
中
間
文
畢
報

第
三
十
四
肪

張
国
光

『《
水
瀞
》
輿
金
聖
嘆
研
究
』

河
南
省

中
州
書
茎
祉

一
九
八
一
年
九
月

三
五
五
頁

こ
の
書
は
､
著
者

･
張
国
光
氏
が
こ
こ
二
五
年
飴
-
の
問
に
各
誌

に
頚
表
し
て
き
た
､
水
魚
博
や
金
型
嘆
に
関
す
る
論
稿
を
集
成
し
た

も
の
で
あ
る
｡
論
稿
の
大
部
分
は
金
聖
嘆
の
水
瀞
批
評
を
論
じ
た
も

の
だ
が
'
そ
の
西
府
記
批
評
を
論
じ
た
も
の
が
二
篇
､
金
型
嘆
と
は

直
接
関
係
の
な
い
､
水
苗
俸
周
連
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
考
鐙
的
な

文
章
が
四
篇
あ
る
｡
先
ず
金
聖
嘆
の
水
瀞
批
評
を
論
じ
た
も
の
を
取

-
上
げ
よ
う
｡

周
知
の
よ
う
に
､
金
聖
嘆
は

『
水
瀞
全
俸
』
の
後
牛
四
十
九
回
分

を

｢悪
札
｣
と
辞
し
て
切
-
捨
て
､
七

一
回
に
､
英
雄
た
ち
が
梁
山

泊
に
勢
揃
い
す
る
所
ま
で
が
県
正
の
古
本
水
瀞
侍
だ
と
し
て
､
七
十

回
本
を
作
-
出
し
た
(全
俸
本
の
第
一
回
を
'
｢板
子
｣
と
解
し
て
聖
嘆
本

第
一
回
の
前
に
置
い
た
)

｡

こ
の
虚
匿
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
､
古
来
議

論
が
絶
え
な
い
が
､
こ
の
書
の
著
者
は
全
面
的
に
是
認
す
る
立
場
で

あ
る
｡
そ
の
諭
接
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
に
は
､

宋
江
の
､
招
安
を
受
け
入
れ
､
梁
山
の
革
命
政
健
を
敵
に
責
-
渡
す

路
線
が

一
貫
し
て
い
る
｡
梁
山
泊
で
の
勢
揃
い
の
段
階
か
ら
宋
江
は

室
策
を
始
め
､
李
達
等
の
反
射
涯
を
押
さ
え
つ
け
､
種
々
卑
屈
な
手

段
を
弄
し
て
招
安
を
寛
現
す
る
｡
そ
の
後
､
英
雄
た
ち
は
､
政
府
に

髄
よ
-
あ
し
ら
わ
れ
る
の
に
腹
を
立
て
､
何
度
か
決
起
し
か
け
る
が
､

そ
の
都
度
宋
江
に
押
し
止
め
ら
れ
る
｡
宋
江
は
､
己
れ
の
死
後
､
李

蓮
が
再
び
反
す
る
の
を
恐
れ
て
､
務
め
彼
に
毒
酒
を
呑
ま
せ
る
こ
と

ま
で
し
て
い
る
｡
三
度
の
起
義
軍
鎮
歴
の
し
か
た
も
'
残
酷
で
仮
借

の
な
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
水
瀞
の
後
年
部
は
､
朝
廷
に
投

降
L
t
そ
の
手
先
と
な
っ
て
働
-
こ
と
を
宣
俸
し
て
い
て
'
古
典
文

学
作
品
で
も
他
に
類
の
な
い

〝
反
動
的
糟
粕
〃

で
あ
-
､
金
聖
嘆
が

切
-
捨
て
て
も
何
ら
惜
し
む
に
足
-
な
い
の
で
あ
る
(以
上
'
主
と
し

て
同
書

｢被
金
聖
嘆
〝
軟
〃

去
的

『
忠
義
水
瀞
全
俸
』
的
後
四
十
九
回
究
責

寓
了
什
贋
～
｣
の
論
旨
)0

し
か
し
水
溝
侍
の
作
者
が
､
招
安
を
受
け
て
他
の
起
義
軍
の
鏡
歴

に
奔
命
し
､
果
て
は
自
ら
の
除
伍
を
瓦
解
せ
し
め
る
過
程
を
描
-
か

ら
と
い
っ
て
､
作
者
が
そ
-
し
た
い
き
方
を
宣
俸

･
奨
励
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
｡
宋
江
起
義
の
よ
う
な
除
伍
は
'
現
寛
に
は
こ
う
し
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た
過
程
を
た
ど
-
が
ち
で
あ
-
､
水
溝
侍
も
こ
の
種
の
歴
史
的
状
況

を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
(拙
稿

｢水
瀞
博
の
後
半
部
に
つ
い
て
｣

-

『
日
本
中
園
学
舎
報
』
二
二
参
照
)｡
尚
且
つ
､
こ
の
書
の
末
尾
を

覆
-
暗
潅
た
る
雰
囲
気
な
ど
か
ら
､
作
者
は
､
英
雄
た
ち
の
悲
劇
的

な
末
路
に
深
い
哀
惜
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
｡

と
に
か
-
著
者
は
後
牛
部
を
か
-
評
債
し
た
上
で
､
『
水
蒲
全
俸
』

一
書
は
投
降
主
義
を
主
題
と
す
る
と
決
め
つ
け
､
明
代
後
期
の
農
民

軍
に
悪
影
響
を
輿
え
て
そ
れ
が
内
部
か
ら
崩
壊
す
る
の
を
助
長
し
た

-
､
統
治
者
に
､
単
純
な
討
伐
よ
-
も
招
安
の
方
が
よ
-
有
数
で
あ

る
こ
と
を
撃
ば
せ
た
-
し
た
と
い
う
｡
そ
こ
で
金
聖
嘆
は
著
者
に
よ

れ
ば
､
｢革
命
の
腐
蝕
剤
を
革
命
の
教
科
書
に
襲
え
る
た
め
に
｣
(
一

七
四
頁
)､
七

一
回
以
後
を
切
-
捨
て
ー
前
半
部
に
も
相
麿
の
修
改
を

施
し
た
｡
特
に
重
要
な
の
は
､
宋
江
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
著
者

の
見
る
と
こ
ろ
､
金
聖
嘆
の
修
改
に
よ
-
､
宋
江
像
は
次
の
よ
う
に

襲
わ
っ
た
｡

宋
江
は
早
-
か
ら

｢内
に
異
心
を
蓄
え
｣
､
私
か
に
晃

蓋
等
を
逃
が
し
た
の
は
､
播
乗
の
自
分
の
た
め
に
梁
山
泊
の
根
接
地

作
-
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
-
1
宋
江
が
反
詩
を
吟
じ
た
の
は
､

つ
ま
-
そ
の
異
心
の
暴
露
で
あ
る
O
ま
た

｢尊
等
朝
廷
招
安
｣
の
類

書

評

の
投
降
言
論
は
､
異
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
-
､
人
々
を
水
泊
に

誘
い
入
れ
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
｡
か
-
て
金
聖
嘆
に
よ

っ

て
前
半

部
で
の
宋
江
の
投
降
思
想
は
除
去
さ
れ
､
後
半
部
で
の
投
降
行
動
が

初
-
捨
て
ら
れ
た
こ
と
と
相
侯

っ
て
､
宋
江
は
徹
底
し
た

〝
造
反
英

雄
〃

に
改
造
さ
れ
た
｡
以
後
金
聖
嘆
本
は
贋
大
な
請
者
に
迎
え
ら
れ
'

一
方

そ
の
影
響
力
を
恐
れ
た
普
局
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
禁
穀
虞
分

に
さ
れ
た

(以
上
'
主
と
し
て

｢両
種

《水
瀞
》'
両
個
宋
江
｣'
｢金
聖
嘆

批
改

《水
斎
》
的
貢
献
｣)0

し
か
し
こ
の
鮎
も
評
者
に
は
納
得
で
き
な
い
｡
先
ず
全
停
本
が
革

命
の
腐
蝕
剤
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
､
具
鮭
的
に
は
全
俸
本
が
､
宋

江
は

｢生
時
は
錦
を
衣
て
官
に
封
ぜ
ら
れ
､
死
後
は
千
秋
に
廟
妃
せ

ら
れ
､
名
は
青
史
に
垂
る
｣
と
盛
稀
す
る
の
に
､
方
臓
や
王
慶

･
田

おと

そ
こな

虎
は

｢個
個
首
を

唄

し

身
を

舵

い

､
井
び
に
凌
遅
虞
死
､
三
族
を
訣

威
せ
ら
る
｣
と
児
馬
す
る
の
で
､
革
命
人
民
は
投
降
が
最
良
の
道
だ

と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
す

(
一
九
三
貢
)｡
し
か
し
端
的
に
言

っ

て
､
そ
の
先
に
は
隊
伍
の
瓦
解
や
自
ら
の
死
し
か
な
い
宋
江
の
よ
う

な
い
き
方
を
､

一
腹
ど
こ
の
革
命
軍
の
指
導
者
が
最
良
の
道
だ
と
思

う
だ
ろ
う
か
｡
金
聖
嘆
に
よ
っ
て
宋
江
が
造
反
英
雄
に
改
造
さ
れ
た
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中
鼠
文
革
報

第
三
十
四
筋

と
い
う
著
者
の
説
も
解
ら
な
い
｡

全
俸
本
の
宋
江
は
､
元
来
忠
君
意

識
の
持
ち
主
で
あ
-
'
主
動
的
に
乳
を
起
こ
す
気
は
な
-
､
種

々
の

事
情
で
止
む
な
-
巣
山
に
上
る
が
､
聴
罪
の
観
念
か
ら
招
安
を
待
望

し
､
征
四
冠
に
徒
事
す
る
｡
そ
の
思
想
と
行
動
の
是
非
は
と
も
か
-
､

そ
れ
な
-
に
終
始

一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
｡
著
者
の
い
う
よ
う
に
､

金
型
嘆
本
は
宋
江
を
徹
底
し
た
造
反
英
雄
に
し
た
て
上
げ
て
い
る
と

す
る
と
､
宋
江
の
忠
君
意
識
や
梁
山
に
な
る
べ
-
関
わ
る
ま
い
と
し

た
態
度
は
､
全
て
本
心
を
隠
し
た
見
せ
か
け
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
が
､

そ
-
い
う
色
眼
鏡
で
宋
江
の
言
動
を
見
直
し
て
も
､
な
か
な
か
そ
う

は
思
え
て
こ
な
い
｡
仮
に
そ
-
だ
と
し
て
も
､
宋
江
は
な
ぜ
そ
れ
程

ま
で
に
本
心
を
隠
し
た
の
だ
ろ
-
｡
そ
も
そ
も

一
腹
何
の
た
め
に
主

動
的
に
乳
を
起
こ
す
気
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
た
と
え
著
者
の
言

う
通
-
だ
と
し
て
も
､
金
聖
嘆
は
リ
ア
リ
テ
ィ
に
乏
し
い
'
極
め
て

観
念
的
な
宋
江
像
を
し
た
て
上
げ
た
こ
と
に
な
る
｡

評
者
の
考
え
で
は
､
金
型
嘆
は
却

っ
て
宋
江
を
憎
悪

･
攻
撃
し
て

い
る
｡
批
文
中
で
宋
江
の
言
動
の

一
つ

一
つ
を
取
-
上
げ
て
難
癖
を

つ
け
る
ば
か
-
で
な
-
､
自
ら
撰
ん
だ
巻
頭
の
序

｢
二
｣
や

｢宋
史

綱
｣
｢宋
史
目
｣
､

｢議
法
｣
で
も
宋
江
を
敵
配
し
､
彼
ら
が
朝
廷
と

封
抗
し
た
-
､
招
安
を
受
け
た
-
す
る
の
を
容
認
し
な
い
論
を
展
開

し
て
い
る
｡
の
み
な
ら
ず
巻
尾
に
､
慮
俊
義
の
夢
の
中
で
､
英
雄
た

ち
が

l
斉
に
虞
斬
さ
れ
る
と
い
う
場
面
を
附
加
し
て

一
書
の
結
末
と

し
た
｡
こ
れ
ら
の
鮎
を
総
合
す
る
と
､
金
聖
嘆
は
梁
山
泊
軍
の
貴
官

汚
吏
訣
罰
は
支
持
し
て
も
､
そ
れ
が
官
兵

･
王
師
を
拒
殺
す
る
の
は

容
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か

(拙
稿

｢金
型
嘆
の
水
砕
偉
観
｣

-

『
野
草
』
4
参
照
.

但
し
こ
こ
で
1
概
に

｢金
聖
嘆
は
水
蒲
起
義
に
反

封
し
て
い
る
｣
と
説
い
た
の
は
不
適
切
で
'
彼
は
梁
山
泊
軍
の
軍
事
行
動
の

ど
こ
ま
で
を
支
持
L
t
ど
こ
か
ら
は
容
認
し
な
-
な
っ
た
と
分
け
て
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
｡
因
み
に
張
国
光
氏
も

｢
皐
白
不
分
'
是
非
難
明
｣
の
一
文
で
'

梁
山
泊
軍
の
'
武
家
荘
悪
薪
謀
殺
の
撃
に
金
型
嘆
が
極
め
て
好
意
的
で
あ
る

と
論
じ
て
い
る
)｡

し
か
し
著
者
に
言
わ
せ
る
と
､
宋
江
を
非
難
す
る

批
文
や
奄
首
の
反
動
的
な
序
文
､
末
尾
の
虚
斬
の
場
面
な
ど
は
､
金

聖
嘆
の
本
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
-
､
薩
教
の
束
縛
が
強
-
､
特

務
の
厳
し
い
監
税
の
下
で
言
論
が
禁
歴
さ
れ
た
常
時
に
あ

っ
て
､
自

ら
は
文
字
の
獄
を
逃
が
れ
､
か
つ
修
改
し
た
水
瀞
侍
が
贋
-
刊
行
さ

れ
る
こ
と
を
企
画
し
た
偽
装
で
あ
-
､
〝

保
護
色
〃

で
あ
る
と
い
う

(以
上
の
〝
保
護
色
〃

論
は
主
に

｢
去
鷹
存
虞
'
由
表
及

襲

｣'

｢
別
出
心
裁
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的
文
学
批
評
｣
に
見
え
る
)｡

し
か
し
自
説
に
都
合
の
悪
い
と
こ
ろ
は

〝
保
護
色
〃

な
ど
と
言

っ
て
切
-
捨
て
る
や
-
方
に
は
ど
う
し
て
も

承
服
し
か
ね

る
｡
先
ず
金
聖
嘆
の
見
方
全
て
を
ト
ー
タ
ル
に
説
明
で

き
る
観
鮎
を
追
求
す
る
こ
と
こ
そ
､
研
究
者
の
任
務
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
｡

も
し
著
者
の
い
う
よ
う
に
'
金
聖
嘆
は
水
瀞
侍
を
虞
の
革
命
文
学

に
襲
え
た
と
す
る
と
､
そ
の
進
歩
的
な
観
鮎
は
ど
こ
か
ら
出
て
-
る

の
か
問
題
と
な
る
｡
著
者
は
こ
れ
に
答
え
る
べ
-
､
筆
記
､
雅
史
､

地
誌
そ
の
他
の
資
料
を
引
用
し
て
常
時
の
歴
史
的

･
祉
合
的
状
況
や
､

有
数
の
文
化
都
市
で
あ

っ
た
､
金
聖
嘆
の
故
郷
蘇
州
の
自
由
な
雰
囲

気
を
再
現
し
よ
う
と
努
め
､
他
方
金
型
嘆
の
挟
ん
だ
水
瀞
批
､
西
府

批
は
も
と
よ
-
､
部
分
的
に
残

っ
て
い
る
杜
詩
批
､
唐
詩
批
､
そ
の

他
の
批
評
文
､
果
て
は
詩
文
に
至
る
ま
で
巌
-
目
を
通
し
､
金
聖
嘆

の
日
常
生
活
の
模
様
や
､
そ
の
哲
学
思
想
､
赴
合
思
想
に
迫
ろ
う
と

し
て
い
る

(主
と
し
て

｢我
国
傑
出
的
啓
蒙
思
想
家
金
型
嘆
｣

｢金
型
嘆
是

封
建
反
動
文
人
嶋
～
｣
｢論
金
堂
嘆
的
詩
及
其
反
清
思
想
｣
に
見
え
る
)｡
但

し
個
々
の
論
鮎
に
は
賛
成
し
か
ね
る
も
の
も
あ
る
｡
特
に
次
の

一
難

は
そ
う
で
あ
る
.

一
六
六

一
年
､
順
治
帝
の
実
臨
の
席
で
､
蘇
州
の

書

評

民
衆
は
か
ね
て
か
ら
悪
徳
を
縦
に
し
て
い
た
牒
令
を
弾
劾
す
る
集
合

を
開
い
た
が
'
中
国
統

一
を
完
了
し
た
ば
か
-
の
清
朝
は
､
治
安
強

化
の
観
鮎
か
ら
関
係
者
を
大
量
に
虞
刑
し
た
｡
金
聖
嘆
も
首
謀
者
の

一
人
と
見
な
さ
れ
て
犠
牲
と
な

っ
た
｡

｢笑
廟
案
｣
と
し
て
知
ら
れ

る
事
件
で
あ
る
が
､
金
聖
嘆
は
こ
の
時
､
ま
き
ぞ
え
を
食

っ
た
の
だ

と
い
う
の
が
従
来
の
有
力
な
見
方
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
(関
連
す
る
資

料
は
陳
東
原

｢金
聖
嘆
停
｣
に
多
-
集
め
ら
れ
て
い
る
)｡
こ
れ
に
勤
し
て

こ
の
書
の
著
者
は
､
金
聖
嘆
は
こ
の
事
件
の
主
鮭
的
な
参
加
者
､
組

織
者
で
あ

っ
た
と
い
う
説
を
打
ち
出
し
て
い
る

(九
三
-
四
頁
'
二

七
-
入
貢
)｡
な
る
べ
-
自
説
に
都
合
の
よ
い
資
料
を
引
用
し
た
よ
-

に
見
受
け
ら
れ
る
が
､
尚
且
つ
こ
れ
だ
け
の
謹
撰
か
ら
こ
う
断
ず
る

の
は
早
計
で
あ
ろ
う
｡
重
要
な
問
題
な
の
で
､
よ
-
憤
重
な
筆
の
運

び
が
望
ま
れ
る
｡
こ
う
し
た
問
題
鮎
を
持
ち
な
が
ら
も
､
従
来
は
せ

い
ぜ
い
水
瀞
批
を
講
ん
だ
-
ら

い
で
､

金
聖
嘆
を

〝
封
建
反
動
文

人
〃

と
決
め
つ
け
る
論
調
が
多
か
っ
た
の
だ
か
ら
､
資
料
の
博
捜
の

上
で

金
聖
嘆
の
全
鰻
像
に
肉
迫
し
よ
う
と
し
た
著
者
の
努
力
は
高
-

許
債
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
｡

金
型
嘆
は
水
幕
､
西
席
そ
の
他
の
批
文
を
通
じ
て
､
文
学
理
論
や
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文
章
技
法
上
の
様
々
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､

今
ま
で
も
部
分
的
な
指
摘
は
な
さ
れ
て
き
た
が
､
著
者
は
こ
の
問
題

を
全
鮭
的
'
鮭
系
的
に
取
-
上
げ
､
先
人
の
業
績
を
造
か
に
越
え
る

こ
と
と
な

っ
た
(｢金
型
嘆
閲
干
要
衝
規
律
的
理
論
初
探
｣).
例
え
ば
､
長

期
に
わ
た
る
､
深
い
生
活
観
察
を
元
に
し
て
作
家
は
物
事
を
措
寓
す

べ
き
で
あ
る

(所
謂

｢十
年
格
物
｣
の
説
)
､
事
物
の
多
硬
性
を
認
識

し
､
物
語
の
や
ま
ば
以
外
の
細
節
の
措
寓
も
お
ろ
そ
か
に
す
べ
き
で

な
い
､
登
場
人
物
の
階
級
や
家
庭
環
境
に
相
鷹
し
い
言
葉
遣
い
を
さ

せ
る
べ
き
で
あ
る
､
と
い
っ
た
金
聖
嘆
の
考
え
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

金
聖
嘆
の
西
府
記
批
評
を
論
じ
た
二
篇

(｢有
比
較
権
能
鑑
別
｣'
｢傑

出
的
古
典
戯
劇
評
論
家
金
聖
嘆
｣)
の
論
旨
は
､
概
ね
妥
皆
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
著
者
に
よ
る
と
'
主
賓
甫
西
府
記
は
､
科
白
の
部
分
に
よ

-
草
率

･
杜
撰
な
個
所
が
あ
-
､
金
型
嘆
は
大
抵
そ
れ
を
よ
い
方
に

改
作
し
て
い
る
｡
例
え
ば
'
張
生
の
受
け
た
心
の
痛
手
を
癒
す
べ
-

鴛
鷺
か
ら

〝
虞
方
隻
〃

が
と
ど
け
ら
れ
る
場
面
､

〔未
着
薬
方
大
笑
科

〕

〔末
云
〕
早
知
姐
姐
苦
茶
､
只
合
連
接
｡

(第
三
本
第
四
折
)

〔立
役
､
虞
方
集
を
見
て
大
笑
い
す
る
し
ぐ
さ
〕

〔立
役
〕
ね
え
さ
ん
の

て
が
み
と
わ
か
っ
て
い
た
ら
'
受
取
-
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
い
た
も
の
を
｡

こ
れ
が
金
聖
境
木
で
は
､
こ
の
時
の
張
生
の
心
理
状
態
を
よ
-
反
映

す
る
､
次
の
よ
う
な
科
白
に
襲
わ
っ
た
｡

〔張
生
開
講
｡
立
起
〕

〔笑
云
〕
我
好
苦
也
､
是

一
首
詩
｡

〔揖

云
〕
早
知
小
姐
詩
乗
､
理
合
脆
按
｡
紅
娘
姐
ー
小
生
購
鰻
､
不
覚

頓
好
也
｡

〔張
生
'
開
い
て
凍
み
'
立
ち
あ
が
-
J

〔笑
っ
て
〕
何
と
ま
あ
'
一
首

の
詩
だ
ぞ
O

〔敬
薩
し
て
〕
お
顔
さ
ん
の
詩
と
わ
か
っ
て
い
た
ら
'
平
伏

拝
受
し
た
も
の
を
｡
紅
娘
ね
え
さ
ん
'
わ
た
し
の
こ
の
か
ら
だ
'
何
と
な

-
に
わ
か
に
し
ゃ
ん
と
し
た
｡

こ
-
し
た
修
改
に
よ
-
､
筋
の
運
び
は
よ
-
合
理
的
に
､
人
物
の
性

格
は
よ
-
明
確
に
な

っ
た
と
い
う
｡
金
聖
嘆
は
曲
解
に
は
そ
れ
ほ
ど

手
を
加
え
て
い
な
い
が
､
曲
律
の
束
縛
の
た
め
意
味
が
通
じ
難
-
な

っ
て
い
る
個
所
な
ど
を
修
改
し
､
幾
分
曲
調
の
規
律
を
損
い
な
が
ら

も
意
味
が
よ
-
通
る
よ
-
に
し
た
｡
そ
の
拙
文
も
精
彩
に
富
み
､
特

に
鴛
鷺
の
性
格
分
析
は
行
き
と
ど
い
て
い
る
｡
鷺
鷲
は
自
ら
張
生
を

呼
び
寄
せ
な
が
ら
､
厳
し
-
叱
責
し
て
去
ら
せ
る

《
頼
簡
》
の
場
面

な
ど
も
､
金
聖
嘆
の
解
帝
に
よ
っ
て
鷺
鷲
が
な
ぜ
そ
う
し
た
の
か
が
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よ
-
解
る
と
い
-
0

金
聖
嘆
は
西
府
記
の
後
四
折
を
､
別
人
の
緯
け
た

｢庸
筆
｣
､
｢醜

筆
｣
で
あ
る
と
定
し
め
､
第
四
本
第
四
折
の

《
駕
夢
》
を
以
て

一
書

の
結
末
と
し
た
｡
こ
の
こ
と
を
著
者
は
'

｢衣
錦
柴
野
｣
的
大
圏
園

を
切
-
捨
て
､
封
建
社
食
に
生
き
る
青
年
達
の
愛
情
は
必
ず
推
残
さ

れ
ず
に
は
お
か
な
い
こ
と
を
い
う
悲
劇
に
襲
化
さ
せ
た
の
だ
と
評
債

す
る

(二
八
七
頁
)｡
た
と
え
そ
-
だ
と
し
て
も
､
た
ま
た
ま
そ
う
な

っ
た
と
い
う
だ
け
で
､
金
聖
嘆
の
功
績
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
が
､
著
者
が
､
後
四
折
を
切
-
捨
て
た
金
聖
嘆
の
見
識
を
構
え
る

こ
と
に
異
議
は
な
い
｡

金
聖
嘆
の
西
府
記
批
評
を
正
面
か
ら
論
じ
た
の
は
､
お
そ
ら
-
著

者
が
姶
め
て
で
あ
-
､
そ
の
草
創
の
功
を
認
め
る
の
に
各
か
で
あ

っ

て
は
な
る
ま
い
｡

考
語
的
な
文
章
の
中
で
､
特
に

｢魯
迅
以
来
盛
行
的

《
水
瀞
》
簡

本

〝
加
工
〃

為
繁
本
説
的
再
討
論
｣
が
､
論
旨
明
快
で
説
得
力
が
あ

る
よ
う
に
思

わ
れ
た
｡
こ
れ
は
魯
迅

･
胡
適
以
来
の
､
水
蒲
侍
の
簡

本
に
加
工
し
て
繁
本
と
な
っ
た
と
い
う
説
と
､
繁
本
を
測
節
し
て
簡

本
が
で
き
た
と
い
-
説
の
論
争

･
展
開
史
を
跡
づ
け
つ
つ
､
直
接
に

書

評

は
轟
紺
琴
氏
の
一
文
を
批
判
す
る
形
で
後
者
の
説
を
主
張
し
た
も
の

で
あ
る
｡

｢《
歴
史
的
宋
江
不
是
投
降
涯
》

一
文
質
疑
｣
と

｢再
質
疑
｣
の
二

文
は
､
歴
史
上
に
寛
在
し
た
宋
江
の
事
跡
を
論
じ
た
も
の
だ
が
､
こ

れ
に
は
疑
義
が
あ
る
｡
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
'
わ
が
宮
崎
市
定
氏

に

一
説
が
あ
-
(｢宋
江
考
｣
-

『東
方
撃
』
三
四
)､
比
較
対
照
し
て

み
よ
う
｡
宮
崎
氏
は
､
宣
和
三
年
五
月
に
張
叔
夜
に
投
降
し
た
宋
江

(
A
)
と

(『東
都
事
略
』
に
'
｢
(宣
和
三
年
五
月
)
宋
江
檎
に
就
-
｣
と

あ
る
の
に
基
づ
い
て
い
る
)､

宜
和
三
年
四
月
に
方
楓
の
板
接
地

･
驚

源
洞
の
､
同
六
月
に
飴
衆
の
立
て
こ
も
る
上
苑
洞
の
包
囲
作
戦
に
徒

っ
た
宋
江

(
B
)
と
は
別
人
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
封

し
て
こ
の
文
で
は
､

『
宋
史
』
微
宗
紀
そ
の
他
に
よ
っ
て
､
宋
江
が

張
叔
夜
に
投
降
し
た
の
は
宣
和
三
年
二
月
で
あ
る
と
見
な
し
､
そ
の

宋
江
が
同
年
四
月
と
六
月
の
封
万
機
戦
に
参
加
し
た
の
だ
と
す
る

(宋
江

(
A
)
-
宋
江

(
B
)
と
な
る
)｡
宮
崎
氏
は
前
掲

『東
都
事
略
』

の
一
俵
を
き
ち
ん
と
し
た
板
嬢
を
挙
げ
て
採
用
し
て
い
る
が
､
こ
の

文
で
は
こ
の
一
俵
は
誤
認
で
あ
る
と
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
(八
五
頁
)｡

概
し
て
こ
の
文
で
は

｢宋
江

(
A
)
は
宋
江

(
ち
)
と
同

一
で
あ
る
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こ
と
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
｣
こ
と
を
澄
明
す
る
の
に
力
鮎
が
置
か
れ
､

宋
江

(
A
)
は
宋
江

(ち
)
と
等
し
い
こ
と
を
横
極
的
に
論
詳
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
｡
宮
崎
氏
は
か
な
-
致
果
的
に

｢宋

江

(
A
)
は
宋
江

(B
)
に
等
し
-
な
い
｣
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の

だ
か
ら
､
こ
の
鮎
は
避
け
て
通
れ
な
い
は
ず
で
あ
る

(著
者
が
宮
崎
説

を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
'

｢
再
質
疑
｣

末
尾
に
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
こ
と

か
ら
判
る
)｡
な
お
宮
崎
氏
は

｢折
可
存
墓
誌
銘
｣
に
見
え
る
宋
江
を
､

そ
の
生
檎
さ
れ
た
年
月
を
定
め
ず
に
宋
江

(
A
)
と
同
じ
と
し
た
が
､

こ
の
文
で
は
､
こ
の
年
月
は
五
和
四
年
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
だ
け
は

別
の
宋
江
で
あ
る
と
し
て
､
や
は
-
宋
江
は
二
人
い
た
と
い
う
立
場

を
取

っ
て
い
る
｡

紙
数
の
都
合
で
四
､
五
篤
の
論
稿
に
解
れ
得
な
か
っ
た
が
､
こ
の

書
の
内
容
の
大
要
は
紹
介
し
得
た
と
思
う
｡
な
お
巻
末
の
附
銀
と
し

て
､
金
聖
嘆
の
水
蒲
批
に
関
す
る
従
来
の
説
の
摘
要
な
ど
が
収
め
ら

れ
て
い
る
｡

(愛
知
教
育
大
学

中
鉢
雅
量
)
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