
｢莊
騷
﹂
の
�
生

︱
︱
韓
	
に
お
け
る
�
學
と
し
て
の
﹃
莊
子
﹄
の
�
容
︱
︱

鈴

木

�

�

目
�

は
じ
め
に

一

韓
	
の
﹁
莊
騷
﹂
�
稱
例

二

韓
	
の
莊
子
�
容

三

韓
	
の
屈
原
�
容

四

韓
	
に
よ
る
莊
子
	
價
の
特



お
わ
り
に

は
じ
め
に

｢莊
騷
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
と
屈
原
の
辭
賦
と
の
�
稱
で
あ
り(1

)
︑
類
語
と
し
て
﹁
莊
屈
﹂
が
あ
る
︒
一
般
に
こ
の
�
稱
は
中
�
の
韓
	
に
始
ま
る

と
さ
れ(

2
)

︑
晚
�
以
影
︑
�
學
批
	
を
中
心
に
廣
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る(3

)
︒
�
に
�
末
淸
初
に
お
い
て
は
︑
兩
者
の
精
神
性
が
�
の
�
臣
た
ち

に
�
崇
さ
れ
︑
�
學
批
	
を
超
え
て
﹁
莊
屈
﹂
の
合
一
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た(4

)
︒
一
方
で
︑
散
�
と
辭
賦
と
い
う
�
體
の
差
�
や
︑
莊
周
と
屈

原
と
の
行
跡
の
對
照
性
な
ど
︑
兩
者
に
は
�
稱
と
し
て
不
�
切
と
見
ら
れ
る
�
素
も
多
く
存
在
す
る(5

)
︒
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｢莊
騷
﹂
に
關
す
る
先
行
硏
究
は
少
な
く
な
い
が
︑
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
�
稱
を
�
與
の
も
の
と
し
て
︑
兩
者
の
共
�
性
を
探
る
も
の
で
あ
っ

て
︑
兩
者
が
�
稱
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
十
分
に
解
�
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い(6

)
︒
本
論
は
︑
韓
	
の
詩
�
に
見
え
る

莊
子
と
屈
原
の
人
物
・
作
品
へ
の
言
�
を
�
し
て
︑﹁
莊
騷
﹂
�
稱
の
�
生
の
理
由
と
�
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒

な
お
﹁
莊
騷
﹂
と
﹁
莊
屈
﹂
に
は
︑
嚴
密
に
言
え
ば
作
品
と
作
者
の
い
ず
れ
に
 
目
す
る
か
と
い
う
區
別
が
あ
る
が
︑
論
営
の
都
合
上
︑
以

下
で
は
﹁
莊
屈
﹂
の
例
も
含
め
て
︑﹁
莊
騷
﹂
と
總
稱
す
る
︒

一

韓
	
の
﹁
莊
騷
﹂
�
稱
例

韓
	
の
詩
�
に
お
け
る
﹁
莊
騷
﹂
の
�
稱
は
︑
多
數
の
列
擧
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
も
含
め
る
と
︑
�
で
は
﹁
"
學
解
﹂
と
﹁
#
孟
東
野

序
﹂︑
詩
で
は
﹁
山
南
�
相
公
樊
員
外
酬
答
爲
詩
其
末
咸
$
見
�
語
樊
封
以
示
	
依
賦
十
四
韻
以
獻
﹂
に
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
例
を

見
て
み
よ
う(7

)
︒

｢
"
學
解
﹂
(卷
一
二
)
は
怨
・
舊
﹃
�
書
﹄
の
韓
	
傳
に
も
引
か
れ
︑
早
い
時
%
か
ら
韓
	
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
て
い
た
�
で
あ
る
︒
元

和
七
年

(八
一
二
)
頃
の
作
と
さ
れ
︑
韓
	
自
身
の
投
影
で
あ
る
﹁
國
子
先
生
﹂
と
そ
の
門
人
の
對
話
&
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
﹁
先
生
﹂
の

�
違
に
對
す
る
	
價
に
﹁
莊
騷
﹂
�
稱
が
見
ら
れ
る
︒

沈
'
醲
郁
︑
含
英
咀
華
︒
作
爲
�
違
︑
其
書
滿
家
︒
上
規
姚
姒
︑
渾
渾
無
涯
︑
周
誥
・
殷
盤
︑
佶
屈
聱
+
︑
春
秋
謹
嚴
︑
左
氏
-
誇
︑
易

奇
而
法
︑
詩
正
而
葩
︒
下
.
莊﹅

騷﹅

︑
太
0
�
錄
︑
子
雲
相
如
︑
同
工
衣
曲
︒
先
生
之
於
�
︑
可
謂
閎
其
中
而
肆
其
外
矣
︒
(先
生
は
馥
郁
た

る
香
り
を
漂
わ
せ
る
�
違
の
中
に
沒
入
し
︑
そ
の
中
の
精
華
を
味
わ
っ
て
お
ら
れ
る
︒
�
違
を
作
り
︑
家
の
中
は
そ
の
著
書
に
滿
ち
て
い
る
︒
模
範
と
さ

れ
る
の
は
︑
上
は
舜
や
禹
の
書
の
︑
廣
々
と
し
て
果
て
が
知
れ
ぬ
も
の
︑
周
の
諸
々
の
﹁
誥
﹂
や
殷
の
﹁
盤
庚
﹂
の
︑
ぎ
く
し
ゃ
く
ご
つ
ご
つ
と
し
た
も

の
︑﹃
春
秋
﹄
の
愼
ま
し
い
嚴
格
さ
︑﹃
左
氏
傳
﹄
の
大
仰
な
4
手
さ
︑﹃
易
﹄
の
奇
衣
で
は
あ
っ
て
も
5
理
に
合
い
︑
﹃
詩
﹄
の
正
瓜
6
な
が
ら
も
華
や
か

な
さ
ま
︒
下
は
﹃
莊
子
﹄
と
屈
原
の
辭
賦
︑
司
馬
�
の
記
錄
︑
揚
雄
や
司
馬
相
如
︑
そ
れ
ぞ
れ
演
奏
は
同
じ
く
巧
み
な
が
ら
曲
7
は
衣
な
る
も
の
に
廣
く
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�
ん
で
お
ら
れ
る
︒
先
生
は
�
學
に
つ
い
て
は
︑
中
身
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
て
外
形
は
自
由
奔
放
と
言
え
ま
す
ね
︒
)

｢
#
孟
東
野
序

(孟
東
野
を
#
る
序
)
﹂
(卷
一
九
)
は
︑
貞
元
十
七
年

(八
〇
一
)
か
ら
十
九
年
の
閒
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
︒
物
は
均
衡
狀
態

を
失
っ
た
時
に
:
を
發
す
る
も
の
で
あ
り
︑
人
閒
に
お
い
て
は
�
學
が
そ
れ
に
當
た
る
と
す
る
︑
著
名
な
�
學
論
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
各
時
代

の
﹁
善
鳴
者
﹂
を
列
擧
す
る
中
に
︑
莊
子
と
屈
原
が
;
接
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
も
�
稱
の
一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒

周
之
衰
︑
孔
子
之
徒
鳴
之
︒
其
聲
大
而
<
︒
傳
曰
︑
天
將
以
夫
子
爲
木
鐸
︑
其
弗
信
矣
乎
︒
其
末
也
︑
莊﹅

周﹅

以
其
荒
�
之
辭
鳴
︒
楚
大
國

也
︑
其
=
也
以
屈﹅

原﹅

鳴
︒
臧
孫
辰
孟
軻
荀
卿
以
5
鳴
者
也
︒
楊
朱
墨
翟
管
夷
吾
晏
嬰
老
耼
申
不
B
韓
非
眘
到
田
騈
鄒
衍
尸
佼
孫
武
張
儀
蘇

秦
之
屬
︑
皆
以
其
D
鳴
︒
(
周
が
衰
え
る
と
︑
孔
子
の
學
4
が
鳴
っ
た
︒
そ
の
:
は
大
き
く
<
く
ま
で
屆
い
た
︒
傳
に
﹁
天
は
夫
子
を
木
鐸
に
し
よ
う

と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
の
�
り
で
は
な
い
か
︒
そ
の
末
%
に
は
︑
莊
周
が
﹁
荒
�
の
辭
﹂
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
︒
楚
は
大
國
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の

滅
=
に
際
し
て
は
屈
原
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
︒
臧
孫
辰
・
孟
軻
・
荀
卿
は
儒
敎
の
5
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
人
々
で
あ
る
︒
楊
朱
・
墨
翟
・
管
仲
・
晏
嬰
・
老

耼
・
申
不
B
・
韓
非
・
愼
到
・
田
騈
・
鄒
衍
・
尸
佼
・
孫
武
・
張
儀
・
蘇
秦
の
よ
う
な
者
た
ち
は
︑
み
な
そ
の
學
D
に
よ
っ
て
鳴
っ
た
︒
)

｢山
南
�
相
公
樊
員
外
酬
答
爲
詩
其
末
咸
$
見
�
語
樊
封
以
示
	
依
賦
十
四
韻
以
獻
﹂
(山
南
の
�
相
公
・
樊
員
外

酬
答
し
て
詩
を
爲
り
其
の
末

に
咸
な
�
ば
る
る
語
$
り
︑
樊
封
じ
て
以
て
	
に
示
す
︒
依
り
て
十
四
韻
を
賦
し
以
て
獻
ず
)
(
卷
七
)
は
︑
元
和
十
年

(
八
一
五
)
ご
ろ
の
作
と
さ
れ
る
︒

韓
	
と
親
F
の
あ
っ
た
山
南
西
5
G
度
H
の
�
餘
慶
が
︑
副
H
で
韓
	
に
師
事
し
た
樊
宗
師
と
唱
和
詩
を
作
っ
た
が
︑
兩
者
い
ず
れ
の
作
に
も

韓
	
に
言
�
し
た
語
が
あ
っ
た
︒
そ
の
I
禮
と
し
て
二
人
に
向
け
て
作
っ
た
詩
で
あ
り
︑
J
K
で
�
餘
慶
の
儒
敎
振
興
を
た
た
え
︑
後
K
で
�

餘
慶
と
樊
宗
師
の
唱
和
詩
を
褒
め
る
︒
用
例
は
そ
の
末
尾
に
見
え
る
︒

25
如
怨
去
耵
聹

怨
た
に
耵
聹

て
い
で
い

を
去
り
て

26
雷
霆
q
颶
䫻

雷
霆

颶ぐ

䫻
い
つ

に
qせ
ま

る
が
如
し

27
綴
此
豈
爲
訓

此
を
綴
り
て
豈
に
訓
と
爲
ら
ん
や

28
俚
言
紹
莊
屈

俚
言

莊﹅

屈﹅

を
紹つ

ぐ
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引
用
部
分
で
は
︑
二
人
の
詩
を
讀
ん
で
耳
垢
を
と
っ
た
ば
か
り
の
耳
に
雷
霆
や
疾
風
を
聞
く
よ
う
な
衝
擊
を
�
け
た
︑
I
事
と
し
て
こ
の
詩

を
綴
っ
た
が
︑
ど
う
し
て
﹁
訓
﹂
(お
し
え
)
と
な
り
得
よ
う
か
︑
せ
い
ぜ
い
わ
が
卑
俗
な
言
葉
は
﹁
莊
屈
﹂
を
繼
ぐ
U
度
で
あ
る
︑
と
V
�

し
て
い
る
︒

以
上
の
三
つ
の
用
例
に
共
�
す
る
こ
と
は
︑
い
ず
れ
も
莊
子
と
屈
原
の
�
違
に
 
目
し
た
�
稱
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
思
想
性
や
人
閒
性
と

完
W
に
切
り
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
そ
れ
ら
は
J
面
に
出
て
い
な
い
︒
こ
れ
は
︑
こ
と
﹃
莊
子
﹄
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
從
來

と
衣
な
る
怨
し
い
�
容
の
か
た
ち
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
�
違
に
て
そ
れ
を
確
X
し
よ
う
︒

二

韓
	
の
莊
子
�
容

漢
代
以
來
︑﹃
莊
子
﹄
が
5
家
思
想
�
び
5
敎
の
重
�
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
�
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
︑
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
︒
�
學

の
面
で
も
︑
齊
物
や
物
Z
の
思
想
︑
神
仙
や
眞
人
な
ど
超
俗
の
人
物
類
型
︑
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
寓
話
は
︑
絕
え
ず
�
人
�
に
影
\
を
與
え
︑

利
用
さ
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑
本
論
で
 
目
し
た
い
の
は
︑
そ
れ
ら
思
想
や
モ
チ
ー
フ
の
]
收
と
は
衣
な
る
︑﹃
莊
子
﹄
の
テ
キ
ス
ト
自
體
の
修

辭
や
�
體
に
對
す
る
	
價
で
あ
る
︒
そ
の
�
も
早
い
例
は
︑﹃
莊
子
﹄
天
下
&
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

(
續
古
逸
叢
書
本
﹃
宋
刊
南
華
眞
經
﹄
を
底

本
と
す
る
)
︒

莊
周
聞
其
風
而
悅
之
︑
以
¬
悠
之
說
︑
荒
�
之
言
︑
无
端
崖
之
辭
︑
⁝
⁝
以
巵
言
爲
曼
衍
︑
以
重
言
爲
眞
︑
以
寓
言
爲
廣
︒
⁝
⁝
其
書
雖

瓌
瑋
而
連
犿
无
傷
也
︒
其
辭
雖
參
差
而
諔
詭
可
觀
︒
(莊
周
は
そ
の
古
え
の
5
D
者
の
敎
え
を
聞
い
て
喜
び
︑
ど
こ
ま
で
も
と
り
と
め
の
な
い
說
︑

廣
く
つ
か
み
�
の
な
い
言
︑
際
限
の
な
い
言
葉
を
あ
ら
わ
し
て
︑
⁝
⁝
｢巵
言
﹂
に
よ
っ
て
﹁
5
﹂
の
窮
ま
り
な
い
變
Z
に
合
わ
せ
て
ど
こ
ま
で
も
廣
が
り
︑

﹁
重
言
﹂
に
よ
っ
て
そ
の
眞
實
を
さ
と
ら
せ
︑﹁
寓
言
﹂
に
よ
っ
て
そ
の
內
容
を
押
し
廣
げ
た
︒
⁝
⁝
そ
の
書
は
常
識
を
超
え
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
︑
圓
轉

し
て
お
り
事
物
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
の
言
葉
は
ふ
ぞ
ろ
い
で
あ
る
が
︑
奇
衣
さ
に
は
見
る
べ
き
點
が
あ
る
︒
)

『
0
記
﹄
老
子
韓
非
列
傳

(中
華
書
局
點
校
本
二
十
四
0
修
訂
本
)
の
﹁
大
抵
e
寓
言
也
﹂
(お
お
む
ね
寓
言
で
あ
る
)
や
﹁
善
屬
書
離
辭
︑
指
事
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類
f
﹂
(
�
違
を
綴
り
言
葉
を
聯
ね
︑
事
物
を
営
べ
比
喩
を
用
い
る
の
に
巧
み
で
あ
っ
た
)
︑﹁
其
言
洸
洋
自
恣
以
�
己
﹂
(そ
の
言
葉
は
果
て
が
な
く
自
ら

思
う
が
ま
ま
で
あ
っ
た
)
な
ど
も
�
違
に
對
す
る
	
價
で
あ
る
︒
以
下
に
擧
げ
る
の
は
六
g
か
ら
初
�
に
か
け
て
の
︑﹃
莊
子
﹄
の
�
違
に
對
す

る
	
價
の
例
で
あ
る
︒

郭
象
﹁
莊
子
序
﹂
(劉
�
典
﹃
莊
子
補
正
﹄︑
安
Ú
大
學
出
版
社
・
雲
南
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︒
日
本
高
山
寺
藏
舊
鈔
本
に
基
づ
く
排
印
)

莊
子
閎
才
命
世
︑
i
多
英
�
洩
詞
︑
正
言
若
反
︒
(莊
子
は
洩
才
と
し
て
世
に
知
ら
れ
︑
ま
こ
と
に
多
く
の
優
れ
た
�
辭
を
殘
し
た
︒
眞
に
正
し
い

言
葉
は
	
�
と
は
反
對
の
よ
う
だ(8
)

︒
)

皇
甫
謐
﹃
高
士
傳
﹄
卷
中
・
莊
周
傳
贊

(古
今
逸
0
本
)

莊
周
傲
世
︑
洸
洋
寓
言
︒
�
窮
萬
妙
︑
學
守
一
玄
︒
(莊
周
は
世
人
を
見
下
し
︑
果
て
の
な
い
寓
言
を
営
べ
た
︒
そ
の
�
違
は
あ
ま
た
の
美
善
を
盡

く
し
︑
そ
の
學
問
は
玄
な
る
一
つ
の
5
を
守
っ
た
︒
)

『
�
心
雕
龍
﹄
諸
子

(
詹
鍈
﹃
�
心
雕
龍
義
證
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
)

.
�
七
國
力
政
︑
俊
乂
蜂
m
︒
孟
軻
膺
儒
以
磬
折
︑
莊
周
営
5
以
翱


︒
(戰
國
の
七
國
が
力
の
政
治
を
"
め
る
と
︑
俊
才
が
�
々
と
出
て
き
た
︒

孟
軻
は
儒
家
の
敎
え
を
守
っ
て
敬


に
振
る
舞
い
︑
莊
周
は
5
家
の
5
を
営
べ
て
悠
々
と
飛


し
た
︒
)

『
�
心
雕
龍
﹄
f
采

(
詹
鍈
﹃
�
心
雕
龍
義
證
﹄
)

硏
味
孝
老
︑
則
知
�
質
附
乎
性
f
︒
詳
覽
莊
韓
︑
則
見
華
實
n
乎
�
侈
︒
(﹃
孝
經
﹄
と
﹃
老
子
﹄
を
檢
討
玩
味
す
る
と
︑
�
と
質
は
作
者
の
本
性

や
感
f
に
關
わ
る
こ
と
が
わ
か
り
︑﹃
莊
子
﹄
と
﹃
韓
非
子
﹄
を
詳
細
に
讀
め
ば
︑
裝
o
と
實
質
の
關
係
が
亂
れ
た
奢
侈
へ
と
液
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
)

成
玄
英
﹁
南
華
眞
經
駅
序
﹂
(古
逸
叢
書
本
﹃
南
華
眞
經
 
駅
﹄
)

其
言
大
而
q
︑
其
旨
深
而
<
︒
(そ
の
言
葉
は
大
き
く
て
該
q
で
あ
り
︑
そ
の
內
容
は
深
く
ま
た
<
く
に
�
ぶ
︒
)

た
だ
︑
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
例
外
6
で
あ
っ
て
︑
5
家
思
想
の
隆
盛
を
背
景
に
﹃
莊
子
﹄
が
大
い
に
讀
ま
れ
た
六
g
%
に
お
い
て
も
︑﹃
莊
子
﹄

の
�
容
は
思
想
に
對
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た(9

)
︒
�
代
に
入
っ
て
も
そ
の
狀
況
は
變
わ
ら
な
い
︒
七
世
紀
J
K
に
s
纂
さ
れ
た
正
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0
に
見
え
る
�
學
論
と
し
て
︑﹃
晉
書
﹄
�
苑
傳
序
�
び
0
臣
の
論
︑﹃
梁
書
﹄
�
學
傳
序
︑﹃
陳
書
﹄
�
學
傳
序
�
び
0
臣
の
論
︑﹃
北
齊
書
﹄

�
苑
傳
序
︑﹃
周
書
﹄
王
襃
庾
信
傳
論
︑﹃
隋
書
﹄
�
學
傳
序
�
び
0
臣
の
論
が
あ
り
︑
そ
の
他
に
個
人
の
書
鯵
や
別
集
・
總
集
の
序
�
な
ど
の

中
に
も
�
學
論
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
�
違
が
多
く
あ
る
が(10

)
︑﹃
莊
子
﹄
が
�
學
0
6
な
記
営
の
中
で
位
置
づ
け
を
與
え
ら
れ
る
例
は
︑
管
見

の
限
り
で
は
�
の
﹃
周
書
﹄
の
例
を
除
い
て
見
當
た
ら
な
い

(﹃
北
0
﹄
�
苑
傳
序
は
﹃
周
書
﹄
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
寫
す
)
︒
�
稱
の
相
手
で
あ

る
屈
原
の
辭
賦
が
︑
衛
譽
襃
貶
は
あ
れ
︑
�
學
論
の
多
く
で
言
�
さ
れ
る
の
と
は
對
照
6
で
あ
る
︒

『
周
書
﹄
王
襃
庾
信
傳
論

(中
華
書
局
點
校
本
二
十
四
0
)

.
乎
兩
周
5
喪
︑
七
十
義
乖
︒
淹
中
稷
下
︑
八
儒
三
墨
︑
辯
q
之
論
蜂
m
︑
漆
園
黍
谷
︑
名
法
兵
農
︑
宏
放
之
詞
霧
集
︒
雖
u
誥
奧
義
︑

或
未
盡
善
︑
考
其
�
長
︑
蓋
賢
�
之
源
液
也
︒
其
後
v
臣
屈
w
︑
作
離
騷
以
敍
志
︑
宏
才
豔
發
︑
$
惻
隱
之
美
︒
(西
周
・
東
周
の
5
が
失

わ
れ
る
と
︑
孔
子
の
弟
子
た
ち
の
學
說
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
︒
曲
阜
の
淹
中
や
齊
の
稷
下
で
は
︑
儒
家
の
八
4
や
墨
家
の
三
4
な
ど
︑
該
q
な
辯
論
が

蜂
の
よ
う
に
群
が
り
m
こ
り
︑
莊
子
や
鄒
衍
︑
名
家
・
法
家
・
兵
家
・
農
家
な
ど
︑
廣
く
奔
放
な
言
葉
が
霧
の
よ
う
に
集
ま
っ
た
︒
こ
れ
ら
は
︑
經
典
の

u
正
な
訓
吿
�
が
持
つ
よ
う
な
深
い
含
�
に
は
完
W
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
︑
そ
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
考
え
れ
ば
︑
賢
人
�
人
の
水
源
と
そ
の
液
れ
で
あ

る
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
後
故
國
を
z
わ
れ
た
屈
w
は
︑﹁
離
騷
﹂
を
作
っ
て
そ
の
志
を
営
べ
︑
豐
か
な
才
能
が
鮮
や
か
に
發
揮
さ
れ
︑
悲
し
み
の
美
し
さ
を

持
っ
た
︒
)

確
か
に
こ
こ
で
は
︑
莊
子
が
�
學
の
液
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
た
だ
︑
對
と
な
る
の
が
鄒
衍

(﹁
黍
谷
﹂
は
そ
の

{
處
と
さ
れ
る
場
�
)
で
あ
り
︑
竝
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
名
家
・
法
家
・
兵
家
・
農
家
な
ど
の
學
4
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
﹁
蓋
賢
�
之
源
液

也
﹂
と
い
う
	
價
か
ら
は
︑﹁
辯
q
之
論
﹂
の
一
つ
と
し
て
の
學
D
6
な
	
價
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
�
ら
か
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
﹁
屈
w
﹂

以
下
の
辭
賦
の
作
者
�

(下
�
で
は
宋
玉
・
荀
子
・
賈
誼
が
︑﹃
詩
經
﹄
の
5
を
繼
ぐ
辭
賦
の
作
品
の
冠
と
稱
え
ら
れ
て
い
る
)
の
よ
う
な
︑
作
者
個
人

の
�
學
性
は
X
め
ら
れ
て
い
な
い
︒

詩
�
一
般
を
見
て
も
︑﹃
莊
子
﹄
の
寓
話
の
利
用
は
枚
擧
に
い
と
ま
が
な
い
も
の
の
︑
そ
の
作
者
と
し
て
�
學
性
や
巧
拙
を
	
價
し
た
り
︑
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﹃
莊
子
﹄
の
テ
キ
ス
ト
の
�
違
表
現
を
	
價
し
た
り
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒

人
物
と
し
て
の
莊
子

(莊
周
)
に
つ
い
て
︑
韓
	
以
J
の
�
代
の
詩
�
に
お
け
る
莊
周
宴
は
︑
出
仕
を
拒
絕
し
|
官
に
身
を
置
い
た
隱
逸
者
︑

5
家
の
思
想
家
︑
寓
話
中
の
登
場
人
物

(寓
話
の
作
者
)
︑
の
三
種
類
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
︒
寓
話
の
登
場
人
物
と
寓
話
作
者
を
一
括
り
に
し
た

の
は
︑
そ
れ
が
不
可
分
な
場
合
が
少
な
く
な
い
た
め
で
あ
る
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
見
て
み
よ
う
︒

王
維
﹁
輞
川
集

漆
園
﹂
(﹃
王
維
集
校
 
﹄
卷
五
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
七
年(11
)

)

1
古
人
非
傲
}

古
人

傲
}
に
非
ず

2
自
闕
經
世
務

自
ら
經
世
の
務
を
闕
く

3
偶
寄
一
|
官

偶た
ま

た
ま
一
|
官
に
寄
せ

4
婆
娑
數
株
樹

數
株
の
樹
に
婆
娑
た
ら
ん

杜
甫
﹁
將
�
吳
楚
留
別
違
H
君
留
後
�
幕
府
諸
公
得
柳
字

(將
に
吳
楚
に
�
か
ん
と
し
て
違
H
君
留
後
�
幕
府
諸
公
に
留
別
す

柳
字
を
得
)
﹂
(﹃
宋

本
杜
工
部
集
﹄
卷
四
)

29
中
原
�
息
斷

中
原
�
息
斷
た
れ

30
黃
屋
今
安
否

黃
屋

今
安
き
や
否
や

31
�
作
�
荊
蠻

�
に
荊
蠻
に
�
く
を
作
し

32
安
排
用
莊
�

排
に
安
ん
ず
る
こ
と
莊
�
を
用
い
ん

盧
照
鄰
﹁
失
羣
鴈

(群
を
失
え
る
雁
)
﹂
(﹃
盧
照
鄰
集
校
 
﹄
卷
二
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
八
年
)

13
唯
$
莊
周
解
愛
鳴

唯
だ
莊
周
$
り

解よ

く
鳴
く
を
愛
す

14
復
5
郊
歌
重
奇
色

復
た
5
う

郊
歌
奇
色
を
重
ん
ず
と
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李
白
﹁
古
風
﹂
其
九

(﹃
李
太
白
W
集
﹄
卷
二
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
九
年
)

1
莊
周
夢
胡
蝶

莊
周

胡
蝶
を
夢
み

2
胡
蝶
爲
莊
周

胡
蝶

莊
周
と
爲
る

3
一
體
�
變
易

一
體

�
こ
も
ご

も
變
易
し

4
萬
事
良
悠
悠

萬
事

良
に
悠
悠
た
り

獨
孤
�
﹁
得
柳
員
外
書
封
寄
�
詩
書
中
�
報
怨
�
行
營
兵
馬
因
代
書
戲
答

(柳
員
外
の
書
を
得
る
に
︑
封
じ
て
�
詩
を
寄
せ
︑
書
中
�
ね
て
怨
�
の

行
營
兵
馬
を
報
ず
︑
因
り
て
書
に
代
え
て
戲
れ
に
答
う
)
﹂
(﹃
毘
陵
集
﹄
卷
三
︑
四
部
叢
刊
本
)

3
說
劍
嘗
宗
漆
園
}

劍
を
說
く
に

嘗
て
漆
園
の
}
を
宗
と
し

4
戒
嚴
應
笑
棘
門
軍

戒
嚴

應
に
棘
門
の
軍
を
笑
う
べ
し

楊
炯
﹁
庭
菊
賦
序
﹂
(﹃
楊
炯
集
箋
 
﹄
卷
一
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
一
六
年
)

駱
縯
則
詁
訓
之
J
識
︑
張
相
則
老
莊
之
後
英
︒
(駱
縯
は
詁
訓
の
學
問
で
の
先
驅
者
で
あ
り
︑
張
相
は
老
莊
の
學
問
で
の
後
生
の
英
雄
で
あ
る
︒
)

張
說
﹁
與
�
駙
馬
書

(�
駙
馬
に
與
う
る
書
)
﹂
(﹃
�
�
粹
﹄
卷
八
三
︑
四
部
叢
刊
本
)

晚
�
莊
周
書
︑
以
天
地
爲
國
︑
5
德
爲
身
︒
(遲
ま
き
な
が
ら
莊
周
の
書
を
讀
ん
で
︑
天
地
を
國
と
し
︑
5
德
を
體
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
)

楚
の
威
王
か
ら
の
仕
官
の
誘
い
を
斷
っ
た
と
い
う
傳
記
に
基
づ
き
︑
郭
璞
﹁
�
仙
詩
﹂
が
﹁
漆
園
$
傲
}
﹂
と
描
い
て
以
來
︑﹁
傲
}
﹂
は

莊
子
の
代
名
詞
と
な
る
︒
王
維
の
詩
は
そ
れ
を
ひ
ね
り
︑
莊
子
が
誘
い
を
斷
っ
た
の
は
威
張
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
︑
自
分
か
ら
治
世
に
關

わ
る
職
を
�
け
た
の
だ
︒
自
分
も
そ
れ
に
な
ら
っ
て
|
官
に
身
を
置
い
て
樹
下
に
ゆ
っ
た
り
し
よ
う
と
い
う

(
あ
る
い
は
W
て
莊
周
の
こ
と
を
い

う
と
も
讀
め
る
)
︒
こ
こ
で
の
莊
子
は
世
閒
に
惑
わ
さ
れ
ず
隱
逸
の
生
活
を
#
る
理
想
6
人
物
で
あ
る
︒

杜
甫
の
詩
は
︑
戰
亂
を
�
け
て
南
へ
赴
く
こ
と
を
詠
ん
だ
王
粲
﹁
七
哀
詩
﹂
を
第
31
句
で
踏
ま
え
︑
そ
の
南
方
の
地
で
︑
莊
子
の
よ
う
な
安

逸
の
生
活
を
#
ろ
う
と
い
う
︒﹁
安
排
﹂
は
﹃
莊
子
﹄
大
宗
師
&
に
出
る
D
語
で
︑
自
然
の
推
移
に
安
ん
ず
る
こ
と
︒
杜
甫
は
﹁
寄
岳
州
賈
司
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馬
六
丈
巴
州
嚴
八
H
君
兩
閣
老
五
十
韻

(岳
州
の
賈
司
馬
六
丈
・
巴
州
の
嚴
八
H
君
兩
閣
老
に
寄
す
五
十
韻
)
﹂
(
卷
一
〇
)
で
も
︑
賈
至
と
嚴
武
の
左

�
を
慰
め
て
﹁
安
排
求
傲
}
︑
比
興
展
歸
田
﹂
(安
排

傲
}
を
求
め
︑
比
興

歸
田
を
展
ぶ
)
と
詠
ん
で
い
る
︒
ど
ち
ら
も
理
想
6
隱
逸
者
と
し

て
の
莊
子
で
あ
る
︒

盧
照
鄰
の
詩
は
︑﹃
莊
子
﹄
山
木
&
を
踏
ま
え
る
︒
莊
子
が
友
人
の
家
で
も
て
な
し
を
�
け
た
時
︑
鳴
き
聲
の
よ
く
な
い
﹁
不
材
﹂
の
雁
の

方
が
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
�
に
﹁
材
﹂
で
あ
る
た
め
に
伐
�
さ
れ
る
木
の
境
�
と
對
比
し
て
﹁
材
﹂
と
﹁
不
材
﹂
の
差
�
も
結
局
は
相
對

6
で
あ
る
こ
と
を
い
う
寓
話
で
あ
る
︒
李
白
の
詩
は
齊
物
論
&
の
﹁
胡
蝶
の
夢
﹂
を
踏
ま
え
る
︒
獨
孤
�
の
詩
は
說
劍
&
を
踏
ま
え
︑
軍
事
の

心
得
が
十
分
に
あ
る
こ
と
を
い
う
︒
こ
の
三
例
に
共
�
す
る
の
は
︑
取
り
あ
げ
ら
れ
る
寓
話
が
︑
W
て
も
と
も
と
登
場
人
物
と
し
て
莊
子
が
登

場
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
こ
の
時
%
の
詩
�
で
︑﹃
莊
子
﹄
の
寓
話
を
用
い
る
時
に
人
物
と
し
て
の
莊
子
に
も
言

�
す
る
例
の
大
K
に
︑
共
�
し
て
見
ら
れ
る
特


で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
莊
子
が
寓
話
の
登
場
人
物
で
あ
る
の
か
︑
そ
の
作
者
で
あ
る
の
か
と

い
う
區
別
は
︑
極
め
て
曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
と
な
る
︒

楊
炯
の
序
�
︑
張
說
の
書
で
は
︑
い
ず
れ
も
莊
子
を
5
家
の
思
想
家
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
詩
に
描
か
れ
る
莊
子
が
﹁
傲
}
﹂
に
代
表
さ
れ

る
隱
Ø
者
宴
に
傾
く
の
に
比
べ
︑
�
の
場
合
は
︑
5
家
の
思
想
家
の
�
が
よ
り
多
く
見
え
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
先
営
の
三
類
型
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
は
�
・
詩
と
も
變
わ
り
が
な
い
︒

續
い
て
特
に
莊
子
の
著
営
に
言
�
す
る
例
を
見
て
お
こ
う
︒

崔
行
功
﹁
贈
太
師
魯
國
孔
宣
公
碑
﹂
(﹃
W
�
�
﹄
一
七
五
)

若
其
耼
語
棄
智
︑
則
�
非
攘
臂
之
端
︒
莊
寄
齊
諧
︑
則
禮
必
因
心
之
範
︒
(老
耼
が
智
を
�
て
る
こ
と
を
說
け
ば
︑
�
人
は
袖
を
ま
く
っ
て
無
理

矢
理
人
を
動
か
す
ふ
る
ま
い
の
端
緖
で
あ
る
と
批
�
し
︑
莊
子
が
齊
諧
を
寄
せ
る
と
︑
禮
は
仁
愛
の
心
を
規
範
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
︒
)

楊
炯
﹁
瀘
州
都
督
王
湛
神
5
碑
﹂
(﹃
楊
炯
集
箋
 
﹄
卷
八
)

莊
周
著
論
︑
生
也
若
-
︒
0
佚
立
言
︑
歿
而
不
朽
︒
(莊
周
は
論
を
著
し
た
が
︑
生
き
て
い
る
と
き
は
液
れ
に
-
か
ぶ
よ
う
に
な
る
が
ま
ま
で
あ
っ
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た
し
︑
0
佚
は
立
4
な
言
說
を
営
べ
て
︑
=
く
な
っ
て
も
そ
の
言
葉
は
不
朽
と
な
っ
た(12
)

︒
)

盧
藏
用
﹁
答
毛
�
書

(毛
�
に
答
う
る
書
)
﹂
(﹃
W
�
�
﹄
二
三
八
)

覽
莊
生
鵾
�
之
喻
︑
則
乾
坤
龍
馬
之
旨
可
好
矣
︑
培
風
�
海
︑
則
六
九
之
源
無
差
矣
︒
(
莊
子
の
鯤
と
�
の
比
喩
は
︑
天
地
の
法
則
の
內
容
を

知
る
の
に
よ
く
︑
風
に
乘
り
海
が
う
ね
る
と
い
う
寓
話
は
︑
陰
陽
の
根
源
を
正
し
く
理
解
さ
せ
ま
す(13
)

︒
)

蕭
穎
士
﹁
聽
早
蟬
賦

(早
蟬
を
聽
く
の
賦
)
﹂
(﹃
�
苑
英
華
﹄
一
四
一
)

莊
&
載
痀
僂
之
志
︑
孔
氏
感
螳
螂
之
捕
︒
(莊
子
の
&
籍
に
は
痀
僂
者
の
志
を
書
き
︑
孔
子
は
螳
螂
の
狙
い
の
戒
め
に
感
じ
る(14
)

︒
)

王
維
﹁
薦
福
寺
光
師
�
花
藥
詩
序
﹂
(﹃
王
維
集
校
 
﹄
卷
八
)

漆
園
傲
}
︑
著
書
以
稊


爲
言
︒
蓮
座
大
仙
︑
說
法
開
藥
草
之
品
︒
(漆
園
の
傲
}
は
︑
書
を
著
し
て
ヒ
エ
の
話
を
し(15
)

︑
蓮
華
座
の
御
佛
は
︑
佛

法
を
說
い
て
藥
草
の
&
違
を
開
い
た
︒
)

李
嘉
祐
﹁
#
韋
司
直
西
行

(韋
司
直
の
西
に
行
く
を
#
る
)
﹂
(﹃
�
苑
英
華
﹄
二
二
八
)

7
能
�
�
證
5

�
を
能
く
し
�
ね
て
5
を
證
す

8
莊
�
是
J
身

莊
�
は
是
れ
J
身

以
上
は
い
ず
れ
も
︑
寓
話
や
論
著
の
作
者
と
し
て
莊
子
や
︑
書
物
と
し
て
の
﹃
莊
子
﹄
に
言
�
し
た
例
で
は
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
こ
で
 
目
さ

れ
て
い
る
の
は
︑
あ
く
ま
で
そ
の
內
容
や
思
想
で
あ
っ
て
︑
�
違
自
體
に
 
目
し
︑
	
價
を
與
え
て
い
る
も
の
で
は
な
い(16

)
︒
蕭
穎
士
や
王
維
の

�
で
言
�
さ
れ
る
寓
話
が
︑
い
ず
れ
も
莊
子
を
登
場
人
物
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
も
︑
先
に
見
た
傾
向
と
同
じ
で
あ
る(17

)
︒

作
者
と
し
て
の
莊
子
に
言
�
し
て
︑
�
確
に
そ
の
�
違
表
現
を
	
價
す
る
例
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
李
白
の
﹁
大
�
賦
﹂
(﹃
李
太
白
W
集
﹄

卷
一
)
の
み
で
あ
る
︒

南
華
老
仙
︑
發
天
機
于
漆
園
︑
吐
崢
嶸
之
高
論
︒
開
浩
蕩
之
奇
言
︑
徵
至
怪
於
齊
諧
︒
(南
華
の
老
仙
は
︑
天
賦
の
機
知
を
漆
園
に
て
發
現
し
︑

そ
び
え
立
つ
ほ
ど
の
高
尙
な
論
を
口
に
し
た
︒
際
限
な
く
廣
が
る
奇
言
を
開
陳
し
︑
怪
衣
の
記
錄

(﹁
至
怪
﹂
は
﹁
志
怪
﹂
の
¤
り
と
す
る
)
を
齊
諧
の
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話
に
よ
っ
て
證
據
づ
け
た
︒

こ
の
よ
う
な
狀
況
に
お
い
て
︑
韓
	
が
�
學
性
を
$
す
る
作
者
と
し
て
莊
子
を
捉
え
︑
そ
の
�
違
を
	
價
し
た
こ
と
は
︑
劃
%
6
な
こ
と
で

あ
っ
た
と
言
え
る
︒

韓
	
の
莊
子
�
容
に
つ
い
て
︑
も
う
少
し
踏
み
¥
ん
で
み
て
ゆ
こ
う
︒
韓
	
も
﹃
莊
子
﹄
の
寓
話
の
モ
チ
ー
フ
は
大
い
に
利
用
し
て
い
る
が
︑

直
接
莊
子
に
言
�
し
た
詩
�
は
多
く
な
い
︒﹁
莊
騷
﹂
�
稱
の
例
以
外
に
は
︑
詩
で
は
﹁
贈
崔
立
之
﹂﹁
落
齒
﹂
の
二
例
︑
�
で
は
﹁
答
渝
州
李

H
君
書
﹂﹁
#
區
册
序
﹂﹁
#
王
秀
才
序
﹂﹁
�
故
檢
校
尙
書
左
僕
射
右
龍
武
軍
瓜
軍
劉
公
墓
誌
銘
﹂﹁
�
故
g
散
大
夫
尙
書
庫
部
郞
中
�
君
墓
誌

銘
﹂
の
五
例
が
あ
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
�
故
檢
校
⁝
⁝
劉
公
墓
誌
銘
﹂
(卷
二
九
)
の
例
は
︑﹁
大
父
巨
敖
︑
好
讀
老
子
莊
周
書

(
祖
父
の
巨
敖
は
老

子
と
莊
周
の
書
を
讀
む
の
を
好
ん
だ
)
﹂
と
︑
他
者
の
愛
好
を
記
す
も
の
で
あ
っ
て
︑
韓
	
の
莊
子
�
容
を
讀
み
取
る
材
料
と
は
し
が
た
い
︒
以
下

こ
れ
を
除
い
て
考
察
を
"
め
る
︒

ま
ず
﹁
贈
崔
立
之

(崔
立
之
に
贈
る
)
﹂
詩

(外
集
卷
一
)
は
︑
作
者
と
し
て
の
莊
子
の
�
容
を
�
確
に
示
す
例
と
し
て
重
�
で
あ
る
︒
W
�

を
引
く
︒

1
昔
者
十
日
雨

昔
者

十
日
の
雨

2
子
桑
苦
¨
©

子
桑

¨
©
に
苦
し
む

3
哀
歌
坐
空
屋

哀
歌
し
て
空
屋
に
坐
し

4
不
怨
但
自
悲

怨
ま
ず

但
だ
自
ら
悲
し
む

5
其
友
名
子
輿

其
の
友

名
は
子
輿

6
忽
然
憂
且
思

忽
然
と
し
て
憂
い
且
つ
思
う

7
褰
裳
觸
泥
水

裳
を
褰か

か

げ
て
泥
水
に
觸
れ

8
裹
飯

食
之

飯
を
裹つ

つ

み
て

き
て
之
に
食
ら
わ
す
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9
入
門
相
對
語

門
に
入
り
て
相
い
對
し
て
語
れ
ば

10
天
命
良
不
疑

天
命

良
に
疑
わ
ず

11
好
事
漆
園
}

好
事

漆
園
の
}

12
書
之
存
雄
辭

之
を
書
き
て
雄
辭
を
存
す

13
千
年
事
已
<

千
年

事
は
已
に
<
き
も

14
二
子
f
可
推

二
子

f
は
推
す
べ
し

15
我
讀
此
&
日

我

此
の
&
を
讀
み
し
日

16
正
當
雨
®
時

正
に
®
雨ふ

る
の
時
に
當
た
る

17
吾
身
固
已
困

吾
が
身
は
固
よ
り
已
に
困
ず

18
吾
友
復
何
爲

吾
が
友
は
復
た
何
を
か
爲
さ
ん

19
°
粥
不
足
裹

°
粥

裹
む
に
足
ら
ず

20
深
泥
諒
難
馳

深
泥

諒
ま
こ
と

に
馳
せ
難
し

21
曾
無
子
輿
事

曾
て
子
輿
の
事
無
し

22
空
賦
子
桑
詩

空
し
く
子
桑
の
詩
を
賦
さ
ん

J
K
十
句
で
は
﹃
莊
子
﹄
大
宗
師
&
の
寓
話
を
営
べ
る(18

)
︒
も
と
の
寓
話
は
貧
窮
を
�
命
と
し
て
�
け
入
れ
る
こ
と
が
�
題
で
あ
る
が
︑
こ
こ

で
は
苦
し
む
友
人
を
案
じ
て
食
べ
る
物
を
�
ん
だ
友
f
に
焦
點
を
當
て
て
い
る
︒
第
11
句
か
ら
14
句
で
は
︑﹁
漆
園
}
﹂
す
な
わ
ち
莊
子
が
こ

の
寓
話
を
﹁
雄
辭
﹂
に
殘
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
千
年
J
の
子
桑
と
子
輿
の
友
f
が
︑
今
の
自
分
に
も
推
し
量
れ
る
と
い
う
︒
第
15
・
16
句
で
は

自
ら
の
﹃
莊
子
﹄
讀
書
體
驗
に
思
い
を
致
し
︑
自
分
と
友
人
崔
立
之
の
身
の
上
に
引
き
つ
け
︑
末
尾
で
は
子
輿
な
ら
ぬ
崔
立
之
は
心
�
し
て
來

て
く
れ
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
か
ら
︑
自
分
は
む
な
し
く
子
桑
が
歌
っ
た
よ
う
に
詩
を
作
る
だ
け
だ
と
す
ね
て
み
せ
る
︒
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こ
こ
で
韓
	
が
用
い
る
大
宗
師
&
の
寓
話
に
は
莊
子
が
登
場
し
な
い
︒
第
11
・
12
句
で
も
︑
韓
	
は
�
確
に
莊
子
を
寓
話
の
外
側
に
い
る
作

者
と
し
て
捉
え
︑
第
15
・
16
句
で
は
自
分
自
身
を
そ
の
讀
者
と
し
て
描
く
︒
こ
れ
は
寓
話
の
作
者
と
登
場
人
物
と
の
區
別
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま

に
莊
子
を
³
っ
て
い
た
從
來
の
詩
�
と
は
決
定
6
に
衣
な
る
態
度
で
あ
る
︒
�
に
言
え
ば
︑
J
K
十
句
を
一
つ
の
故
事
の
描
出
に
當
て
る
と
い

う
︑
詩
と
し
て
特
衣
な
表
現
は
︑
莊
子
の
﹁
雄
辭
﹂
に
對
す
る
韓
	
の
高
い
	
價
を
う
か
が
わ
せ
る
︒

詩
で
の
も
う
一
つ
の
用
例
は
︑
諧
謔
6
に
自
ら
の
老
い
を
歌
う
﹁
落
齒
﹂
(卷
四
)
の
中
に
見
え
る
︒

25
人
言
齒
之
落

人
言
う

齒
の
落
つ
る
や

26
壽
命
理
難
恃

壽
命

理
と
し
て
恃
み
難
し
と

27
我
言
生
$
涯

我
言
う

生
に
涯か

ぎ

り
$
り

28
長
短
俱
死
爾

長
短

俱
に
死
す
る
の
み
と

29
人
言
齒
之
豁

人
言
う

齒
の
豁
た
る
や

30
左
右
驚
諦
視

左
右
驚
き
諦
視
せ
ん
と

31
我
言
莊
周
云

我
言
う

莊
周
云
わ
く

32
木
鴈
各
$
喜

木
雁

各
お
の
喜
ぶ
と
こ
ろ
$
り
と

第
29
句
か
ら
32
句
で
は
︑
齒
拔
け
に
な
っ
た
ら
周
り
が
じ
ろ
じ
ろ
驚
き
見
る
と
人
は
言
う
が
︑
私
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
材
と
不
材
ど
ち
ら
が
吉

と
出
る
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
︑
齒
の
$
る
無
し
ど
ち
ら
が
幸
い
か
は
わ
か
ら
な
い
︑
と
い
う
︒
盧
照
鄰
﹁
失
群
鴈
﹂
詩
と
同
じ
﹃
莊
子
﹄
山

木
&
の
寓
話
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
が
︑﹁
莊
周
云
わ
く
﹂
と
直
接
話
法
6
に
営
べ
る
の
は
︑
ま
さ
に
﹁
以
�
爲
詩
﹂
(
散
�
の
よ
う
に
詩
を
書
く
)

と
	
さ
れ
る
韓
	
ら
し
い
手
法
で
あ
る

(但
し
第
32
句
は
﹃
莊
子
﹄
の
中
に
そ
の
ま
ま
見
え
る
�
言
で
は
な
い
)
︒
ま
た
第
27
句
も
︑﹃
莊
子
﹄
養
生
�

の
﹁
吾
生
也
$
涯
︑
而
知
也
无
涯
﹂
(私
の
生
命
に
は
限
り
が
あ
る
の
に
知
に
は
限
り
が
な
い
)
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
格
言
の
よ
う
に
﹃
莊
子
﹄
を
引
く
こ
と
に
 
目
し
た
い
︒
諧
謔
6
な
詩
で
あ
り
︑
老
衰
の
悲
し
み
の
相
對
Z
に
5
家
の
思
想
を
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參
照
す
る
の
も
·
見
で
あ
っ
て
︑
こ
の
詩
の
み
で
韓
	
の
莊
子
	
價
を
論
じ
る
の
に
は
不
十
分
だ
が
︑
散
�
で
の
莊
子
の
言
�
に
お
い
て
も
類

似
の
例
が
見
え
る
の
で
︑
�
せ
て
考
え
よ
う
︒

｢答
渝
州
李
H
君
書

(渝
州
の
李
H
君
に
答
う
る
書
)
﹂
(卷
一
八
)

莊
子
云
︑﹁
知
其
無
可
奈
何
而
安
之
若
命
者
︑
�
也
︒﹂
傳
曰
︑﹁
君
子
竢
命
︒﹂
(
莊
子
は
﹁
人
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し

て
︑
安
ん
じ
て
�
命
と
し
て
�
け
入
れ
る
人
は
︑
�
人
だ
﹂
と
い
い
ま
す
し
︑
經
典
の
傳
に
も
﹁
君
子
は
�
命
を
待
つ
﹂
と
い
い
ま
す
︒
)

｢
#
區
册
序

(區
册

お
う
さ
く

を
#
る
序
)
﹂
(卷
二
一
)

莊
周
云
︑﹁
¼
空
虛
者
︑
聞
人
足
:
跫
然
而
喜
矣
︒﹂
況
如
斯
人
者
︑
豈
易
得
哉
︒
(莊
周
は
﹁
人
跡
絕
え
た
と
こ
ろ
に
世
を
¼
れ
た
者
は
︑
コ
ツ

コ
ツ
と
い
う
人
の
足
:
が
聞
こ
え
た
だ
け
で
喜
ぶ
も
の
だ
﹂
と
い
い
ま
す
︒
ま
し
て
こ
の
よ
う
な
人
に
は
め
っ
た
に
會
え
な
い
の
で
す
か
ら
︑
な
お
さ
ら

嬉
し
い
の
で
す
︒
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹃
莊
子
﹄
を
格
言
と
し
て
引
く
例
で
あ
る
︒﹁
答
渝
州
李
H
君
書
﹂
で
は
︑
韓
	
を
賴
り
に
し
て
來
た
相
手
に
對
し
︑

今
す
ぐ
に
は
應
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
詫
び
つ
つ
︑
相
手
を
慰
め
て
こ
の
よ
う
に
言
う
︒﹃
莊
子
﹄
は
德
閏
符
&
の
申
徒
嘉
・
子
產
問
答
の
﹁
知

不
可
奈
何
而
安
之
若
命
︑
唯
$
德
者
能
之
﹂︑﹁
傳
﹂
は
﹃
禮
記
﹄
中
庸
の
﹁
君
子
居
易
以
俟
命
﹂
(君
子
は
w
ら
か
な
場
に
身
を
置
い
て
�
命
を
待

つ
)
に
基
づ
く
が
︑﹃
莊
子
﹄
で
は
﹁
唯
$
德
者
能
之
﹂
(
$
德
者
だ
け
に
で
き
る
こ
と
だ
)
と
あ
る
の
を
﹁
�
也
﹂
と
改
め
て
い
る
︒
原
�
で
は

5
家
6
な
﹁
德
﹂
を
供
え
た
人
物
を
指
す
が
︑﹁
$
德
者
﹂
自
體
は
多
義
6
で
あ
る
の
で
︑
斷
違
取
義
で
そ
の
ま
ま
引
い
て
も
�
じ
る
と
こ
ろ

を
︑
敢
え
て
儒
家
6
價
値
に
直
結
す
る
よ
う
に
改
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
韓
	
の
﹁
5
﹂
や
﹁
德
﹂
な
ど
の
語
に
對
す
る
愼
重
さ
と
と
も
に
︑
莊

子
に
對
す
る
理
解
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
︒﹁
#
區
册
序
﹂
の
方
は
︑
徐
无
鬼
&
の
寓
話
を
用
い
︑
陽
山
左
�
中
に
�
ね
て
き
て
く
れ
た
區

册
へ
の
喜
び
を
表
す
も
の
で
︑
同
樣
の
用
例
は
柳
宗
元
に
も
見
ら
れ(19

)
︑
特
衣
性
は
見
ら
れ
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
批
�
6
な
引
用
で
は
な
い
︒

韓
	
の
詩
�
に
お
い
て
︑
出
典
を
示
し
︑﹁
云
﹂﹁
曰
﹂
な
ど
を
用
い
て
經
典
や
古
人
の
言
を
引
く
例
は
︑
經
典
や
孔
子
・
孟
子
を
除
く
と
︑

揚
雄
と
莊
子
の
み
で
あ
る(20

)
︒
詩
と
合
わ
せ
て
も
三
例
の
み
で
は
あ
る
が
︑
そ
こ
に
﹃
莊
子
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
對
す
る
韓
	
の
�
重
を
見
る
こ
と
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は
許
さ
れ
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
﹁
�
重
﹂
と
い
う
な
ら
ば
︑
韓
	
の
佛
・
5
批
�
と
は
矛
盾
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

韓
	
が
﹁
佛
老
﹂﹁
釋
老
﹂
を
批
�
す
る
例
は
枚
擧
に
い
と
ま
が
な
い
が
︑
そ
こ
で
5
家
を
代
表
す
る
の
は
常
に
﹁
老
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
莊
﹂

が
竝
べ
ら
れ
る
の
は
︑
�
の
一
例
の
み
で
あ
る
︒

｢
#
王
秀
才
序

(王
秀
才

(
塤
)
を
#
る
序
)
﹂
(卷
二
〇
)

故
學
者
必
愼
其
�
5
︑
5
於
楊
墨
老
莊
佛
之
學
︑
而
欲
之
�
人
之
5
︑
À
航
斷
Á
絕
潢
以
Ã
至
於
海
也

(
だ
か
ら
學
問
を
す
る
も
の
は
︑
ど

の
5
を
た
ど
る
か
に
愼
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
楊
・
墨
・
老
・
莊
・
佛
の
學
問
を
た
ど
っ
て
︑
�
人
の
5
に
"
も
う
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
ま
る
で
出

口
の
な
い
Á
や
海
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
池
に
舟
を
-
か
べ
て
海
へ
と
至
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
)
︒

こ
の
例
は
﹁
楊
墨
﹂
も
含
め
た
衣
學
の
總
稱
の
中
に
﹁
莊
﹂
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
佛
老
﹂﹁
釋
老
﹂
の
﹁
老
﹂
の
よ
う
に
︑
5
家
の

代
表
と
し
て
の
³
い
と
は
衣
な
る
と
言
え
る
︒

佛
・
5
批
�
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
の
が
常
に
﹁
老
﹂
で
あ
る
こ
と
は
︑
韓
	
の
�
識
の
中
で
︑
5
家
の
中
で
も
批
�
の
對
象
と
な
る
�
素
と

結
び
つ
く
の
が
老
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
韓
	
の
佛
・
5
批
�
は
︑
そ
の
思
想
や
敎
義
の
內
容
の
み
な
ら
ず
社
會
經
濟

や
風
紀
へ
の
惡
影
\
に
對
し
て
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た(21

)
︒
特
に
5
家
に
つ
い
て
は
︑
Ä
信
の
蔓
Å
に
よ
る
社
會
や
家
族
關
係
の
Æ
壞
が

批
�
の
中
心
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
�
素
は
神
仙
說
や
宗
敎
と
し
て
の
5
敎
な
ど
と
關
聯
が
深
い
が
︑
韓
	
に
と
っ
て
特
に
老
子
と

の
關
係
が
强
く
�
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
#
張
5
士
序

(張
5
士
を
#
る
序
)
﹂
(
卷
二
一
)
で
︑
批
�
6
な
�
È
で
は
な
い
も
の
の
︑
5
士

と
し
て
出
家
す
る
こ
と
を
﹁
寄
迹
老
子
法
中
︑
爲
5
士

(老
子
の
敎
え
に
身
を
託
し
︑
5
士
と
な
っ
た
)
﹂
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
附
け

ら
れ
る
︒

韓
	
が
老
・
莊
を
一
體
の
も
の
と
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
他
者
の
趣
向
に
つ
い
て
言
う
﹁
�
故
檢
É
⁝
⁝
劉
公
墓
誌
銘
﹂
を
除
き
︑

﹁
老
莊
﹂
二
者
の
�
稱
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
う
か
が
え
る(22

)
︒
そ
れ
で
は
︑
韓
	
は
い
っ
た
い
何
を
基
準
と
し
て
老
・
莊
を
區
別
し
て
い
た
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と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

｢孟
東
野
を
#
る
序
﹂
で
は
︑
老
子
は
﹁
其
の
D
﹂
に
よ
っ
て
﹁
鳴
﹂
い
た
數
多
の
諸
子
の
一
つ
と
し
て
³
わ
れ
︑
莊
子
と
は
�
確
な
差
が

附
け
ら
れ
て
い
る
︒
他
に
﹁
與
馮
宿
論
�
書

(馮
宿
に
與
え
て
�
を
論
ず
る
書
)
﹂
(卷
一
七
)
で
も
︑﹃
老
子
﹄
の
�
違
に
對
す
る
韓
	
の
低
い
	

價
を
う
か
が
わ
せ
る
記
営
が
あ
る
︒
こ
の
�
で
は
︑
�
違
の
價
値
が
他
人
に
は
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
︑
揚
雄
の
﹃
太
玄
經
﹄
が
ふ
さ

わ
し
い
	
價
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
逸
話
を
例
と
し
て
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

其
時
桓
譚
亦
以
爲
雄
書
Ê
老
子
︑
老
子
未
足
5
也
︑
子
雲
豈
止
與
老
子
爭
彊
而
已
乎
︒
此
未
爲
知
雄
者
︒
其
弟
子
侯
芭
頗
知
之
︑
以
爲
其

師
之
書
Ê
周
易
︒
然
侯
之
他
�
︑
不
見
於
世
︑
不
知
其
人
果
如
何
耳
︒
(當
時
︑
桓
譚
も
ま
た
﹁
揚
雄
の
書
は
﹃
老
子
﹄
に
Ê
る
﹂
と
し
た
が
︑

﹃
老
子
﹄
な
ど
言
う
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
り
︑
揚
雄
は
ど
う
し
て
﹃
老
子
﹄
U
度
と
競
爭
す
る
に
止
ま
ろ
う
か
︒
桓
譚
も
揚
雄
の
理
解
者
と
は
言
え
な
い
︒

弟
子
の
侯
芭
と
い
う
も
の
は
い
く
ら
か
揚
雄
を
理
解
し
て
い
て
︑
そ
の
師
の
書
は
﹃
周
易
﹄
に
Ê
る
と
し
た
け
れ
ど
も
︑
侯
芭
自
身
の
他
の
�
違
は
世
に

な
い
の
で
︑
彼
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
)

｢老
子
未
足
5
也
﹂
ま
で
を
桓
譚
の
考
え
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
韓
	
は
︑
揚
雄
の
書
が
﹃
老
子
﹄
に
勝
る
ど
こ
ろ

か
︑
そ
も
そ
も
﹃
老
子
﹄
と
比
�
す
る
こ
と
自
體
が
不
�
當
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
韓
	
の
揚
雄
へ
の
�
崇
の
度
合
い
や
︑
一
方
の
比
�
對

象
が
﹃
周
易
﹄
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
︑
韓
	
の
﹃
老
子
﹄
の
�
違
に
對
す
る
	
價
が
高
く
な
い
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒

以
上
の
例
を
見
る
と
︑
韓
	
に
お
け
る
老
・
莊
の
區
別
は
︑
そ
の
�
違
の
	
價
に
お
け
る
差
�
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒

�
に
言
え
ば
︑
韓
	
に
と
っ
て
莊
子
の
思
想
性
は
そ
も
そ
も
	
價
の
外
側
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
︒
莊
子
の
思
想
に
對

す
る
韓
	
の
	
價
が
ほ
と
ん
ど
傳
わ
っ
て
い
な
い
た
め
斷
言
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
そ
の
不
在
こ
そ
が
︑
か
え
っ
て
以
上
の
推
測
を
裏
附
け
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
言
い
奄
え
る
な
ら
ば
︑
韓
	
の
目
に
は
︑
5
家
思
想
家
と
し
て
で
は
な
く
︑
�
違
家
と
し
て
の
莊
子
の
み
が
映
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
︒﹁
原
5
﹂
(卷
一
一
)
で
は
︑
佛
・
5
へ
の
强
い
批
�
を
展
開
す
る
中
で
︑﹁
�
人
不
死
︑
大
盜
不
止
︒
剖
斗
折
衡
︑
而
民
不

爭
﹂
(
�
人
が
死
な
な
け
れ
ば
︑
大
泥
棒
は
い
な
く
な
ら
な
い
︒
枡
や
天
£
を
打
ち
碎
け
ば
︑
民
は
爭
わ
な
い
)
と
い
う
︒
こ
れ
は
﹃
莊
子
﹄
胠
篋
&
の
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�
だ
が
︑
漠
然
と
批
�
相
手
の
言
を
指
す
﹁
今
其
言
曰
﹂
を
用
い
て
引
か
れ
て
い
る
︒
筆
者
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
︑
護
敎
6
な
立
場
か
ら
こ

の
�
を
取
り
あ
げ
た
時
に
︑
韓
	
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
莊
子
と
結
び
つ
か
な
か
っ
た
た
め
に
︑
こ
の
よ
う
な
書
か
れ
方
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒

莊
子
へ
の
言
�
の
例
と
し
て
�
後
に
殘
っ
た
﹁
�
故
g
散
大
夫
尙
書
庫
部
郞
中
�
君
墓
誌
銘
﹂
(卷
三
二
)
は
︑
か
つ
て
同
僚
で
あ
っ
た
�

群
の
長
者
然
と
し
た
風
度
に
つ
い
て
﹁
豈
列
禦
寇
莊
周
等
�
謂
�
於
5
者
Ë
﹂
(
こ
れ
こ
そ
列
禦
寇
や
莊
周
の
い
う
﹁
5
に
�
い
者
﹂
で
は
な
い
か
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
�
違
家
で
な
く
5
家
思
想
家
と
し
て
莊
子
に
言
�
し
た
例
で
あ
り
︑
ご
く
一
般
6
な
莊
子
の
�
容
で
は
あ
る
が
︑

韓
	
と
し
て
は
例
外
6
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
︒

三

韓
	
の
屈
原
�
容

屈
原
と
そ
の
�
學
の
�
容
に
つ
い
て
は
︑
先
行
硏
究
が
多
く
存
在
す
る(23

)
︒
ま
ず
は
そ
れ
ら
に
基
づ
き
歷
0
6
な
�
容
狀
況
を
槪
觀
し
て
お
こ

う
︒漢

代
に
は
旣
に
淮
南
王
劉
安
・
王
逸
を
代
表
と
す
る
肯
定
6
	
價
と
︑
揚
雄
・
班
固
を
代
表
と
す
る
否
定
6
	
價
が
存
在
し
て
い
た
︒
そ
の

ど
ち
ら
も
︑
屈
原
と
い
う
人
物
の
精
神
性
と
行
動
に
對
す
る
倫
理
6
な
	
價
に
基
づ
く
も
の
で
︑
J
者
は
︑
諷
諫
と
修
辭
の
兩
立
し
た
そ
の
作

品
は
﹃
詩
經
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
經
書
に
準
じ
る
理
想
6
な
�
學
で
あ
る
と
	
價
し
た(24

)
︒
後
者
で
は
︑
班
固
が
自
ら
の
才
能
を
ひ
け
ら
か
す
こ

と
︑
君
�
に
對
す
る
n
剩
な
批
�
︑
虛
Ï
へ
の
言
�
な
ど
の
點
が
︑
法
度
や
經
書
に
背
く
も
の
と
批
�
し
た(25

)
の
に
對
し
︑
揚
雄
は
︑
諷
諫
を
円

て
J
に
し
な
が
ら
も
實
際
に
は
一
種
の
言
語
�
戲
で
あ
っ
て
敎
Z
に
は
役
に
立
た
ず
︑
む
し
ろ
詩
歌
の
墮
落
を
招
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
�

し
た(

26
)

︒
以
上
の
	
價
は
︑
そ
の
後
も
屈
原
	
價
の
論
點
の
中
心
に
座
り
續
け
た
︒

六
g
%
に
お
い
て
は
︑
裴
子
野
﹁
雕
蟲
論
﹂
や
顏
之
推
﹃
顏
氏
家
訓
﹄
な
ど
に
否
定
6
	
價
が
あ
る
も
の
の
︑
お
お
む
ね
肯
定
6
な
	
價
が

中
心
を
占
め
て
い
る
︒
�
代
に
も
大
き
な
影
\
を
與
え
た
	
價
と
し
て
︑﹃
宋
書
﹄
謝
靈
�
傳
論

(
中
華
書
局
點
É
本
二
十
四
0
)
で
は
︑﹁
周
室
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旣
衰
︑
風
液
彌
著
︑
屈
w
宋
玉
︑
Ð
淸
源
於
J
︑
賈
誼
相
如
︑
振
芳
塵
於
後
﹂
(
周
王
g
が
衰
え
て
か
ら
︑
詩
歌
の
液
れ
は
ま
す
ま
す
�
ら
か
に
な
り
︑

先
に
は
屈
w
・
宋
玉
が
淸
ら
か
な
源
液
を
J
に
Ð
き
だ
し
︑
後
に
は
賈
誼
や
司
馬
相
如
が
か
ぐ
わ
し
い
美
風
を
振
る
っ
た
)
と
さ
れ
︑
ま
た
漢
か
ら
魏
ま
で

の
各
時
代
の
�
人
た
ち
に
つ
い
て
﹁
原
其
飈
液
�
始
︑
莫
不
同
祖
風
騷
﹂
(そ
の
液
れ
の
お
お
も
と
を
�
ね
る
と
︑
W
て
﹃
詩
經
﹄
と
﹃
楚
辭
﹄
を
祖

と
し
て
い
る
)
と
い
う
よ
う
に
﹃
詩
經
﹄
と
竝
ぶ
古
代
の
理
想
の
�
學
と
さ
れ
た
︒

J
違
に
名
J
を
擧
げ
た
�
初
の
正
0
の
�
學
論
の
中
で
は
︑﹃
北
齊
書
﹄
�
苑
傳
序
�
び
﹃
周
書
﹄
王
襃
庾
信
傳
論
が
肯
定
6
に
屈
原
・﹃
楚

辭
﹄
を
取
り
あ
げ
て
い
る(27

)
︒
そ
の
他
も
直
接
の
言
�
こ
そ
な
い
が
︑
漢
・
魏
以
J
の
辭
賦
に
對
し
て
否
定
6
に
³
う
も
の
は
見
ら
れ
な
い
︒

一
方
で
︑
初
�
四
�
ら
�
人
の
中
に
は
︑
否
定
6
な
	
價
が
ま
ま
見
�
け
ら
れ
る
︒
王
勃
﹁
上
}
部
裴
侍
郞
Ò

(
}
部
裴
侍
郞
に

上
た
て
ま
つ

る
Ò
)
﹂

や
盧
藏
用
﹁
陳
伯
玉
�
集
序
﹂
で
は
輕
°
・
�
亂
な
詩
風
の
開
始
點
と
し
て
否
定
さ
れ
︑
楊
炯
﹁
王
勃
集
序
﹂
や
盧
照
鄰
﹁
駙
馬
都
尉
喬
君
集

序
﹂
で
は
︑
�
確
な
批
�
こ
そ
な
い
も
の
の
︑﹁
�
﹂
と
儒
家
の
﹁
5
﹂
が
一
體
で
あ
っ
た
理
想
6
時
代
か
ら
の
變
Z
・
衰
Ó
の
始
點
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
屈
原
の
�
學
へ
の
批
�
が
︑
南
g
風
の
詩
風
か
ら
の
脫
却
と
經
學
6
價
値
觀
の
强
Z
を
背
景
と
し
て
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

屈
原
に
對
す
る
否
定
6
	
價
は
︑
李
華
・
蕭
穎
士
・
獨
孤
�
・
柳
冕
ら
古
�
家
の
先
驅
者
と
さ
れ
る
人
物
た
ち

(
以
下
︑﹁
J
古
�
家
﹂
と
呼

稱
す
る
)
に
よ
っ
て
�
に
展
開
さ
れ
る(28

)
︒

李
華
﹁
贈
禮
部
尙
書
孝
公
崔
沔
集
序
﹂
(﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
七
〇
一
)

偃
商
歿
而
孔
伋
孟
軻
作
︑
葢
六
經
之
�
也
︒
屈
w
宋
玉
哀
而
傷
︑
靡
而
不
<
︑
六
經
之
5
遯
矣
︒
(子
游
・
子
夏
が
=
く
な
る
と
孔
伋
・
孟
軻

が
m
こ
っ
た
︒
そ
れ
ら
は
六
經
の
�
產
で
あ
ろ
う
︒
屈
w
・
宋
玉
は
哀
し
み
で
心
を
痛
め
︑
�
靡
に
液
れ
て
廣
が
ら
ず
︑
六
經
の
5
は
隱
れ
て
し
ま
っ

た
︒
)

李
華
﹁
揚
州
功
曹
蕭
穎
士
�
集
序
﹂
(﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
七
〇
一
)

君
謂
六
經
之
後(29

)
$
屈
原
宋
玉
︑
�
甚
雄
壯
︑
而
不
能
經
︒
(六
經
の
後
に
屈
原
・
宋
玉
が
出
た
が
︑
�
違
は
非
常
に
雄
壯
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
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﹁
經
﹂
と
は
な
り
得
な
い
と
君

(蕭
穎
士
)
は
言
っ
た
︒
)

獨
孤
�
﹁
�
故
殿
中
侍
御
0
贈
考
功
郞
中
蕭
府
君
�
違
集
錄
序
﹂
(﹃
毘
陵
集
﹄
卷
一
三
)

嘗
謂
揚
馬
言
大
而
Û
︑
屈
宋
詞
侈
而
怨
︒
沿
其
液
者
︑
或
�
質
F
喪
︑
u
�
相
奪
︒
盍
爲
之
中
5
乎
︒
(君
は
か
つ
て
こ
う
考
え
た
︒
揚
雄
・

司
馬
�
は
言
葉
は
雄
大
だ
が
Û
<
で
あ
り
︑
屈
原
・
宋
玉
は
豪
奢
だ
が
怨
み
が
こ
も
っ
て
い
る
︒
そ
の
液
れ
に
從
う
も
の
は
︑
�
も
質
も
と
も
に
失
わ
れ
︑

正
し
い
:
樂
も
俗
好
み
の
:
樂
も
と
も
に
無
く
な
る
︒
×
り
の
な
い
中
5
の
�
を
作
ら
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
︑
と
︒
)

柳
冕
﹁
與
徐
給
事
論
�
書

(徐
給
事
に
與
え
て
�
を
論
ず
る
書
)
﹂
(﹃
�
�
粹
﹄
八
三
)

自
屈
宋
以
影
︑
爲
�
者
本
於
哀
豔
︑
務
於
�
�
︑
=
於
比
興
︑
失
古
義
矣
︒
(
屈
原
・
宋
玉
よ
り
後
︑
�
違
を
つ
く
る
も
の
は
悲
愴
の
感
f
と
艷

麗
な
�
辭
に
本
づ
き
︑
誇
大
と
怪
�
に
ば
か
り
つ
と
め
︑﹃
詩
經
﹄
の
比
興
に
�
じ
る
技
法
は
失
わ
れ
て
し
ま
い
︑
古
え
の
義
理
は
な
く
な
っ
た
)

初
�
に
お
け
る
批
�
が
︑
�
に
南
g
�
學
に
繫
が
る
艷
麗
な
�
辭
に
對
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
と
衣
な
り
︑
J
古
�
家
に
お
い
て
は
︑﹁
哀
﹂

や
﹁
怨
﹂
の
f
感
へ
の
×
り
と
そ
の
n
剩
が
儒
敎
6
な
�
學
の
正
し
さ
と
齟
齬
す
る
こ
と
に
對
す
る
批
�
が
强
ま
っ
て
い
る
︒
批
�
の
中
心
が
︑

揚
雄
6
な
批
�
か
ら
班
固
6
な
批
�
へ
と
變
Z
し
た
と
言
い
奄
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
︒

し
か
し
韓
	
・
柳
宗
元
に
至
る
と
屈
原
へ
の
否
定
6
な
	
價
は
W
く
見
ら
れ
な
く
な
る
︒
韓
	
に
お
け
る
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
論

じ
る
と
し
て
︑
ま
ず
屈
原
に
�
示
6
に
觸
れ
た
詩
�
を
見
て
ゆ
こ
う
︒

中
�
%
の
�
�
な
�
人
の
多
く
が
︑
場
�
や
%
閒
の
�
い
は
あ
れ
︑
南
方
へ
の
左
�
を
體
驗
し
て
お
り
︑
彼
ら
の
屈
原
�
容
も
︑
そ
の
體
驗

と
關
聯
附
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た(30

)
︒
韓
	
も
ま
た
生
涯
に
二
度
︑
南
方
に
左
�
さ
れ
て
お
り
︑
特
に
貞
元
二
十
年

(八
〇
四
)
か
ら
Ø
年
に
か

け
て
の
陽
山
縣
令
へ
の
左
�
に
關
わ
る
詩
の
中
で
︑
多
く
屈
原
に
觸
れ
て
い
る
︒

｢湘
中
﹂
(卷
九
)

1
猿
愁
魚
踊
水
Ù
波

猿
愁
え

魚
踊
り
て

水

波
を
Ù
す

2
自
古
液
傳
是
汨
羅

古
自よ

り
液
傳
す

是
れ
汨
羅
な
り
と
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3
蘋
藻
滿
盤
無
處
奠

蘋
藻

盤
に
滿
つ
る
も

奠そ
な

う
る
に
處
無
し

4
空
聞
漁
父
叩
舷
歌

空
し
く
聞
く

漁
父
の
舷
を
叩
い
て
歌
う
を

｢
#
惠
師

(惠
師
を
#
る
)
﹂
(卷
二
)

69
斑
竹
啼
舜
Ü

斑
竹

舜
Ü
啼
き

70
淸
湘
沈
楚
臣

淸
湘

楚
臣
沈
む

｢赴
江
陵
Ý
中
寄
贈
王
二
十
補
闕
李
十
一
拾
�
李
二
十
六
員
外
þ
林
三
學
士

(江
陵
に
赴
く
Ý
中
︑
王
二
十
補
闕
・
李
十
一
拾
�
・
李
二
十
六
員
外

þ
林
三
學
士
に
寄
せ
贈
る
)
﹂
(卷
一
)

1
孤
臣
昔
放
v

孤
臣

昔

放
v
さ
れ

2
血
泣
z
愆
尤

血
泣

愆
尤
を
z
う

｢陪
杜
侍
御
�
湘
西
兩
寺
獨
宿
$
題
因
獻
楊
常
侍

(杜
侍
御
に
陪
し
て
湘
西
の
兩
寺
に
�
び
︑
獨
宿
し
て
題
す
る
$
り
︑
因
り
て
楊
常
侍
に
獻
ず
)
﹂

(卷
二
)

29
靜
思
屈
原
沈

靜
か
に
思
う

屈
原
の
沈
み
し
を

30
<
憶
賈
誼
貶

<
く
憶
う

賈
誼
の
貶
せ
ら
れ
し
を

｢岳
陽
樓
別
竇
司
直

(岳
陽
樓
に
て
竇
司
直
に
別
る
)
﹂
(卷
二
)

75
z
思
南
渡
時

z
思
す

南
渡
の
時

76
魚
腹
甘
�
葬

魚
腹

葬
る
�
に
甘
ん
ず(31

)

｢
晚
泊
江
口

(
晚
に
江
口
に
泊
す
)
﹂
(卷
九
)

3
二
女
竹
上
淚

二
女

竹
上
の
淚

4
孤
臣
水
底
魂

孤
臣

水
底
の
魂
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｢會
合
聯
句
﹂
(卷
八
)

21

剝
苔
弔
斑
林

苔
を
剝
ぎ
て
斑
林
を
弔
い

22

角
飯
ß
沈
塚

飯
を
角つ

つ

み
て
沈
塚
に
ß
す(32

)

以
上
の
詩
に
つ
い
て
作
成
時
%
︑
詩
型
︑
取
り
上
げ
ら
れ
る
人
物
を
一
覽
に
す
る
と
上
の
表
の
よ
う
に
な
る
︒

｢湘
中
﹂
は
︑
貞
元
二
十
年

(八
〇
四
)
の
春
に
陽
山
に
赴
任
す
る
Ý
中
︑
汨
羅
に
立
ち
寄
っ
た
時
の
作
︒

﹃
楚
辭
﹄
漁
父
で
の
︑
漁
父
と
屈
原
と
の
對
話
を
踏
ま
え
︑
自
ら
の
身
の
上
を
屈
原
に
重
ね
た
︑
典
型
6
な
v

臣

(
<
方
に
左
�
さ
れ
た
臣
)
の
詩
で
あ
る
︒
元
和
十
二
年

(
八
一
七
)
の
作
で
あ
る
﹁
祭
河
南
張
員
外
�

(河
南

張
員
外
を
祭
る
�
)
﹂
(卷
二
二
)
で
も
﹁
南
上
湘
水
︑
屈
氏
�
沈
︑
二
妃
行
Ä
︑
淚
蹤
染
林
﹂
(
南
に
湘
水
を
�
れ

ば
︑
屈
氏
の
自
沈
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
舜
の
二
妃
が
步
き
Ä
っ
て
︑
そ
の
淚
の
跡
が
林
を
ま
だ
ら
に
染
め
て
い
る
)
と
︑

こ
の
こ
と
が
囘
想
さ
れ
て
い
る
︒
�
の
﹁
#
惠
師
﹂
は
陽
山
滯
在
中
の
作
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
は
名
�
舊
跡
を

囘
り
た
い
と
い
う
惠
師
の
發
言
を
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
韓
	
自
身
の
心
f
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

﹁
赴
江
陵
Ý
中
⁝
⁝
﹂
以
下
は
︑
永
貞
元
年

(八
〇
五
)
︑
恩
赦
に
あ
っ
て
長
安
へ
と
戾
る
Ý
中
に
讀
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
︒﹁
赴
江
陵
Ý
中
⁝
⁝
﹂
の
﹁
孤
臣
﹂
は
︑
直
接
は
韓
	
自
身
を
指
す
が
︑
屈
原
の
イ
メ
ー
ジ
を
讀

み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
︒
但
し
詩
中
で
屈
原
の
故
事
が
�
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

陽
山
か
ら
の
復
路
に
詠
ま
れ
た
作
品
の
う
ち
︑﹁
陪
杜
侍
御
游
湘
西
⁝
⁝
﹂
と
﹁
岳
陽
樓
別
竇
司
直
﹂
は
現

地
の
$
力
者
に
獻
じ
た
詩
で
あ
り
︑﹁
湘
中
﹂
や
﹁
晚
泊
江
口
﹂
も
�
體
詩
で
あ
っ
て
︑
F
際
の
た
め
の
︑
い

わ
ば
よ
そ
行
き
の
詩
と
し
て
の
性
格
を
持
つ(33

)
︒

人
物
を
見
る
と
︑
屈
原
と
と
も
に
湘
妃
に
觸
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
 
目
さ
れ
る
︒
湘
妃
は
舜
の
妃
で

あ
っ
た
娥
皇
と
女
英
を
指
す
︒
舜
が
南
â
中
に
=
く
な
る
と
︑
二
人
の
妃
も
湘
水
の
ほ
と
り
で
=
く
な
り
︑
や
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詩 題 時 % 詩 型 人 物

湘中 陽山路 七言絕句 屈原・漁父

#惠師 陽山滯在中 五言古詩 屈原・湘妃

赴江陵Ý中…… 陽山復路 五言古詩 屈原？

陪杜侍御�湘西…… 陽山復路 五言古詩 屈原・賈誼

岳陽樓別竇司直 陽山復路 五言古詩 漁父

晚泊江口 陽山復路 五言律詩 屈原・湘妃

會合聯句 囘想 五言聯句 屈原・湘妃



が
て
二
人
は
湘
水
の
神
と
な
っ
た
と
い
う
傳
說
が
あ
る(34

)
︒﹃
楚
辭
﹄
九
歌
の
﹁
湘
君
﹂﹁
湘
夫
人
﹂
は
︑
お
そ
ら
く
も
と
は
舜
の
妃
と
は
無
關
係

の
湘
水
の
神
へ
向
け
た
歌
だ
っ
た
ろ
う
が
︑
漢
代
以
來
︑
こ
の
舜
の
妃
た
ち
の
傳
說
と
合
體
し
て
�
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
︒﹁
斑
竹
﹂
は
彼
女

た
ち
の
淚
に
よ
っ
て
竹
が
ま
だ
ら
に
そ
ま
っ
た
と
い
う
張
華
﹃
q
物
志
﹄
卷
八
に
見
え
る
故
事
に
よ
る
︒

彼
女
た
ち
も
ま
た
︑
楚
の
地
方
に
お
け
る
神
祕
6
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
�
詩
に
多
く
用
い
ら
れ
た
︒
そ
の
悲
劇
性
の
類
似
だ
け
で
な
く
︑

﹃
楚
辭
﹄
九
歌
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
點
で
屈
原
と
竝
べ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
︒
た
だ
例
え
ば
﹁
屈
・
賈
﹂
の
對
が
︑

不
�
の
v
臣
の
悲
し
み
を
直
接
6
に
︑
ま
た
現
實
6
な
も
の
と
し
て
想
m
さ
せ
る
の
に
對
し
︑
湘
妃
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
屈
原
は
︑
歷
0
上

の
人
物
と
し
て
の
輪
郭
線
を
ã
め
︑﹃
楚
辭
﹄
の
世
界
に
存
在
す
る
傳
說
中
の
人
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
强
く
持
つ
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑

屈
原
が
﹁
離
騷
﹂
の
靈
均
や
﹁
漁
父
﹂
の
登
場
人
物
と
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
︑
傳
說
と
現
實
の
歷
0
に
ま
た
が
っ
た
性
質
を
持
つ
人
物
で
あ
る

こ
と
に
m
因
す
る
︒
附
言
す
れ
ば
︑
韓
	
の
詩
�
で
﹁
屈
・
賈
﹂
の
�
稱
が
見
え
る
の
は
︑
こ
の
﹁
陪
杜
侍
御
游
湘
西
⁝
⁝
﹂
一
例
の
み
で
あ

る
︒韓

	
は
こ
の
湘
姫
傳
說
に
は
强
い
興
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
元
和
十
四
年

(八
一
九
)
に
潮
州
に
左
�
さ
れ
た
時
に
は
︑
Ý
中
の
長
沙

で
湘
妃
を
祭
っ
た
黃
陵
2
に
祈
り
を
捧
げ
︑
Ø
年
許
さ
れ
て
長
安
に
戾
る
Ý
中
︑
2
の
補
修
を
願
い
出
た
上
︑﹁
祭
湘
君
夫
人
�

(湘
君
・
夫
人

を
祭
る
�
)
﹂
(卷
二
三
)
を
書
い
て
湘
君
・
湘
夫
人
を
顯
頴
し
て
い
る
︒
�
に
長
慶
元
年

(八
二
一
)
に
は
︑﹁
黃
陵
2
碑
﹂
(
卷
三
一
)
を
書
い

て
そ
の
傳
說
を
考
證
し
︑
同
じ
碑
石
に
刻
ま
せ
て
い
る
︒
こ
の
際
︑
屈
原
に
も
思
い
を
致
し
た
作
品
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
が
︑
現
存
す
る

の
は
�
の
詩
の
例
の
み
で
あ
る
︒

｢量
移
袁
州
張
韶
州
端
公
以
詩
相
賀
因
酬
之

(袁
州
に
量
移
せ
ら
れ
︑
張
韶
州
端
公

詩
を
以
て
相
い
賀
す
︑
因
り
て
之
に
酬
ゆ
)
﹂
(卷
一
〇
)

3
北
Ã
詎
令
隨
塞
鴈

北
Ã

詎な
ん

ぞ
塞
雁
に
隨
わ
し
め
ん

4
南
�
纔
免
葬
江
魚

南
�

纔わ
ず

か
に
江
魚
に
葬
ら
る
る
を
免
る

3
句
目
︑
雁
は
早
春
に
北
へ
と
戾
る
渡
り
鳥
で
あ
り
︑
J
漢
の
蘇
武
が
故
ê
へ
の
思
い
を
雁
に
託
し
て
以
來
︑
歸
ê
の
思
い
を
示
す
·
用
の

― 54 ―

54



表
現
︒
4
句
目
は
﹃
楚
辭
﹄
漁
父
に
出
る

(?

(31
)
參
照
)
︒
袁
州
へ
の
量
移
が
X
め
ら
れ
た
時
︑
韶
州
刺
0
の
張
某
か
ら
祝
賀
の
詩
を
も
ら

い
︑
そ
れ
に
I
し
た
七
言
律
詩
で
あ
り
︑
や
は
り
F
際
の
詩
の
性
質
を
强
く
持
っ
て
い
る
︒

自
身
の
左
�
と
關
わ
ら
な
い
例
と
し
て
は
︑
貞
元
十
四
年

(七
九
八
)
に
友
人
の
孟
郊
が
江
南
に
旅
立
つ
に
當
た
っ
て
︑
李
翱
を
加
え
た
三

人
で
作
っ
た
﹁
<
�
聯
句
﹂
で
の
用
例
が
あ
る
︒
詩
題
に
も
�
ら
か
な
よ
う
に
︑
W
體
に
わ
た
っ
て
﹃
楚
辭
﹄
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
な
が
ら
歌

わ
れ
て
い
る
︒

｢
<
�
聯
句
﹂
(卷
八
)

41
懷
糈
餽
賢
屈

糈し
ょ

を
懷
き
て
賢
屈
に
餽お
く

り

42
乘
桴
z
�
丘

桴
に
乘
り
て
�
丘
を
z
う

43
飄
然
天
外
步

飄
然
と
し
て
天
外
に
步
む

44
豈
肯
區
中
囚

豈
に
肯
え
て
區
中
に
囚
わ
れ
ん
や

｢賢
屈
﹂
は
屈
原
︑﹁
�
丘
﹂
は
孔
子
を
指
す
︒
こ
こ
で
は
v
臣
の
哀
し
み
よ
り
も
超
俗
の
樂
し
み
を
歌
う
︒
む
し
ろ
こ
の
直
後
の
孟
郊
の
句

の
方
が
︑
典
型
6
な
v
臣
と
し
て
の
屈
原
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る(35

)
︒
な
お
韓
	
は
こ
の
聯
句
で
も
第
19
句
か
ら
四
句
に
わ
た
り
湘
妃

に
つ
い
て
詠
ん
で
い
る
︒

以
上
の
檢
討
か
ら
︑
左
�
體
驗
に
關
わ
る
屈
原
の
�
容
に
關
し
て
︑
韓
	
の
態
度
は
柳
宗
元
や
劉
禹
錫
と
は
衣
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
︒
柳
・
劉
が
︑
左
�
さ
れ
た
悲
劇
の
忠
臣
の
理
想
宴
と
し
て
屈
原
と
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
︑
そ
の
境
�
の
相
似
性
を
�
し
て
大
き
な
�

學
6
影
\
を
�
け
た(36

)
の
に
對
し
て
︑
韓
	
に
と
っ
て
は
︑
v
臣
と
し
て
の
屈
原
は
︑
湘
妃
な
ど
と
同
じ
く
︑
南
方
世
界
を
描
く
の
に
缺
か
せ
な

い
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
以
上
に
特
別
な
�
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る(37

)
︒

も
ち
ろ
ん
︑﹁
莊
騷
﹂
�
稱
の
例
か
ら
も
︑
韓
	
が
屈
原
の
�
學
性
に
對
し
て
高
い
	
價
を
與
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
た
だ
柳
・

劉
の
屈
原
	
價
が
︑
自
身
の
左
�
體
驗
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
韓
	
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
屈
原
の
�
學
性
に
つ
い
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て
の
韓
	
の
記
営
が
︑
左
�
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
作
品
の
中
に
こ
そ
見
ら
れ
る
の
は
︑
そ
の
傍
證
と
な
ろ
う
︒

｢感
春

(春
に
感
ず
)
四
首
﹂
其
二

(卷
三
)

11
�
憐
李
杜
無
檢
束

�
ご
ろ
憐
れ
む

李
杜
の
檢
束
無
く

12
爛
漫
長
醉
多
�
辭

爛
漫
と
し
て
長
え
に
醉
い
�
辭
多
き
を

13
屈
原
離
騷
二
十
五

屈
原

離
騷

二
十
五

14
不
肯
餔
啜
糟
與
醨

肯
え
て
糟か

す

と
醨し
る

と
を
餔
啜
せ
ず

15
惜
哉
此
子
巧
言
語

惜
し
い
か
な

此
の
子

言
語
に
巧
み
な
る
も

16
不
到
�
處
寧
非
癡

�
處
に
到
ら
ず

寧
ぞ
痴
に
非
ざ
ら
ん
や

元
和
元
年

(八
〇
六
)
に
陽
山
か
ら
江
陵
府
に
移
っ
た
時
%
の
作
と
さ
れ
る
︒
陽
山
か
ら
の
復
路
で
屈
原
を
詠
ん
だ
先
営
の
諸
詩
の
少
し
後
︑

狀
況
と
し
て
は
な
お
復
路
の
Ý
中
で
あ
り
︑
萬
物
が
生
き
生
き
と
す
る
春
︑
憲
宗
の
卽
位
に
際
し
て
活
õ
の
場
を
與
え
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
ö

き
が
¥
め
ら
れ
る
が
︑
直
接
左
�
に
觸
れ
る
記
営
は
な
い
︒
韓
	
は
�
も
早
い
時
%
に
李
白
・
杜
甫
を
竝
べ
て
高
く
	
價
し
た
人
物
と
し
て
知

ら
れ
る
が(38

)
︑
こ
こ
で
屈
原
は
そ
の
二
人
に
竝
べ
ら
れ
て
い
る
︒
第
15
・
16
句
は
﹁
言
語
に
巧
み
﹂
で
あ
っ
て
も
︑﹁
�
處
﹂
た
る
醉
っ
拂
い
の

境
地
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
愚
か
な
こ
と
と
惜
し
む
︒
第
14
句
で
酒
粕
や
粕
汁
を
食
わ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
︑﹃
楚
辭
﹄
漁
父
に

基
づ
く
屈
原
の
÷
癖
さ
を
示
す
表
現
だ
が
︑
本
詩
で
は
酒
に
對
す
る
對
照
6
な
態
度
を
示
す
の
が
�
と
な
っ
て
い
る
︒
氣
ま
ま
に
飮
み
續
け
て

酩
酊
で
き
た
李
・
杜
に
對
し
て
︑
酒
粕
す
ら
固
辭
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
屈
原
は
︑
根
源
6
な
悲
劇
性
を
帶
び
る
も
の
の
︑
v
臣
と
し
て
の
悲

劇
性
は
後
Ó
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
む
し
ろ
こ
の
詩
で
は
﹁
屈
原
離
騷
二
十
五
﹂
と
︑
作
品
名
と
合
わ
せ
て
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
︑
李
・

杜
と
竝
ぶ
優
れ
た
作
者
と
し
て
の
屈
原
が
强
く
�
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る(39

)
︒

こ
こ
で
再
度
﹁
#
孟
東
野
序
﹂
に
お
け
る
記
営
を
見
て
み
よ
う
︒﹁
#
孟
東
野
序
﹂
で
は
︑
均
衡
狀
態
が
失
わ
れ
た
時
に
:
が
發
せ
ら
れ
る

も
の
と
し
て
︑
各
時
代
の
﹁
善
鳴
者
﹂
を
列
擧
す
る
︒
形
式
6
に
そ
れ
を
整
理
す
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
︑
①
あ
る
人
物
が
︑
②
あ
る
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媒
體

(あ
る
種
の
言
葉
や
�
體
︑
作
品
)
に
よ
っ
て
︑
③
鳴
る
︒
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
︒
②
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑

書
か
れ
て
い
る
も
の
だ
け
を
竝
べ
れ
ば
︑
夔
が
﹁
韶
﹂︑
五
子
が
﹁
其
歌
﹂︑
莊
周
が
﹁
其
荒
�
之
辭
﹂︑
臧
孫
辰
・
孟
軻
・
荀
卿
が
﹁
5
﹂︑
楊

朱
・
墨
翟
・
管
仲
・
晏
嬰
・
老
耼
・
申
不
B
・
韓
非
・
愼
到
・
田
騈
・
鄒
衍
・
尸
佼
・
孫
武
・
張
儀
・
蘇
秦
の
屬
が
﹁
其
D
﹂︑
陳
子
昂
・
蘇

源
�
・
元
結
・
李
白
・
杜
甫
・
李
觀
が
﹁
其
�
能
﹂︑
そ
し
て
孟
郊
が
﹁
其
詩
﹂
と
な
る
︒
こ
の
中
で
唯
一
の
例
外
は
屈
原
で
あ
り
︑﹁
楚
大
國

也
︑
其
=
也
以
屈
原
鳴
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
比
�
す
れ
ば
�
ら
か
な
よ
う
に
︑
①
の
人
物
に
當
た
る
も
の
が
無
く
︑
②
の
媒
體
に
當
た
る
項
目
に

﹁
屈
原
﹂
が
入
っ
て
い
る
︒﹁
以
﹂
が
�
記
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
人
物
に
當
た
る
も
の
が
倒
置
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い(40

)
︒
む
ろ
ん
﹁
大
國

で
あ
る
楚
が
滅
ぶ
と
き
﹂
と
い
う
﹁
不
w
﹂
の
狀
況
が
J
提
と
な
っ
て
い
る
以
上
︑
=
國
の
臣
と
し
て
の
屈
原
宴
は
影
\
を
與
え
て
い
る
が
︑

こ
こ
で
の
韓
	
の
�
識
と
し
て
︑﹁
屈
原
﹂
は
實
體
を
持
っ
た
人
物
と
い
う
よ
り
も
︑
屈
原
に
假
託
さ
れ
る
作
品
と
一
體
Z
し
た
存
在
と
し
て

X
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

で
は
︑
韓
	
は
屈
原
の
辭
賦
の
ど
の
�
素
を
	
價
し
た
の
か
︒
韓
	
が
�
示
6
に
営
べ
る
例
は
少
な
い
が
︑﹁
答
崔
立
之
書

(崔
立
之
に
答
う

る
書
)
﹂
(卷
一
六
)
が
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒

i
H
古
之
豪
�
之
士
︑
若
屈
原
孟
軻
司
馬
�
相
如
揚
雄
之
徒
︑
"
于
是
ø
︑
必
知
其
懷
慙
︑
乃
不
自
"
而
已
耳
︒
(は
た
し
て
も
し
古
代
の

�
出
し
た
士
︑
た
と
え
ば
屈
原
・
孟
軻
・
司
馬
�
・
司
馬
相
如
・
揚
雄
の
よ
う
な
人
を
︑
こ
の
q
學
宏
辭
の
試
驗
に
參
加
さ
せ
た
と
し
て
も
︑
き
っ
と
彼

ら
は
恥
ず
か
し
が
っ
て
︑
自
分
か
ら
參
加
し
よ
う
と
し
な
い
は
ず
で
す
︒
)

現
在
の
q
學
宏
辭
科
が
︑
實
は
名
に
そ
ぐ
わ
ぬ
試
驗
に
墮
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
�
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
豪
�
之
士
﹂
は
︑
學

問
︑
特
に
�
違
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
あ
る
︒

本
違
の
は
じ
め
に
見
た
よ
う
に
︑
屈
原
の
�
學
へ
の
批
�
は
︑
艷
麗
�
靡
な
修
辭
へ
の
批
�
と
︑
儒
家
6
倫
理
に
照
ら
し
て
の
倫
理
6
批
�

の
二
點
が
あ
っ
た
︒
李
華
﹁
揚
州
功
曹
蕭
穎
士
�
集
序
﹂
の
﹁
君
謂
六
經
之
後
$
屈
原
宋
玉
︑
�
甚
雄
壯
︑
而
不
能
經
﹂
が
示
す
よ
う
に
︑
修

辭
に
對
す
る
	
價
は
︑
J
古
�
家
の
段
階
で
旣
に
ã
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
韓
	
の
﹁
豪
�
之
士
﹂
と
い
う
	
價
も
︑
李
華
や
蕭
穎
士
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と
�
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
屈
原
の
辭
賦
の
修
辭
に
つ
い
て
は
︑
問
題
の
あ
る
艷
麗
さ
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
殘
る
問
題

は
倫
理
6
な
	
價
︑
す
な
わ
ち
李
華
の
い
う
﹁
不
能
經
﹂
の
方
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
檢
討
か
ら
考
え
れ
ば
︑
韓
	
の
場
合
は
︑
屈
原
を
﹁
左

�
さ
れ
た
悲
劇
の
忠
臣
﹂
の
人
物
宴
か
ら
い
っ
た
ん
切
り
離
し
︑
�
學
自
體
を
	
價
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
批
�
は
{
上
げ
さ
れ
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る(

41
)

︒

こ
こ
で
﹁
{
上
げ
﹂
と
い
う
の
は
︑
批
�
を
乘
り
越
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
儒
家
の
﹁
5
﹂
に
お
け
る
基
準
と
は
衣
な
る
︑﹁
�
﹂

と
し
て
の
基
準
で
	
價
し
た
こ
と
を
�
味
す
る
︒
�
に
言
え
ば
︑
屈
原
の
辭
賦
や
﹃
莊
子
﹄
の
�
違
が
い
か
に
高
く
	
價
さ
れ
よ
う
と
も
︑
經

書
の
よ
う
な
儒
家
の
﹁
5
﹂
を
傳
え
る
も
の
と
の
閒
に
は
︑
乘
り
越
え
が
た
い
差
�
が
存
在
し
て
い
た(42

)
︒﹁
莊
騷
﹂
の
用
例
の
一
つ
で
あ
る
︑

﹁
山
南
�
相
公
樊
員
外
⁝
⁝
﹂
詩
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
︒
V
�
表
現
で
は
あ
り
︑
自
ら
の
�
を
擬
え
る
と
こ
ろ
に
﹁
莊
屈
﹂
へ
の
親
�
感
は

垣
閒
見
え
る
も
の
の
︑
そ
れ
は
決
し
て
﹁
訓
﹂
と
い
う
5
瓜
に
か
な
う
�
と
は
な
り
得
ず
︑
そ
の
權
威
の
J
で
は
︑﹁
莊
騷
﹂
も
﹁
俚
言
﹂
の

側
に
屬
す
も
の
で
あ
っ
た
︒

四

韓
	
に
よ
る
莊
子
	
價
の
特



｢莊
騷
﹂
の
	
價
の
重
�
な
背
景
と
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
古
�
�
動
﹂
に
お
け
る
︑
先
秦
兩
漢
の
テ
キ
ス
ト
の
再
	
價
の
影
\
を
考
慮
す
る

必
�
が
あ
る
︒
古
�
�
動
の
い
ま
一
人
の
雄
で
あ
る
柳
宗
元
に
お
い
て
も
︑
�
の
よ
う
に
﹁
莊
騷
﹂
�
稱
に
似
た
用
例
が
見
ら
れ
る
︒

｢與
楊
京
兆
憑
書

(楊
京
兆
憑
に
與
う
る
書
)
﹂
(卷
三
〇
)

i
H
q
如
莊
周
︑
哀
如
屈
原
︑
奧
如
孟
軻
︑
壯
如
李
斯
︑
峻
如
馬
�
︑
富
如
相
如
︑
�
如
賈
誼
︑
專
如
揚
雄
︑
À
爲
今
之
人
︑
則
世
之
高

者
至
少
矣
︒
(は
た
し
て
該
q
で
あ
る
こ
と
莊
周
の
よ
う
で
︑
哀
切
で
あ
る
こ
と
屈
原
の
よ
う
で
︑
奧
深
い
こ
と
孟
軻
の
よ
う
で
︑
勇
壯
な
る
こ
と
李
斯

の
よ
う
で
︑
峻
嚴
な
る
こ
と
司
馬
�
の
よ
う
で
︑
豐
富
で
あ
る
こ
と
司
馬
相
如
の
よ
う
で
︑
�
晰
で
あ
る
こ
と
賈
誼
の
よ
う
で
︑
專
一
で
あ
る
こ
と
揚
雄

の
よ
う
な
者
で
あ
っ
て
も
︑
今
の
世
に
生
ま
れ
れ
ば
︑
世
人
の
中
で
彼
ら
を
ù
敬
す
る
者
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
に
�
い
な
い
︒
)
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｢答
韋
中
立
論
師
5
書

(韋
中
立
に
答
え
て
師
5
を
論
ず
る
書
)
﹂
(卷
三
四
)

參
之
穀
梁
氏
以
厲
其
氣
︑
參
之
孟
荀
以
暢
其
荏
︑
參
之
莊
老
以
肆
其
端
︑
參
之
國
語
以
q
其
趣
︑
參
之
離
騷
以
致
其
幽
︑
參
之
太
0
以
著

其
÷
︒
此
吾
�
以
旁
推
F
�
而
以
爲
之
�
也
︒
(﹃
穀
梁
傳
﹄
を
考
え
合
わ
せ
て
そ
の
氣
を
硏
ぎ
澄
ま
せ
︑
﹃
孟
子
﹄﹃
荀
子
﹄
を
考
え
合
わ
せ
て
そ
の

映
葉
を
伸
び
や
か
に
し
︑﹃
莊
子
﹄﹃
老
子
﹄
を
考
え
合
わ
せ
て
そ
の
輪
郭
を
自
在
に
し
︑
﹃
國
語
﹄
を
考
え
合
わ
せ
て
そ
の
面
白
み
を
廣
々
と
さ
せ
︑﹃
楚

辭
﹄
を
考
え
合
わ
せ
て
奧
深
さ
を
窮
め
︑﹃
0
記
﹄
を
考
え
合
わ
せ
て
そ
の
÷
癖
さ
を
�
ら
か
に
す
る
︒
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
�
素
を
廣
く
z
求
し
�
じ
合

わ
せ
て
�
違
を
作
る
私
の
や
り
方
で
す
︒
)

｢報
袁
君
陳
秀
才
�
師
名
書

(袁
君
陳
秀
才
に
報
じ
て
師
名
を
�
く
る
書
)
﹂
(卷
三
四
)

大
都
�
以
行
爲
本
︑
在
先
i
其
中
︒
其
外
者
當
先
讀
六
經
︑
�
論
語
・
孟
軻
書
︑
皆
經
言
︒
左
氏
國
語
莊
周
屈
原
之
辭
︑
稍
采
取
之
︒
穀

梁
子
太
0
公
甚
峻
÷
︑
可
以
出
入
︒
餘
書
俟
�
成
衣
日
討
也
︒
(
W
て
�
と
い
う
の
は
行
動
を
根
本
と
し
︑
ま
ず
は
そ
の
內
面
を
i
實
に
す
る
︒
そ

の
外
面
に
つ
い
て
は
先
に
六
經
を
讀
み
︑
�
に
論
語
や
孟
子
の
書
に
"
ま
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
い
ず
れ
も
經
書
と
同
じ
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹃
左
氏

傳
﹄﹃
國
語
﹄・
莊
周
・
屈
原
の
�
辭
は
︑
あ
る
U
度
取
り
入
れ
よ
︒﹃
穀
梁
傳
﹄
や
﹃
0
記
﹄
は
非
常
に
峻
嚴
高
÷
で
あ
り
︑
�
宜
に
取
�
ø
擇
し
て
取
り

入
れ
て
よ
い
︒
そ
の
他
の
書
に
つ
い
て
は
�
違
が
完
成
し
て
か
ら
︑
日
を
改
め
て
檢
討
す
る
︒
)

｢與
楊
京
兆
憑
書
﹂
は
︑
元
和
五
年

(八
一
〇
)
冬
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
︑
友
人
の
吳
武
陵
が
優
れ
た
�
集
を
書
く
の
に
官
界
で
X
め

ら
れ
な
い
こ
と
を
ö
き
︑
世
の
人
が
古
え
の
人
物
を
論
	
で
き
て
も
同
時
代
の
人
物
は
	
價
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
︒﹁
答
韋
中
立
論
師
5
書
﹂

は
元
和
八
年

(八
一
三
)
に
書
か
れ
た
著
名
な
�
學
論
で
あ
り
︑
�
違
作
成
に
當
た
り
︑
古
典
の
ど
こ
に
學
ぶ
か
を
說
い
た
も
の
︒﹁
報
袁
君

陳
秀
才
�
師
名
書
﹂
は
﹁
答
韋
中
立
論
師
5
書
﹂
か
ら
閒
も
な
い
時
%
に
書
か
れ
︑
後
"
に
對
し
︑
�
違
の
あ
り
方
を
說
い
た
�
で
あ
る
︒

ど
れ
も
﹁
古
�
﹂
の
作
成
の
た
め
に
參
照
す
べ
き
古
え
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
営
べ
る
も
の
で
あ
り
﹁
與
楊
京
兆
憑
書
﹂
と
﹁
報
袁
君
陳
秀

才
�
師
名
書
﹂
で
は
莊
周
と
屈
原
が
;
接
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
︒
韓
	
よ
り
も
分
析
6
な
說
�
で
あ
る
が
︑
元
和
年
閒
の
�
い
時
%
に
柳
宗

元
も
ま
た
﹃
莊
子
﹄
の
�
違
に
 
目
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

― 59 ―

59



古
�
家
の
中
で
は
︑
他
に
李
翺
﹁
答
朱
載
言
書

(朱
載
言
に
答
う
る
書
)
﹂
(﹃
李
�
公
集
﹄
卷
六
︑
四
部
叢
刊
本
)
に
も
﹁
其
讀
屈
原
莊
周
也
︑
如

未
嘗
$
六
經
也
﹂
(屈
原
や
莊
周
の
�
違
を
讀
む
と
︑
彼
ら
以
J
に
六
經
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
)
と
い
う
�
が
見
え
る
︒
こ
れ
は
︑

屈
原
や
莊
周
は
そ
れ
以
J
の
六
經
を
參
照
し
た
は
ず
な
の
に
ま
る
で
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
$
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
︑﹃
易
﹄﹃
書
﹄﹃
詩
﹄﹃
春
秋
﹄
と
竝
べ
て
い
う
も
の
で
あ
る(43

)
︒

李
翺
と
韓
	
の
閒
に
は
直
接
の
影
\
關
係
が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い
た
め
措
く
と
し
て(44

)
︑
柳
宗
元
も
ま
た
韓
	
と
竝
ん
で
﹁
莊
騷
﹂
�
稱

を
生
ん
だ
人
物
と
み
な
せ
る
か
と
言
え
ば
︑
そ
れ
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
莊
子
へ
の
�
學
6
	
價
に
お
い
て
兩
者
に
は
大
き
な
差

�
が
あ
り
︑
柳
宗
元
に
と
っ
て
は
︑
他
と
區
別
し
て
莊
子
と
屈
原
の
二
者
が
竝
び
立
つ
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ

る
︒
列
擧
の
中
で
﹁
莊
騷
﹂
の
み
が
獨
立
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
な
い
一
方
︑
韓
	
に
は
な
い
﹁
老
莊
﹂
の
�
稱
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る

ま
い
︒

第
三
違
や
?

(36
)
で
見
た
よ
う
に
︑
柳
宗
元
は
屈
原
に
v
臣
と
し
て
の
自
ら
を
重
ね
あ
わ
せ
︑
極
め
て
高
く
	
價
し
て
い
た
︒
一
方
で

﹃
莊
子
﹄
の
�
違
に
つ
い
て
は
︑
�
の
よ
う
に
否
定
6
な
	
價
が
見
え
る
︒

｢
#
僧
浩
初
序

(
僧
浩
初
を
#
る
序
)
﹂
(卷
二
五
)

Ó
之
好
儒
︑
未
能
n
揚
子
︒
揚
子
之
書
於
莊
墨
申
韓
︑
皆
$
取
焉
︒
-
圖
者
︑
反
不
�
莊
墨
申
韓
之
怪
僻
險
�
耶
︒
(
韓
Ó
之
は
儒
家
を
好

む
中
で
も
︑
揚
子
が
一
番
の
お
氣
に
入
り
だ
︒
だ
が
揚
子
の
書
は
︑
莊
子
・
墨
子
・
申
不
B
・
韓
非
子
の
い
ず
れ
か
ら
も
]
收
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

佛
敎
は
︑
む
し
ろ
莊
子
・
墨
子
・
申
不
B
・
韓
非
子
の
奇
怪
で
$
B
で
あ
る
の
に
は
�
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
)

｢與
楊
誨
之
第
二
書

(楊
誨
之
に
與
う
る
第
二
書
)
﹂
(卷
三
三
)

其
說
韓
	
處
甚
好
︒
其
他
但
用
莊
子
國
語
�
字
太
多
︑
反
纍
正
氣
︒
果
能
�
是
︑
則
大
善
矣
︒
(
あ
な
た
が
韓
	
に
つ
い
て
営
べ
ら
れ
た
箇
�

は
ま
こ
と
に
け
っ
こ
う
で
す
が
︑
そ
の
他
に
つ
い
て
は
﹃
莊
子
﹄
と
﹃
國
語
﹄
の
�
違
を
�
用
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
に
多
く
︑
か
え
っ
て
�
違
の
正
し

い
氣
を
亂
し
て
い
ま
す
︒
も
し
そ
れ
を
�
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
す
ば
ら
し
い
も
の
に
な
り
ま
し
ょ
う
︒
)
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｢
#
僧
浩
初
序
﹂
は
︑
韓
	
か
ら
の
佛
敎
批
�
に
對
し
て
︑
韓
	
の
好
む
揚
雄
を
持
ち
出
し
て
擁
護
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
莊
子
﹄
は
墨
子
・

申
不
B
・
韓
非
子
と
竝
べ
て
﹁
怪
僻
險
�
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
與
楊
誨
之
第
二
書
﹂
で
は
︑﹃
國
語
﹄
と
竝
べ
て
批
�
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 

�
し
た
い
︒
柳
宗
元
の
﹃
國
語
﹄
批
�
に
つ
い
て
は
旣
に
硏
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が(45

)
︑
以
下
の
よ
う
な
批
�
を
參
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

｢非
國
語
序
﹂
(卷
四
四
)

左
氏
國
語
︑
其
�
深
閎
�
衣
︑
固
世
之
�
耽
嗜
而
不
已
也
︑
而
其
說
多
誣
�
︑
不
槪
於
�
︒
(
左
氏
の
﹃
國
語
﹄
は
︑
そ
の
�
違
は
深
く
廣
く

�
出
し
て
い
て
︑
世
の
人
々
が
耽
溺
し
て
止
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
內
容
は
で
た
ら
め
で
亂
れ
て
お
り
︑
�
人
の
敎
え
に
叶
わ
な
い
も
の
で
あ

る
︒
)

｢與
呂
5
州
溫
論
非
國
語
書

(呂
5
州
溫
に
與
え
て
非
國
語
を
論
ず
る
書
)
﹂
(卷
三
一
)

嘗
讀
國
語
︑
病
其
�
Ê
而
言
尨
︑
好
詭
以
反
倫
︑
其
5
舛
�
︒
(以
J
﹃
國
語
﹄
を
讀
ん
だ
と
こ
ろ
︑
そ
の
�
o
が
Ê
る
あ
ま
り
言
葉
が
雜
�
に
亂

れ
︑
奇
怪
を
好
む
あ
ま
り
人
倫
に
反
し
︑
そ
の
5
が
あ
る
べ
き
5
に
背
い
て
い
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
た
︒
)

｢答
吳
武
陵
論
非
國
語
書

(
吳
武
陵
に
答
え
て
非
國
語
を
論
ず
る
書
)
﹂
(卷
三
一
)

夫
爲
一
書
︑
務
富
�
采
︑
不
�
事
實
︑
而
益
之
以
誣
怪
︑
張
之
以
闊
�
︒
(
�
違
を
作
る
に
當
た
っ
て
︑
�
�
を
富
ま
せ
る
こ
と
に
ば
か
り
努
め
︑

事
實
を
�
み
ず
︑
あ
り
も
し
な
い
奇
怪
な
こ
と
で
大
き
く
み
せ
︑
だ
だ
っ
廣
い
で
た
ら
め
に
よ
っ
て
誇
張
す
る
︒
)

｢好
詭
﹂
や
﹁
不
�
事
實
﹂﹁
誣
怪
﹂﹁
闊
�
﹂
な
ど
︑
こ
こ
で
﹃
國
語
﹄
に
向
け
ら
れ
た
批
�
6
	
語(46

)
が
﹃
莊
子
﹄
に
も
該
當
し
う
る
こ
と

は
︑﹁
怪
僻
險
�
﹂
と
の
類
似
性
や
︑
第
二
違
に
擧
げ
た
﹃
莊
子
﹄
天
下
&
の
	
語
﹁
以
¬
悠
之
說
︑
荒
�
之
言
︑
无
端
崖
之
辭
﹂﹁
其
書
雖
瓌

瑋
而
連
犿
无
傷
也
︒
其
辭
雖
參
差
而
諔
詭
可
觀
﹂
を
參
照
す
れ
ば
︑
容
易
に
想
宴
で
き
る
︒﹁
與
楊
誨
之
第
二
書
﹂
で
の
莊
子
と
﹃
國
語
﹄
の

�
稱
は
こ
の
よ
う
な
�
素
の
共
�
性
に
基
づ
く
と
推
測
で
き
る
︒

以
上
の
柳
宗
元
の
	
價
は
︑
韓
	
が
﹃
莊
子
﹄
の
�
違
の
ど
の
部
分
・
�
素
に
 
目
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
大
き
な
示
唆
を

與
え
て
く
れ
る
︒
こ
の
問
題
に
關
す
る
數
少
な
い
韓
	
自
身
の
言
�
は
︑﹁
#
孟
東
野
序
﹂
の
﹁
莊
周
以
其
荒
�
之
辭
鳴
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
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﹁
荒
�
之
辭
﹂
が
﹃
莊
子
﹄
天
下
&
の
	
語
に
出
る
の
は
�
ら
か
だ
が
︑﹁
荒
�
﹂
は
と
め
ど
な
く
廣
が
る
さ
ま
を
表
す
疊
韻
の
語
で
︑
秩
序

だ
っ
た
さ
ま
の
對
極
と
し
て
︑
否
定
6
な
�
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い(47

)
︒

そ
の
他
に
參
考
に
な
る
の
は
︑﹁
崔
十
六
少
府
攝
伊
陽
以
詩
�
書
見
投
因
酬
三
十
韻

(崔
十
六
少
府
の
伊
陽
を
攝
し
て
詩
�
び
書
を
以
て
投
ぜ
ら
る

因
り
て
酬
ゆ
三
十
韻
)
﹂
(卷
四
)
で
あ
る
︒
こ
の
詩
で
は
︑
崔
十
六
と
い
う
舊
知
の
人
物
か
ら
屆
い
た
詩
と
手
紙
に
つ
い
て
�
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

35
寄
詩
雜
詼
俳

詩
を
寄
す
る
に
詼
俳
を
雜
え

36
$
類
說
�
鷃

�
鷃

ほ
う
あ
ん

を
說
く
に
類
す
る
$
り

37
上
言
酒
味
酸

上
に
は
言
う

酒
味

酸
し
て

38
冬
衣
悦
未
擐

冬
衣

悦
に
未
だ
擐

つ
ら
ぬ

か
ず

(着
な
い
)
と

39
下
言
人
}
稀

下
に
は
言
う

人
}
稀
に
し
て

40
惟
足
彪
與
虥

惟
だ
彪
と
虥さ

ん

(虎
の
一
種
)
と
足
れ
り
と

41
印
言
致
猪
鹿

印
た
言
う

猪
鹿
を
致
さ
ん
と

42
此
語
乃
善
幻

此
の
語

乃
ち
幻
を
善
く
す

第
36
句
の
﹁
�
鷃
﹂
は
﹃
莊
子
﹄
逍
遙
�
&
の
大
�
と
斥
鷃
で
︑
洩
大
な
も
の
と
卑
賤
な
も
の
の
兩
極
端
を
い
い
︑
詩
で
は
出
世
の
ス
ピ
ー

ド
の
�
い
を
喩
え
る
こ
と
も
多
い(48

)
︒
た
だ
第
42
句
に
至
る
そ
の
內
容
を
見
る
と
︑
こ
こ
で
は
個
別
の
比
喩
の
H
用
を
指
し
て
言
う
の
で
は
な
く
︑

崔
氏
の
�
違
W
體
に
つ
い
て
﹃
莊
子
﹄
と
の
類
似
性
を
言
う
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
赴
任
地
は
人
跡
乏
し
く
酒
も
衣
も
な
か
な
か
手
に
入

ら
な
い
と
嘆
き
な
が
ら
も
︑
猛
獸
ば
か
り
い
る
の
を
�
手
に
と
っ
て
猪
や
鹿
の
肉
を
屆
け
よ
う
と
う
そ
ぶ
く
崔
氏
に
對
し
︑
韓
	
は
﹁
乃
ち
幻

を
善
く
す
﹂︑
何
と
も
う
ま
く
人
を
�
に
卷
く
も
の
で
あ
る
︑
と
總
括
し
て
い
る
︒

贈
答
の
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
こ
の
言
葉
に
諧
謔
は
あ
っ
て
も
批
�
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒﹁
幻
﹂
も
﹁
荒
�
﹂
と
同
じ
く
�
常
は
貶
義

が
Ê
る
語
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
褒
め
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
第
36
句
で
言
う
よ
う
に
︑
崔
氏
の
詩
が
﹃
莊
子
﹄
に
似
る
と
い
う
な
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ら
ば
︑
こ
の
﹁
詼
俳
を
雜
え
﹂﹁
幻
を
善
く
す
﹂
は
︑
そ
の
ま
ま
﹃
莊
子
﹄
の
�
學
性
に
對
す
る
	
價
と
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
︒

韓
	
に
お
け
る
逸
脫
へ
の
志
向
が
︑
時
に
﹁
怪
﹂
の
よ
う
に
一
般
に
は
否
定
6
に
用
い
ら
れ
る
語
す
ら
肯
定
す
る
に
至
る
こ
と
は
︑
旣
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
�
り
で
あ
る(49

)
︒
韓
	
が
﹃
莊
子
﹄
の
﹁
荒
�
﹂
に
 
目
し
た
こ
と
は
︑
韓
	
の
逸
脫
へ
の
志
向
が
莊
子
	
價
に
お
い
て
重
�
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す(50

)
︒
莊
子
の
持
つ
規
範
か
ら
の
逸
脫
の
�
素
を
肯
定
す
る
か
否
か
が
︑
莊
子
に
對
す
る
柳
宗
元
と
の
差
�
を

生
み
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

韓
	
は
︑
も
と
も
と
隱
逸
者
・
思
想
家
と
し
て
³
わ
れ
て
い
た
莊
子
を
︑
�
確
に
�
學
性
を
持
っ
た
作
者
と
し
て
捉
え
た
︒
そ
し
て
屈
原
に

つ
い
て
も
倫
理
性
を
强
く
帶
び
た
理
想
の
v
臣
と
い
う
人
物
宴
と
は
�
離
を
置
い
て
そ
の
作
品
を
捉
え
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
�
違
の
﹁
作
者
﹂

と
し
て
の
面
の
み
に
 
目
し
︑﹁
古
�
﹂
の
模
範
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
兩
者
は
竝
び
立
つ
こ
と
に
な
り
︑﹁
莊
騷
﹂
と
い
う
�

稱
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

韓
	
の
莊
子
	
價
は
︑
�
に
そ
の
n
剩
さ
や
逸
脫
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
現
在
の
目
か
ら
み
れ
ば
︑﹃
莊
子
﹄
の
�
違
に
對

す
る
	
價
と
し
て
は
︑
む
し
ろ
一
般
6
で
w
凡
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
第
二
違
で
み
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
韓
	
以
J
に

は
﹃
莊
子
﹄
を
�
違
と
し
て
	
價
し
た
例
が
少
な
く
︑
郭
象
序
や
成
玄
英
序
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
な
ど
の
數
少
な
い
例
に
し
て
も
︑
そ
の
n
剩
さ

や
逸
脫
が
	
價
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
韓
	
が
﹃
莊
子
﹄
天
下
&
に
ま
で
�
り
︑
肯
定
6
に
﹁
荒
�
の

辭
﹂
を
	
價
す
る
こ
と
で
莊
子
の
價
値
を
再
發
見
し
た
こ
と
は
︑
大
き
な
�
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒﹁
莊
騷
﹂
の
�
稱
が
韓
	

以
來
·
用
の
語
と
な
っ
た
よ
う
に
︑
晚
�
以
影
現
在
に
ま
で
至
る
莊
子
	
價
に
お
い
て
︑
こ
の
韓
	
の
見
方
が
影
\
を
�
ぼ
し
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

殘
る
問
題
と
し
て
︑
韓
	
の
逸
脫
へ
の
志
向
は
︑
莊
子
と
�
稱
さ
れ
る
屈
原
・﹃
楚
辭
﹄
へ
の
	
價
と
は
ど
う
關
わ
る
の
か
と
い
う
課
題
が
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あ
る
︒
ま
た
�
學
硏
究
の
立
場
か
ら
は
︑
こ
の
よ
う
な
怨
し
い
﹁
莊
騷
﹂
	
價
が
︑
韓
	
の
實
作
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
檢
討
す
べ

き
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

附
記
：
本
硏
究
は
J
S
P
S
科
硏
費

1
7
K
0
2
6
3
8
の
助
成
を
�
け
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
各
詩
の
解
釋
に
當
た
っ
て
は
︑
?

(7
)
に
擧
げ

た
﹃
韓
	
詩
譯
 
﹄
作
成
の
た
め
の
硏
究
會
で
あ
る
﹁
昌
黎
會
﹂
に
お
い
て
︑
參
加
者
の
先
生
方
の
玉
稿
�
び
ご
�
見
に
賴
る
と

こ
ろ
が
多
い
︒
こ
こ
に
厚
く
感
謝
す
る
�
第
で
あ
る
︒

�(1
)

｢騷
﹂
は
︑
�
字
�
り
に
は
﹁
離
騷
﹂
を
指
す
が
︑
こ
こ
で
は

﹃
�
ø
﹄
の
分
類
に
お
け
る
﹁
騷
體
﹂
や
﹃
�
心
雕
龍
﹄
辨
騷
&
の

よ
う
に
︑﹃
楚
辭
﹄
の
諸
&
︑
特
に
そ
の
中
の
屈
原
作
品
と
傳
え
ら

れ
る
も
の

(﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
の
﹁
屈
原
賦
二
十
五
&
﹂
)
を
指
し
て

い
う
︒

(2
)

陸
游
﹁
雨
霰
作
®
不
成
大
風
散
雲
�
色
皎
然

(雨
霰

®
と
作
り

て
大
風
を
成
さ
ず
︑
雲
を
散
じ
て
�
色
皎
然
た
り
)﹂
(﹃
劍
南
詩
稿
﹄

卷
四
九
︑﹃
陸
�
W
集
校
 
﹄︑
浙
江
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
)

の
自
 
に
﹁
韓
�
公
以
騷
�
莊
︑
古
人
論
�
�
未
嘗
�
也
﹂
(韓
�

公
が
﹁
騷
﹂
を
﹁
莊
﹂
に
竝
べ
た
の
は
︑
そ
れ
ま
で
�
違
に
つ
い
て

論
じ
た
古
え
の
人
々
が
誰
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
)
と

い
う
︒
な
お
中
�
以
J
の
例
と
し
て
﹃
0
�
﹄
雜
說
下

(浦
m
龍

﹃
0
�
�
釋
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
七
八
年
)
に
は
﹁
嵇
康
à

高
士
傳
︑
取
莊
子
・
楚
辭
二
漁
父
事
︑
合
成
一
&
﹂
(
嵆
康
は
﹃
高

士
傳
﹄
を
著
す
に
當
た
り
︑
﹃
莊
子
﹄
と
﹃
楚
辭
﹄
そ
れ
ぞ
れ
の
漁

父
の
故
事
を
取
り
︑
合
わ
せ
て
一
&
と
し
た
)
と
い
う
︒
但
し
本
論

で
論
ず
る
�
稱
と
は
性
質
が
衣
な
る
だ
ろ
う
︒

(3
)

李
生
龍
﹁
論
韓
	
莊
騷
幷
擧
之
�
義
﹂
(﹃
周
口
師
範
學
院
學
報
﹄

第
二
八
卷
第
一
%
︑
二
〇
一
一
年
)
が
︑
韓
	
以
影
の
﹁
莊
騷
﹂
�

稱
の
影
\
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
︒

(4
)

�
の
�
民
に
お
け
る
﹁
莊
騷
﹂
合
一
を
示
す
代
表
6
な
�
違
・
著

書
と
し
て
は
︑
陳
子
龍
﹁
譚
子
莊
騷
二
學
序
﹂
(﹃
安
u
堂
稿
﹄
卷

四
)
や
錢
澄
之
﹃
莊
屈
合
詁
﹄
な
ど
が
あ
る
︒
謝
�
陽
﹃
�
�
民
6

莊
子
定
位
論
題
﹄
(
國
立
臺
灣
大
學
出
版
委
員
會
︑
二
〇
〇
一
年
)

第
四
違
を
參
照
︒

(5
)

?

(
4
)
に
擧
げ
た
陳
子
龍
・
錢
澄
之
も
︑
兩
者
の
相
�
性
か
ら

出
發
し
︑
そ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
で
兩
者
の
合
一
を
目
指
し
て
い
る
︒

(6
)

｢
莊
騷
﹂
硏
究
の
槪
觀
と
し
て
は
︑
黃
巧
紅
﹁
�
三
十
年
莊
屈
比
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�
硏
究
綜
営
﹂
(﹃
漳
州
師
範
學
院
學
報

(哲
學
社
會
科
學
版
)﹄
總

第
八
四
輯
︑
二
〇
一
二
年
第
一
%
)
を
參
照
︒
本
論
に
�
い
議
論
と

し
て
は
李
生
龍
?

(3
)
J
揭
論
�
が
あ
る
が
︑
韓
	
に
お
け
る
こ

の
�
稱
の
�
生
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
韓
	
自
身
に
言
�
が
な
く
眞

�
は
不
�
と
し
て
︑
儒
家
の
﹁
�
瓜
﹂
を
打
ち
立
て
る
た
め
﹁
莊

騷
﹂
を
含
む
﹁
三
代
兩
漢
の
書
﹂
を
重
視
し
た
こ
と
と
の
關
聯
を
指

摘
す
る
に
と
ど
ま
る
︒

(7
)

韓
	
の
詩
�
の
引
用
は
︑
南
宋
・
廖
莹
中
刊
刻
の
世
綵
堂
本
﹃
昌

黎
先
生
集
﹄
を
底
本
と
し
︑
そ
の
卷
數
を
示
し
た
︒
ま
た
詩
に
は
句

數
を
示
し
た
︒
解
釋
に
際
し
て
は
︑
屈
守
元
・
常
思
春
�
s
﹃
韓
	

W
集
校
 
﹄
W
五
册

(四
川
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)︑
閻
琦

校
 
﹃
韓
昌
黎
�
集
 
釋
﹄
上
下
册

(三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇
四

年
)
等
を
參
照
し
た
︒
日
本
語
の
譯
 
と
し
て
は
︑
川
合
康
三
・
綠

川
英
樹
・
好
川
聰
s
﹃
韓
	
詩
譯
 
﹄
(
硏
�
出
版
︑
二
〇
一
五
・

二
〇
一
七
年
)
第
一
册
・
第
二
册
︑
淸
水
茂
譯
﹃
韓
	
﹄
Ⅰ
・
Ⅱ

(世
界
古
典
�
學
W
集
三
〇
︑
筑
"
書
�
︑
一
九
八
七
・
一
九
八
八

年
)
を
參
照
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
�
の
繫
年
は
︑
�
に
﹃
韓
	
W

集
校
 
﹄
を
參
照
し
た
︒

(8
)

陸
德
�
﹃
經
典
釋
�
﹄
序
錄

(
�
志
堂
本
)
に
も
︑
こ
の
郭
象
序

を
踏
ま
え
た
﹁
莊
生
宏
才
命
世
︑
辭
趣
華
深

(言
葉
の
味
わ
い
は
華

や
か
で
深
く
)︑
正
言
若
反
﹂
と
い
う
	
價
が
見
え
る
︒

(9
)

六
g
%
に
お
け
る
諸
子
の
�
學
6
	
價
の
低
さ
を
示
す
代
表
6
な

例
と
し
て
︑
昭
�
太
子
﹁
�
ø
序
﹂
の
﹁
老
莊
之
作
︑
管
孟
之
液
︑

蓋
以
立
�
爲
宗
︑
不
以
能
�
爲
本
︑
今
之
�
à
︑
印
以
略
諸
﹂
(﹃
老

子
﹄﹃
莊
子
﹄
の
作
や
﹃
管
子
﹄﹃
孟
子
﹄
の
類
い
は
︑
�
張
を
う
ち

立
て
る
こ
と
を
�
眼
と
し
︑
優
れ
た
�
違
を
作
る
こ
と
を
中
心
と
し

て
い
な
い
の
で
︑
こ
の
度
の
s
纂
に
當
た
っ
て
は
︑
こ
れ
ら
も
省
く

こ
と
に
し
た
)
を
參
照
︒
ま
た
﹃
世
說
怨
語
﹄
に
は
﹃
莊
子
﹄
に
言

�
す
る
違
が
數
多
く
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
槪
ね
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
の
は
﹃
莊
子
﹄
の
思
想
面
で
あ
る
︒
方
勇
﹃
莊
子
纂

�
﹄
(學
苑
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
附
錄
﹁
莊
子
詩
�
序
跋
彙
輯
﹂

を
參
照
︒

(10
)

�
代
の
�
論
に
つ
い
て
は
︑
郭
紹
#
�
s
﹃
中
國
歷
代
�
論
ø
﹄

第
二
册

(上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
七
九
年
)
︑
羅
聯
添
�
s
﹃
隋

�
五
代
�
學
批
	
$
料
彙
s
﹄
(
成
�
出
版
社
︑
一
九
七
八
年
)
を

參
照
︒
本
論
で
は
合
わ
せ
て
︑
京
都
大
學
中
國
�
學
硏
究
室
s
﹃
�

代
の
�
論
﹄
(
硏
�
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
)
を
參
照
し
た
︒

(11
)

裴
ù
の
唱
和
詩
﹁
輞
川
集
二
十
首

漆
園
﹂
(﹃
W
�
詩
﹄
一
二

九
)
で
も
﹁
今
日
漆
園
游
︑
%
同
莊
�
樂
﹂
(今
日
漆
園
に
游
び
︑

%
た
莊
�
の
樂
し
み
を
同
じ
く
す
)
と
隱
逸
者
と
し
て
の
樂
し
み
が

歌
わ
れ
る
︒

(12
)

墓
�
の
王
湛
の
殘
し
た
著
作
を
稱
え
る
︒
莊
周
は
刻
�
&
の
論
說

の
語
︑
0
佚
は
﹃
左
傳
﹄
襄
公
二
十
四
年
の
立
德
︑
立
功
︑
立
言
を

竝
べ
て
﹁
此
之
謂
不
朽
﹂
と
い
う
記
事
に
基
づ
く
︒

(13
)

｢
鵾
�
﹂
﹁
培
風
�
海
﹂
は
﹃
莊
子
﹄
逍
遙
�
&
冒
頭
の
寓
話
を
踏

ま
え
る
︒﹁
龍
馬
﹂
は
河
圖
洛
書
を
指
し
︑﹁
乾
坤
﹂
と
同
じ
く

﹃
易
﹄
が
示
す
よ
う
な
天
地
の
法
則
を
い
う
︒
解
釋
に
つ
い
て
は
姜

漢
椿
﹃
�
摭
言
É
 
﹄
(上
海
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
)

九
五
頁
�
び
永
田
知
之
﹃
�
代
の
�
學
理
論
︱
︱
｢復
古
﹂
と
﹁
創

怨
﹂
﹄
(京
都
大
學
學
D
出
版
會
︑
二
〇
一
五
年
)
四
六
頁
を
參
照
し
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た
︒

(14
)

｢
痀
僂
之
志
﹂
は
﹃
莊
子
﹄
�
生
&
の
仲
尼
・
痀
僂
者
の
寓
話
︑

﹁
螳
螂
之
捕
﹂
は
﹃
莊
子
﹄
山
木
&
の
莊
周
・
藺
且
の
寓
話
に
基
づ

く
︒
人
物
を
も
と
の
寓
話
と
入
れ
替
え
る
の
は
修
辭
上
の
工
夫
で
あ

ろ
う
︒

(15
)

｢
稊


﹂
は
知
北
�
&
の
東
郭
子
・
莊
子
問
答
で
﹁
5
﹂
の
'
在

を
言
う
時
に
擧
げ
る
例
の
一
つ
︒

(16
)

李
嘉
祐
の
詩
に
は
︑﹁
此
公
深
入
5
門
﹂
(こ
の
韋
公
は
5
家
の
門

下
に
深
く
入
っ
た
)
と
自
 
が
あ
る
︒
韋
司
直
が
入
山
す
る
に
際
し

て
#
っ
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
能
�
﹂
は
韋
司
直
の
�
人
と
し
て
の
�

素
を
い
い
︑﹁
莊
�
﹂
と
繫
が
る
の
は
﹁
證
5
﹂
の
方
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒

(17
)

盧
藏
用
の
�
で
は
︑
莊
周
が
登
場
し
な
い
鯤
�
の
寓
話
を
﹁
莊

生
﹂
と
と
も
に
擧
げ
る
點
で
例
外
6
だ
が
︑
こ
れ
は
當
該
の
寓
話
が

﹃
莊
子
﹄
の
代
名
詞
と
し
て
'
(
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
�
詩

に
は
﹃
莊
子
﹄
の
書
を
指
し
て
﹁
逍
遙
&
﹂
と
呼
稱
す
る
例
も
複
數

見
え
る
︒

(18
)

寓
話
の
概
要
は
以
下
の
�
り
︒
長
雨
が
續
き
︑
子
輿
は
友
人
の
子

桑
が
病
い
に
倒
れ
て
は
い
な
い
か
と
︑
食
べ
物
を
手
に
訪
れ
た
︒
す

る
と
子
桑
は
い
か
に
も
苦
し
げ
に
歌
を
う
た
っ
て
い
る
︒
そ
の
わ
け

を
�
ね
る
と
︑
子
桑
は
﹁
自
分
を
こ
こ
ま
で
困
ら
せ
る
者
は
何
か
と

考
え
て
み
て
も
︑
父
母
の
は
ず
も
な
く
︑
萬
物
に
w
等
な
天
や
地
の

は
ず
も
な
い
︒
ち
っ
と
も
分
か
ら
な
い
︒
だ
が
こ
ん
な
目
に
あ
っ
て

い
る
の
は
�
命
な
の
だ
﹂
と
慨
嘆
し
た
︒

(19
)

柳
宗
元
の
引
用
は
﹃
柳
宗
元
集
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
七
九
年
)

を
底
本
と
す
る
︒﹁
與
李
þ
林
円
書
﹂
(卷
三
〇
)﹁
莊
周
言
︑
¼


藋
者
︑
聞
人
足
:
︑
則
跫
然
喜
︒﹂
永
州
左
�
中
に
友
�
か
ら
の
手

紙
を
�
け
取
っ
た
喜
び
を
い
う
︒

(20
)

｢
"
士
策
問
十
三
首
﹂
や
﹁
改
葬
*
議
﹂
(
と
も
に
卷
一
四
)
に
お

い
て
策
問
の
問
題
�
や
議
論
の
論
證
で
引
か
れ
る
も
の
は
除
く
︒
ま

た
﹁
+
�
玄
宗
2
議
﹂
(外
集
卷
一
)
に
は
﹃
荀
子
﹄
が
引
か
れ
る

が
︑
2
制
の
根
據
の
一
つ
と
し
て
で
あ
り
︑
ま
た
こ
の
�
自
體
が
韓

	
の
作
か
疑
わ
し
い
︒
揚
雄
の
引
用
は
﹁
上
襄
陽
于
相
公
書
﹂
(卷

一
五
)︑﹁
與
馮
宿
論
�
書
﹂
(卷
一
七
)︑﹁
與
孟
尙
書
書
﹂
(卷
一

八
)
︑
﹁
#
-
屠
�
暢
師
序
﹂
(卷
二
〇
)
に
見
え
る
︒

(21
)

陳
寅
恪
﹁
論
韓
	
﹂
(﹃
陳
寅
恪
集

金
�
館
叢
稿
初
s
﹄
︑
生

活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
)
參
照
︒

(22
)

こ
の
點
は
松
本
-
﹃
�
代
�
學
の
視
點
﹄
(
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇

六
年
)
一
八
・
一
九
頁
が
早
く
に
指
摘
し
て
い
る
︒
松
本
氏
は
﹁
#

王
秀
才
序
﹂
J
K
部
で
の
子
夏
の
學
瓜
と
の
結
合
に
基
づ
き
︑
韓
	

が
莊
子
を
﹁
否
定
し
去
っ
て
い
な
﹂
か
っ
た
こ
と
︑
�
に
は
﹁
#
孟

東
野
序
﹂
を
參
照
し
て
﹁
莊
子
に
お
け
る
怪
奇
6
な
表
現
こ
そ
が
︑

韓
	
の
關
心
を
惹
い
た
﹂
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
#
王
秀
才

序
﹂
は
︑
先
の
引
用
部
分
の
よ
う
に
莊
子
を
含
め
た
諸
子
批
�
を
含

み
︑
W
體
と
し
て
は
﹃
孟
子
﹄
の
價
値
が
突
出
す
る
こ
と
を
�
張
す

る
�
違
で
︑
子
夏
の
學
瓜
の
結
合
の
み
を
も
っ
て
莊
子
へ
の
肯
定
6

	
價
の
例
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
︑
以
上
の
指
摘
に

つ
い
て
は
同
�
で
き
る
︒

(23
)

李
i
・
熊
良
智
�
s
﹃
楚
辭
	
論
集
覽
﹄
(
楚
辭
學
�
庫
第
二
卷
︑

湖
北
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
)
は
歷
代
の
﹃
楚
辭
﹄
	
價
を
網
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羅
6
に
ま
と
め
て
い
る
︒
本
論
で
は
そ
の
他
に
特
に
蔣
方
﹁
�
代
屈

騷
接
�
0
鯵
論
﹂
(﹃
中
國
韻
�
學
刊
﹄
第
十
九
卷
第
四
%
︑
二
〇
〇

五
年
)
を
參
照
し
︑
初
�
の
狀
況
に
つ
い
て
は
古
川
末
喜
﹁
初
�
四

�
の
�
學
思
想
﹂
(﹃
中
國
�
學
論
集
﹄
第
八
號
︑
一
九
七
九
年
)
・

同
﹁
初
�
歷
0
家
の
�
學
思
想

︱
︱
太
宗
%
s
纂
の
J
代
0
�
苑

傳
序
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
�
學
論
集
﹄
第
九
號
︑
一
九
八
〇

年
)
を
參
照
し
た
︒

(24
)

王
逸
﹁
楚
辭
違
句
序
﹂
(洪
興
祖
﹃
楚
辭
補
 
﹄︑
中
華
書
局
︑
二

〇
〇
〇
年
に
よ
る
)
を
參
照
︒﹁
屈
原
履
忠
被
譖
︑
憂
悲
愁
思
︑
獨

依
詩
人
之
義
而
作
離
騷
︑
上
以
諷
諫
︑
下
以
自
慰
﹂
(屈
原
は
忠
義

を
踏
み
行
っ
た
が
讒
言
に
あ
い
︑
憂
い
悲
し
ん
で
︑
ひ
と
り
﹃
詩

經
﹄
の
作
者
�
の
義
に
依
據
し
て
﹁
離
騷
﹂
を
作
り
︑
君
�
に
對
し

て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
諷
諫
し
︑
自
ら
に
對
し
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
慰

め
よ
う
と
し
た
)︒

(25
)

王
逸
﹁
楚
辭
違
句
序
﹂
で
は
班
固
ら
の
批
�
を
﹁
露
才
揚
己
︑
怨

刺
其
上
︑
强
非
其
人
﹂
と
ま
と
め
る
︒

(26
)

『法
言
﹄
吾
子

(﹃
法
言
義
駅
﹄︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
六
年
)﹁
詩

人
之
賦
麗
以
則
︑
辭
人
之
賦
麗
以
�
﹂
(﹃
詩
經
﹄
の
作
者
の
う
た
は

美
し
く
5
理
に
合
う
が
︑
辭
賦
の
作
者
の
賦
は
美
し
い
も
の
の
度
が

n
ぎ
る
)︒
こ
の
	
價
は
景
差
・
�
勒
・
宋
玉
・
枚
乘
ら
へ
の
も
の

で
あ
る
が
︑
同
じ
く
﹃
法
言
﹄
吾
子
に
辭
賦
を
﹁
彫
蟲
篆
刻
﹂
(蟲

の
彫
刻
を
施
す
よ
う
な
小
手
先
の
�
戲
)
と
す
る
の
と
�
せ
て
︑
屈

原
も
含
め
た
辭
賦
一
般
へ
の
批
�
6
	
價
と
し
て
定
着
す
る
︒

(27
)

『
周
書
﹄
王
襃
・
庾
信
傳
論
は
第
二
違
參
照
︒﹃
北
齊
書
﹄
�
苑
傳

序
で
は
︑
子
游
・
子
夏
・
顏
囘
に
つ
い
で
﹁
屈
宋
�
以
後
塵
︑
卿
雲

未
能
輟
鯵

(
屈
・
宋
は
す
ぐ
後
に
續
く
も
の
で
あ
り
︑
司
馬
相
如
・

揚
雄
は
�
を
綴
る
こ
と
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
)﹂
と
肯
定
6
に
	

價
さ
れ
る
︒

(28
)

但
し
�
人
W
體
を
見
れ
ば
︑
上
古
の
理
想
6
な
�
學
と
し
て
﹃
楚

辭
﹄
を
�
容
す
る
の
が
一
般
6
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
︒
李
白
も
杜
甫
も
そ
の
權
威
を
素
直
に
�
け
入
れ
て
い
る
︒

(29
)

『
�
苑
英
華
﹄
は
﹁
君
以
爲
六
州
之
俊
﹂
に
作
る
が
︑﹁
一
作
﹂
に

よ
り
改
め
た
︒

(30
)

尙
永
亮
﹃
貶
謫
�
Z
與
貶
謫
�
學
︱
︱
以
中
�
元
和
五
大
詩
人

之
貶
及
其
創
作
爲
中
心
﹄
(
蘭
州
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
)
は

韓
	
・
柳
宗
元
・
劉
禹
錫
・
白
居
易
・
元
稹
を
︑
貶
謫
を
�
け
た

﹁
五
大
詩
人
﹂
と
し
て
論
じ
る
︒

(31
)

溺
死
の
こ
と
を
﹁
魚
の
腹
に
葬
る
﹂
と
い
う
︒
﹃
楚
辭
﹄
漁
父
に
︑

屈
原
が
世
俗
の
塵
埃
に
身
を
汚
す
よ
り
は
﹁
寧
赴
湘
液
︑
葬
於
江
魚

之
腹
中
﹂
(
む
し
ろ
湘
水
に
赴
い
て
魚
の
腹
の
中
に
葬
ら
れ
よ
う
)

と
言
う
の
を
踏
ま
え
た
表
現
︒

(32
)

｢角
飯
﹂
は
ち
ま
き
︒
屈
原
へ
の
供
物
と
し
て
水
に
投
じ
ら
れ
た
︒

屈
原
が
汨
羅
に
身
を
投
げ
た
と
さ
れ
る
五
�
五
日
に
︑
竹
筒
に
米
を

詰
め
た
も
の
を
川
に
投
じ
て
祭
る
·
慣
が
あ
っ
た

(﹃
太
w
御
覽
﹄

卷
八
五
一
な
ど
に
引
く
﹃
續
齊
諧
記
﹄
)︒

(33
)

陽
山
か
ら
の
復
路
に
詠
ま
れ
た
﹁
潭
州
泊
2
3
諸
公

(潭
州
に
2

を
泊
し
て
諸
公
に
3
す
)
﹂
(
�
�
)
で
は
﹁
�
人
看
H
範
︑
客
子
讀

離
騷

(
�
人

H
範
を
看
︑
客
子

離
騷
を
讀
む
)
と
い
う
︒
こ
れ

も
五
言
律
詩
で
あ
り
︑
こ
の
對
句
は
こ
の
地
の
�
人
の
勤
勉
さ
と
そ

の
客
の
風
u
を
稱
え
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
F
際
の
詩
の
性
質
が
强
い
︒
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(34
)

劉
向
﹃
列
女
傳
﹄
卷
一
$
#
二
妃
を
參
照
︒

(35
)

45
楚
些
待
誰
弔

楚
些

誰
の
弔
う
を
待
た
ん

46
賈
辭
緘
恨
投

賈
辭

恨
み
を
緘と

じ
て
投
ず

47
翳
�
不
可
曉

�
を
翳
い
て
曉さ

と

る
べ
か
ら
ず

48
祕
魂
安
�
求

魂
を
祕
し
て
安
く
に
か
求
む
る
�
ぞ

｢楚
些
﹂
は
楚
の
歌
を
指
す
︒
45
句
と
46
句
は
ほ
ぼ
﹁
屈
賈
﹂
の

對
と
言
え
る
︒

(36
)

柳
宗
元
に
つ
い
て
は
﹁
弔
屈
原
�
﹂
で
の
	
價
や
︑
永
州
左
�
中

に
十
&
に
�
ぶ
﹁
騷
﹂
體
の
�
を
作
っ
た
こ
と
な
ど
に
端
6
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
︒
柳
宗
元
と
屈
原
の
辭
賦
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
怨

海
一
﹃
柳
�
硏
究
序
說
﹄
(
6
古
書
院
︑
一
九
八
七
年
)
第
一
&
︑

小
野
四
w
﹃
韓
	
と
柳
宗
元

︱
︱
�
代
古
�
硏
究
序
說

︱
︱
﹄

(
6
古
書
院
︑
一
九
九
五
年
)
第
三
違
Ⅰ
を
參
照
︒
劉
禹
錫
に
つ
い

て
は
︑
�
年
の
硏
究
と
し
て
は
︑
�
眞
先
・
戴
洩
華
﹁
論
劉
禹
錫
接

�
屈
賦
之
表
現
�
其
因
緣
﹂
(﹃
劉
禹
錫
硏
究
﹄
第
一
輯
︑
曁
南
大
學

出
版
社
︑
二
〇
一
七
年
)
を
參
照
︒

(37
)

尙
永
亮
?

(30
)
J
揭
書
第
四
違
第
四
G
﹁
元
和
詩
人
對
屈
原
模

式
6
繼
承
和
突
破
﹂
で
は
︑
v
臣
の
柳
宗
元
・
劉
禹
錫
が
從
來
の
v

臣
と
し
て
の
屈
原
モ
デ
ル
を
强
固
に
�
け
繼
い
だ
の
に
對
し
︑
白
居

易
は
從
來
の
屈
原
モ
デ
ル
と
は
衣
な
る
�
容
を
し
た
と
論
じ
ら
れ
る

が
︑
韓
	
に
は
觸
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

(38
)

例
え
ば
﹁
7
張
籍

(張
籍
を

7
あ
ざ
け

る
)﹂
(卷
五
)
に
﹁
李
杜
�
違

在
︑
光
焰
萬
丈
長
﹂
(李
杜
�
違
在
り
︑
光
焰
萬
丈
長
し
)
と
い
う
︒

(39
)

錢
仲
聯
﹃
韓
昌
黎
詩
繫
年
集
釋
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九

八
年
)
三
七
一
頁
が
引
く
�
に
よ
れ
ば
︑
方
世
擧
や
魏
本
の
引
く
韓

醇
が
第
16
句
の
﹁
�
﹂
を
�
字
�
り
の
�
味
に
と
る
の
に
對
し
︑
方

成
珪
・
U
學
恂
は
酒
の
�
で
あ
る
と
し
て
反
論
す
る
︒
と
こ
ろ
が
�

�
6
な
解
釋
は
四
者
み
な
衣
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
解
釋
の
分

裂
は
︑
こ
こ
で
の
屈
原
の
取
り
上
げ
方
が
類
型
を
大
き
く
逸
脫
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
傍
證
し
よ
う
︒
孫
昌
武
﹃
�
代
古
�
�
動
�

論
﹄
(
百
花
�
藝
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
)
一
三
四
頁
で
は
舊
 
が

屈
原
の
行
動
へ
の
	
價
と
し
て
讀
も
う
と
す
る
の
に
對
し
て
﹁
但
今

天
看
來
︑
他
%
是
特
別
肯
定
屈
原
6
“
�
辭
”
6
﹂
(今
日
の
目
か

ら
見
れ
ば
︑
韓
	
は
や
は
り
屈
原
の
﹁
�
辭
﹂
を
と
り
わ
け
	
價
し

て
い
る
の
で
あ
る
)
と
営
べ
る
︒

(40
)

『
�
苑
英
華
﹄
卷
七
三
一
の
み
﹁
屈
原
以
鳴
﹂
に
作
る
が
︑
宋
元

代
の
別
集
類
は
W
て
底
本
と
同
じ
︒

(41
)

蔣
方
?

(
23
)
J
揭
論
�
で
も
︑
韓
・
柳
に
よ
る
肯
定
は
﹁
不
是

基
于
5
德
立
場
︑
而
是
從
�
學
自
身
性
質
出
發
﹂
(
5
德
6
立
場
に

基
づ
く
の
で
は
な
く
︑
�
學
自
體
の
性
質
か
ら
出
發
し
た
)
こ
と
に

よ
る
と
い
う

(六
一
頁
)︒
但
し
本
論
で
見
た
よ
う
に
韓
・
柳
兩
者

の
屈
原
�
容
は
衣
な
る
點
も
多
い
︒

(42
)

陳
ã
水
﹃
�
代
�
士
與
中
國
思
想
6
轉
型

(
增
訂
本
)
﹄
(臺
大

出
版
中
心
︑
二
〇
一
六
年
)
五
九
頁
・
六
二
頁
で
は
︑
韓
	
・
柳
宗

元
の
古
�
�
動
の
特


と
し
て
︑
J
古
�
家
た
ち
で
は
一
體
Z
し
て

い
た
�
違
作
成
と
儒
家
の
復
興
と
の
分
離
を
指
摘
す
る
︒
但
し
韓
	

に
つ
い
て
は
具
體
例
を
擧
げ
て
い
な
い
︒
ま
た
孫
昌
武
?

(39
)
J

揭
書
一
三
四
頁
で
は
︑﹁
#
孟
東
野
序
﹂﹁
上
兵
部
李
侍
郞
書
﹂
の
�

學
觀
に
つ
い
て
﹁
5
瓜
﹂
の
說
と
は
W
く
別
物

(﹁
W
是
兩
碼
事
﹂
)

と
い
う
︒
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(43
)

こ
の
�
違
の
J
段
は
﹁
創
�
=
言
︑
皆
不
相
師
︒
故
其
讀
春
秋
也
︑

如
未
嘗
$
詩
也
︒
其
讀
詩
也
︑
如
未
嘗
$
易
︒
其
讀
易
也
︑
如
未
嘗

$
書
也
︒﹂
と
い
う
︒

(44
)

｢答
朱
載
言
書
﹂
の
成
立
時
%
に
つ
い
て
︑﹁
李
翺
年
�
﹂
(羅
聯

添
﹃
�
代
詩
�
六
家
年
�
﹄︑
學
海
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
)
五
一

九
頁
で
は
︑﹁
答
李
翊
書
﹂
の
書
か
れ
た
貞
元
十
七
年

(八
〇
一
)

以
影
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
が
︑
末
岡
實
﹁
李
翺
の
�
學
觀
に
つ

い
て
﹂
(﹃
古
田
敎
>
Ó
官
記
念
中
國
�
學
語
學
論
集
﹄︑
古
田
敬
一

敎
>
Ó
官
記
念
事
業
會
︑
一
九
八
五
年
)
三
八
五
頁
は
韓
	
の
死

(八
二
四
年
)
の
J
後
と
推
測
す
る
︒

(45
)

松
本
-
﹃
柳
宗
元
硏
究
﹄
(創
�
社
︑
二
〇
〇
〇
年
)
第
四
s
第

一
違
を
參
照
︒

(46
)

｢答
吳
武
陵
論
非
國
語
書
﹂
の
例
は
︑
�
違
一
般
に
對
す
る
戒
め

だ
が
︑
こ
の
�
の
�
題
か
ら
︑﹃
國
語
﹄
が
特
に
�
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
�
ら
か
と
言
え
る
︒

(47
)

例
え
ば
�
況
﹁
陰
陽
不
測
之
謂
神
論
﹂
で
は
名
づ
け
や
墓
の
場
�

決
め
に
D
數
6
�
斷
を
取
り
¥
む
こ
と
を
﹁
此
莊
惠
以
荒
�
舛
駮
之

論
﹂
(
こ
れ
は
莊
周
や
惠
施
の
﹁
荒
�
﹂
﹁
舛
駮
﹂
の
論
に
よ
る
も
の

で
あ
る
)
と
批
�
す
る
︒
﹁
舛
駮
﹂
も
﹃
莊
子
﹄
天
下
&
で
の
惠
施

へ
の
	
語
︒
な
お
韓
	
﹁
桃
源
圖
﹂
詩

(卷
三
)
に
は
﹁
神
仙
$
無

何
渺
茫
︑
桃
源
之
說
i
荒
�

(
神
仙
の
$
無

何
ぞ
渺
茫
た
る
︑
桃

源
の
說

i
に
荒
�
た
り
)
と
い
い
︑
神
仙
や
桃
源
ê
の
傳
說
に
對

す
る
Ä
信
批
�
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
︑
詩
W
體
と
し
て
諷
刺

の
色
合
い
は
°
く
︑
こ
の
﹁
荒
�
﹂
も
貶
義
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

(48
)

詩
で
は
出
世
の
遲
?
を
喩
え
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
は
齋
@
茂

先
生
の
ご
敎
示
に
よ
る
︒

(49
)

川
合
康
三
﹃
�
南
山
の
變
容
︱
︱
中
�
�
學
論
集
﹄
(
硏
�
出
版
︑

二
〇
〇
〇
年
)
一
一
四
頁
か
ら
一
八
九
頁
を
參
照
︒
一
六
〇
頁
で
は
︑

韓
	
が
自
身
の
�
學
に
奇
怪
な
�
素
を
含
む
こ
と
を
X
め
て
い
た
例

と
し
て
﹁
上
兵
部
李
侍
郞
書
﹂
の
﹁
瓌
怪
之
言
﹂︑﹁
上
宰
相
書
﹂
の

﹁
感
激
怨
懟
奇
怪
之
辭
﹂
を
示
す
︒

(50
)

?

(
22
)
に
示
し
た
よ
う
に
︑
松
本
-
氏
が
旣
に
鯵
略
に
で
は
あ

る
が
同
樣
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
︒
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THE BIRTH OF “ZHUANG-SAO” :

HAN YUʼS RECEPTION OF THE ZHUANGZI AS LITERATURE

SUZUKI Tatsuaki

The term “Zhuang-Sao” 荘騒 is a joint designation for the Zhuangzi荘子 and

the poetry of Qu Yuan 屈原. This designation is said to have been coined by Han Yu

韓愈 (768‒824) of the Tang and subsequently became a concept widely used in

literary criticism and elsewhere, but it has not been fully shown why Han Yu used

this designation. This paper discusses the reasons behind the birth of the joint

designation “Zhuang-Sao” and its significance through an examination of the

distinctive features of Han Yuʼs reception of Zhuangzi and Qu Yuan.

The ideas and allegories of the Zhuangzi had since earlier times had an

influence on many works of literature, but the person Zhuangzi had been regarded

as a recluse and a Taoist, and assessments of the actual writing style employed in

the Zhuangzi had been quite limited, and it had not been properly positioned in the

history of literature. In contrast, Han Yu viewed Zhuangzi as a writer and evaluated

his book from a literary perspective.

Qu Yuan is a typical example of a patriotic minister who was banished south of

the Yangtze River, and Liu Zongyuan 柳宗元 and Liu Yuxi 劉禹錫 responded to his

writings by superimposing their own circumstances onto those of Qu Yuan. Han Yu,

too, experienced banishment and wrote about Qu Yuan in his poems, but there is

little sense of self-projection when compared with Liu Zongyuan and Liu Yuxi. It

can be surmised, rather, that in assessing the poetry of Qu Yuan, Han Yu distanced

himself from the image of Qu Yuan as a banished loyal minister.

From this consideration of reception of Zhuangzi and Qu Yuan by Han Yu, we

can reasonably conclude that he created the joint designation “Zhuang-Sao” by

evaluating the Zhuangzi and Qu Yuanʼs poetry from a literary perspective that was

divorced from intellectual thought, or spiritual and moral concerns. At the same

time, this also meant that “Zhuang-Sao” could not rank with writings that conveyed

the Confucian Tao.

Behind the birth of this joint designation, there lay the attempts to create

“ancient prose” (guwen 古文) in the ancient prose movement, and around the

same time Liu Zongyuan was also paying attention to the literary aspects of the

Zhuangzi, though he did not evaluate it as highly as Han Yu did. It is likely that this

difference arose because Han Yu held in high regard the deviation from norms (or
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“absurd language” [huangtang zhi yan 荒唐之言]) to be seen in the Zhuangziʼs

modes of expression, whereas Liu Zongyuan reacted strongly against this.

CONCEPTS OF “CHINA” AS SEEN FROM THAT HELD BY THE

JIANGNAN LITERATI IN THE YUAN PERIOD : CONSIDERED IN

TERMS OF THE MEANING OF HUNYI NANBEI 混一南北

SAKURAI Satomi

Many books and articles that address the question, what is “China” have been

published recently from various standpoints in the disciplines of geography, the

history of thought, and history. And one sees there the opinion that “China” or

“Great China” came into existence during the Mongol, or Yuan, period. But previous

research has not dealt much with what the concept of “China” meant in the

Mongol-Yuan period. This paper analyzes the way two terms were used to answer

the question, how people, especially the Jiangnan literati, recognized “China” in the

Yuan period.

As regards the first term “China” 中國, the word “China” did not simply

contain traditional, cultural and geographical meanings, but also meant the territory

under the control of the central court during the Liao, Song and Jin dynasties. The

Five Dynasties, Liao and Jin governments perceived that control of the central plain

中原 region was integral to “China,” but, in contrast, the Southern Song dynasty,

which was unable to control the central plain, emphasized its traditions and culture

as “China,” in order to bolster its claim to legitimacy to be recognized as “China.” In

the first section, I compare examples of passages from the Yuanshi元史 to those in

earlier and later authorized histories. There are relatively few examples of the use

of “China” in the Yuanshi. The Yuanshi seems to avoid using “China” as the

opposite of yidi夷狄. In addition, I examine examples in historical records, mainly in

the anthologies of Jiangnan literati, and indicate that usage of “China” during the

Yuan period differed very little from that of the Southern Song.

In the second section, I analyze the term “hunyi” 混一. “Hunyi” came into

fashion during this period, and was used symbolically as a word to emphasize great

territorial expanse. I mainly examine the meaning of the phrase “huiyi nanbei” 混一

南北 that meant to unify south and north. The south and north that were joined

meant for the most part the south and north of traditional “China,” or China proper.

Next, I examine the differences among six maps which are titled either Huayi
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