
淵
、
国
士

の
風
有

り
」
と

い

っ
て
、
そ
の
詩

風
に
は
深
く

高
雅
な
内
容
を
体
し
て
国
士

の
風
格

が
あ

る
と
み
て
お
り
、
沈
約

に
は
な

い
経

論

の
才
を
認
め
て
い
る
。

謝
荘
詩
評

に
も
詩
経
と

の
関
係
を
見
出
せ
る
評
語
こ
そ
な

い
が
、

「興
属
閑

長
に
し

て
鄙
促
無

し
」
と

い
う
の
は
、
詩
経

の
詩
篇

が
比
興
を
用

い
て
直
接
相

手
の
非
を
な
じ
ら
ず

、
娩
曲

に
誠
刺

す
る
詠
法

に
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
清

雅
の
評
語
が
く

わ
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
張
欣
泰

・
萢
積

の
詩

風
は
古

を
慕

い
質
直

で
、
通
俗
的
歌
曲
を

い
や
し
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、
事
物
を
観
照

す
る
心
に
曇
り
な
く
、
文
雅

の
正
宗

た
る
位
置
を
失

わ
な
い
と
み
て

い
る
の
だ

か
ら
、
こ
れ
ま
た
詩
経

の
詩
精
神

の
正
統
な
継
承
者
と
し
て
の
評
価
を
う
け
て

い
た

こ
と
に
な
る
。

任
肪
詩

評
の
な
か

で
、
世
間
か
ら

「
沈
詩
任
筆
」
と

い
わ
れ

た
こ
と
を
深
く

恨
み
、
晩
年

は
発
憤
し
て

い
た
く
詩
を
愛
好

し
、
そ
の
詩
風
を

一
変
さ
せ
た
と

い
う

エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
沈
約

に
宿
怨
を
抱

い
て

い
た
鍾
礎

の
心
を
ゆ
さ

ぶ
る
も

の
が
あ
り
、
か
か
る
人
物
論
を
詩
評

の
な
か

に
は
さ
ん
だ
も

の
と

想

察

さ

れ

る
。
さ
ら

に
ま
た
、
萢
積

の
場
合
も
儒
教
徒

の
立
場
か
ら

「
神

滅

論

』

を

著

し
、
当
時
国
権
と
結
托
し
て
腐
敗
の
途
を
た
ど

っ
て

い
た
仏
教
を
排
撃
す

る
挙

に
出

て
、
結
局
は
沈
約
等

の
誹
諦
を
蒙
む
り
、
官
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
物

で

あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
萢
槙
の
詩

が
当
時

に
あ

っ
て
も
そ
れ
ほ
ど

の
評
価
を
受

け
て

い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
力

に
挑
戦
す
る
曇
り
な

い
見
識
と
頑
質

に

鍾
蝶

は
深

い
共
感
を
抱
い
た
も

の
と
み
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
詩
経
の
詩
精
神
を
認
め
う
る
詩
人
は
な
ん
ら
か

の

意

味

で

「
雅
」

の
評
語
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、

「清
雅

の
調
を
傷

う
」
飽
照
か
ら

「
経
論
に
閑
わ
ざ
る
」
沈
約
に
至

る
ま

で
の
詩
的
系
譜

に
は
詩

経

の
風
雅
比
興

の
精
神
、
調
諭
激
刺

の
詩

風
を
発
見

で
き
な

い
と

み
る

の
が
、
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鍾
嘆

の
詩
史
観
で
あ

る
。
飽
照
、
沈
約
が
得
意

と
し
た
委
巷
閻
里
に
も

て
は
や

さ

れ
る
通
俗
歌
曲

が
極
端

に
な
が
れ
る
と

「淫
靡
」

に
な
り
、
も
は
や
そ
こ
で

は

「
士
大
夫

の
雅
致
」
は
喪
失

さ
れ

て
し
ま

っ
た
と
み

る
危
機
意
識

が
鍾
蝶

に

あ

り
、
そ

の
危
機
感
が

一
貫
し
て

『
詩
品
』

の
批
評
に
顕
在
化
し
て
い
る
と

い

え

る
で
あ
ろ
う
。

四

詩
経

の
誠
諭

の
詩
精
神
を

「
雅
」
と
し
て
尊
び
、
近
代

の

「
淫
靡
」

な
る
詩

風
を

「
俗
」

と
し

て
斥
け
る
鍾
燦

は
、
魏
の
何
曼

、
晋

の
左
思
の
詩

の
な
か

に

も
、
誠
諭
、
誠
規

の
表
現
を
み
て
と
り
、
高

い
評
価
を
あ
た
え
て

い
る
。

あ
ら
わ

平
叔
の
鴻
雁

の
篇
は
風
規
見
る
。
(魏
尚
書
何
曼
詩
評
)

其

の
源

は
公
幹
よ

り
出
ず
。
文
典

に
し
て
以

て
怨
み
、
頗

る
精
切
を
為
す
。
誠
諭

の
致
を
得

た

り
。
陸
機
よ
り
野
な
る
と
錐
も
、
灘
岳
よ
り
深

し
。
替

記
室
左
思
詩
評
〉

左
思
の
詩
篇

に
は
典
正
な
教
養

の
な
か
に
怨
念

の
感
情
が
こ
も
り
、
そ

こ
に

切
実
な
リ

ア
リ
テ
ィ
が
あ

っ
て
、
詩
経

の
誠
諭

の
精
神
を
獲
得
し

て
い
る
と
み

る
鍾
蝶
は

「典
」

の
風
格
と

「
怨
」

の
情
念
が

一
つ
に
な

っ
て
詩
経

の
誠
諭

の

趣

を
形
成
し

て
い
る
と
考
え

て
い
る
。
「怨
」

の
概
念
を
過
度
な
感
傷
の
意
味

に

と
る
む
き
も
あ
る
が

、
鍾
礫
の

「怨
」
は

「
乱
世

の
音

は
怨
み
て
以

て
怒
る
。

政

の
乖
れ
ば
な
り
」

(毛
詩
大
序
)

と
お
な
じ
概
念
操
作

で
あ
り
、
旺
盛
な
現
実

批
判

の
情
念
と
解
釈
し
た

い
。
す
く
な
く
と
も
左

思
詩
評

の
示
す
方
向

は
そ
う

で
あ
る
。

「其

の
源
は
国
風
に
出
ず

。
骨
気
奇
高
、
詞
彩
華
茂
、
情

は
雅
怨
を

兼
ね
、
体
は
文
質
を
被
む
る
」

(魏
陳
思
王
植
詩
評
)

の
場
合

の
雅
怨

の
語
は
詩

経

の
変
風
変
雅

に
み
ら
れ
る
怨
誹

の
情
念
と
詩

経
の
正
風
正
雅

に
み
ら

れ
る
典

雅
な
感
情
を
兼
有
す
る
と

い
う
意
味

で
、
曹
植
の
詩

に
現
実
批
判

の
精
神

の
顕

現
を
認
め
る
発
言

で
あ

っ
た
。

鍾
蝶
が

「
怨
」

の
評
語
を
使

用
す

る
対
象
は
お
お
む
ね
不
遇
不
平

の
境
涯

に

身

を
お

い
て
辛
酸

を
な
め
た
詩

人
で
あ

る
。

其

の
源
は
楚

辞
に
出
ず
。
文
に
情
多
き
は
、
怨
者

の
流
れ
な
り
。
陵
は
名

か
な

く
づ

ほ
ろ

家

の
子

に
し
て
殊
才
有
り
。
命
講
わ
ず
声
頽

れ
身
喪

ぷ
。
陵
を
し
て
不
遇

辛
苦

に
遭
わ
ざ
ら
し
め
ば
、
其

の
文
亦
た
何

ぞ
能
く
此

に
至
ら
ん
や
。

(漢
都
尉
李
陵
詩
評
)

李
陵

の
詩
が
屈
原
の

「
楚
辞
」
に
源
流
す
る
と

い
う
鍾
蝶

の
詩

説
は

「
怨
」

の
情
念

の
所
在
と
実
態
を
典
型
的

に
お
さ
え

て
い
る
。
嘗

て
司
馬
遷
は
古
人

の

す
ぐ
れ
た
著
書

は
作
者
が
不

遇
不
平
の
境
涯
に
身
を
お

い
て
発
憤
し
て
制
作
さ

れ
た
と
み
る
所
謂
発
憤

著
書

の
説
を
た
て
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
、
楚
辞

に
つ

い
て
は

「屈
原
は
放
逐
せ
ら
れ

て
離
騒
を
著
す
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
発
憤

著
書

の
説
は
後
世
韓
愈

・
欧
陽
修

の
文
論

に
ひ
き

つ
が
れ

て
ゆ
く
が
、
鍾
燦

の

「
怨
」

の
詩
説
も

こ
の
中
国
文
学

の
伝
統
的
な
文
学

観
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

つ
た
⑤

・
屈
原

の
楚
辞

に
は
じ
ま
俊

李
陵

に
つ
な
が
る

「
怨
」
の
情
念
は
魏

の
王
粂

に
現
れ
、
西
晋

の
劉
現
、
盧
謳

に
ひ
き

つ
が
れ
て
顕
在
化
す

る
と
鍾
燦

は
み
る
。

あ
ら
わ

よ
わ

其

の
源
は
李

陵
に
出
ず
。
鰍

愴
の
詞
を
発
し
、
文

は
秀
れ
質

に
識
し

。

(魏
侍
中
王
秦
詩
評
)

其

の
源
は
王
粂
に
出
ず
。
善
く
棲
戻

の
詞
を
為
し
、
自
ら
清
抜

の
気
有
り
。

も
と

か
か

現
素
よ
り
良
才
を
体
し
、
又
厄
運

に
罹
る
。
故

に
善
く
喪
乱
を
叙
し
、
感

恨

の
詞
多

し
。
中
郎
之
を
仰
ぐ
も
微
逮
ば
ざ
る
者
な
り
。

(晋
太
尉
劉
現
・

中
郎
慶
譲
詩
評
)

王
楽

・
劉
現
の
詩
篇
は

い
ず

れ
も
自
ら
戦
乱

に
処

し
、
世
相

を
活
写
し
て

い

る
。
そ

こ
か
ら

「
鰍
愴

の
詞
」
が
発
せ
ら
れ
、
「
懐
戻

の
詞
」
が

つ
く
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

「感
恨

の
辞
多

し
」
と

い
う

の
も
、
怨

の
情
念
の
切
実
な
表
現
で
あ
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る
。
王
粂

、
劉
現

の
詩

は
乱
世

に
身
を
処

し
た
詩
人
が
直
面
し
た
政
治

の
ひ
ず

み
、
社
会

の
矛
盾
を
鋭
く
か
ぎ

わ
け
、
そ
れ
を
怨
誹
し
た
喪
乱
詩

で
あ
り
、
そ

れ
自
体

が
現
実
批
判
と
な

っ
て
い
た
。

然

し
な

が
ら
怨

の
情
念
が
詩
人

の
不
遇
不
平
の
境
涯
か
ら
発
す

る
も

の
と
す

れ
ば

、
社
会
や
政
治
の
局
面
に
ま

で
達
し
な

い
で
、
個
別
的

な
人
間
関
係

の
破

綻
、
離
別

と
い
う
閉
さ
れ
た
私
的
局
面
だ
け
で
ふ
き
だ
し
て

い
る
怨
詩
が
あ

っ

て
も
当
然

で
あ

る
。
鍾
蝶

が

「
詩
品
」
で
と
り
あ
げ
た
怨
恨
の
詩
人

の
系
譜
の

な
か
に
孤

閨
を
怨
悲
す
る
女
性
詩
人
が
含
ま
れ
て
あ

る
の
も
そ
の
た
め

で
あ

っ

た
。

夫
妻

の
事
既
よ
り
傷
む

べ
し
。
文
は
亦
た
棲
怨

。

(漠
上
計
秦
嘉
.徐
淑
詩
評
〉

泰
機

「
塞
女
」
の
製

、
孤
怨
宜
し
く
怨

む
べ
し

。

(晋
処
士
郭
泰
機
詩
評
〉

い
ず

れ
も
中
品

に
位

置
づ
け
ら
れ
て
、
懐
怨

、
孤
怨

の
情
念
が
に
じ
み

で
た

詩
篇
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

鍾
蝶
の

「
詩
品
』
序
を
み
て
み
る
と
作
詩
の
動
機
論
を
説
く

に
あ
た

っ
て
詩

が
発
生

す
る
情
況
を
叙

述
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

乃
ち
春

風
春
鳥

、
秋
月
秋
蝉

、
夏
雲
暑
雨
、
冬
月
祁
寒

の
若
き
は
、
斯
れ

四
候
の
諸
を
詩

に
感
ぜ
し
む
る
者
な
り
。
嘉
会

に
は
詩
を
寄
せ
て
以

て
親

し
み
、
離
群

に
は
詩

に
託

し
て
以

て
怨
む
。

自
然
と
文
学

の
相
関
係
を
論
じ
た
も

の
に
は
す
で
に
陸
機

の

「文
賦
」
が
先

行
す
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
鍾
燦

は
ご
く
簡
潔

に
お
さ
え
る
に
す
ぎ
な

い
。

つ
づ

い
て
人
事
と
文
学

の
関
係

の
叙

述
に
移
り

、
ま
ず
、
め

っ
た

に
会
え
な

い
者
が

寄
り
合

っ
た
時

の
喜
び
も
詩

の
制
作

に

つ
な
が
り
、
親
し
い
者
と
の
離
別

の
時

の
怨
み
も
詩

の
発
生
を
う
な
が
す
と
説

い
て
ゆ
く
鍾
燦
は

、
怨
み
の
詩
を
喜
び

の
詩
よ
り
も
重
視
す

る
か

の
ご

と
ぐ

、
怨
詩
の
動
機
論
を
具
体
的

な
情
況

の
な

か

で
凝
視
し
て
、
次

の
よ
う
に
云
う
。

楚
臣
境
を
去

り
、
漢
妾
宮
を
辞
す
。
或
は
骨
朔

野
に
横
た
わ
り
、
或
は
魂

飛
蓬
を
逐
う
。
或
は
文
を
外
戌

に
負

い
、
殺
気

は
辺

に
雄
ん
な
り
。
寒
夜

衣
単

に
し
て
嬬
悶
涙
尽
く
。
或
は
士

に
し
て
偲
を
解
き
て
朝
よ
り
出
、

一

た
び
去

つ
て
反

る
を
忘
る
る
有
り
。
女

に
蛾
を
揚
げ
て
寵
に
入
り
、
再

び

粉
し
て
国
を
傾
く
る

有

る

に

至
り

て
は
、
凡
そ
斯

の
種
々
心
霊
を
感
蕩

の
ぶ

す
。
詩

を
陳

る
に
非
ざ
れ
ば

、
何
を
以

て
か
其

の
情
を
馳
せ

ん
。

こ
こ
で
最
初

の
屈
原
と
最
後
の
李
夫
人

の
故
事

を
除

い
て
、
具
体
的

に
歴
史

上

の
人

物

故

事

と
結
び

つ
く
も

の
は
み
ら
れ
な

い
。
唯

「
骨
朔

野
に
横
た
わ

り
、
或
は
魂

飛
蓬

を
逐
う
。
或
は
士

に
し

て
偲
を
解
き

て
朝
よ
り
出

で
、

一
た

び
去

っ
て
反
る
を
忘

る
」
は
、
李

陵

・
曹
植

・
王
桑

・
左
思

.
劉
現
の
怨
詩

に

照
応
し
、

「
寒
夜
衣
単

に
し
て
嬬
閨
涙
尽
く
」
は
、
古
詩
及
び
班
捷
女

、
郭
泰

機

の
怨
詩
と
相
応

じ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
し
て
も

、
鍾
嘆
が
怨
恨

の
情
念
を
詩

の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
い
か

に

重
視
し
て

い
た
か
、
知
る

べ
き
で
あ

ろ
う
。

鍾
燦
み
ず
か
ら
宿
怨
を
か
か
え
た
人

で
あ
る
。
寒
門
出
身

の
才
子

が
沈
約

に

推
挙
を
求
め
て
拒
否
さ
れ

て
か
ら
は
、
あ
ま
り
う
だ

つ
の
あ
が
ら
ぬ
地
方
官
と

し
て
不
遇

の
境
涯
を

お
く
ら
ね
ば

な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
鍾
燦

が
作
詩

の

動
機

に
怨
情
を
重
視
す

る
内
因
が
こ
こ
に
あ

っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な

い
が
、
怨

情
の
問
題

は
そ

の
時
代

の
普
遍
的
な
文
学
観
念
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば

な
ら
な

い
よ
う
に
思
う
。
例

え
ば

、
斉

の
江
滝
が
著
し
た

「恨
賦
」

で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
怨
恨

の
情
念
が
ふ
き
出
し
て
く

る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間

の
情
況
と
様

態
を
並

列
的

に
叙
述
し
て

い
っ
た
賦

で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
当
時
斉
梁
時
代

の
文
学

思
想

の
な
か

に
は
、
怨
恨

の
情
念
が
人
間

の
悲
劇
を
象
徴
す

る
典
型
的

な
情
念

だ
と
意
識
さ
れ
、
そ
の
情
念
を
素
材

と
し

て
芸
術
的

に
昇
華
し
た
も
の
を
、
悲

劇

の
美
と
し
て
好

ん
で
受
容
す
る
怨
恨

の
美
学
が
存
在
し

て
い
た
と
考

え
ら
れ
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る
。六

朝

の
詩
情
が
私
的

な
怨
情

の
局
面

に
傾

い
て
い

っ
た

の
に
対
し

て
、
鍾
嘆

は

「
怨
」
の
情
念
が
個
人
的

な
悲
劇

の
相
か
ら
も
発
生

す
る
こ
と
を
認
め
な
が

ら
も
、
詩
経

の
現
実
批
判

に
つ
な
が
る
は
げ
し

い
情
念

の
は
た
ら
き
を
怨
情
の

観
念
と
し
て
把
握
し
て

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
鍾
蝶
は
李
陵

・
曹
植

・
王
祭

・

左
思

.
劉

現
の
詩
篇
を
規
範
と
し
な
が
ら
、
私
情

に
閉
さ
れ
て

い
た
ず
ら
に
淫

靡

に
な
が
れ
て
ゆ
く
斉
梁
文
学

の
実
態
批
判

と
し

て
、

こ
の

「
怨
」

の
評
語
を

積
極
的
に
機
能
さ
せ

て
い

っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ

ろ
う
。

五

「
雅
」
「怨
」
と
な
ら
ん

で
、
鍾
蝶
が
褒

辞
と
し

て
繁
用
す
る
評
語
に

「
清
」

と

「
奇
」
が
あ

る
。

安
道
の
詩

は
轍
弱
と
雌
も

、
清
上

の
句
あ
り
。

(晋
徴
士
戴
逡
詩
評
)

庚

・
白

の
二
胡

、
亦
た
清
句
有

り
。

(斉
道
猷
上
人
・
斉
釈
宝
月
詩
評
)

こ
こ
に
鍾
燦
が

「
清
」
の
評
語
を
あ
た
え
た
二
例

は
い
ず
れ
も
す

っ
き
り
し

た
句
を
ほ
め
た
た
え
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
戴
逡

の
場
合
、
詩

風
の
弱
さ
と

関
係
し
て

「
清
上
」

の
語
が

つ
か
わ
れ
て

い
る

こ
と
に
注
意
し
た

い
。
こ
れ
以

外

に
他

の
詩
評

で
、
「
清
」
の
評
語
が
出

て
く
る
場
合

は

「
清
遠
」
「清
浅
」
「
清

便
」

「清
雅
」

「
清
巧
」

の
用
語
例
が
示
す
よ
う
に
、
二
字

の
熟
語
で
使
用
さ

れ

て
い
る
。
鍾
嘆
が
遠

・
浅

・
便

・
怨

・
巧

の
結
合
語

一
字
だ
け
で
は
、
評
語

と
し
て
未
だ
熟
し
き
れ
な
い
と
感
じ
た
際

に
、

「
清
」

の
評
語
を
付
加
し
て
、

評
語
の
安
定
を
は
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

頗

る
魏
文

に
似

て
、
過
ぎ

て
峻
切
を
為
す

。
評
直

に
し
て
才
を
露
し
、
淵

雅

の
致

を
傷
う
。
然
る
に
託
諭
清
遠

に
し
て
、
良

に
窒
裁
有
り
。
亦
た
未

だ
高
流
た
る
を
失

わ
ず
。

(晋
中
散
大
夫
稚
康
詩
評
)

た
く

つ
く

其

の
源

は
王
粂

に
出
ず

。
善
み

に
棲
戻

の
詞
を
為

り
、
清
抜

の
気
有

り
。

(晋
太
尉
劉
現
詩
評
)

其

の
才
力
苦
だ
弱
く
、
故

に
そ
の
清
浅
を
務
め
、
殊

に
風
流
媚
趣
を
得
た

り
。

(宋
豫
章
太
守
謝
謄
・宋
僕
射
謝
混
等
詩
評
)

萢
詩

は
清
便
宛
転
、
流
風
廻
雪

の
如

し
。
(梁
衛
将
軍
萢
雲
詩
評
)

希

逸
の
詩
は
気
候
清
雅

。

(宋
光
禄
謝
荘
詩
評
)

令

暉
の
歌
詩
は
往
々
に
し
て
薪
絶
清

巧
な
り

(斉
鉋
令
暉
詩
評
)

祐

の
詩

は
猜
猜
た
る
清

調
あ
り
。

(斉
僕
射
江
祐
詩
評
)

右

の
用
例

で
は
、

「清

遠
」
と
は
修
辞
表
現
が
す

っ
き
り
し

て
卑
俗

で
な
い

と

い
う
意
味

、

「
清
抜
之
気
」
と

は
気
力

に
お
い
て
す
が
す

が
し
く
卓
越
し
て

い
る
と

い
う
意
味

、

「
清
浅
」

の
語
は
下
の
句

の

「
殊

に
風
流
を
得
た
り
」

に

つ
な
が
る
評
語
で
あ

る
か
ら
、
き

よ
ら
か

で
さ

っ
ぱ
り
し
た
詩

の

風

味

を

指

し

、

「
清
便

宛
転
」

の
語
は
下
の
句

の

「
流
風
廻
雪

の
若
し
」
と
い
う
磐
か
ら

し

て
、
す
が
す
が
し
く
軽

や
か

に
舞

い
な
が
れ
る
風
韻
を

指

し
、

「
気

候

清

雅
」

と
は
詩
の
気
韻

に
す
が
す
が
し
い
典
正
さ
が
あ
る
と

い

う

意

味
、

「清

巧
」

の
語
は
す

っ
き
り
し
た
巧
さ
を
意
味

し
、

「
清
調
」
は
す

が
す
が
し

い
詩

の
リ
ズ
ム
を
指
し
、
い
ず
れ
も
褒
誉

の
評
語
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

こ
の

他

、
例
え
ば

「元
長

・
士
章

は
並
び

に
盛
才
有

り
。
詞
美
英
浄
」

(斉
寧
朔
将
軍
王

融
・斉
中
庶
子
劉
絵
詩
評
)

、

「
王
巾

二
†
並
び
に
奇
を
愛
し
て
輯
絶

、
衰
彦
伯

の
風
を
慕
う
、
宏
緯
な
ら
ず
と
錐
も
、
文

体
勅
浄

に
し

て
華
美
を
去
る

こ
と
遠

し
」

(斉
記
室
王
巾
.
斉
緩
遠
太
守
†
彬
・
斉
端
渓
令
†
録
詩
評
)
等

の
如
く

、
鍾
燦
は

「清

」
と
同
じ
意
味

で

「
浄
」
の
辞
を

つ
か

っ
て
批
評
し
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
褒

辞

で
あ
る
。

「
奇
」
の
評
語
は
詩

に
個
性
的
な

独
創
性

が
あ

る
こ
と
を
鍾
燦
が
賛
美
す
る

さ

い
に
、
専

ら
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
興
膳
宏
氏
が

「文
心
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離
龍
と
詩
品
の
文
学
観

の
対
立
」

と
題
す
る
論
文

の
な

か
で
、

「奇
」

の
字
を

導
き

の
糸

に
し
て
、
劉
総
と
鍾
礫

の
生
き
方
と
文
学
観

を
比
較
し
て

い
る
が

、

劉
麗
が
正
統
的
解

釈
の
立
場

に
た

っ
て

「
奇
」

の
字

に
プ
ラ
ス
と

マ
イ
ナ

ス
の

評
価

の
使

い
分

け
を
し

て
い
る

の
に
対

し
て
、
鍾
蝶
は
独
創
性

に
す
ぐ
れ
た
作

品

に
む
け

て
の
褒
辞
と
し
て
使

つ
た

こ
と
を
叢

珊
し
て

い
る
の
で
⑥
・
今

は
そ

の
用
例
を
列
挙
す
る
こ
と

に
と
ど
め
る
。

骨
気
奇
高
、
詞
彩
華
茂

。

(魏
陳
思
王
植
詩
評
)

其

の
源
は
古
詩

に
出
ず
。
気

に
伎
り
て
奇
を
愛
し
、
動

に
振
絶
し
、
真
骨

霜
を
凌
ぎ
、
高
風
俗

に
跨
が
る
。

(魏
文
学
劉
植
詩
評
)

規
矩

を
尚
び
、
綺
錯
を
貴
ば
ず

、
直
致
の
奇

を
傷
う
有
り
。

(晋
平
原
相
陸

機
)

其

の
源

は
謝
混

に
出
ず

。
微
く
細
密
を
傷
う
も
頗

る
不
倫

に
在

り
。

一
章

の
中
自
ら

玉
石
有
る
も
、
然

る
に
奇
句
往

々
に
し
て
警
道
。
(斉
吏
部
謝
眺
詩

評
)

王
巾

・
二
†

の
詩
は
並
び
に
奇
を
愛
し
鱗
絶
。
(斉
記
室
王
巾
、
斉
緩
遠
太
守
†
彬

・斉
端
漢
令
†
録
詩
評
)

子
陽
は
奇
句
清
抜
、
謝
眺
は
常

に
嵯
頒
す
。

(梁
常
侍
虞
義
詩
評
)

『
詩
品
』
の
序
に
お

い
て
も
、

「
近
ご

ろ
任
肪

・
王
元
長
等

の
詞
は
奇
を
貴

ば
ず
、
競
う
て
新
事
を
須

う
。
爾
来

作
者

は
寝
く
以
て
俗

を
成
し
、
遂
に
句

に

む
し

虚

語
無
く
、
語

に
虚
字
無
し
。
補
納

に
拘
攣
し

て
文
を

轟

ば

む

こ
と
已
に
甚

し
」

と
論
評
し
、

こ
の
な
か
で

「
奇
」

の
評
語
を

つ
か

っ
て
い
る
。

「
奇
」

つ

ま
り
独
創
性
を
尚
ぶ
詩
風

と
対
極
的
な
、

「奇
」
を
尚
ば
な

い
詩
風
が
典
故

を

繁

用
し
用
事

に
拘
束
さ
れ
る
弊
害
を
も

つ
と
、
直
接

に
は
任
肪

・
王
融

の
詩
人

た
ち
が
そ
の
批
判

の
対
象

に
さ
れ
て

い
る
。

つ
づ
い
て

『
詩
品
』
の
序
は

「
自

あ

ま
れ

然

の
英
旨

、
其

の
人

に
値

う
こ
と
竿
な
り
。
詞

已
に
高
き
を
失
え
ば

、
宜
し
く

事

義
を
加
う

べ
し
」

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
条
り

の
詩
論

に

つ
い
て
は
高
木
正

一
氏

が

「
こ
こ
に
自
然

の
英
旨
と

い
う
の
は
、
人

工
を
加

え
な
い
す
ぐ
れ
た
精

神
。
鍾
燦

に
と

っ
て
そ
れ
は
典
故
な
ど
人
為
的
な
技
巧
を
加

え
る

こ
と
な
く
、

真
率
な
感
情

の
表
出

に
よ

っ
て

発

揚

さ

れ
た
文
学
精
神

、
な
い
し

エ
ス
プ
リ

と
呼
ば

れ
る
も

の
を
意
味

し
よ
う
。
慷
慨
で
あ
れ
、
哀
怨
で
あ
れ

、
帳
恨
で
あ

れ
、
言
語
表
現
は
す

べ
て

こ
の

精

神

に

支
え
ら
れ

て
高

い
調
子
を
発
揮
す
る

も

の
で

あ

る

が
、
そ
れ
が

歓
乏
し

て
し
ま

っ
た
時

に
、
〈
詞

は
已
に
高
き
を

失
う
〉
事

態
を
招
く
は
必
定

。
そ
れ
が
鍾
嘆

が
善
と
し
な

い
斉
梁
文
学

の

一
般

的
傾
向
で
あ

っ
た
」

(鍾
氏
詩
品
疏
囚
)

と
論
評
を
加
え

て
い
る
が
、
こ
れ
は

「
即
目
」

「直
尋
」
を
尚
び

「自
然

の
英
旨
」

を
愛
し
た
鍾
蝶
が

「奇
」

の
評

語
に
托
し
た
文
学
理
念

の
所
在

を
あ

ま
す
と

こ
ろ
な
く
語

っ
て

い
る
⑦

。

占
1、

『詩
品
』

に
お

い
て

「
雅
」

の
褒
辞

に
対
立
す
る
彪
語
が

「
俗
」
で
あ

っ
た

よ
う
に
、
こ
の

「
奇
」
に
対
立
す
る
評
語
は

「
不

奇
」

で

あ

り

「
平
」

で

あ

る
。

其

の
源
は
王
藥

に
出
ず

。
其

の
体
華
艶

・
興
託
奇
な
ら
ず

。
巧
み

に
文
字

を
用
い
、
務
め
て
妊
冶
を
為
す
。
名

は
襲
代

に
高
し
と
錐
も

、
而
も
疏
亮

の
士
猶
お
其

の
児
女
の
情
多
く
、
風
雲
の
気
少
な
き
を
恨
む
。
(晋
司
空
張
華

詩
評
)

つ
ね

 但
肪
既
に
博
物
。
動

に
軌
ち
事
を
用
う
れ
ば

、
詩
は
奇
な
る
を
得
ざ
る
所

以
な
り
。
(梁
太
常
任
防
詩
評
)

元
楡

・
堅
石
七
君

の
詩
は
並

に
平
典
。
古

体
を
失
わ
ず
。

(魏
倉
曹
属
玩
璃
・

晋
頓
丘
太
守
欧
陽
建
等
詩
評
)

季
友

の
文

、
余
嘗

っ
て
忽
而

と
し

て
察
せ
ず
、
今

、
沈
特
進

の
選
詩

は
其
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の
数

首

を
載

す

。

亦
復

た
平

美

な

り

。

(宋
尚
書
令
傅
亮
詩
評
)

ほ
こ
り

か
つ

蝦
の
詩

は
平

々
の
み
。
多

て
自
ら
能
く
す
と

。
常

て
徐
太
尉

に
語

つ
て
云

つ
か
ま

と
ら

ま

し
か

う

。
我

が
詩

生

気

有

り

、
人

の
捉

え

著

え

る
を

須

つ
、

爾

ず

ん
ば

便

ち

飛

び

て
去

ら

ん
と

。

(斉
諸
喪
令
衰
蝦
詩
評
)

し
か

才

の
難
き
は
信
な
る
か
な
。
康
楽
と
羊

・
何

の
此

の
若
き
を
以
て
而
も

二

人

の
文
辞

は
殆
ど
奇
と
す

る
に
足
ら
ず
。

(宋
記
室
何
長
珠
・
羊
曜
瑠
詩
評
)

「
不
奇
」

「
不
得
奇
」

「
不
足
奇
」

「
平
典
」

「
平
美
」

「
平
平
」

と
い
う

の
は
、
い
ず
れ
も
独
創
性

に
と
ぼ
し
く
個
性
的
な
創
造
を
発
揚

で
き
な

い
で
い

る
凡
庸
な
作
風
を
指
し

て
云
う
慶
辞

で
あ

る
。
と
り
わ
け
傅
亮

の
詩
評
は
沈
約

の
選
詩
眼
を
嘲
笑
し
た
も

の
で
、

こ
こ
に
も
沈
約

に
対

す
る
な

み
な
み
な
ら

ぬ

宿

怨
の
情
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
衰
蝦
の
詩
評

で
は
、
自
負
す

る
ほ
ど
に
は
、

と
る
に
た
ら
ぬ
詩
で
あ
る
こ
と
を
語

つ
た
も

の
で
あ
る
が
、
蓑
蝦
が
自
分

の
詩

の
生
気

に
こ
と
よ
せ
て
、
詩
を
認
め
て
と
り
た

て
て
く
れ
る
者
を
ま

つ
と
徐
太

尉

に
語

つ
た
逸
話
を
は
さ
ん
で
お
り
、
詩

評
と
し

て
頗
る

異

彩

を

放

っ
て
い

る
。
こ
れ

は
、
当
時

の
知
識
人

に
と

っ
て
詩

が
い
か

に
仕
官
の
途
に
つ
な
が

つ

て

い
た
か
を
如
実

に
物

語

っ
て
い
る
と
と
も

に
、

『詩
品
』

の
詩
評
が
対
象

と

す
る
詩

人
の
人
品

に
か
か
わ
る
評
価
を
は
ら
む
好
例
と
し
て
興
味

ぶ
か

い
資
料

を
提
供

し
て
い
る
。

鍾
礫
が

「
平
美
」

の
評
語
を

つ
か

っ
た
例
は
、
他

に
も

「
平
美
を
去
る
こ
と

遠
し
」

(斉
記
室
王
巾
等
詩
評
)

と
あ
り

、
こ
こ
で
も

つ
き
な
み

の
美
し
さ
、
通
俗

的
な
美
し
さ
の
意
味

に
も
ち

い
て
い
る
。
こ
れ
も

「
平
」

「
不
奇
」

に
つ
な
が

る
眩
辞
の

一
つ
で
あ
る
。

渚
岳
を
憲
章
す
。
文
体
相
輝
き

、
彪
嫡
翫
ぶ
べ
し

。
始
め
て
永
嘉

の
平
淡

の
体
を
変
ず

。
故

に
中
興
第

一
と
称
せ
ら
れ
る
。

(晋
宏
農
太
守
郭
瑛
詩
評
)

永
嘉
と
は
西
晋
の

}
時
期

で
、
そ
の
時
代

に
あ
ら
わ
れ
た
平
淡
な
詩
体
を
変

革
し
た
詩
人
が
郭
瑛

で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
平
淡
」
も

「
平

美
」
と
お
な
じ
く
財
辞

で
あ
る
。
そ
れ

で
は
所
謂
永
嘉

の
平
淡

の
体
と
は

い
か

な

る
詩
体
を
指

し
て
云
う

の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
鍾
燦
の
詩
史
観
を
考
え

る
際

に
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
問
題
が
あ
る
。

永
嘉
以
来
、
清
虚

は
俗

に
在

り
。
王
武
子

の
輩

の
詩
は
道
家

の

言

を

貴

ぶ
。
妥

に
江
表

に
泊
び
、
玄

風
尚
お
備
わ
る
。
真
長

・
仲
祖

・
桓
庚

の
諸

公
猶
お
相
襲

う
。世

に
称
し
て
孫
許

い
よ

い
よ
情
淡

の
詞
を
善
く
す
る
と
。

(晋
標
騎
王
済
・
晋
征
南
将
軍
杜
預
・
晋
廷
尉
孫
紳
・
晋
徴
士
許
絢
詩
評
)

老
荘
清
虚

の
思
想
が
知
識
人

の
心
を
と
ら
え
る
の
は
す

で
に
魏
の
正
始

の
竹

林

の
七
賢

に
は
じ
ま
る
が

、
知
識
人

一
般

に
定
着
す

る
時
期
を
、
鍾
燦

は
西
晋

の
懐
帝

の
永
嘉
年

間
と
み
た

の
で
あ
ろ
う
。
晋

の
王
済

・
杜
預
が
永
嘉
以
前

の

詩

人
で
あ

る
こ
と
か
ら
し
て
、

こ
の
鍾
櫟

の
永
嘉
以
来

と
い
う
発
言
に
は
矛
盾

が
あ
る
と
み
る
高
松
亨

明
氏

の
説
が
あ

る
が
⑧
、
道
家

の
清
虚

の
言
辞
が
な
ま

の
か
た
ち

で
詩
語

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
が
、
こ
の
王
済

・
杜
預

に

は
じ
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
矛
盾

し
た
発
言
と
は
思
え
な

い
。
然

し
な
が

ら
、
現
在

で
は
殆
ど
散

逸
し
て
し
ま

つ
た
二
人

の
詩
風
を
、
稜
康
、
院
籍

の
詩

風
と
く
ら
べ
て
検
証

で
き
な

い
憾
み
は
の
こ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
東
晋

に

至
る
と
、
道
家

の
玄
風
が
詩
篇

に
盛
ん
に
現
わ
れ
、
劉

恢

・
王
蒙

・
桓
温

・
桓

玄

.
庚
亮

・
庚
閲

の
徒

に
ひ
き

つ
が
れ
、
更

に
孫
緯

・
許
詞

に
至

っ
て
悟
淡

の

詞
を
善
く
し
た
と
世

に
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
事
実

で
あ
る
。

「
悟

淡

の
詞
」
と
い
う
評
語
は

「
平
淡

の
体
」
を
措
辞

の
面
か
ら
と
ら
え
た
も
の
で

あ
る
。

こ
れ
を

『
詩
品
』
の
序

が
詩
史
論
を
展
開
し
て

い
る
と
こ
ろ
と
照
応
す

る
と
、

「悟
淡

の
詞
」

で
つ
づ
ら
れ
た
玄
言
詩

の

「
平
淡

の
体
」

の
実
態
が
浮

上
し
、

一
層
あ
き
ら
か
と
な
る
。

永
嘉

の
時

、
黄
老
を
貴
び
、
虚
談
を
尚
ぶ
。
時

に
干

い
て
篇
什

の
理
は
其
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の
辞

に
過
ぎ
、
淡
乎
と
し
て
味

わ
い
寡
し
。
妥

に
江
表

に
及
び
、
微
波
尚

お
伝

わ
り
、
孫
緯
・
許
詞

・桓

・庚

の
諸
公
は
皆
平
典

に
し

て
道
徳
論

に
似
た

り
。
建
安

の
風
尽
く

。
是
よ
り
先

に
郭
景
純
は
俊
上

の
才
を
用

っ
て
創
め

て
其

の
体
を
変
じ
、
劉
越
石
は
清

剛

の
気
に
侯

っ
て
豚

の
美
を
賛
成
す
。

然
れ
ど
も
彼
は
衆
、
我

は
寡

、
未
だ
俗
を
動

か
す
能
わ
ず
。
義

煕
中

に
逮

び
、
謝
益
寿
斐
然
と
し
て
継
ぎ
作

る
。
元
嘉
の
初

め
、
謝
霊
運
有

り
、
才

高
く
辞
盛

ん
に
富
艶
。
躍
じ
難
し
。
固
よ
り
已
に
劉
郭
を
含
跨

し
、
渚
陸

を
凌
櫟
す
。

鍾
燦
は
永
嘉
に
端
を
発
す
る
玄

言
詩

に
対
し
て
、
そ
の
特
徴
を
理
窟
ば

つ
て

味

わ
い
す
く
な

い
も

の
で
、
平
板
な
表
現

で
道
徳
論

み
た
い
だ
と
論
評
し
て
、

甚
だ

て
き
び
し

い
。
劉
劔
は

こ
の
玄
言
詩

に
つ
い
て
す

で
に

「
江
左

の
篇
製

は

お
ぼ

玄
風
に
溺
る
。
徊
務

の
志
を
哩
笑
し
、
亡
機

の
談
を
崇
盛
す

。
衰

.
孫
以
下
各

そ
れ
離
采
有
り
と
雌
も

、
而
も
辞
趣

一
擾
、
与
に
雄
を
争
う
無
し
。
景
純
の
仙

篇
は
挺
抜
し
て
俊
と
為

す
」

(文
心
離
龍
・
明
詩
篇
)

と

い
う
論
評
を
加
え
て

い

る
。
衰
宏

・
孫
緯

の
玄

言
詩

に
離
采
を
認
め
る
劉
鋸

の
説
と
、
孫
緯

・
許
詞
の

そ
れ
を
平
典
と
す
る
鍾
蝶

の
説
と

で
は
そ

こ
に
あ
き
ら
か
な
評
価

の
違
い
が
あ
る

け
れ
ど
も

、
遊
仙
詩
を
書

い
た
郭
瑛

の
俊
才

が
玄
言
詩

に
変
化
を
も
た
ら
し
た

と
み
る
観
点

を
含
め

て
、
類
ね
の
文
脈

で
両
者

の
玄
言
詩
批
判
は
軌
を

一
に
し

て
い
る
。
鍾
燦

は
黙
し

て
語
ら
な
い
が
、
沈
約
を
と
お
し

て
自
分

と
対
称
的
な

生

き
方

を
し
た
劉
駕

の

『文

心
離
龍
』
を
読
み
な
が
ら
も
、
あ
え
て
そ
れ

に
意

識
的

に
触

れ
ま
い
と
す
る
態
度
を

こ
こ
に
も
貫

い
て
い
る
。

こ
こ
で
、
鍾
燦

が
玄
言
詩
の
出
現

に
よ

つ
て
、
魏
の
建
安
期

の
詩

風
が
尽
き

あ
た
い

果

て
て
し
ま

っ
た
と
嘆

い
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
留
意

に
値
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
鍾
燦

の
詩
史
観
は
五
言
詩

の
最
盛
期
を
魏
の
曹
植

・
劉
槙

・
王
粂
が
活
躍

し
た
建
安
期

に
お
い
て
お
り
、

つ
ね
に
そ

こ
に
指
帰
し

て
範
を
と
る
べ
き
詩
風

が
存
在
し
て

い
る
と
考
え
て

い
る
か
ら

で
あ
る
。
建
安
時
代
に
は
、
玄
言
詩

と

異
な

つ
て
味
わ

い
の
豊
潤
な
独
創
性

に
富

む
詩
篇
が
数
多

く
制
作
さ
れ
て

い
た

と
み
た
か
ら

こ
そ
、
玄
言
詩

の
出
現

に
よ

つ
て
建
安
期
の
詩
風

の
命
脈
が
尽
き

た
と
判
断
し
た

の
で
あ
る
。

降

つ
て
建
安

に
及
び

、
曹
公
父
子
、
篤
く
斯
文
を
好
む

。
平
原
兄
弟
、
膨

と
し
て
文
棟
為

り
。
劉
禎

・
王
粂
は
其

の
羽
翼
た
り
。
次

い
て
龍
に
禁
じ

か
ぞ

鳳

に
託
し
自
ら
属
車

に
致
す
者
有
り
。
蓋
し
百
を
持

て
計
う
。
彬
彬
の
盛

大

い
に
備
れ
り
。
爾
の
後
は
陵
遅
衰
微

し
、
有
晋

に
詫
る
。
太
康
中

、
三

張
二
陸
両
渚

一
左
、
勃
爾
と
し
て
復
た
興
り

、
前
王
を
踵
武
し
、
風
流
未

だ
沫
ま
ず
亦
た
文
章

の
中
興
な
り
。

こ
れ
は
、
鍾
燦
が

『
詩
品
』

の
序

で
自
己
の
詩
史
観
を
述

べ
て
、
建
安
時
代

に
お
け
る
五
言
詩

の
活
況
ぷ
り
を
論
評
し
た
箇
所

で
あ
る
。
晋
の
太
康
期
を
詩

の
中
興
期
と
み
た

て
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
建
安
時
代

に
詩

の
最
盛
期
を
み
て

い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
そ
の
建
安
時
代

の
詩
風
を
確
立

さ
せ
た
代
表

的
詩
人

こ
そ
曹
植

で
あ

っ
た
。

其

の
体
は
国

風
に
出
ず
。
骨
気
奇
高

・
詞
彩
華
茂

・
情
は
雅
怨
を
兼
ね

、

体

は
文
質
を
被
む

る
。
粟
と
し
て
今
古

に
溢
れ
、
卓

爾

と

し
て

不
群
な

り
。
嵯
呼
、
陳

思
の
文

に
於

け
る
や
人
倫

の
周
孔
有

り
、
鱗
羽

の
龍
鳳
有

り
、
音
楽

の
琴
笙
有
り
、
女
工
の
補
献
有
る

に
喩

う
べ
し
。
爾

の
鉛
を
懐

き
墨
を
暁
う
者

を
し
て
、
篇
章
を
抱
い
て
景
慕
し
、
余
暉

に
暎
じ
て
以

て

自

ら
燭
ら
さ
し
む
。
故

に
孔
子

の
門
、
如

し
詩

に
用
う
れ
ば
、
公
幹
は
堂

に
升

り
、
思
王
は
室

に
入
り
、
景

陽
、
渚
、
陸
自

ら
廊
蕪

の
間

に
坐
す

べ

し
。

(魏
陳
思
王
植
詩
評
)

こ
れ
は
最
大
級
の
賛
辞

で
あ
る
。
周
公

・
孔
子
に
讐

う
る
と

こ
ろ
か
ら
み
て

鍾
蝶

に
と

っ
て
曹
植
は
詩
聖
と
映

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
詩

の

気

骨

は

高

う15う



く
、
独
創
的

で
あ
り
、
修

辞
も
華

や
か

に
し
て
豊
か
で
あ
り
、

「雅
」
と

「
怨

」
を
兼
ね
も

つ
詩
情
と
文
質
彬
彬

た
る
詩
風
は
詩
史
を

つ
ら
ぬ

い
て
粂
然
と
輝

き
、
群
を
ぬ
い
て
卓
越
し
て

い
る
と
、
鍾
燦
は
ほ
め
そ
や
す
。
詩
経
国
風
の
流

を
汲
む
と
み
る
曹
植

の
詩
評
が
、

『
詩
品
』

の
な
か
で
高

い
価
値
を
付

与
さ
れ

て
い
る

「
雅
」

「
怨
」

「
奇
」

の
三

つ
の
褒
辞
を
象
眼
し
て
い
る

こ
と
に
留
意

し
た
だ
け
で
も

、
鍾
燦
が
曹
植
の
詩
風

の
な
か

に
自

己
の
文
学
理
念
と
美
意
識

の
典
型
を
発
見
し

て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

鍾
蝶

の

『
詩
品
』
は
品
評
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら

、
あ
き
ら
か
に
彼

の

目
前
に
あ
る
斉
梁
文
学
の
弊

風
で
あ

る
典
故
用
事

の
繁
雑
化
を
指
弾
し
、
四
声

八
病
説
の
声
律

に
よ
る
拘
束
化
を
痛
撃
し
て
、

「
即
目
」

「
直
尋
」

の
表
現
方

法

に
よ

っ
て
、

「
真
美
」

の
詩
風
を
確
立

す
る
こ
と
を

は
か

っ
た
も

の
で
あ

っ

た
。
そ
こ
に
鍾
燦
が
沈
約

に
対
す
る
個
人
的
な
宿
憾

の
情
を

こ
え
て
、
時
代

の

文
学
的
情
況

に
か
か
わ

っ
て
ゆ
く
文

学

的

責

任

が
賭

け
ら
れ
て
お
り

、

『詩

品
』
を
著
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

内

的

必
然

性
が
存
在

し
て
い
た
と

い
え
る
で
あ
ろ

.つ
o

④

薫
子
顕
の

「南
斉
書
」
文
学
伝
論
の

「今
之
文
章
、
作
者
錐
衆
、
掬
而
為
論
、
略
有
三
体
.

一則
啓
心
閑
繹
、
托
辞
華
曝
、
錐
存
巧
縛
終
致
迂
回
、
宜
登
公
宴
本
凡
准
的
、
而
疏
慢
悶
緩

膏
盲
之
病
、
曲
正
可
採
酷
不
入
情
、
此
体
之
源
、
出
霊
運
而
成
也
。

(中
略
)
次
則
発
唱
驚

挺
、
操
調
険
急
、
離
藻
淫
艶
、
傾
舷
心
魂
、
亦
猶
五
色
之
有
紅
紫
、
八
音
之
有
鄭
衛
、
斯
飽

照
之
遺
烈
也
。

⑤

司
馬
遷
の
発
憤
著
書
の
説
は

「太
史
公
自
序
」
に
依
る
。
拙
論

「韓
愈
に
お
け
る
発
憤
著

書
の
説
」

(文
学
研
究
七

一
輯
所
収
)
を
参
照
。

⑥

興
膳
宏
氏
の

「文
心
雛
龍
と
詩
品
の
文
学
観
の
対
立
」

(吉
川
幸
次
郎
博
士
退
休
記
念
中

国
文
学
論
集
所
収
)
を
参
照
。

⑦

高
木
正

一
氏
の
説
は

「鍾
氏
詩
品
疏
囚
」

(立
命
館
文
学
第
三
○
九
号
所
収
)
か
ら
の
引

用
で
あ
る
。

③

高
松
亨
明
氏
の

「詩
品
詳
解
」

(弘
前
大
学
中
国
文
学
会
刊
)
を
参
照
。

⑨

拙
論

「鍾
嫌
の
文
学
理
念
」
の
脱
稿
に
あ
た
っ
て
、
高
木
正
一
氏
が
恵
贈
下
さ
う
た

「鍾

氏
詩
品
疏
」
、
車
柱
環
氏
の

「鍾
燦
詩
品
校
証
」
は
常
に
座
右
に
お
い
て
参
考
に
供
し
た
。

更
に
高
松
享
明
氏
の

「詩
品
詳
解
」
及
び
寄
贈
を
あ
つ
か
っ
た
興
膳
宏
氏
の

「文
学
論
集
」

(朝
日
新
聞
社
刊
中
国
文
明
選
所
収
詩
品
)
と
、
船
津
富
彦
氏
の

「梁
の
鍾
嫌
の
故
事
論
」

(東
洋
大
学
文
学
部
記
要
の
説
に
啓
発
を
受
け
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
尚
ご
く
最
近
高

木
正
う
氏
の

「鍾
燦
詩
品
」
が
東
海
大
学
出
版
部
か
ら
発
刊
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
と
灰
聞

す
る
が
、
こ
の
著
書
を
未
見
の
ま
ま
に
拙
稿
を
終
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
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(
一
九

七

三

・
三

・

一
四

・
脱

稿

)

註

①

拙
稿

「蓑
子
野
〈
離
量
論
〉
考
証
」
1
六
朝
に
於
け
る
復
古
文
学
論
の
構
造
=

(日
本
中

国
学
会
報
第
二
十
集
)
参
照

②

王
津
達
氏
の

「鍾
傑
生
卒
年
代
考
」

(
一
九
五
七
・
八

・
一
六
日
付
光
明
日
報

・文
学
遺

産
第

一
七
〇
期
所
収
)
は
鍾
蝶
の
生
年
を
宋
の
泰
始
四
年

(四
六
八
)
卒
年
を
梁
の
天
監
十

七
年

(五
一
八
)
と
考
証
し
、
王
倹
が
吏
部
を
領
し
た
永
明
四
年
に
鍾
嫌
が
秀
才
に
あ
げ
ら

れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

③

拙
論
は
鍾
燦
と
寛
陵
王
の
サ
ロ
ン
に
集

っ
て
い
た
文
人
群
と
を
結
び
つ
け
た
人
物
に
王
倹

が
介
在
し
て
い
た
と
推
論
し
た
が
、
そ
の
推
論
を
樹
て
る
に
あ
た
っ
て
、
森
野
繁
夫
氏
の

「

六
朝
詩
の
研
究
」

(学
習
社
刊
)
の

「斉
梁
の
文
学
集
団
と
中
心
人
物
」
の
条
り
を
診
考
に

し
た
。


