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は
じ
め
に

　
文
學
史
上
、
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
物
語
は
、
そ
れ
に
つ
い

て
の

々
な
言
及
や
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
新
た
な
作
品
を
絕
え
閒
な
く
生
み
出
し

て
い
く
。
そ
れ
ら
の
言
及
や
後
續
作
品
は
物
語
の
受
容
の
さ
れ
方
を
映
し
出
す
と

と
も
に
、
當
時
の
人
々
の
思
考
法
の
一
端
を
映
し
出
す
も
の
と
も
な
る
。

　
中
國
文
學
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
決
定
的
な
物
語
の
一
つ
に
、
戀
物
語
の
代
表

と
し
て
な
ら
ば
ま
ず
、
崔
鶯
鶯
と
張
生
の
戀
を

く
西
廂
故
事
が
擧
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
は
じ
め
唐
代
の
短
篇
文
言
小
說
と
し
て
生
ま
れ
た
西
廂
故
事
は
、
後
世

に
多
大
な
影
响
を
及
ぼ
し
、
多

な
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
る
大
き
な
系
譜
を
形
成

し
て
い
っ
た
。
そ
の
影
响
下
に
申
純
と
王
嬌
娘
の
戀
を

く
「
嬌
紅
記
」
が
生
ま

れ
て
人
氣
を
博
し
、
朙
代
に
は
崔
・
張
と
申
・
王
の
組
み
合
わ
せ
が
戀
物
語
の
典

型
と
し
て
し
ば
し
ば
竝
稱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
通
俗
文
學
が
出
版
產
業
の
發
逹
や
知

人
の
積
極
的
な
參
入
に
よ

っ
て
大
き
な
變
容
と
隆
盛
を
遂
げ
た
朙
代
の
文
言
小
說
の
中
か
ら
、
當
時
に
お
け

る
西
廂
故
事
の
受
容
と
發
展
の
あ
り
方
を
示
す
事
例
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
背
後
に

朙
代
文
學
の
ど
の
よ
う
な
流
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
考
え
て
み
た
い
。

一
　
西
廂
故
事
の
變
遷

　
ま
ず
最
初
に
、
西
廂
故
事
の
歷
史
的
展
開
と
代
表
的
作
品
に
つ
い
て
槪

し
て

お
く
。
始
ま
り
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
唐
の
元
稹
に
よ
る
文
言
傳
奇
小
說
「
鶯
鶯

傳
」
別
名
「
會
眞
記
」
で
あ
る
。
後
世
、
唐
代
傳
奇
の
代
表
作
と
さ
れ
る
こ
の
短

篇
は
、
悲
戀
と
い
う
よ
り
も
エ
リ
ー
ト
靑
年
の
戀
の
冐
險
と
そ
の
終
わ
り
を

く

も
の
で
、
當
初
の
題
名
は
「
傳
奇
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
元
稹
自
身
が
モ
デ
ル
と

さ
れ
る
男
主
人
公
の
張
生
、
ヒ
ロ
イ
ン
崔
鶯
鶯
、
そ
の
侍
女
紅
娘
な
ど
主
な
登
場

人
物
は
既
に
揃
っ
て
い
る
が
、
敍
述
は
ご
く
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。

　
そ
の
後
こ
の
物
語
は
廣
範
に
受
け
繼
が
れ
、
多
く
の
改
編
作
品
が
生
ま
れ
て
戀

物
語
の
大
き
な
流
れ
に
成
長
し
て
い
く
。
そ
れ
に
は
、

能
の
題
材
と
な
っ
た
こ

と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
現
存
す
る
最
古
の
改
編
作
品
は
北
宋
の
趙
令

畤
に
よ
る
商
調
蝶
戀

鼓
子
詞
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
西
廂
故
事
は
文
言
小
說

か
ら
語
り
物
に
擴
大
す
る
。
內
容
は
「
鶯
鶯
傳
」
か
ら
變
化
し
て
い
な
い
が
、
結

末
で
張
生
が
鶯
鶯
と
の
離
別
を
禮
敎
社
會
の
男
の
立
場
か
ら
正
當
化
す
る
臺
詞
、

い
わ
ゆ
る
尤
物
論（

１
）が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
純
眞
な
戀
物
語
に
移
行
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
南
宋
の
皇
都
風
⺼
主
人
『
綠
窗
新

朙
代
文
言
小
說
に
お
け
る
西
廂
故
事
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　
　―

「
鍾
情
麗
集
」の
議
論
を
中
心
に―

�

大
賀
晶
子



朙
代
文
言
小
說
に
お
け
る
西
廂
故
事
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て

七
九

二
　
西
廂
故
事
の
後
續
作
品

　
一
方
、
唐
代
傳
奇
の
終
焉
と
と
も
に
力
を
失
っ
た
と
言
わ
れ
る
文
言
小
說
の
世

界
で
も
、
西
廂
故
事
の
影
响
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ
る
才
子
佳
人
型
の
作
品
は
跡

を
絕
た
な
か
っ
た
。
中
で
も
、
元
の
宋
遠
の
作
と
さ
れ
る
「
嬌
紅
記
」
の
果
た
し

た
役
割
は
大
き
い
。
以
下
に
そ
の
梗
槪
を
述
べ
る
。

　
成
都
の
書
生
申
純
は
、
お
じ
に
あ
た
る
王
通

の
邸
宅
に
滯
在
す
る
。
そ

こ
で
令
孃
の
嬌
娘
と
出
會
い

か
れ
あ
う
。
二
人
は
詩
詞
の
や
り
と
り
を
通

し
て

近
し
、
一
夜
ひ
そ
か
に
結
ば
れ
る
。
父
の
命
令
で
歸
鄕
し
た
申
純
は

媒
を
た
て
て
婚
姻
を
申
し
込
む
が
、
嬌
娘
の
父
は
從
兄
妹
ど
う
し
の
結
婚
は

な
ら
ぬ
と
拒
絕
す
る
。
申
純
は
ま
た
王
家
に
滯
在
す
る
が
、
二
人
の
關
係
に

氣
づ
い
た
侍
女
飛
紅
が
、
嬌
娘
の
母
が
二
人
を
疑
う
よ
う
仕
向
け
た
た
め
辭

去
す
る
。
申
純
は
科
擧
に
及
第
、
王
家
を
訪
れ
る
。
嬌
娘
は
へ
り
く
だ
っ
て

飛
紅
の
機
嫌
を
と
る
。
嬌
娘
の
父
の

と
な
っ
た
飛
紅
は
い
ま
や
味
方
と

な
り
、
そ
の
說
得
で
二
人
の
婚
約
が
ま
と
ま
る
。
し
か
し
、
申
純
の
か
つ
て

の
愛
人
で
あ
る

女
丁
憐
憐
か
ら
嬌
娘
の
美
貌
を
聞
き
知
っ
た

門
の
息
子

が
强
引
に
求
婚
し
、
嬌
娘
の
父
は
や
む
な
く
承

す
る
。
悲
嘆
に
く
れ
る
二

人
は
、
や
が
て
相
次
い
で
病
死
す
る
。
嬌
娘
の
父
は
憐
れ
ん
で
二
人
を
鄰
り

合
わ
せ
の
塚
に
埋

す
る
。
後
日
二
人
の
幽
靈
が
現
れ
る
が
、
壁
に
殘
し
た

詩
は
た
ち
ま
ち

れ
て
消
え
て
し
ま
う
。
二
人
の

に
は
つ
が
い
の
鴛
鴦
が

飛
び
回
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

　「
嬌
紅
記
」
は
、
元
代
の
文
言
小
說
の
中
で
は
比
較
的
㊒
名
な
作
品
で
あ
る
。

「
鶯
鶯
傳
」
で

か
れ
た
書
生
と
深
窓
の
令
孃
の
戀
、
侍
女
の
活
躍
、
監
視
の
目

話
』
は
、
北
宋
ご
ろ
の

能
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
書
物
で
あ

る
が
、
こ
の
中
に
も
「
張
公
子
遇
崔
鶯
鶯
」
の
項
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も

二
人
が
ひ
そ
か
に
結
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
末
を
悲
劇

か
ら
引
き
離
そ
う
と
す
る
傾
向
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
張
生
に
は
君
瑞
と
い
う

名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
宋
代
に

々
な
西
廂
も
の
の

能
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
痕
跡
が
殘
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
金
の

宗
朞
の
人
と
傳
え
ら
れ
る

解
元
に
よ
っ
て
、
西
廂
故
事
は
は

っ
き
り
と
『
西
廂
記
』
に
變
貌
を
遂
げ
た
。
語
り
物
の
一
種
で
あ
る
諸
宮
調
の
形

式
を
と
り
、
鶯
鶯
に
求
婚
す
る
邪
魔
者
と
し
て
鄭
恆
が
登
場
す
る
（「
鶯
鶯
傳
」
で

は
鶯
鶯
の
母
の
姓
を
鄭
氏
と
す
る
が
、
鶯
鶯
の
嫁
ぎ
先
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
愛
し
合
う
二
人
が
波
亂
を
經
て
め
で
た
く
夫
婦
と
な
る
と
い
う
、
團
圓

に
終
わ
る
戀
物
語
が
完
成
し
た（

２
）。

　
こ
の
『

解
元
西
廂
記
諸
宮
調
』、
通
稱
『

西
廂
』
で
確
認
さ
れ
る
、「
鶯
鶯

傳
」
か
ら
の
主
た
る
變
化
は
次
の
三
點
で
あ
ろ
う
。
白
話
文
學
作
品
と
し
て
の
完

成
、
長
篇
化
に
と
も
な
う
筋
の
複
雜
化
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
。
そ
し
て
こ
れ
を
受

け
て
、
元
の
王
實
甫
に
よ
り
長
篇
の
雜
劇
『
西
廂
記
』
が
制
作
さ
れ
、
朙
淸
を
經

て
今
日
に
至
る
ま
で
、
決
定
的
な
影
响
を
與
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
朙
代
に
な
る
と
北
曲
雜
劇
は
衰
退
に
向
か
う
が
、『
西
廂
記
』
の
上
演
は
續
き
、

ま
た
雜
劇
は
讀
み
物
と
し
て
の
發
逹
を
遂
げ
て
い
く
。
演
劇
で
は
南
戲
が
勃
興
し
、

戲
曲
が
多
數
刊
行
さ
れ
た
。『
西
廂
記
』
に
も
南
戲
化
す
る
方
向
で
の
變
容
が
顯

と
な
る
。
朙
瞭
に
意
圖
を
持
っ
た
『
南
西
廂
』
す
な
わ
ち
南
曲
版
『
西
廂
記
』

へ
の
改
作
は
も
と
よ
り
、
北
曲
を
標

す
る
刊
本
に
お
い
て
も
無
意

的
な
南
戲

化
の
傾
向
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る（

３
）。
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統
治
が
安
定
し
て
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
は
、『
西
廂
記
』
と
同

ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
が
主
流
で
あ
る
。「
賈
雲

還
魂
記
」
で
は
題
名
ど
お
り
一
度
死
ん
だ
ヒ
ロ

イ
ン
が
轉
生
し
て
團
圓
と
な
る
。「
鍾
情
麗
集
」
で
は
、
驅
け

ち
、
裁

、
ヒ

ロ
イ
ン
の
自
殺
未
遂
と
さ
ん
ざ
ん
に
波
亂
を
設
け
た
末
に
、
突
如
ヒ
ロ
イ
ン
の
父

が
あ
っ
さ
り
と
結
婚
を
認
め
、
全
て
ま
る
く
お
さ
ま
る
。

　
こ
れ
ら
後
續
作
品
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
一
つ
に
は
「
鶯
鶯
傳
」
か
ら
の
物

語
の
質
的
な
變
化
で
あ
る
。
悲
劇
と
い
っ
て
も
「
鶯
鶯
傳
」
の
結
末
は
、
張
生
が

身
勝
手
と
も
と
れ
る
理
屈
を
弄
し
て
關
係
を
絕
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
し
た
後
に
張

生
の
方
で
再
會
を

む
も
、
鶯
鶯
か
ら
は
怨
み
を
こ
め
た
詩
が
贈
ら
れ
て
く
る
、

と
い
う
後
味
の
惡
い
も
の
な
の
に
對
し
、「
嬌
紅
記
」
以
下
の
作
品
で
は
、
結
末

が
ど
う
あ
れ
二
人
が
常
に
思
い
合
っ
て
い
る
こ
と
が
大
歬
提
と
さ
れ
、
そ
の
點
で

『
西
廂
記
』
と
同
じ
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
言
え
る
の
は
、「
嬌
紅
記
」
が
持
っ
て
い
た
影
响
力
の
大
き
さ
で
あ

ろ
う
。
今
日
で
は
「
嬌
紅
記
」
に
『
西
廂
記
』
の
よ
う
な
名
聲
は
な
い
が
、「
賈

雲

還
魂
記
」
以
下
の
朙
代
文
言
小
說
で
は
、『
西
廂
記
』
と
「
嬌
紅
記
」
は
戀

物
語
の
典
型
と
し
て
し
ば
し
ば
竝
稱
さ
れ
て
お
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
が
崔
鶯
鶯
・

王
嬌
娘
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
る
場
面
が
見
ら
れ
る
。

　「
嬌
紅
記
」
は
演
劇
化
も
さ
れ
た
。
現
存
す
る
朙
代
の
演
劇
作
品
で
は
、
宣
德

一
〇
年
（
一
四
三
五
）
の
序
を
持
つ
雜
劇
『
金

玉
女
嬌
紅
記
』、
ま
た
崇
禎
一
一

年
（
一
六
三
八
）
の
序
を
持
つ
孟
稱
舜
の
南
戲
『
節
義
鴛
鴦
塚
嬌
紅
記
』
が
擧
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
も
ま
た
、
西
廂
故
事
の
子
孫
と
言
え
よ
う
。

三
　
小
說
內

で
の
西
廂
故
事
へ
の
言
乁
・
議
論

　
右
で
見
た
よ
う
に
「
鶯
鶯
傳
」
の
誕
生
以
來
、
西
廂
故
事
そ
の
も
の
が
改
作
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
西
廂
故
事
の
影
响
下
に
同
類
型
を
持
つ
新
た
な
物
語
が
生
み

を
く
ぐ
っ
て
の
忍
び
會
い
と
い
っ
た
要
素
を
受
け
繼
ぎ
つ
つ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
增

や
し
、
隨
所
に
詩
詞
の
應
酬
を
入
れ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
散
文
と

文
が
交
互
に

繰
り
﨤
さ
れ
る
形
式
の
リ
ズ
ム
を
確
立
し
、
朙
代
に
顯

と
な
る
文
言
小
說
の
長

篇
化
に
先
鞭
を
つ
け
た
。
朙
の
中
朞
以

の
も
の
と
思
わ
れ
る
單
行
本
が
現
存
す

る
ほ
か
、

曆
ご
ろ
か
ら
多
く
刊
行
さ
れ
た
通
俗
類
書
に
も
繰
り
﨤
し

め
ら
れ

て
お
り
、
根
强
い
人
氣
を
誇
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

４
）。

　「
嬌
紅
記
」
に
直

的
影
响
を
與
え
た
の
が
「
鶯
鶯
傳
」
か
、
既
に
白
話
文
學

と
な
っ
た

解
元
な
い
し
王
實
甫
の
『
西
廂
記
』
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
、
伊

漱
平
氏
に
よ
り
「
鶯
鶯
傳
」
の
影
响
を
强
く
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ

れ
て
い
る（

５
）。
確
か
に
文
體
は
も
と
よ
り
內
容
か
ら
み
て
も
、
悲
劇
に
終
わ
る
結
末

で
「
鶯
鶯
傳
」
と
一
致
す
る
。
た
だ
「
鶯
鶯
傳
」
の
中
途
半
端
な
悲
劇
性
と
は
違

い
、
い
わ
ば
悲
戀
ら
し
い
悲
戀
物
語
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
後
、
元
末
か
ら
朙
代
に
か
け
て
、「
嬌
紅
記
」
の
後
續
作
品
が

次
々
と
生
ま
れ
た
。
元
末
朙
初
の
瞿
佑
『
剪
燈
新
話
』
卷
四
に

め
る
「
翠
翠

傳
」
で
は
、
戰
亂
の
中
で
生
き
別
れ
と
な
っ
た
夫
婦
が
や
が
て
再
會
を
果
た
す
も

の
の
、
妻
は
既
に

力
者
の

に
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
嘆
き
死
に
に
死
ん
だ
後
、

や
は
り
鄰
り
合
わ
せ
に

ら
れ
る
。
か
つ
て
の
使
用
人
の
歬
に
幽
靈
と
な
っ
て
姿

を
あ
ら
わ
し
、
實
家
に
あ
て
た
手
紙
を
託
す
が
そ
の
字
が
消
え
て
し
ま
う
と
い

う
後
日
談
も
含
め
て
、「
嬌
紅
記
」
の
內
容
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
『
剪
燈
新

話
』
の
影
响
下
に
書
か
れ
た
李
禎
『
剪
燈
餘
話
』
の
卷
五
「
賈
雲

還
魂
記
」
も

「
嬌
紅
記
」
の

倣
作
で
あ
り
、
同
時
に
長
篇
化
の
傾
向
を
示
す
。
さ
ら
に
「
鍾

情
麗
集
」
を
は
じ
め
、
い
く
つ
も
の
長
篇
文
言
小
說
が
「
嬌
紅
記
」
の
路
線
を
よ

り
通
俗
化
し
な
が
ら
受
け
繼
い
で
い
っ
た
。

　
右
に
擧
げ
た
後
續
作
品
の
う
ち
、「
翠
翠
傳
」
は
作
者
が
實
際
に
元
末
の
戰
亂

朞
を
經
驗
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
悲
劇
性
に
重
點
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
朙
朝
の
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上
元
夫
人
が
封
陟
の
も
と
に
天

っ
た
り
、雲

が
裴
航
と
巡
り
會
っ
た
り
、

杜

香
が
張
碩
に
嫁
い
だ
り
、
吳
彩
鸞
が
文
簫
と
結
婚
し
た
り
と
い
っ
た
、

情
欲
に
流
さ
れ
、そ
の
跡
を
掩
う
べ
く
も
な
い
よ
う
な
の
と
は
違
う
の
で
す
。

…
…
湘
君
・
湘
夫
人
は
舜
王
の
妃
で
、
舜
王
崩
御
の
こ
ろ
に
は
も
う
年
老
い

て
お
ら
れ
た
は
ず
。
李
群
玉
は
ま
た
何
と
い
う
人
で
し
ょ
う
、
あ
え
て
い
か

が
わ
し
い
詩
を
作
っ
て
黃
陵
の
廟
を
け
が
し
「
知
ら
ず
精
爽
何
處
に
か

つ

る
を
、
疑
う
ら
く
は
是
れ
行
雲
秋
色
の
中
」
な
ど
と
…
…（

６
）

　
議
論
と
言
っ
て
も
遊
戲
的
な
も
の
だ
が
、
全
體
に
、
神
話
・
傳
說
の
領
域
に
屬

す
る
女
神
に
つ
い
て
の
情
話
は
後
世
の
で
た
ら
め
で
あ
り
、
逆
に
傳
奇
小
說
の
類

は
お
お
む
ね
事
實
と
い
う
基
準
で
分
類
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
そ
こ
に
作
者

の
意
圖
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
同
卷
四
に

め
る
「
龍
堂
靈

會
錄
」
で
は
、
龍
王
の
宴
に
招
か
れ
た
男
の
體
驗
と
い
う
形
で
、
伍
子
胥
の
口
を

借
り
て

蠡
の
非
を
長
々
と
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
作
者
不
朙
の
長
篇
文
言

小
說
「
龍
會

池
錄
」（
通
俗
類
書
に

め
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
み
現
存
す
る
）
に
は
、

男
主
人
公
が
小
說
や
戲
曲
の
內
容
に
つ
い
て
、
史
實
に
反
す
る
で
た
ら
め
だ
と
述

べ
立
て
る
長
い
場
面
が
あ
る（

７
）。
な
お
「
龍
會

池
錄
」
は
「
鍾
情
麗
集
」
の
後
續

作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る（

８
）。

　
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
「
鍾
情
麗
集
」
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
る
。
こ
の
作
品
は
朙

代
の
長
篇
文
言
小
說
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
國
色
天
香
』
や
『

陣
綺
言
』
以
下
、
朙
末
に
刊
行
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
全
て
の

通
俗
類
書
や
文
言
小
說
集
に

錄
さ
れ
、
一
貫
し
て
讀
者
の

持
が
あ
っ
た
こ
と

が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
種
の
小
說
と
し
て
は
珍
し
く
單
行
本
も
現
存
し
て
お
り
、

「
新
刊
鍾
情
麗
集
」
と
題
し
、
四
卷
一
册
、
成
化
一
一
年
（
一
四
七
五
）
と
同
二
二

年
（
一
四
八
六
）
の
序
が
あ
る
。
卷
末
に
は
「
忠
恕
堂
弘
治
癸

中
秋

日
、
金

出
さ
れ
、
そ
の

倣
作
か
ら
さ
ら
に

倣
作
が
生
ま
れ
る
と
い
う
展
開
が
續
き
、

大
き
な
系
譜
を
形
作
っ
て
き
た
。
一
方
、
西
廂
故
事
の
受
容
の
あ
り
方
に
は
、
そ

の
系
譜
に
屬
す
る
小
說
の
內

に
お
い
て
當
の
西
廂
故
事
へ
の
言
及
や
議
論
を
お

こ
な
う
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
中
で
も
特

的
な
言
及
の
し
か

た
を
示
す
例
が
「
鍾
情
麗
集
」
に
見
ら
れ
る
が
、
先
に
文
言
小
說
の
中
で
何
ら
か

の
物
語
へ
の
言
及
が
さ
れ
る
他
の
例
を
見
て
お
く
。

　
小
說
の
登
場
人
物
の
會
話
內
で
別
の
物
語
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
の
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
時
に
は
單
な
る
言
及
の
域
を
超
え
て
、
作
者
の
意
見
を
反
映
し

た
議
論
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
朙
代
文
言
小
說
の
出
發
點
と
な
っ
た
『
剪

燈
新
話
』
に
例
を
と
れ
ば
、
卷
四
所

「
鑑
湖
夜
泛
記
」
な
ど
は
む
し
ろ
そ
の
よ

う
な
議
論
を
す
る
た
め
だ
け
に
書
か
れ
た
ら
し
き
作
品
で
、

女
が
野
人
成
令
言

を
招
い
て
人
閒
の
男
と
天
女
の
交
情
の
物
語
を
列
擧
し
、
あ
る
も
の
は
で
た
ら
め

で
あ
っ
て
高
貴
な
女
神
を
誹

す
る
も
の
、
あ
る
も
の
は
そ
の
と
お
り
事
實
で
あ

る
と
竝
べ
立
て
て
い
く
。
以
下
に
そ
の
一

を
引
用
す
る
。

　
仙
娥
憮
然
曰
、
嫦
娥
者
⺼
宮
仙
女
、
后
土
者
地
祗
貴
神
。
大
禹
開
峽
之
功
、

巫
神
實
佐
之
、
而
湘
靈
者
堯
女
舜
妃
、
是
皆
賢
聖
之
裔
、
貞
烈
之
倫
、
烏
㊒

如
世
俗
所
謂
哉
。
非

上
元
之

封
陟
、
雲

之
遇
裴
航
、
香
之
嫁
張
碩
、

彩
鸞
之
配
文
簫
、
情
慾
易
生
、
事
迹
難
掩
者
也
。
…
…
湘
君
夫
人
、
帝
舜
之

配
、
陟
方
之
日
、

已
老
矣
。
李
群
玉
者
果
何
人
歟
、
敢
以
婬
邪
之
詞
、
溷

於
黃
陵
之
廟
曰
、
不
知
精
爽

何
處
、
疑
是
行
雲
秋
色
中
…
…

　
仙
女
は
憮
然
と
し
て
言
っ
た
。「
嫦
娥
は
⺼
宮
の
仙
女
、
后
土
夫
人
は
地

祗
の
神
で
す
。
禹
王
の
治
水
の
功
績
は
巫
山
の
神
が
よ
く
こ
れ
を
助
け
た
の

で
す
し
、
湘
水
の
神
は
堯
王
の
娘
に
し
て
舜
王
の
妃
、
み
な
聖
賢
の
子
孫
で

貞
淑
な
方
々
、
世
俗
で
言
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
な
ど
あ
り
は
し
ま
せ
ん
。
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い
な
い
が
、
こ
の
句
は
「
嬌
紅
記
」
の
中
で
嬌
娘
が
死
の
直
歬
に
作
る
詩
の
「
如

此
鍾
情
古
所
稀
、
吁
嗟
好
事
到
頭
非
」
の
句
に
も
と
づ
い
て
お
り
、「
鍾
情
麗

集
」
が
「
嬌
紅
記
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
が
朙
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
辜
輅
と
瑜
娘
の
會
話
中
、
西
廂
故
事
と
「
嬌
紅
記
」
を
取
り
あ
げ
る
場
面
は
二

つ
あ
る
。
一
つ
め
は
ま
だ
二
人
が
男
女
の
仲
に
な
る
歬
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

　
遂
相
與
終
夜
坐
談
。
女
曰
、

嘗
讀
鶯
鶯
之
傳
、
嬌
紅
之
記
、
未
嘗
不
掩

卷
嘆
息
。
嘗
自
恨
無
鶯
嬌
之
姿
色
、
不
遇
張
生
之
才
情
。
緣
□
見
兄
之
後
、

密
察
其
氣
槪
文
才
、
固
無
減
於
二
生
。
第
恨
孱
陋
無
二
女
之
才
色
以
感
動
君

耳
。
生
曰
、
卿
知
其
一
、
未
知
其
二
。
當
時
鶯
鶯
㊒
自
送
佳
朞
之
美
、
嬌
紅

㊒
血
漬
其
衣
之
驗
。思
惟
今
夜
之
遇
、固
不

於
當
時
也
。而
卿
之
見
拒
何
耶
。

　
こ
う
し
て
と
も
に
一
晚
中
語
り
朙
か
し
た
。
女
が
言
う
の
に
「
わ
た
く
し

は
以
歬
「
鶯
鶯
傳
」「
嬌
紅
記
」
を
讀
み
ま
し
た
が
、
本
を
閉
じ
て
嘆
息
し

な
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
自
分
に
鶯
鶯
や
嬌
娘
の
よ
う
な

容
姿
が
な
く
、
ま
た
張
生
の
よ
う
な
才
と
情
の
あ
る
方
に
出
會
わ
な
い
の
を

嘆
い
て
お
り
ま
し
た
。
兄

に
お
會
い
し
て
よ
り
、
ひ
そ
か
に
そ
の
氣
槪
や

文
才
が
も
と
よ
り
張
・
申
に
劣
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
た

だ
恨
め
し
い
の
は
弱
く
賤
し
い
身
に
は
鶯
鶯
・
嬌
娘
の
よ
う
な
才
色
で
あ
な

た
の
心
を
動
か
せ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
。」
辜
生
は
言
っ
た
。「
あ
な
た
は

一
を
知
っ
て
二
を
ご
存
じ
な
い
。
當
時
、
鶯
鶯
に
は
自
ら
逢
い
引
き
に
赴
い

た
見
事
さ
、
嬌
娘
に
は
血
で
衣
を
染
め
た
證
し
が
あ
り
ま
し
た
。
思
う
に
今

夜
の
出
會
い
は
、
も
と
よ
り
當
時
と

な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の

に
あ
な
た
は
な
ぜ
拒
ま
れ
る
の
で
す
か
。」

　
こ
の
會
話
自
體
は
、
單
に
㊒
名
な
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
だ
け
で
、
議

臺
晏
氏
校
正
新
刊
」
の
木
記
が
あ
る
。
弘
治
癸

は
一
六
年
（
一
五
〇
三
）
に
あ

た
る
。
石
川
武
美
記
念
圖
書
館
成
簣
堂
文
庫
に
所

さ
れ
る
德
富

峰

本
で
、

天
下
の

本
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
表
紙
は
朝
鮮
で
新
た
に
付
さ
れ
た
も
の
で
、

秀
吉
の
朝
鮮
侵
攻
の
際
に
日
本
へ
持
ち
出
さ
れ
た
ら
し
く（

９
）、
朙
か
ら
朝
鮮
に
渡
っ

て
讀
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
嬌
紅
記
」
よ
り
も
さ
ら
に

長
篇
化
し
て
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
數
、
插
入
さ
れ
る
詩
詞
の
數
と
も
に
增
加
し
て
い
る

が
、
プ
ロ
ッ
ト
の
多
く
に
お
い
て
「
嬌
紅
記
」
の
そ
れ
を
踏

し
て
い
る
こ
と
が

指

さ
れ
て
い
る）
（（
（

。

　
男
主
人
公
は
廣
東
瓊
州
の
書
生
辜
輅
、
親
類
で
あ
る
黎
氏
の
邸
宅
に
滯
在
中
、

そ
こ
の
令
孃
で
あ
る
瑜
娘
と

い
あ
い
、
や
が
て
深
い
仲
と
な
る
。「
嬌
紅
記
」

に
お
い
て
飛
紅
の
他
に
も
複
數
の
侍
女
た
ち
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
登
場
す

る
の
と
同
じ
設
定
が
、
よ
り
擴
大
さ
れ
て
語
ら
れ
、
辜
輅
が
瑜
娘
を
知
っ
て
以
來

か
つ
て
の
愛
人
を
顧
み
な
く
な
る
と
か
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
飼
っ
て
い
る
鸚
鵡
が
一
役

演
じ
る
な
ど
、
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
「
嬌
紅
記
」
に
倣
っ
た
內
容
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
求
婚
者
の
登
場
に
よ
っ
て
瑜
娘
が
自
殺
未
遂
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
で
、

い
っ
た
ん
「
嬌
紅
記
」
同

の
悲
劇
の
方
向
へ
傾
斜
し
て
お
い
て
か
ら
、
最
後
に

は
一
轉
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
っ
て
お
り
、
作
者
は
讀
者
の
要
求
に
應
え
て

あ
ら
ゆ
る
要
素
を
入
れ
込
も
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
作
者
に
つ
い
て
は
、
各
卷
の
冐
頭
に
「
玉
峰
主
人
編
輯
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
結
末
で
、「
鶯
鶯
傳
」
に
お
け
る
元
稹
と
同

、
辜
輅
の
知
己
で
あ
る
玉
峰

本
人
が
登
場
し
て
、
世
に
稀
な
こ
の
出
來
事
に
感
歎
し
て
み
せ
、
詩
詞
を
作
っ
て

作
品
を
結
ぶ
。
玉
峰
は
物
語
の

臺
で
あ
る
瓊
州
出
身
の
丘
濬
の
こ
と
と
も
言
わ

れ
る
が
、
そ
れ
は
假
託
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
㊒
力
で
あ
る）

（（
（

。

　
玉
峰
主
人
が
二
人
を
讚
え
る
詩
は
、「
幾
回
離
合
幾
悲

、
如
此
鍾
情
世
所

難
」
で
始
ま
る
。「
鍾
情
麗
集
」
は
基
本
的
に
詩
詞
を
「
嬌
紅
記
」
か
ら
と
っ
て
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日
も

れ
て
、
辜
生
と
瑜
娘
は
長
い
こ
と
⺼
を
待
っ
て
か
ら
と
も
に

屋

へ
歸
り
、
腰
を
下
ろ
し
て
、
所
　
し
て
い
る
『
西
廂
記
』「
嬌
紅
記
」
な
ど

の
書
物
を
み
な
出
し
て
き
て
、寢
物
語
に
樂
し
ん
だ
。
瑜
娘
は
言
っ
た
。「『
西

廂
記
』
は
ど
う
思
わ
れ
て
？
」
辜
生
が
言
う
に
は
「『
西
廂
記
』
は
誰
が
作

っ
た
も
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
考
證
し
て
み
る
と
唐
の
元
稹
は
か
つ
て
「
鶯

鶯
傳
」
お
よ
び
「
會
眞
詩
三
十

」
を
作
り
、
淸
新
に
し
て
精
緻
、
最
も
當

時
の
文
人
に
賞
贊
さ
れ
ま
し
た
。『
西
廂
記
』
の
始
ま
り
は
元
來
こ
の
よ
う

だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
鶯
鶯
が
張
生
に
贈
っ
た
「
別
れ
て
よ
り
後
容

光
減
じ
、

轉
千
■
し
て
床
を
下
る
に
懶
し
。

人
の
爲
に
羞
じ
て
起
き
ざ

る
に
あ
ら
ず
、
郞
の
爲
に
憔
悴
し
却
っ
て
郞
に
羞
づ
」
の
詩
は
最
も
見
事
な

も
の
で
、
李
商
隱
や
杜
牧
に
も
匹

し
ま
す
が
、
こ
れ
が
載
せ
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
の
も
ど
う
い
う
譯
で
し
ょ
う
か
。
思
う
に
こ
の
人
は
き
っ
と
い
い

加
減
に
書
い
て
、
こ
の
詩
を
見
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
歬
代
の
傳
を
見
て

も
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
す
ば
ら
し
い
點
は
そ
の
詞
曲
が
流
麗
で
新
鮮
で
あ

り
、
言
　
が
陳
腐
で
な
い
と
い
う
一
事
の
み
で
す
。
し
か
し
そ
の
語
句
に
は

北
方
♫
が
多
く
、
南
方
人
で
そ
の
興
趣
が
分
か
る
人
は
ま
れ
で
す
。」（
瑜
娘

は
）
ま
た
問
う
た
。「「
嬌
紅
記
」
は
い
か
が
で
す
。」
辜
生
は
「
こ
れ
も
作

者
が
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
曲
は
新
鮮
で
、
整
っ
て
見
事
で
す
し
、

寫

は
魅
力
的
で
飽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
文
才
が
無
け
れ
ば
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
に
書
け
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
そ
の
中
の
詞
は
い
か
が
わ
し
い
も
の

が
多
く
、
優
れ
た
も
の
は
一
つ
か
二
つ
で
す
。
私
は
じ
っ
く
り
と
讀
み
ま
し

た
よ
。
中
で
ど
の
詞
が
最
も
良
い
で
し
ょ
う
か
。」
瑜
娘
は
「
一
剪
梅
で
す
」

と
言
う
。
辜
生
「
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
難
點
が
あ
り
ま
す
。」
女
「
兄

、

言
っ
て
は
だ
め
よ
。
考
え
さ
せ
て
下
さ
い
な
。」
し
ば
ら
く
し
て
言
っ
た
。

「
本
當
に
そ
う
ね
。」
辜
生
「
ど
こ
が
で
す
か
。」
女
「「
離
に
悲

あ
り
、
合

論
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が
、
小
說
「
鶯
鶯
傳
」
と
「
嬌
紅
記
」
が
竝
稱

さ
れ
る
例
の
一
つ
と
言
え
る
。
い
ま
一
つ
は
、
二
人
が
既
に
關
係
を
持
っ
た
後
で

の
會
話
で
あ
る
。

線
は
筆
者
に
よ
る
。

　
天
色
陰
晦
、
生
與
瑜
待
⺼
久
之
、
乃
同
歸

室
、
席
地
而
坐
、
盡
出
其

所

西
廂
嬌
紅
記
等
書
、
共
枕
而
玩
。
瑜
娘
曰
、
西
廂
如
何
。
生
曰
、
西

廂
記
不
知
何
人
所
作
也
。
攷
之
於
唐
元
徽マ

マ

之
時
常
作
鶯
鶯
傳
、
併
會
仙マ

マ

詩

三
十

、淸
新
精
綴
、
最
爲
當
時
文
人
所
稱
羨
。
西
廂
記
之

輿
、
其
本
如

此
也
歟
。
然
鶯
鶯
之
所
作
寄
張
生
、
自
從
別
後
減
容
光
、

轉
千
■）

（（
（

懶
下

床
。
不
爲

人
羞
不
起
、
爲
郞
憔
悴
却
羞
郞
、
此
詩
最
爲
絕
妙
、
可
以
伯
仲

義
山
牧
之
而
比
、
此
記
不
載
、

不
知
其
何
故
也
。
意
斯
人
必
杜
譔
成
記
、

不
惟
不
見
此
詩
、
而
亦
不
見
歬
傳
也
。
所
可
羨
者
、
其
閒
詞
曲
、
流
麗
意
新
、

而
語
不
腐
一
事
耳
。
然
其
句
語
多
北
方
之
♫
、
南
方
之
人
知
其
意
味
也

罕

焉
。
　
問
嬌
紅
記
如
何
。
生
曰
、
亦
未
知
其
作
者
何
人
、
但
其
閒
曲
新
、
井

井
㊒
條
而
可

、
寫
言
辭
亹
亹
之
可
聽
、
而
不
厭
也
。

非
㊒
製
作
之
才
、

焉
能

是
哉
。
然
其
諸
小
詞
、
多
鄙
猥
、
可
人
者
僅
一
二
焉
。
予
　
之
熟
矣
。

其
中
㊒
何
詞
最
佳
。
瑜
曰
、
一
剪
梅
。
生
曰
、
以
余
看
之
、
似
㊒
病
。
女
曰
、

兄
勿
言
。
待

思
之
。
閒
然
曰
、
誠
然
。
生
曰
、
何
在
。
曰
、
離
㊒
悲

、

合
㊒
悲

乎
。
生
笑
曰
、
然
。
夫
離
別
、
人
情
之
所
不
忍
者
也
。
大
丈
夫
之

仗
劍
對
樽
酒
、

不
能
無
勤マ
マ

（
動
？
）
於
心
、
況
兒
子
女
之
交
者
、
其
曰
離

㊒
悲
固
然
也
。
離
㊒

、
吾
不
之
信
也
。
至

會
合
者
、
人
情
之
所
深
欲
者

也
。
雖
四
海
五
湖
之
人
、
一
朝
同
處
而
喜
氣

聲
、
亦
㊒
不
朞
然
而
然
者
。

況
男
女
交
情
之
深
乎
。
謂
之
合
㊒

、
不
言
可
知
矣
。
謂
之
合
㊒
悲
、
雖
或

㊒
之
而
吾
未
之
信
也
。
瑜
曰
、
兄
以
何
者
爲
佳
。
生
曰
、
如
此
鍾
情
古
所
稀
、

吁
嗟
好
事
到
頭
非
。
汪
汪
兩
眼
西
風
淚
、
洒
向
陽
臺
化
作
灰
、
一
詩
而
已
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

八
四

語
ら
れ
て
い
る
の
も
感
想
で
は
な
く
批
評
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
考
證
と
言
う

べ
き
內
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
『
西
廂
記
』
談
義
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
元
稹
作
の
唐
代
傳
奇
小
說
「
鶯
鶯
傳
」
と
、
戲
曲
の
『
西
廂
記
』
を
朙

確
に
區
別
し
、
各
作
品
の
成
立
の
經
緯
を
確
認
し
た
う
え
で
、
作
者
の
態
度
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
點
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
同
じ
「
鍾
情
麗
集
」
の
中
で
も
、
一
度

め
に
「
鶯
鶯
傳
」「
嬌
紅
記
」
を
取
り
あ
げ
た
場
面
の
よ
う
な
、
鶯
鶯
や
嬌
娘
に

自
分
を
重
ね
て
嘆
息
す
る
と
い
っ
た
書
き
方
と
は

な
る
。

四
　「
鶯
鶯
傳
」
と
『
西
廂
記
』

　
一
般
に
は
西
廂
故
事
を
持
ち
出
す
場
合
、
書
き
手
は
小
說
「
鶯
鶯
傳
」
と
戲
曲

『
西
廂
記
』
の
ど
ち
ら
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
物
語
に

戀
人
た
ち
の
離
別
に
よ
る
結
末
を

む
か
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
好
む
か
と
い
う

受
容
側
の
指
向
に
關
わ
る
違
い
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
點
を
確
認
し
て

み
る
。
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
鶯
鶯
傳
」
で
は
姓
し
か

記
さ
れ
な
い
張
生
の
名
や
字
に
言
及
す
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。

　『

西
廂
』
で
は
張
生
は
名
は
珙
、
字
は
君
瑞
と
さ
れ
、『
王
西
廂
』
も
こ
れ

を
踏

し
て
い
る
。
先
に
ふ
れ
た
「
賈
雲

還
魂
記
」
を
見
る
と
、
ヒ
ロ
イ
ン

が
「
第
恐
天
不
與
人
方
便
、
不
能
善
始
令
終
。
張
珙
申
純
、
之マ

マ
（
足
？
）
爲
朙
鑑
。

（
た
だ
心
配
な
の
は
天
が
人
を
助
け
ず
、
始
め
良
し
、
終
わ
り
も
良
し
と
は
い
か
な
く
な
る

こ
と
で
す
。
張
珙
・
申
純
が
よ
い
見
本
で
す
）」
と
述
べ
る
場
面
が
あ
る）
（（
（

。
ま
た
他
に

も
西
廂
故
事
と
「
嬌
紅
記
」
に
言
及
す
る
臺
詞
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
離
別
に
終
わ

る
戀
の
例
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
從
っ
て
「
賈
雲

還
魂
記
」
で
は
西
廂
故
事

は
「
鶯
鶯
傳
」
に
沿
っ
た
內
容
で
認

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
悲

劇
的
な
「
嬌
紅
記
」
と
對
に
な
る
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、「
嬌
紅
記
」
を
雜
劇
に
改
編
し
た
『
金

玉
女
嬌
紅
記
』
の
中
に
も
、
嬌

に
悲

あ
り
」
で
は
？
」
辜
生
は
笑
っ
て
「
そ
の
通
り
。
そ
も
そ
も
離
別
は

人
情
に
お
い
て
耐
え
難
い
も
の
で
す
。
立
派
な
男
が
劍
を
杖
つ
き
酒
に
對
す

る
と
い
う
場
合
で
も
、
や
は
り
心
に
動
搖
が
な
い
と
い
う
譯
に
は
い
か
な
い

の
で
す
か
ら
、
ま
し
て
女
子
供
の
交
わ
り
で
は
「
離
に
悲
あ
り
」
と
い
う
の

は
當
然
で
す
。「
離
に

あ
り
」
と
は
私
は
信
じ
ま
せ
ん
。
出
會
い
と
い
う

の
は
、
人
情
の
深
く
求
め
る
も
の
。
世
閒
の
人
ど
う
し
で
も
一
旦
と
も
に
過

ご
せ
ば
喜
び
が
朞
せ
ず
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
男
女
が

深
く
契
っ
た
場
合
は
な
お
さ
ら
で
す
。「
合
に

あ
り
」
と
言
う
の
は
知
れ

た
こ
と
で
す
が
、「
合
に
悲
あ
り
」
と
言
う
の
は
、
あ
り
う
る
と
し
て
も
私

に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。」
瑜
娘
「
兄
　
は
ど
れ
が
最
も
良
い
と
思
い
ま
す
か
。」

辜
生
「「
此
く
の
如
き
鍾
情
は
古
に
稀
な
る
所
、
吁
嗟
好
事
は
到
頭
非
な
り
。

汪
汪
た
る
兩
眼
西
風
の
淚
、
洒
ぐ
に
陽
臺
に
向
か
い
て
化
し
て
灰
と
作
る
」

の
詩
だ
け
で
す
。」

　『
剪
燈
新
話
』
な
ど
に
見
え
る
議
論
が
お
お
む
ね
、
物
語
の
內
容
が
事
實
か
ど

う
か
と
か
、
人
物
の
美
點
や
行
爲
の
是
非
な
ど
を
云
々
す
る
の
に
對
し
、
こ
の
會

話
は
作
品
と
し
て
の
『
西
廂
記
』「
嬌
紅
記
」
を
ど
う
評
價
す
る
か
と
い
う
、
よ

り
理
知
的
な
ス
タ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特

が
あ
る
。

　
後
半
の
「
嬌
紅
記
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
詩
詞
の
內
容
や
表
現
に
つ
い
て
の

批
評
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
當
時
の
批
評
の
流
行
が
、
こ
う
い
っ
た
詩
文
小

說
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
述
の
と
お
り
、
こ
こ
で
賞
贊

さ
れ
て
い
る
「
如
此
鍾
情
古
所
稀
…
…
」
の
詩
は
「
鍾
情
麗
集
」
の
結
末
で
本
歌

取
り
さ
れ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
「
鍾
情
麗
集
」
の
筋
自
體
が
「
嬌
紅
記
」
を

倣

し
て
い
る
と
い
う
複
雜
な
關
係
に
な
っ
て
い
る
。

　
よ
り
興
味
深
い
の
は
歬
半
の
『
西
廂
記
』
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で



朙
代
文
言
小
說
に
お
け
る
西
廂
故
事
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て

八
五

に
「
鶯
鶯
傳
」
の
筋
と
君
瑞
の
名
が
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
一
方

で
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
で
は
珙
と
い
う
名
は
「
西
廂
記
」
の
題
と
結
び
つ
い
て

い
る
。
こ
れ
が
「
龍
會

池
錄
」
に
な
る
と
戀

の
名
が
出
て
く
る
。
男
が
鶯
鶯

を
賞
贊
す
る
の
に
對
し
、
女
が
「
崔
氏
自
獻
其
身
、
乃
㊒
尤
物
之
議
、
卒
焉
改
㊜

鄭
恆
、
今
以
爲
羞
。（
崔
氏
が
自
ら
身
を
捧
げ
た
か
ら
尤
物
の
議
論
が
起
き
た
の
で
し
て
、

つ
い
に
鄭
恆
に
嫁
ぎ
か
え
、
今
も
っ
て
恥
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
）」
と
反
駁
す
る）
（（
（

。
こ

こ
で
も
物
語
に
つ
い
て
は
「
鶯
鶯
傳
」
に
よ
り
な
が
ら
、
鶯
鶯
の
嫁
ぎ
先
と
し
て

『
西
廂
記
』
に
し
か
出
な
い
鄭
恆
の
名
を
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
鶯
鶯
傳
」

の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、『
西
廂
記
』
の
浸
透
に
よ
っ
て
後
退
す
る
こ
と
も
な
く
、
破

綻
に
終
わ
る
不
幸
な
戀
の
先
例
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
續
け
る
が
、
同
時
に
登
場
人

物
の
イ
メ
ー
ジ
に
關
し
て
は
、『
西
廂
記
』
で
詳
細
か
つ
表
情
豐
か
に

か
れ
た

そ
の
造
型
が
影
响
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、「
賈
雲

還
魂
記
」、
雜
劇
「
嬌
紅
記
」、「
鍾
情
麗
集
」、
さ
ら
に

「
龍
會

池
錄
」
な
ど
は
全
て
、「
嬌
紅
記
」
の
後
續
作
ま
た
は
改
編
作
で
あ
り
、

「
嬌
紅
記
」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
物
語
の
構
造
や
着
想
を
受
け
繼
い
で
、
結
末

だ
け
を
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
逆
轉
さ
せ
て
い
る
（「
龍
會

池
錄
」
は
戲
曲
『
拜
⺼

亭
』
を
文
言
小
說
に
改
作
し
た
作
品
だ
が
、
內

の
プ
ロ
ッ
ト
に
「
鍾
情
麗
集
」
の
影
响

が
見
ら
れ
る）
（（
（

）。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、「
鶯
鶯
傳
」
に
も
と
づ
い
て
悲
劇
的
結
末
を

强
調
し
て
お
き
な
が
ら
、
自
ら
の
結
末
で
は
、
才
子
佳
人
が
私
通
の
罪
も
許
さ
れ

大
團
圓
を
迎
え
る
。
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
へ
の
移
行
は
、『
西
廂
記
』
そ
の
も
の
も

含
め
た
通
俗
文
學
全
般
の
傾
向
に
一
致
し
、
大
衆
的
な
好
み
に
合
わ
せ
た
結
果
に

は
違
い
な
い
。
だ
が
そ
の
中
で
も
、
元
稹
の
「
鶯
鶯
傳
」
が
影
响
力
を
失
う
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
右
で
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
西
廂
故
事
言
及
箇
所
は
た
い
て
い
、「
鶯
鶯

傳
」
と
『
西
廂
記
』
の

な
る
物
語
世
界
を
、
意

的
に
か
無
意

的
に
か
、
混

娘
が
西
廂
故
事
に
言
及
す
る
臺
詞
が
見
ら
れ
る
。『
金

玉
女
嬌
紅
記
』
は
、
宣

德
一
〇
年
（
一
四
三
五
）
の
序
を
持
ち
、
白
話
文
學
の
刊
本
と
し
て
は
數
少
な
い

早
朞
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
性
格
は
、
實
演
用
臺
本
の
文
面
に
小
說
「
嬌
紅

記
」
か
ら
取
っ
た
內
容
を
上
書
き
し
た
、
讀
み
物
と
し
て
の
戲
曲
が
成
立
し
て
い

く
過
渡
朞
の

相
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る）
（（
（

。

當
の
臺
詞
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
我
見
崔
鶯
鶯
傳
上
說
、
張
君
瑞
的
恰
缺
不
移
不
到
。
四
五
年
後
、
張
生
別

娶
了
渾
家
、
鶯
鶯

改
嫁
了
別
人
。
已
後
張
生
設
計
再
要
見
它
一
見
面
、
鶯

鶯
羞
了
、
不
肯
出
來
罷
了
。

　
私
が
「
崔
鶯
鶯
傳
」
を
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
張
君
瑞
は
ま
る
で
手
紙
も
よ

こ
さ
ね
ば
會
い
に
も
來
ま
せ
ん
（
？
）。
四
、五
年
の
後
に
張
生
は
他
か
ら
妻

を
娶
り
、
鶯
鶯
も
別
人
に
嫁
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
後
張
生
は
計
畫
を
た
て
て
鶯

鶯
に
再
會
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
、
鶯
鶯
は
羞
じ
て
出
て
こ
よ
う
と
せ
ず
そ

れ
っ
き
り
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
臺
詞
に
當
た
る
內
容
は
小
說
「
嬌
紅
記
」
に
は
見
ら
れ
ず
、
雜
劇
の
作
者

が
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
筋
立
て
と
し
て
は
「
鶯
鶯
傳
」
の
不
幸
な

結
末
を
指
し
て
い
る
が
、
同
時
に
張
生
を
「
賈
雲

還
魂
記
」
で
は
張
珙
、『
金

玉
女
嬌
紅
記
』
で
は
張
君
瑞
と
呼
ん
で
お
り
、「
鶯
鶯
傳
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
と

『
西
廂
記
』
寄
り
の
人
物
像
と
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
た
だ
し
張
君
瑞
の
名
は
南
宋
の
王
楙
『
野
客
叢
書
』
に
既
に
見
え
、
張
珙
の
名

も
永
樂
大
典
戲
文
三
種
の
『
宦
門
子
弟
錯
立
身
』
に
「
張
珙
西
廂
記
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
宋
代
に
は
ど
ち
ら
の
名
も
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

『
野
客
叢
書
』
で
は
元
稹
の
「
鶯
鶯
傳
」
と
朙
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
點
で
既
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辜
生
が
言
及
す
る
鶯
鶯
の
詩
は
、『
西
廂
記
』
の
幸
福
な
結
末
と
は
相
容
れ
な
い

は
ず
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
結
末
を
「
鶯
鶯
傳
」
に
沿
っ
た
形
に
す
べ
き
だ
と
い
う

意

が
あ
る
と
想
像
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
實
際
、
朙
代
に
は
『
西
廂
記
』
の
結
末

に
對
す
る
不
滿
が
表
朙
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
徐
復
祚
は

『
曲
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
西
廂
後
四
出
、
定
爲
關
漢
卿
所
補
。
…
…
且
西
廂
之
妙
、
正
在
於

橋
一

、
似
假
疑
眞
、
乍
離
乍
合
、
情
盡
而
意
無
窮
、
何
必
金

題
名
、
洞
房

燭
而
後
乃
愉
快
也
。

　『
西
廂
記
』
の
最
後
の
四
折
は
、
關
漢
卿
が
增
補
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。

…
…
そ
も
そ
も
『
西
廂
記
』
の
す
ば
ら
し
さ
は
ま
さ
に

橋
一

の
場
面
の
、

僞
に
似
て
眞
ら
し
く
、
離
と
思
え
ば
合
、
情
盡
き
て
意
き
わ
ま
り
な
い
と
こ

ろ
に
あ
り
、
ど
う
し
て
必
ず
し
も
科
擧
及
第
、

燭
の
宴
が
あ
っ
て
こ
そ
愉

快
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か）

（（
（

。

　「

橋
一

」
は
『
王
西
廂
』
全
五
本
二
一
折
の
う
ち
第
四
本
の
最
後
、
旅
の

宿
に
あ
る
張
生
が
、
鶯
鶯
が
さ
ら
わ
れ
る
惡

を
見
て
不
安
に
驅
ら
れ
る
場
面
を

指
す
。
徐
復
祚
の
意
見
で
は
「
情
盡
而
意
無
窮
」
の
余

こ
そ
す
ぐ
れ
た
點
な
の

で
あ
り
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
は
情
趣
を
壞
す
陳
腐
な
も
の
と
し
て
低
く
評
價
さ
れ

る
。
そ
の
批

對
象
と
な
る
範
圍
は
「
後
四
出
」、
す
な
わ
ち
最
後
の
第
五
本
と

朙
示
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
『
西
廂
記
』
の
結
末
に
對
す
る
不
滿
と
は
、
結
果
と

し
て
第
五
本
に
對
す
る
不
滿
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　『
西
廂
記
』
の
筋
立
て
は
、
大
枠
で
は
「
鶯
鶯
傳
」
と
ほ
ぼ
同
じ
展
開
を
た
ど

り
、
結
末

分
に
な
っ
て
「
鶯
鶯
傳
」
か
ら
大
き
く
乖
離
す
る
。
鶯
鶯
と
張
生
に

と
っ
て
最
大
の

害
と
な
る
べ
き
許
婚
の
鄭
恆
は
、
第
五
本
で
初
め
て

臺
に
登

同
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
史
實
な
い
し
原
典
と
、
後
世
に
發
展
し
た
物
語
が

入
り
ま
じ
る
の
は
珍
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
對
し
て
「
鍾
情
麗
集
」

の

當
箇
所
で
は
、
そ
れ
ら
を
冷
靜
に
區
別
し
、
む
し
ろ
「
鶯
鶯
傳
」
が
も
と
に

な
っ
て
『
西
廂
記
』
が
制
作
さ
れ
た
と
い
う
、
變
遷
の
過
程
に
つ
い
て
整
理
す
る

こ
と
を
眼
目
と
し
て
い
る
ら
し
い
點
が
㊟
目
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
の
し
か
た
は
、「
鍾
情
麗
集
」
全
體
が
與
え
る
卑
俗
な
印
象

と
は
裏
腹
に
、
知

人
的
な
性
格
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
商
調
蝶
戀

鼓
子
詞
や
、『

西
廂
』
を
經
て
『
王
西
廂
』
へ
と

い
っ
た
細
か
い
點
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
ま
た
『
西
廂
記
』
の
作
者
を
不
朙
と
言

っ
て
い
る
點
は
、「
鍾
情
麗
集
」
の
作
者
が
、『
錄
鬼
簿
』
や
『
太
和
正
♫
譜
』
な

ど
と
い
っ
た
㊮
料
を
き
ち
ん
と
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

五
　『
西
廂
記
』
批

の
意
味
す
る
も
の

　
こ
れ
ら
の
狀
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
先
に
引
用
し
た
議
論
に
つ
い
て
の
檢
討

に
移
る
。
辜
生
の
臺
詞
は
、
鶯
鶯
が
張
生
に
贈
っ
た
詩
の
う
ち
、
彼
が
最
も
優
れ

て
い
る
と
み
な
す
「
自
從
別
後
減
容
光
…
…
」
の
作
が
『
西
廂
記
』
に
採
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
を
、
批

的
に
指

し
て
い
る
。
こ
れ
は
鶯
鶯
の
詩
と
し
て
㊒
名
な

も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
ふ
た
た
び
「
鶯
鶯
傳
」
と
『
西
廂
記
』
の

な
る

物
語
世
界
の
、
矛
盾
し
た
ま
ま
で
の
同
居
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
詩
は
「
鶯
鶯

傳
」
に
お
い
て
張
生
と
鶯
鶯
が
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
し
別
離
が
確
定
し
た
後
の
訣
別
の

詩
で
あ
り
、『
西
廂
記
』
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
る
以
上
、
採
用
さ
れ
な
い
の

は
當
然
な
の
だ
が
、
辜
生
の
臺
詞
は
結
末
の
違
い
を
無
視
し
て
、『
西
廂
記
』
作

者
の
杜
撰
さ
に
原
因
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
難
癖
と
も
言
え
る
批

の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



朙
代
文
言
小
說
に
お
け
る
西
廂
故
事
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て

八
七

い
だ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。『
西
廂
記
』
で
は
鄭
恆
の
許
婚
だ
っ
た
が
、
つ

い
に
張
生
に
嫁
ぐ
と
い
う
。
後
に
農
地
か
ら
崔
鶯
鶯
の

誌
が
見
つ
か
っ
た

が
、
そ
の
夫
は
本
當
に
鄭
恆
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
王
世
貞
は
「
鶯
鶯
傳
」
と
『
西
廂
記
』
を
對
照
し
、
人
物
名
に
着

目
し
て
考
證
を
試
み
て
い
る
。
な
お
王
世
貞
が
い
う
鶯
鶯
の

誌
な
る
も
の
は
、

朙
の
鄧
伯
羔
『

彀
』
に
見
え
る
。

　『
西
廂
記
』
の
作
者
が
第
五
本
の
み

な
る
と
す
る
說
は
、
朙
代
中
朞
を
過
ぎ

た
頃
か
ら
廣
く
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
背
景
に
は
、
時
閒
の
經
過
に
よ
っ
て

『
錄
鬼
簿
』
や
『
太
和
正
♫
譜
』
な
ど
の
基
本
㊮
料
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
す
る
と
辜
生
が
『
西
廂
記
』
の
作
者

を
不
朙
と
述
べ
て
い
る
の
は
、「
鍾
情
麗
集
」
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
成
化
年

閒
ご
ろ
の
狀
況
に
符
合
し
よ
う
。
朙
末
に
は
王
作
關
續
說
が
か
な
り
定
着
し
て
い

た
。
胡
應
麟
も
、「
鶯
鶯
傳
」
か
ら
『

西
廂
』
を
經
て
『
王
西
廂
』
に
至
る
過

程
や
元
朙
朞
の
演
劇
の
變
遷
を
論
じ
つ
つ
、
王
作
關
續
說
を
取
り
あ
げ
、
ま
た
鄭

恆
に
つ
い
て
は
「
鶯
鶯
傳
」
に
見
え
な
い
こ
と
か
ら
附
會
で
あ
る
と
し
て
い
る）

（（
（

。

　
第
五
本
が
批

さ
れ
る
の
は
、
文
學
的

點
か
ら
內
容
・
表
現
に
違
和
感
を
覺

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
別
人
增
補
說
に
し
て
も
そ
の
違
和
感
ゆ
え
に
說
得
力

が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
王
世
貞
の
よ
う
に
考
證
を
す
る
人
が
い
る
以
上
、

原
作
で
あ
る
「
鶯
鶯
傳
」
が
悲
劇
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
も
、
直

に
か
ど
う

か
は
と
も
か
く
、
リ
ン
ク
し
て
は
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
結
末
＝
第
五
本
へ
の
批

に
せ
よ
、
作
者
問
題
の
穿
鑿
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
甚

だ
知

人
的
な
態
度
で
あ
る
と
言
え
る
。
第
五
本
を

質
と
み
る
考
え
は
、
徐
復

祚
の
意
見
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
場
面
や
文
辭
の
情
趣
に
對
す
る
評
價
の
あ
り
か

た
と
關
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
種
の
悲
劇
趣
味
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
王
世

場
し
、
波
亂
を
設
け
る
も
の
の
あ
っ
さ
り
と
退
場
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
ま

ま
物
語
は
大
團
圓
を
迎
え
る
。
こ
れ
を
改
め
て
全
五
本
の
構
成
に
よ
っ
て
見
る

と
、
第
一
本
か
ら
第
四
本
ま
で
で
鶯
鶯
と
張
生
の
戀
、
お
よ
び
張
生
の
受
驗
を
語

り
、
こ
こ
ま
で
は
大
筋
で
「
鶯
鶯
傳
」
に
一
致
す
る
。「
鶯
鶯
傳
」
で
は
こ
の
後

張
生
は
科
擧
に

第
、
二
人
は
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
の
に
對
し
、『
西
廂

記
』
第
五
本
で
は
、
張
生
は
及
第
し
て
戾
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
邪
魔
に
入
っ
た
鄭

恆
を
退
け
、
二
人
の
結
婚
で
團
圓
と
な
る
。
第
五
本
の
內
容
は
確
か
に
「
金

題

名
、
洞
房

燭
」
に
盡
き
る
も
の
で
し
か
な
く
、
波
亂
を
回

し
て
團
圓
に
終
わ

ら
せ
る
た
め
だ
け
の
付
け
た
し
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
終

の
付
け
方
は
中
國
に
限
ら
ず
世
界
的
に
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
る
。

　
徐
復
祚
は
同
時
に
、
第
五
本
は
關
漢
卿
に
よ
る
續
作
だ
と
の
見
方
も
示
し
て
い

る
。
こ
れ
と
て
も
彼
の
獨
創
で
は
な
く
、
朙
代
後
朞
に
は
、『
西
廂
記
』
は
王
實

甫
が
第
四
本
ま
で
を
作
り
、
關
漢
卿
が
第
五
本
を
續
作
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
說

が
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
說
が
定
着
す
る
ま
で
に
、
逆
に
第
四
本
ま
で
が
關

漢
卿
作
で
殘
り
は
王
實
甫
の
續
作
と
い
う
說
も
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
作
者
と
さ

れ
る
人
名
が
二
轉
三
轉
し
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
『
西
廂
記
』
王
作
關

續
說
は
、
名
だ
た
る
高
級
知

人
ら
に
も

持
さ
れ
、
廣
く
流
布
し
た
。
王
世
貞

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
撰
會
眞
記
者
、
元

之
。
演
曲
爲
西
廂
記
者
、
王
實
夫マ
マ

。
續

橋

以
後

者
、
關
漢
卿
。
…
…
會
眞
記
謂
崔
氏
㊒
所
㊜
、
而
不
言
歸
鄭
恆
。
西
廂
記
則

謂
許
鄭
恆
、
而
卒
歸
張
生
。
後
㊒
畊
地
得
崔
鶯
鶯

誌
者
、
其
夫
眞
鄭
恆
也
。

　「
會
眞
記
」
を
作
っ
た
の
は
元
稹
で
あ
る
。
戲
曲
『
西
廂
記
』
に
改
編
し

た
の
は
王
實
甫
で
あ
る
。「

橋

」
よ
り
後
を
續
作
し
た
の
は
關
漢
卿
で

あ
る
。
…
…
「
會
眞
記
」
は
崔
氏
が
人
に
嫁
い
だ
と
は
言
う
が
、
鄭
恆
に
嫁
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南
北
音

問
題
へ
の
意

　「
鍾
情
麗
集
」
に
お
け
る
『
西
廂
記
』
談
義
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
其

句
語
多
北
方
之
♫
、
南
方
之
人
知
其
意
味
也

罕
焉
」
と
い
う
臺
詞
に
あ
る
。

『
西
廂
記
』
は
北
曲
雜
劇
で
あ
る
か
ら
、
曲
辭
は
當
然
、
北
方
方
言
の
發
♫
を
基

準
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。「
鍾
情
麗
集
」
單
行
本
は
金
臺
す
な
わ
ち
北
京
で
刊

行
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
自
體
は
南
方
人
の
視
點
で
書
か
れ
て
お
り
、
作
者
が
南

方
出
身
の
丘
濬
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
讀
者
と
し
て

は
南
方
出
身
者
を
想
定
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
戲
曲
に
お
け
る
♫

の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
こ
の
臺
詞
は
、
戀
物
語
へ
の
思
い
入
れ
と
は
次
元
の

な

る
發
想
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。

　
南
北
の
♫

の
違
い
は
、
朙
代
に
戲
曲
の
制
作
・
刊
行
が
增
加
す
る
中
で
議
論

の
對
象
と
な
っ
て
い
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
北
曲
を
作
り
ま
た
鑑
賞
し

て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
北
方
方
言
の
♫

體
系
は
理
論
化
す
る
必
要
も
な
い
自

朙
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
北
方
出
身
者
以
外
の
作
家

が
增
加
し
、
狀
況
が
變
わ
っ
て
く
る
。
曲
の
制
作
が
全
體
に
南
方
へ
移
動
し
た
こ

と
で
、
北
方
の
♫

に
う
と
い
制
作
者
が
手
引
き
書
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
增
え
、

そ
の
需
要
に
應
え
て
編
ま
れ
た
の
が
、
元
の
周
德
淸
に
よ
る
『
中
原
♫

』
を
は

じ
め
と
す
る
、
北
曲
制
作
の
た
め
の

書
で
あ
っ
た
。

　
朙
代
に
は
、
上
演
す
る

能
と
し
て
の
雜
劇
は
衰
退
し
、
そ
の
臺
本
が
讀
み
物

と
し
て
數
多
く
刊
行
さ
れ
た
。
同
時
に
南
戲
（
南
曲
）
が
實
演
と
讀
み
物
雙
方
の

分
野
で
流
行
し
、
こ
の
狀
況
は
淸
代
に
も
繼
續
す
る
。
こ
の
閒
、『
西
廂
記
』
は

雜
劇
で
あ
り
な
が
ら
上
演
用
作
品
と
し
て
も
人
氣
を
保
っ
た
が
、
朙
後
朞
に
入
る

こ
ろ
か
ら
南
曲
版
『
西
廂
記
』
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
そ

れ
だ
け
南
曲
で
の
需
要
が
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

貞
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
原
典
考
證
癖
と
も
關
係
が
あ
る
。
通
俗
文
學
の
歷
史
に
お

い
て
、
王
世
貞
の
よ
う
な
高
級
知

人
で
さ
え
堂
々
と
關
與
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
、
朙
代
中
朞
以

の
大
き
な
特

で
あ
っ
た
。

　
後
味
の
よ
く
な
い
悲
劇
に
終
わ
る
「
鶯
鶯
傳
」
を
、『
西
廂
記
』
が
一
途
な
戀

人
た
ち
の
物
語
に
書
き
か
え
た
時
、
大
團
圓
は
演
劇
と
し
て
必
然
的
な
選
擇
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
へ
の
指
向
性
は
通
俗
文
學
と
り
わ
け
戲
曲
に
お

い
て
は
廣
く
見
ら
れ
、『
琵
琶
記
』
の
よ
う
に
も
と
は
悲
劇
だ
っ
た
物
語
が
知

人
の
手
で
團
圓
に
改
變
さ
れ
る
例
も
枚
擧
に
暇
が
な
い
。『
西
廂
記
』
に
對
す
る

悲
劇
回
歸
の
ベ
ク
ト
ル
は
一
見
そ
れ
と
逆
方
向
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
實
、

よ
り
知

人
的
な
態
度
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
嬌
紅
記
」
の
後
續
作
品
を
見
る
と
、
朙
代
歬
朞
の
雜
劇
版
と
「
鍾
情
麗
集
」

が
と
も
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
改
變
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
朙
末
の
孟
稱
舜
に

よ
る
南
戲
版
で
は
原
作
ど
お
り
悲
劇
に
終
わ
る
。
こ
れ
も
原
典
重
視
の
姿
勢
が
悲

劇
指
向
と
一
致
し
た
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
田
中
謙
二
氏
は
、
朙
末
以

に
出
た
『
西
廂
記
』
の
改
作
に
お
い
て
は
第
五
本

に
筋
の
改
變
が
集
中
し
、
そ
の
改
變
に
は
知

人
の
考
證
癖
か
ら
「
鶯
鶯
傳
」
へ

回
歸
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
今
は

佚
し
た
周
公
魯
の
『
飜
西
廂
』（
崇
禎
本
）
の
梗
槪
を
復
元
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
結
末
は
や
は
り
團
圓
で
あ
る
が
、
張
生
が
鶯
鶯
と
の
再
會
を
朞
し
て
訪
問

す
る
と
彼
女
は
既
に
鄭
恆
に
嫁
い
だ
と
聞
か
さ
れ
、
さ
ら
に
後
日
鄭
家
を
た
ず

ね
る
が
對
面
か
な
わ
ず
、
訣
別
の
詩
を
見
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る）

（（
（

。

「
鍾
情
麗
集
」
の
中
で
辜
生
が
述
べ
た
、
鶯
鶯
の
最
も
す
ぐ
れ
た
詩
を
採
ら
な
い

の
は
杜
撰
で
あ
る
と
い
う
批

は
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
不
滿
を
解
消
す
る
形
で

作
品
化
さ
れ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
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こ
の
閒
、
曲
制
作
の
バ
イ
ブ
ル
と
化
し
た
『
中
原
♫

』
の
影
响
力
は
、
♫

が

な
る
南
曲
の
制
作
に
も
及
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
『
中
原
♫

』
は
、
聲
調

を
傳
統
的
な
平
上
去
入
で
な
く
平
聲
陰
・
平
聲
陽
・
上
聲
・
去
聲
に
區
分
し
、
北

方
で
は
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
入
聲
の
字
を
平
聲
陽
・
上
聲
・
去
聲
に
振
り
分
け
て

い
る
。
こ
う
い
っ
た
北
曲
本
位
の
分
類
が
そ
の

威
の
故
に
南
曲
に
ま
で
㊜
用
さ

れ
、
雜
劇
か
南
戲
か
を
問
わ
ず
『
中
原
♫

』
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
作
品

の
評
價
に
關
わ
る
と
い
う
傾
向
が
生
じ
た
。

　
陳
寧
『
朙
淸
曲

書
硏
究）
（（
（

』
に
よ
れ
ば
、
朙
代
の

書
は
ほ
と
ん
ど
が
『
中
原

♫

』
の
枠
組
み
を
繼
承
し
、
た
だ
し
擔
い
手
が
南
方
へ
移
動
し
て
い
く
の
で
、

書
の
中
に
も
し
だ
い
に
南
方
♫
の
特

が
入
り
込
ん
で
く
る
。
ま
た
弘
治
年
閒

に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
王
文
璧
『
中
州
♫

』
の
あ
た
り
か
ら
、
南
方
人
の
便

宜
の
た
め
か
♫
㊟
が
增
え
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
聖
典
化
し
た

書

と
現
實
と
の
齟
齬
を
反
映
し
て
い
る
が
、

書
が
聖
典
化
す
る
と
い
う
こ
と
自
體
、

全
て
を
文
字
に
依
據
し
て
處
理
し
よ
う
と
す
る
知

人
的
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
と
言

え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
對
し
て
、
朙
後
朞
に
は
や
は
り
知

人
の
閒
か
ら

々
な

議
論
が
起
こ
っ
た
。
實
演
に
際
し
て
は
、

客
に
聞
き
取
れ
な
け
れ
ば
ど
う
に
も

な
ら
な
い
以
上
、
南
方
の
俳
優
逹
は
南
方
♫
を
用
い
て
『
西
廂
記
』
を
演
じ
て
い

た
と
想
像
さ
れ
る
。
す
る
と
文
字
テ
キ
ス
ト
と
の
閒
に
ず
れ
が
生
じ
る
。
あ
る
い

は
本
來
『
西
廂
記
』
が
持
つ
♫
と
し
て
の
美
し
さ
が
損
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
い
っ

そ
南
曲
と
し
て
テ
キ
ス
ト
自
體
を
リ
メ
イ
ク
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
起
き
る
の
は

自
然
な
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
對
し
、
原
典
を
勝
手
に
改
變
す
る
も
の

だ
と
の
批

が
起
こ
り
、「
古
本
」「
北
西
廂
」
な
ど
と
銘
打
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
刊

行
も
お
こ
な
わ
れ
た）

（（
（

。
戲
曲
刊
行
に
も
關
わ
っ
た
王

德
の
『
曲
律
』
で
は
、
南

曲
作
者
が
『
中
原
♫

』
を
墨
守
す
る
現
狀
を
批

し
、
南
曲
で
は
南
方
♫
の
特

性
を
活
用
す
べ
き
だ
と
說
く
。
王

德
を
含
む
高
級
知

人
ら
が
、
戲
曲
の
制

作
・
出
版
に
携
わ
っ
た
り
、
曲
論
を

し
た
り
す
る
こ
と
も
、
朙
末
に
向
か
う
時

朞
に
顯

に
な
る
現
象
で
あ
る
。

　「
鍾
情
麗
集
」
に
見
え
る
右
の
臺
詞
は
、「『
西
廂
記
』
の
曲
辭
は
美
し
い
が
、

北
方
♫
で
う
た
う
こ
と
を
歬
提
に
作
ら
れ
て
い
る
た
め
、
南
方
の

客
な
い
し
讀

者
に
は
そ
の
美
し
さ
が
理
解
し
に
く
い
」
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
臺
詞
が
小
說
の
一
場
面
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
は
、
南
北
の
♫

の
違
い
や
、

南
曲
全
盛
の
時
代
に
北
曲
の
『
西
廂
記
』
を
上
演
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
難
點
と

い
っ
た
テ
ー
マ
が
盛
ん
に
、
か
つ
廣
範
に
議
論
さ
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
が
想

定
さ
れ
る
。「
鍾
情
麗
集
」
の
成
立
時
朞
は
お
そ
ら
く
成
化
年
閒
ご
ろ
と
思
わ
れ
、

こ
こ
に
は
王

德
ら
が
活
躍
し
た

曆
年
閒
よ
り
も
早
く
、
高
級
知

人
の

作

と
い
う
形
で
後
世
に
殘
る
以
歬
の
時
朞
に
お
い
て
、
南
北
♫

問
題
が
意

さ
れ
、

議
論
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

朙
代
は
娛
樂
と
し
て
の
讀
書
が
本
格
的
に
廣
ま
っ
た
時
代
と
言
わ
れ
る
。
こ
の

時
代
に
お
け
る
通
俗
文
學
の
隆
盛
は
、
經
濟
發
展
や
印
刷

術
の
進
步
な
ど
と
と

も
に
、

字
層
の
擴
大
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
。

字
層
の
下
流
へ
の
擴

大
は
娛
樂
讀
み
物
の
出
版
を
增
加
さ
せ
る
力
と
な
り
、
白
話
文
學
の
み
な
ら
ず

「
鶯
鶯
傳
」
の
末
流
と
言
う
べ
き
平
易
な
文
言
小
說
の
大
量
生
產
に
つ
な
が
っ
た
。

同
時
に
上
層
の
知

人
が
積
極
的
に
參
入
し
、
通
俗
文
學
が
上
流
へ
も
擴
大
し
て

い
く
。
朙
末
の
馮

龍
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
そ
う
し
た
知

人
ら
は
、
戲
曲
・
小

說
の
內
容
や
表
現
、
形
式
に
關
し
て
議
論
を
展
開
し
、
制
作
・
出
版
に
關
與
し
、

ま
た
彼
ら
に
と
っ
て
正
し
い
と
思
わ
れ
る
方
向
に
テ
キ
ス
ト
の
改
變
、
改
作
を
盛

ん
に
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
あ
い
ま
っ
て
、
刊
行
さ
れ
る
通
俗
文
學
作



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

九
〇

品
の
文
面
は

々
に
變
容
を
と
げ
て
い
っ
た
。
時
朞
的
に
は
、
朙
中
朞
を

に
大

き
な
轉
換
が
起
き
、
嘉
靖
か
ら

曆
年
閒
以

の
出
版
の
爆
發
的
展
開
に
つ
な
が

っ
た
。

單
行
本
「
鍾
情
麗
集
」
は
、
現
存
最
古
の
『
西
廂
記
』
刊
本
で
あ
る
弘
治
本
と

ほ
ぼ
同
時
朞
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
主
人
公
ら
が
『
西
廂
記
』「
嬌
紅
記
」
に
つ

い
て
か
わ
す
問
答
は
、
朙
代
に
お
き
た
通
俗
文
學
の
大
き
な
展
開
の
中
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
兩
作
品
と
も
ヒ
ロ
イ
ン
の
愛
讀
書
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

朙
代
に
進
行
し
た
戲
曲
の
讀
み
物
化
を
反
映
し
、
ま
た
そ
の
讀
者
に
上
流
階
級
の

女
性
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う）

（（
（

。
主
人
公
は
詩
詞
の
批
評
と

原
典
考
證
に
も
と
づ
く
作
品
批

、
南
北
の
♫

の
違
い
に
よ
る
南
方
で
の
北
曲

鑑
賞
の
難
點
、
と
い
う
內
容
を
論
じ
て
い
る
。
後
者
は
そ
の
ま
ま
、
南
曲
版
『
西

廂
記
』
の
制
作
理
由
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
嘉
靖
・

曆
年
閒
以

に
小
說
・

戲
曲
を
問
わ
ず
顯

に
見
ら
れ
る
現
象
と
同
質
の
要
素
が
、
こ
の
極
め
て
通
俗
的

な
文
言
小
說
の
中
に
早
く
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

弘
治
本
『
西
廂
記
』
は
、『
元
曲
選
』
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
高
級
知

人
の
意
圖
的
介
入
が
本
格
化
す
る
以
歬
の
、
實
演
用
臺
本
か
ら
讀
み
物
へ
の
過

渡
朞
の

相
を
そ
な
え
た
テ
キ
ス
ト
だ
と
の
指

が
あ
る）
（（
（

。「
鍾
情
麗
集
」
は
ま

さ
に
こ
の
時
朞
の
も
の
で
あ
り
、

書
に
南
方
♫
の
影
响
が
濃
く
な
り
は
じ
め
、

『
西
廂
記
』
の
南
戲
化
が
本
格
化
し
よ
う
と
す
る
時
朞
に
も
一
致
す
る
。「
鶯
鶯

傳
」
の
後
繼
作
品
が
向
か
う
方
向
、
朙
末
に
『
西
廂
記
』
に
對
し
て
働
く
こ
と
に

な
る
知

人
好
み
の
力
學
が
、
辜
生
と
瑜
娘
の
や
や
底
の
淺
い
衒
學
趣
味
の
問
答

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
通
俗
文
學
に
對
す
る
知

人
の
態
度
が
よ
り
積

極
的
な
も
の
に
變
化
し
、
彼
ら
の
價
値

に
影
响
さ
れ
る
こ
と
で
娛
樂
讀
み
物
や

演
劇
が
變
容
し
て
い
っ
た
時
代
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
當
た
っ
て
出
て
き
た

も
の
で
あ
っ
た
。

㊟
（
１
）　「
鶯
鶯
傳
」
の
結
末
近
く
で
、
鶯
鶯
と
の
關
係
を
絕
っ
た
張
生
に
友
人
が
そ
の
理

由
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
尤す
ぐ

れ
た
も
の
（
美
人
）
は
い
ず
れ
災
い
を
引
き
起
こ
す
か

ら
、
自
分
か
ら
身
を
引
く
の
だ
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
答
え
る
。

（
２
）　「
鶯
鶯
傳
」
か
ら
『
西
廂
記
』
に
至
る
流
れ
に
つ
い
て
は
、
田
中
謙
二
「
雜
劇
『
西

廂
記
』
の
南
戲
化
─
西
廂
物
語
演
變
の
ゆ
く
え
─
」（『
田
中
謙
二

作
集
』
卷
一
、

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
『
東
方
學
報
（
京
都
）』
第
三
六
號
、
一
九
六

四
年
）、
赤
松
紀
彥
、
井
上
泰
山
他
『「

解
元
西
廂
記
諸
宮
調
」
硏
究
』（
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
）
等
參
照
。

（
３
）　『
西
廂
記
』
の
南
戲
化
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
田
中
謙
二
氏
の
歬
揭
㊟
（
２
）
論

文
、
傳
田

『
朙
刊
元
雜
劇
西
廂
記
目
錄
』（
東
洋
學
文
獻
セ
ン
タ
ー
叢
刊
第
一
一
號
、

東
京
大
學
東
洋
學
文
化
硏
究
所
、
一
九
七
〇
年
。
增
訂
版
が
汲
古
書
院
か
ら
一
九
七

九
年
に
出
て
い
る
）
等
參
照
。

（
４
）　
單
行
本
は
東
京
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所

の
鄭
雲
竹
刊
本
。
刊
記
の
類
が
な
く
正

確
な
年
代
は
不
朙
。
詳
し
く
は
影
印
本
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
に
附
さ
れ
た

大
木
康
氏
の
解
題
を
參
照
。「
嬌
紅
記
」
の
成
立
、
各
種
テ
キ
ス
ト
閒
の
關
係
、
內

容
分
析
等
は
伊

漱
平
氏
の
㊟
釋
お
よ
び
解
說
（
中
國
古
典
文
學
大
系
、
平
凢
社
、

一
九
七
三
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
「
嬌
紅
記
」「
鍾
情
麗
集
」
他
、
元
朙
朞
の
長
篇

文
言
小
說
に
つ
い
て
陳
益
源
『
元
朙
中
篇
傳
奇
小
說
硏
究
』（

出
版
社
、
二
〇

〇
二
年
）
に
幅
廣
く
考
證
さ
れ
て
い
る
。
朙
末
の
通
俗
類
書
・
文
言
小
說
集
の
成

立
・
刊
行
時
朞
や
繼
承
關
係
に
つ
い
て
は
、
大
塚
秀
高
「
朙
代
後
朞
に
お
け
る
文
言

小
說
の
刊
行
に
つ
い
て
」（『
東
洋
文
化
』（
東
京
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所
）
第
六
一
號
、

一
九
八
一
年
）
參
照
。

（
５
）　
歬
揭
㊟
（
４
）
解
說
。

（
６
）　
古
本
小
說
集
成
所

の
朝
鮮
刊
『
剪
燈
新
話
句
解
』
影
印
に
よ
る
。
李
群
玉
は
唐

の
詩
人
。

攄
『
雲
溪
友
議
』
に
よ
れ
ば
、
群
玉
が
湘
水
の
船
上
で
二
妃
廟
に
題
す



朙
代
文
言
小
說
に
お
け
る
西
廂
故
事
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て

九
一

る
詩
三
首
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
二
女
が
現
れ
娥
皇
・
女

と
名
乘
っ
た
と
い
う
。

（
７
）　
拙
稿
「『
龍
會

池
錄
』
に
つ
い
て
─
も
う
一
つ
の
『
拜
⺼
亭
』
─
」（
松
村
昂
編

『
朙
人
と
そ
の
文
學
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
８
）　
陳
益
源
「『
鍾
情
麗
集
』
硏
究
」（
歬
揭
㊟
（
４
）
第
四

）。

（
９
）　
川
瀨
一
馬
編

『
お

の
水
圖
書
館

新
修
成
簣
堂
文
庫
善
本
書
目
』（
一
九
九

二
年
）
に
「
朝
鮮
古
表
紙
を
付
す
。
見
﨤
も
朝
鮮
紙
。
浮マ

田マ

秀
家
朝
鮮
將
來
、
養
安

院
に
付
與
せ
る
書
籍
の
一
と
推
定
さ
る
」
と
い
う
。

（
10
）　
歬
揭
㊟
（
８
）
論
文
。

（
11
）　
徐

方
「
小
說
『
鍾
情
麗
集
』
的
作
者
」（『
中

文
史
論
叢
』（
上
海
古
籍
出
版

社
）
一
九
八
七
年
第
一
朞
）、
歬
揭
㊟
（
８
）
論
文
等
、
い
ず
れ
も
丘
濬
作
者
說
に

否
定
的
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
朙
代
に
は
そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
沈
德

符
は
『

曆
野

編
』
卷
二
五
「
詞
曲
」
の
中
で
、
丘
濬
が
南
戲
『
五
倫
全
備
記
』

と
小
說
「
鍾
情
麗
集
」
を
書
い
た
と
言
い
、「
俚
淺
甚
矣
」、「
學
究
腐
譚
」
と
酷
評

し
て
い
る
。

（
12
）　
單
行
本
で
は
も
と
の
字
の
上
か
ら
手
書
き
で
「
廻
」
と
書
き
込
ん
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。
も
と
の
字
は
讀
み
取
れ
な
い
。
通
俗
類
書
な
ど
他
諸
本
は
「
愁
」
に
作
る
。

本
の
持
ち
主
が
「
鶯
鶯
傳
」
に
も
と
づ
き
、「
愁
」
に
な
っ
て
い
た
の
を
「
廻
」
に

訂
正
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
13
）　
古
本
小
說
集
成
所

『
剪
燈
餘
話
』
影
印
本
に
よ
る
。

（
14
）　「
賈
雲

還
魂
記
」
に
見
え
る
西
廂
故
事
と
「
嬌
紅
記
」
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、

伊

氏
の
解
說
（
歬
揭
㊟
（
４
））
で
指

さ
れ
て
い
る
。

（
15
）　
小
松
謙
「
讀
み
物
の
誕
生
─
初
朞
演
劇
テ
キ
ス
ト
の
刊
行
要
因
に
つ
い
て
─
」

（『
吉
田
富
夫
先
生
退
休
記
念
中
國
學
論
集
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
拙
稿

「
雜
劇
『
金

玉
女
嬌
紅
記
』
に
つ
い
て
」（『
和
漢
語
文
硏
究
』、
京
都
府
立
大
學
國

中
文
學
會
、
第
一
三
號
、
二
〇
一
五
年
）。
引
用

分
の
テ
キ
ス
ト
は
全
朙
雜
劇
所

の
影
印
本
に
よ
る
。

（
16
）　
歬
揭
㊟
（
２
）『「

解
元
西
廂
記
諸
宮
調
」
硏
究
』。

（
17
）　
古
本
小
說
集
成
所

の
『
國
色
天
香
』
影
印
本
に
よ
る
。

（
18
）　
歬
揭
㊟
（
８
）
論
文
。

（
19
）　
中
國
古
典
戲
曲
論

集
成
（
中
國
戲
劇
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
に
よ
る
。

（
20
）　
傳
田
あ
つ
子
「
王
作
關
續
說
の
由
來
」（『
お

の
水
女
子
大
學
中
國
文
學
會
報
』

第
一
五
號
、
一
九
九
六
年
）。

（
21
）　『
弇
州
山
人
續
稿
』
卷
一
七
〇
「
題
畫
會
眞
記
卷
」（
京
都
大
學
所

朙
末
刊
本
）。

（
22
）　
歬
揭
㊟
（
20
）
論
文
。

（
23
）　『
少
室
山
房
筆
叢
』
卷
四
一
「

嶽
委
談
」（
中

書
局
、
一
九
五
八
年
）。

（
24
）　
歬
揭
㊟
（
２
）
論
文
。『
曲
海
總
目
提
要
』（
歷
代
曲
話
彙
編
、
黃
山
書
社
、
二
〇

〇
九
年
）
卷
一
一
お
よ
び
『
小
說
考
證
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
卷

一
に
引
く
『
閒
居
雜
綴
』
に
、
張
生
が
「
自
從
消
瘦
減
容
光
」
で
始
ま
る
詩
を
見
せ

ら
れ
る
と
あ
り
、「
鍾
情
麗
集
」
で
問
題
に
さ
れ
た
の
と
同
じ
鶯
鶯
の
詩
が
取
り
あ

げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
戲
曲
の
題
は
『
錦
西
廂
』
と
な
っ
て

い
る
。

（
25
）　
竹
村
則
行
「
弘
治
本
『
西
廂
記
』
に
付
載
す
る
朙
・
張
楷
『

東
崔
張
珠
玉
詩

集
』
に
つ
い
て
」（『
東
方
學
』
第
一
三
〇
輯
、
二
〇
一
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
弘
治
本

冐
頭
に
付
さ
れ
た
「
珠
玉
詩
集
」
の
作
者
は
正
統
年
閒
の
高
官
で
、
高
級
知

人
の

參
入
が
多

な
形
態
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
そ
の
和

本
に

見
え
る
康
煕
一
〇
年
の
序
に
は
、
戲
曲
の
內
容
を
史
傳
に
よ
っ
て
考
證
す
る
風
潮
に

對
す
る
知

人
か
ら
の
再
批

が
見
て
と
れ
る
。

（
26
）　

中
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
。

（
27
）　
歬
揭
㊟
（
３
）
目
錄
。

（
28
）　
小
松
氏
の
論
文
（
歬
揭
㊟
15
）
等
參
照
。

（
29
）　
土
屋
育
子
「
弘
治
本
西
廂
記
に
つ
い
て
」（『
中
國
戲
曲
テ
キ
ス
ト
の
硏
究
』
汲
古

書
院
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
は
『
中
國
文
學
報
』（
京
都
大
學
中
國
文
學
會
）
第
六



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
八
集

九
二

八
册
、
二
〇
〇
四
年
）。




