
韓
愈
は
中
唐
詩
壇
の
巨
匠
で
あ
り
、
そ
の
詩
は
雄
渾
、
奇
怪
に
し
て
他
を
超
越
し
、
奔
放
自
在
で
意
味
深
遠
、
大
い
に
述
べ
連
ね
て
カ

強
く
、
独
自
に
一
派
を
成
し
て
い
る
。
文
学
史
上
か
ら
見
る
と
、
韓
愈
は
二
大
詩
人
た
る
李
白
、
杜
甫
の
次
の
世
代
に
あ
た
り
、
こ
の
時

代
は
ち
ょ
う
ど
詩
が
最
盛
期
を
過
ぎ
て
そ
の
継
承
に
苦
労
し
、
李
杜
の
頃
に
比
べ
て
沈
滞
と
模
索
が
数
十
年
続
い
て
い
た
が
、
韓
愈
は
杜

甫
の
詩
か
ら
新
奇
な
特
徴
を
吸
収
し
て
一
層
ひ
ど
く
怪
異
性
や
散
文
化
の
方
向
へ
発
展
さ
せ
、
唐
詩
は
韓
愈
の
手
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
変

化
を
極
め
た
。
北
宋
の
陳
師
道
『
後
山
居
士
詩
話
』
は
、

退
之
（
韓
愈
の
字
）
文
を
以
て
詩
を
為
り
、
子
謄
（
蘇
試
の
字
）
詩
を
以
て
詞
を
為
る
。
教
坊
の
雷
大
使
の
舞
の
如
く
、
天
下
の
エ

と
言
い
、
右
の
一
文
は
上
述
の
韓
愈
の
詩
作
方
法
に
対
す
る
遠
回
し
な
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
唐
詩
の
転
換
期
に
お
け
る
韓
愈

を
極
む
と
雖
も
、
要
す
る
に
本
色
に
非
ず
。

(
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韓
愈
の
詩
作
に
お
け
る
言
葉
の
精
錬
と
材
源
の
広
さ
を
語
れ
ば
、

し
て
上
古
の
朝
廷
文
学
さ
ら
に
は
殷
周
の
典
礼
文
章
に
ま
で
潮
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
韓
愈
は
、
歴
代
の
詩
人
に
忌
避
さ
れ
た
晦
渋
で

神
妙
な
字
さ
え
も
強
引
に
用
い
、
所
謂
「
険
語
は
鬼
胆
を
破
り
、
高
詞
は
皇
墳
に
娘
す
（
難
解
な
語
は
鬼
神
を
驚
か
せ
、
高
尚
な
語
は
三

(
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皇
の
書
に
匹
敵
す
る
）
」
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
、
世
俗
と
好
み
が
同
じ
で
な
い
こ
と
を
標
榜
し
た
。
清
の
馬
位
『
秋
窟
随
筆
』
は
「
退

之
の
古
詩
、
造
語
は
皆
経
伝
に
根
抵
す
。
故
に
之
を
読
む
に
猶
ほ
商
周
の
鼎
舞
を
陳
列
す
る
が
ご
と
く
に
し
て
、
古
痕
斑
然
と
し
、
人
を

し
て
敬
を
起
こ
せ
し
む
」
と
言
い
、
韓
愈
詩
の
語
句
の
材
源
が
博
大
で
使
用
範
囲
が
広
い
と
い
う
特
長
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問

題
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
既
に
多
く
の
論
著
が
言
及
し
て
お
り
、
こ
こ
で
さ
ら
に
付
け
加
え
る
に
は
及
ば
な
い
。
本
論
で
論
じ
る
テ
ー

マ
は
、
韓
愈
の
詩
の
創
作
に
お
い
て
参
考
と
し
、
継
承
す
る
関
係
に
あ
っ
た
別
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
あ
り
、

に
結
び
つ
い
て
い
る
。

一
気
に
漢
代
の
散
文
と
辞
賦
や
先
秦
諸
子
に
よ
る
哲
学
の
著
作
、

韓
愈
が
自
己
の
詩
を
重
視
し
た
こ
と
に
些
か
も
疑
問
は
な
い
が
、
彼
は
た
だ
単
に
詩
を
作
っ
て
有
名
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
古
文
の

才
能
を
兼
ね
備
え
た
詩
人
と
し
て
、
韓
愈
は
詩
を
作
る
際
に
自
身
の
文
章
制
作
の
主
張
を
徹
底
さ
せ
る
よ
う
心
が
け
、

し
た
知
識
に
基
づ
き
、
詩
の
中
か
ら
陳
腐
な
言
葉
を
排
除
し
て
世
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
。
韓
愈
は
唐
詩
が
既
に
十

分
成
熟
し
た
段
階
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
中
で
、
な
お
新
鮮
さ
と
奇
抜
さ
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
作
品
に
別
の
道
を
切
り
開

い
た
と
と
も
に
、
世
俗
の
風
潮
と
は
大
い
に
異
な
る
面
か
ら
中
唐
詩
壇
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
韓
愈
が
「
詩
に

別
材
有
り
、
書
に
関
す
る
に
非
ざ
る
な
り
（
詩
に
は
特
殊
な
才
能
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
書
物
を
多
く
読
む
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ

(
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る
）
」
と
い
う
概
念
の
束
縛
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
や
、
古
今
の
さ
ま
ざ
ま
な
韻
文
、
散
文
か
ら
存
分
に
養
分
を
摂
取
し
た
こ
と
と
密
接

の
地
位
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

六
六

そ
の
豊
富
で
熟
練

つ
ま
り
仏
典
の そ



六
七

げ
じ
ゅ

偶
頌
が
韓
愈
の
詩
に
引
き
起
こ
し
た
言
語
上
の
影
響
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
上
記
の
問
題
を
論
じ
る
目
的
は
、
こ
の
人
々
に
軽
視
さ
れ
が

ち
な
方
面
か
ら
韓
愈
詩
と
偶
頌
の
因
果
関
係
を
具
体
的
に
探
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
仏
典
と
文
学
と
の
関
係
の
一
端
が
垣
間

見
え
る
で
あ
ろ
う
。

じ
ょ
う
ご
う

―
つ
は
偶
頌
、
も
う
―
つ
は
長
行
で
あ
る
。
所
謂
偶
頌
は
長
行
と
正
反

対
の
文
体
で
あ
り
、
長
行
が
散
文
の
形
式
に
近
い
の
と
は
対
照
的
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
詩
に
近
い
。
漢
訳
仏
典
の
中
に
見
ら
れ
る
偶

頌
は
通
常
す
べ
て
五
言
と
七
言
に
翻
訳
さ
れ
、
数
量
の
上
で
は
五
言
の
句
式
が
勝
る
が
、
中
に
は
四
言
或
い
は
六
言
な
ど
の
形
式
に
翻
訳

さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
漢
訳
仏
典
の
偶
頌
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
は
、
句
式
が
非
常
に
均
整
が
と
れ
て
音
節
の
美
感
も
あ
る
程

度
再
現
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
押
韻
、
平
仄
の
面
で
は
調
和
さ
せ
る
方
法
が
無
く
、
読
む
と
人
に
ぎ
こ
ち
な
い
感
じ
を

与
え
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
中
国
の
古
典
詩
の
基
準
に
照
ら
し
た
場
合
、
あ
ま
り
合
致
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
文
体
が

出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
散
文
の
特
徴
を
幾
ら
か
備
え
た
「
詩
に
非
ざ
る
の
詩
」
が
生
ま
れ
、
実
質
的
に
「
文
を
以
て
詩
を
為
る
」
の
風

潮
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
仏
典
が
中
国
で
盛
行
し
、
偶
頌
も
仏
僧
か
ら
仏
僧
へ
と
広
く
読
み
継
が
れ
た
結
果
、
人
々
に
声
調
を

区
別
す
る
よ
う
注
意
を
喚
起
し
、
こ
れ
が
中
国
の
詩
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
ひ
い
て
は
直
接
的
に
隋
唐
の
近
体
詩
の
完
成
を
促
す
に
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至
っ
た
。
陳
寅
格
氏
の
「
四
磐
一
二
問
」
と
い
う
論
文
は
、
た
く
さ
ん
の
興
味
深
い
資
料
を
用
い
て
そ
の
あ
た
り
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
韓
愈
と
仏
典
偶
頌
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
陳
氏
が
最
初
に
提
議
し
た
論
題
で
あ
る
。

陳
寅
格
氏
は
我
が
国
の
高
名
な
歴
史
学
者
で
あ
り
、
仏
典
と
文
学
の
関
係
の
研
究
に
お
い
て
も
新
た
に
開
拓
し
た
功
績
が
あ
る
。
陳
氏

が
執
筆
し
た
「
論
韓
愈
」
（
『
歴
史
研
究
』
一
九
五
四
年
第
二
期
所
収
）
は
、
今
日
に
至
っ
て
な
お
韓
愈
研
究
の
う
ち
で
最
も
優
れ
た
文
章
で
あ
り
、

こ
の
論
文
は
歴
史
の
巨
視
的
観
点
か
ら
韓
愈
を
扱
い
、
韓
愈
が
盛
ん
に
反
仏
教
を
唱
え
た
と
い
う
現
象
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
多
方
面
の
論
証

周
知
の
と
お
り
、
仏
典
が
用
い
る
文
体
は
二
種
類
し
か
な
く
、



を
通
じ
て
韓
愈
の
全
体
的
な
思
想
体
系
な
ら
び
に
文
学
の
創
作
が
不
可
避
的
に
仏
教
伝
播
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
思

想
に
つ
い
て
言
え
ば
、
韓
愈
は
実
質
的
に
仏
教
の
禅
宗
の
思
想
に
よ
っ
て
儒
学
を
改
革
し
、
章
句
の
学
を
排
除
し
て
性
理
を
直
接
語
っ
た

と
い
う
点
で
、
後
の
宋
代
理
学
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
陳
氏
は
韓
愈
の
文
体
改
革
に
言
及
し
た
中
で
、
仏
典
の
経
文
は
長

行
と
偶
頌
の
二
種
類
の
文
体
を
兼
ね
備
え
、
長
行
は
多
く
「
詩
を
改
め
て
文
を
為
る
」
と
関
係
が
あ
り
、
偶
頌
も
ま
た
「
文
を
以
て
詩
を

為
る
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
、
こ
こ
か
ら
韓
愈
の
詩
に
お
け
る
散
文
化
等
の
特
徴
の
由
来
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
陳
氏
の

こ
う
し
た
論
述
は
、
対
立
す
る
相
手
の
存
在
が
自
己
を
成
り
立
た
せ
る
と
い
う
物
事
の
関
係
を
本
質
的
に
理
解
し
、
深
く
広
い
見
地
か
ら

陳
寅
格
氏
の
学
問
研
究
の
特
徴
は
、
卓
越
し
た
先
見
の
明
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
が
、
綿
密
な
歴
史
資
料
の
考
証
と
い
っ

た
方
面
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
陳
氏
が
示
し
た
新
た
な
見
解
の
中
に
は
往
々
に
し
て
あ
る
種
の
予

測
や
推
論
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
後
学
の
者
が
陳
氏
の
提
供
し
た
手
が
か
り
を
も
と
に
、
関
連
史
料
を
発
掘
、
研
究
し
て
は
じ
め
て

実
際
に
証
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
韓
愈
の
詩
が
仏
典
の
文
体
と
関
係
す
る
と
い
う
陳
氏
の
観
点
は
、
最
初
は
少
し

も
人
々
に
重
視
さ
れ
ず
、
逆
に
何
人
か
の
学
者
か
ら
非
難
を
受
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

授
の
饒
宗
穎
氏
が
再
び
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
饒
氏
の
「
韓
愈
南
山
詩
典
曇
無
識
繹
馬
鳴
佛
所
行
讃
」
（
『
中
国
文
学
報
』

第
十
九
冊
京
都
大
学
一
九
六
三
年
十
月
刊
）
と
い
う
論
文
は
、
「
南
山
詩
」
と
『
佛
所
行
讃
』
の
両
作
品
に
つ
い
て
比
較
研
究
を
行
い
、
韓
愈
の

「
南
山
詩
」
が
終
南
山
の
さ
ま
ざ
ま
な
奇
峰
や
渓
谷
を
描
写
す
る
一
段
に
お
い
て
五
一
個
の
「
或
」
の
字
を
連
続
し
て
使
用
し
、
こ
の
よ

う
に
各
句
の
第
一
字
目
に
「
或
」
字
を
並
べ
立
て
る
の
は
、
お
そ
ら
く
曇
無
識
に
よ
る
『
佛
所
行
讃
』
の
漢
訳
文
の
換
骨
奪
胎
で
あ
ろ
う

め
み
ょ
う

と
指
摘
し
て
い
る
。
古
代
イ
ン
ド
の
馬
鳴
が
著
し
た
『
佛
所
行
讃
』
は
ブ
ッ
ダ
の
伝
記
故
事
を
描
い
た
長
編
叙
事
詩
で
あ
り
、
そ
の
言
葉

韓
愈
研
究
に
新
た
な
見
解
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
に
至
っ
て
漸
く
香
港
中
文
大
学
教
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は
華
美
に
彩
ら
れ
、

と
し
、
魔
王
の
波
旬
が
一
族
郎
党
を
引
き
連
れ
て
そ
れ
を
妨
害
す
る
様
子
を
述
べ
て
い
る
が
、

め
た
が
、

六
九

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
仏
教
文
学
の
第
一
作
品
と
称
さ
れ
て
い
る
。
北
涼
の
曇
無
識
に
よ
る
漢
訳
本
は
全
編
を
通
じ
て
五

言
偶
頌
の
体
裁
が
貫
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
韓
愈
の
「
南
山
詩
」
が
長
編
の
五
言
古
詩
で
あ
る
点
と
、
形
式
上
か
ら
見
て
非
常
に
近
い
。

そ
の
曇
無
識
訳
『
佛
所
行
讃
』
で
は
連
続
し
て
句
の
第
一
字
目
に
「
或
」
字
を
用
い
る
句
式
が
頻
繁
に
現
れ
、
例
え
ば
「
歎
涅
槃
品
」
、

「
離
欲
品
」
、
「
父
子
相
見
品
」
等
で
あ
る
。
ま
た
、
「
破
魔
品
」
に
お
け
る
長
編
の
偶
頌
で
は
釈
迦
が
菩
提
樹
の
下
で
仏
道
を
証
明
せ
ん

そ
の
中
で
多
く
の
悪
魔
の
奇
異
な
形
状
を

描
写
し
た
際
、
「
或
」
の
字
を
三
十
箇
所
余
り
に
わ
た
っ
て
用
い
て
お
り
、
こ
れ
は
「
南
山
詩
」
の
中
の
「
或
」
字
と
極
め
て
似
て
い
る
。

以
上
か
ら
韓
愈
が
詩
を
制
作
す
る
に
あ
た
り
、
仏
典
の
偶
頌
に
事
実
上
啓
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
近
年
に
な
っ
て
、
日

ろ
ど
う

本
の
研
究
者
井
口
孝
氏
が
玉
川
子
慮
仝
の
詩
を
論
じ
た
中
で
（
「
玉
川
子
の
詩
」
『
中
国
文
学
報
』
第
二
八
冊
京
都
大
学
一
九
七
七
年
十
月
刊
）
、
間

接
的
に
韓
愈
の
詩
に
言
及
し
、
井
口
氏
が
こ
の
問
題
か
ら
導
き
出
し
た
結
論
は
饒
宗
穎
氏
の
観
点
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
饒
氏
お
よ
び
井
口
氏
に
よ
る
発
見
は
、
陳
寅
格
氏
の
見
解
に
対
し
て
有
力
な
証
拠
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
我
々
が
韓
愈

の
詩
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
。
過
去
の
注
釈
家
は
韓
愈
の
「
南
山
詩
」
に
お
け
る
「
或
」
字
の
由
来
を
探
し
求

そ
の
多
く
は
杜
甫
の
「
北
征
」
と
『
詩
経
』
小
雅
、
北
山
に
注
目
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
両
詩
を
も
っ
て
上
述
の
「
或
」
字

の
手
法
は
韓
愈
以
前
に
早
く
か
ら
先
例
が
あ
っ
た
と
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
無
論
誤
り
で
は
な
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
完
全
と

は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
杜
甫
の
「
北
征
」
詩
は
「
或
」
字
を
わ
ず
か
二
箇
所
に
し
か
用
い
て
お
ら
ず
、
問
題
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
北
山
」
の
詩
は
「
或
」
字
で
始
ま
る
句
を
十
二
句
連
ね
て
い
る
も
の
の
、
「
南
山
詩
」
が
「
或
」
字
を

用
い
て
殊
更
に
怪
異
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
の
と
は
、
比
較
し
て
な
お
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
も
し
こ
の
二
首
の
詩
を
「
南
山
詩
」
の
最

も
直
接
的
な
淵
源
と
見
な
し
た
場
合
、
や
は
り
説
得
力
に
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
曇
無
識
訳
『
佛
所
行
讃
』
の
破
魔
品
に
お
け
る
長
編



指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
韓
愈
が
仏
典
偶
頌
の
言
語
形
式
の
特
徴
を
参
考
と
し
吸
収
し
た
こ
と
は
、
文
学
創
作
に
反
映
さ
れ
る
一
種
の

感
応
現
象
と
し
て
、
詩
人
の
作
品
中
に
一
定
の
普
遍
性
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、

一
篇
に
止
ま
ら
な
い
。
我
々
は
韓
愈
詩
の
う
ち
特
殊
な
句
の
配
列
形
式
お
よ
び
修
辞
法
に

注
意
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
特
徴
が
形
成
さ
れ
た
由
来
を
追
究
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
方
面
で
の
検
討
に
値
す
る
微
か
な
手
が
か
り

受
け
た
こ
と
が
見
い
出
せ
る
詩
は
「
南
山
詩
」

事
実
に
即
し
た
理
解
が
得
ら
れ
よ
う
。

の
偶
頌
こ
そ
は
、
数
十
箇
所
に
わ
た
っ
て
「
或
」
の
字
を
連
続
的
に
使
用
し
た
点
で
「
南
山
詩
」
と
酷
似
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う

(
5
)
 

な
方
式
を
用
い
て
事
象
の
奇
怪
な
さ
ま
を
描
く
こ
と
に
お
い
て
、
両
者
は
一
脈
相
伝
の
関
係
に
あ
る
。
か
く
し
て
「
南
山
詩
」
は
主
に
仏

事
実
、
こ
の
「
或
」
の
字
を
連
続
的
に
使
用
し
て
句
を
配
列
す
る
形
式
は
、
仏
典
偶
頌
の
漢
訳
文
が
事
物
を
羅
列
す
る
際
に
普
遍
的
に

採
用
し
た
手
法
で
あ
り
、
こ
の
方
面
で
我
々
が
仏
典
か
ら
探
し
得
る
例
証
は
、
中
国
の
古
典
詩
よ
り
も
随
分
と
多
い
は
ず
で
あ
る
。
例
え

ば
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
普
門
品
」
、
佛
駄
跛
陀
羅
訳
『
六
十
巻
本
華
厳
鰹
』
の
「
慮
舎
那
佛
品
」
、
賓
叉
難
陀
訳
『
八
十
巻

本
華
厳
経
』
の
「
賢
首
品
」
お
よ
び
「
入
法
界
品
」
、
賓
雲
訳
『
佛
本
行
鰹
』
の
「
昇
切
利
宮
為
母
説
法
品
」
お
よ
び
「
嘆
無
為
品
」
、
地

婆
詞
羅
訳
『
方
廣
大
荘
厳
鰹
』
の
「
詣
菩
堤
場
品
」
、
僧
伽
斯
那
訳
『
菩
薩
本
縁
鰹
』
等
に
は
、
全
て
前
述
し
た
「
或
」
字
の
句
式
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
、
『
大
賓
積
鰹
』
の
う
ち
玄
奨
が
翻
訳
し
た
「
菩
薩
蔵
會
」
の
中
に
長
編
の
偶
頌
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
六
四
句
連
続
し

て
第
一
字
目
に
「
或
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
陳
寅
格
氏
が
提
議
し
た
、
韓
愈
詩
が
偶
頌
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る

見
解
が
、
決
し
て
捏
造
し
た
虚
構
の
話
で
は
な
く
、
極
め
て
深
く
広
大
な
背
景
の
下
で
提
議
さ
れ
た
孤
高
先
見
の
明
で
あ
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
我
々
は
こ
の
陳
氏
が
示
し
た
手
が
か
り
に
従
っ
て
探
求
を
続
け
て
い
け
ば
、
韓
愈
詩
の
芸
術
的
特
徴
と
表
現
形
態
に
つ
い
て
、

典
偶
頌
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
韓
愈
の
詩
集
を
調
べ
て
み
る
と
、
偶
頌
の
影
響
を

七
〇



能
自
媚
婉
娩

子
今
獨
如
何

（
中
略
）

以
至
歳
向
晩

於
何
翫
其
光

が
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
本
論
で
は
瑣
細
な
事
も
疎
か
に
す
る
こ
と
な
く
、

い
く
つ
か
の
事
例
を
摘
録
し
て
説
明
を
行
い
、
我
々

が
探
求
し
よ
う
と
す
る
こ
の
問
題
が
感
性
の
材
料
を
提
供
せ
ん
こ
と
を
論
証
し
て
い
く
。

(
-
）
「
何
」
字
を
連
続
し
て
使
用
し
、
繰
り
返
し
問
い
を
発
す
る
句
式
に
つ
い
て

韓
愈
の
「
文
を
以
て
詩
を
為
る
」
と
は
、
詩
特
有
の
文
体
を
散
文
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

七

そ
の
た
め
韓
愈
は
詩
の
構
想
や
句
作
り
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
わ
ざ
と
盛
唐
詩
人
と
は
異
な
る
方
法
を
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
連
続
的
に
「
何
」
の
字
を
使
用
し
、
繰
り
返
し
問

い
を
発
す
る
の
を
好
ん
だ
こ
と
こ
そ
は
、
韓
愈
の
詩
の
句
法
に
お
け
る
特
殊
な
点
の
―
つ
で
あ
る
。
「
贈
別
元
十
八
協
律
六
首
（
元
十
八

子
分
何
為
者

協
律
を
贈
別
す
六
首
）
」
の
第
一
首
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

し

な

ん

す

子
や
何
為
る
者
ぞ

固螂

冠
颯
立
憲
憲

何
氏
之
従
學

蘭
意
已
満
腕

立
っ
て
憲
憲

何
れ
の
氏
に
か
従
っ
て
学
べ
る

蘭
罵
已
に
腕
に
満
つ

も
て
あ
そ

こ
こ
に
何
ぞ
其
の
光
を
翫
ん
で

く
れ

以
て
歳
の
晩
に
向
ふ
に
至
れ
る
や

い

か

ん

子
や
独
り
如
何
ぞ

み

ず

か

え

ん

ぺ

ん

能
く
自
ら
媚
び
て
婉
娩
た
る



金
石
出
整
音

宮
室
登
闊
撻

何
人
識
章
甫

而
知
駿
蹄
腕

う
し
た
詩
の
構
成
が
韓
愈
の
詩
集
に
出
現
す
る
の
は
右
の
一
例
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
孟
東
野
失
子
（
孟
東
野
、
子
を
失

失
子
将
何
尤

吾
将
上
尤
天

女
賓
主
下
人

典
奪
一
何
偏

彼
於
女
何
有

乃
令
蕃
且
延

此
獨
何
罪
率

生
死
旬
日
間

ふ
）
」
詩
の
冒
頭
に
、

生
死

い
だ

声
音
を
出
し

ひ
ら

宮
室
関
機
を
発
＜

な

ん

び

と

し

何
人
か
章
甫
を
識
ら
ん

し

か

あ

が

而
る
に
駿
蹄
の
腕
く
を
知
る

一
首
の
中
に
「
何
」
の
字
を
繰
り
返
し
用
い
る
こ
と
五
箇
所
の
多
き
に
達
し
て
い
る
。
こ

こ

ま

さ

と

が

子
を
失
ひ
て
将
に
何
を
か
尤
め
ん
と
す
る

か
み

吾
将
に
上
天
を
尤
め
ん
と
す

な

ん

じ

か

じ

ん

つ

か

毛

J

女
実
に
下
人
を
主
れ
る
も

彼
女
に
於
い
て
何
か
有
ら
ん

す

な

わ

し

げ

ひ

乃
ち
蕃
く
し
て
且
つ
延
か
し
む

ざ
い
こ

此
れ
独
り
何
の
罪
率
あ
り
て

与
奪

旬
日
の
間
な
る

と
あ
り
、
前
掲
「
元
十
八
協
律
を
贈
別
す
」
の
詩
と
同
様
、
隔
句
形
式
で
四
つ
の
「
何
」
字
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
首
の
詩
は
句
法

が
基
本
的
に
同
じ
で
、
ど
ち
ら
も
「
何
」
の
字
を
使
用
す
る
こ
と
で
繰
り
返
し
問
題
を
提
議
し
て
お
り
、
詩
趣
を
十
分
に
伸
展
さ
せ
る
過

一
に
何
ぞ
偏
な
る

こ
の
詩
は
長
編
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

金
石
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七

九
の
悼
亡
詩
を
見
、
因
っ
て
此
れ
を
以
て
寄
す
）
」
の
詩
に
「
人
間
此
の
病
治
す
に
薬
無
く
、
唯
だ
榜
伽
四
巻
の
経
有
る
の
み
」
と
あ

陳
商
（
陳
商
に
贈
る
）
」
の
詩
に
「
榜
伽

程
に
お
い
て
散
文
化
の
気
脈
を
注
入
し
、
作
品
に
理
性
の
探
索
と
思
考
の
転
換
の
美
を
表
現
せ
し
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
句
法
は
韓
愈
以

前
の
唐
代
の
詩
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、
江
辛
眉
氏
の
「
論
韓
愈
詩
的
幾
箇
問
題
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八
0
年
第
一
期
所
収
）
と
い

う
論
文
は
、
韓
愈
詩
の
芸
術
的
特
色
に
言
及
し
た
際
、
詩
中
に
連
続
し
て
「
何
」
の
字
を
使
用
し
、
繰
り
返
し
問
い
を
発
す
る
の
は
韓
愈

の
独
創
的
な
句
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
韓
愈
が
「
文
を
以
て
詩
を
為
る
」
の
主
張
を
実
践
し
、
ま
た
あ
る
面
で
の
試
行
で
あ
っ
た
、
と
強
く

指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
江
氏
の
見
解
は
、
唐
詩
発
展
の
全
体
的
過
程
か
ら
見
て
正
確
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
韓
愈
が
詩
の
分
野
で
こ
う
し
た
句
法
上
の
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
何
物
に
も
依
拠
せ
ず
に
行
わ
れ

た
の
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
実
は
偶
頌
が
前
例
を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
仏
典
の
中
で
真
理
を
述
べ
る
場
合
、
大
抵
は
仏
教
徒
と
釈

迦
が
互
い
に
問
答
す
る
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
仏
教
徒
か
ら
難
題
が
出
さ
れ
、
釈
迦
が
こ
れ
に
説
法
し
て
結
論
を
示
す
の
で
あ

る
が
、
そ
の
仏
弟
子
が
釈
迦
に
法
を
尋
ね
る
時
、
偶
頌
で
は
連
続
し
て
「
何
」
の
字
を
使
用
す
る
句
式
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で

南
朝
劉
宋
時
代
の
求
那
跛
陀
羅
が
翻
訳
し
た
『
榜
伽
経
四
巻
』
は
、
唐
代
の
士
人
の
間
で
影
響
が
大
き
か
っ
た
経
典
で
あ
り
、
李
賀
「
贈

立

た

か

ち

ゅ

う

ご

か

か

案
前
に
堆
く
、
楚
辞
肘
後
に
繋
る
」
と
言
い
、
白
居
易
「
見
元
九
悼
亡
詩
因
以
此
寄
（
元

る
よ
う
に
、
そ
の
伝
播
の
広
さ
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
経
典
の
巻
頭
（
「
一
切
佛
語
心
品
」
）
に
長
編
の
偶
頌
が
あ
り
、
所
謂
「
百
八
句
」

の
中
で
連
続
し
て
多
く
の
「
何
」
の
字
を
用
い
て
お
り
、
例
え
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

(
6
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云
何
浄
其
念
、
云
何
念
増
長
。
云
何
見
辮
惑
、
云
何
惑
増
長
。
何
故
刹
土
化
、
相
及
諸
外
道
。
云
何
無
受
次
、
何
故
名
無
受
。
何
故

名
佛
子
、
解
脱
至
何
所
。
誰
縛
誰
解
脱
、
何
等
椰
境
界
。
云
何
有
一
二
乗
。
唯
願
為
解
説
。

云
何
に
し
て
其
の
念
を
浄
し
、
云
何
に
し
て
増
長
を
念
ず
る
。
云
何
に
し
て
癖
惑
を
見
、
云
何
に
し
て
増
長
に
惑
ふ
。
何
故
に
刹
土



首
の
詩
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
影
響
、
伝
播
の
形
跡
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

云
何
見
所
作
、
云
何
得
善
法
。
何
慮
不
怖
畏
、
如
王
夷
坦
道
。

と
言
い
、
巻
九
「
如
来
性
品
」
に
、

究
覚
彼
岸
に
至
れ
る
。

と
言
い
、
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
三
「
壽
命
品
」
に
、

菩
薩
遊
何
虞
、
何
者
是
父
母
。
住
止
於
何
慮
、
何
等
為
脊
凰
。

ま
た
、
『
無
所
有
菩
薩
経
』
巻
一
に
、

は
化
し
、
諸
々
の
外
道
に
相
ひ
及
ぶ
や
。
云
何
に
し
て
次
を
受
く
る
無
く
、
何
故
に
無
受
と
名
づ
け
る
。
何
故
に
佛
子
と
名
づ
け
、

解
脱
は
何
れ
の
所
に
至
れ
る
。
誰
か
縛
し
誰
か
解
脱
し
、
何
ら
禅
の
境
界
に
あ
る
。
云
何
に
し
て
三
乗
有
る
。
唯
だ
解
説
を
為
す
を

願
ふ
の
み
。

け
ん
ぞ
く

菩
薩
は
何
れ
の
処
に
遊
び
、
何
者
か
是
れ
父
母
な
る
。
何
れ
の
処
に
住
み
止
ま
り
、
何
ら
脊
属
と
為
す
。

云
何
得
長
壽
、
金
剛
不
壊
身
。
復
以
何
因
縁
、
得
大
堅
固
力
。
云
何
於
此
経
、
究
寛
至
彼
岸
。

云
何
に
し
て
長
寿
、
金
剛
不
壊
身
を
得
た
る
。
復
た
何
の
因
縁
を
以
て
、
大
堅
固
力
を
得
た
る
。
云
何
に
し
て
此
の
経
に
於
い
て
、

云
何
に
し
て
所
作
を
見
、
云
何
に
し
て
善
法
を
得
た
る
。
何
れ
の
処
か
怖
畏
せ
ず
、
王
の
夷
坦
道
の
如
く
な
ら
ん
。

と
言
う
。

こ
れ
ら
の
偶
頌
は
す
べ
て
五
言
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
何
」
の
字
を
用
い
て
繰
り
返
し
問
題
を
提
議
し
て
お
り
、
前
述
し
た
韓
愈
の
二

さ
ら
に
『
大
般
涅
槃
鰹
』
巻
十
「
一
切
大
衆
所
問
品
」
の
偲
頌
に
も
、
「
何
」
の
字
を
使
用
し
て
問
い
を
発
す
る
句
法
が
見
ら
れ
る
。

七
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（
二
）
「
悉
」
と
「
恒
」
に
つ
い
て

云
何
敬
父
母
、
随
順
而
尊
重
、
云
何
修
此
法
、
堕
於
無
間
獄
。

い

か

ん

云
何
ぞ
父
母
を
敬
し
、
随
順
し
て
尊
重
し
、
云
何
ぞ
此
の
法
を
修
し
て
、
無
間
獄
に
堕
つ
る
。

七
五

右
の
四
句
の
偶
頌
は
、
あ
る
人
が
父
母
を
敬
っ
て
よ
く
仕
え
、
そ
の
う
え
仏
法
に
な
ら
っ
て
善
行
を
修
め
た
が
、
結
局
は
阿
鼻
地
獄
に

堕
ち
て
苦
し
み
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
仏
弟
子
は
同
じ
偶
頌
の
中
で
こ
の
問
題
を
提
議
し
、

そ
こ
に
は
彼
ら
の
因
果
応
報
の
説

に
対
す
る
疑
念
が
表
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
感
情
は
実
は
前
出
の
「
孟
東
野
、
子
を
失
ふ
」
の
詩
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
韓

愈
は
こ
の
詩
を
作
る
中
で
、
子
を
亡
く
し
た
孟
郊
の
悲
痛
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
で
人
生
に
お
け
る
栄
枯
盛
衰
と
禍
福
の
め
ぐ

(
7
)
 

り
合
わ
せ
に
対
し
て
「
不
平
の
鳴
」
を
発
す
る
と
と
も
に
、
天
が
人
に
施
す
与
奪
の
不
公
平
を
言
い
尽
く
し
、
こ
の
問
題
を
思
考
す
る
も

答
え
を
得
ら
れ
な
い
詩
人
の
困
惑
と
苦
悶
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
『
大
般
涅
槃
経
』
の
四
句
の
偲
頌
と
実
質
的
に
精

神
が
通
じ
あ
っ
て
お
り
、
北
宋
の
黄
庭
堅
（
字
は
魯
直
）
が
韓
愈
の
詩
を
読
ん
だ
際
に
、
「
孟
東
野
、
子
を
失
ふ
」
の
一
段
の
詩
意
を

(
8
)
 

「
乃
ち
是
れ
涅
槃
鰹
中
の
仏
語
な
り
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
立
論
の
根
拠
を
考
え
る
に
、
お
そ
ら
く
は
上
記
の
理
由
に
因
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
韓
愈
は
詩
中
で
連
続
的
に
「
何
」
の
字
を
使
用
し
て
繰
り
返
し
問
い
を
発
す
る
の
を
好
み
、
詩
の
排
列
の
句
式
に
お
い
て
新
機
軸

を
打
ち
出
し
た
が
、
こ
れ
が
偶
頌
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

は
詩
作
に
お
い
て
、

近
者
三
姦
悉
破
砕 好

ん
で
包
括
的
、
派
生
的
な
言
葉
を
用
い
、

声

釦

雪

配

厨

v艇
釈
せ
ら
れ

例
え
ば

「
憶
昨
行
和
張
十
一

韓
愈
は
気
迫
に
満
ち
た
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
作
品
は
気
宇
壮
大
で
万
象
を
網
羅
し
、
前
人
未
踏
の
世
界
を
創
造
す
る
に
至
っ
た
。
韓
愈

（
憶
昨
行
、
張
十
一
に
和
す
）
」
の
詩
に
、



頌
と
詩
と
の
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

羽
窟
無
底
幽
黄
能

羽
窟
底
無
く

て
ん

と
言
い
、
ま
た
「
鄭
霊
贈
箪
（
鄭
露
、
蹴
を
贈
る
）
」
の
詩
に
、

倒
身
甘
寝
百
疾
愈

身
を
倒
し
て
甘
寝
す
れ
ば
百
疾
愈
え

つ

ね

え

ん

ぎ

天
日
の
恒
に
炎
曝
な
る
を

却
願
天
日
恒
炎
曝

と
言
う
。
前
の
詩
の
「
悉
」
は
空
間
す
べ
て
を
包
括
す
る
こ
と
を
強
調
し
、
後
の
詩
の
「
恒
」
は
時
間
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
表
し
て
い

却
っ
て
願
ふ

る
。
こ
の
二
首
の
詩
は
そ
れ
ぞ
れ
第
五
字
目
に
「
悉
」
或
い
は
「
恒
」
を
使
用
し
、
作
品
の
表
現
性
に
力
強
さ
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ

漢
訳
仏
典
に
お
け
る
七
言
偶
頌
の
成
立
は
早
く
、
例
え
ば
西
晉
、
東
晉
の
時
代
に
翻
訳
さ
れ
た
若
干
の
仏
典
は
、
既
に
ほ
ぼ
完
全
な
七

言
偶
頌
の
形
式
を
備
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
中
国
の
七
言
詩
に
起
こ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
専
題
を
設
け
て
研
究
を
行
う
に
値
す
る
。

仏
典
で
教
義
を
述
べ
る
場
合
に
は
時
空
観
念
の
分
析
に
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
事
物
が
発
展
す
る
形
態
と
程
度
を
強
調
し
て
示
す
必
要
性

か
ら
、
漢
訳
仏
典
で
は
「
悉
」
と
「
恒
」
の
字
を
多
く
用
い
る
。
さ
き
ほ
ど
の
韓
愈
の
両
詩
の
句
の
形
式
は
、
早
い
時
期
に
漢
訳
さ
れ
た

仏
典
の
中
に
既
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
一
っ
―
つ
言
及
は
し
な
い
。
本
節
で
は
賓
叉
難
陀
が
翻
訳
し
た
『
八
十
巻
本
華
厳
鰹
』
の
み
を
例

に
挙
げ
、
関
連
す
る
偶
頌
を
選
び
出
し
て
前
出
の
韓
愈
の
両
詩
の
句
と
比
較
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
『
八
十
巻
本
華
厳
経
』
の
中
の
偶
頌

は
大
部
分
が
七
言
で
あ
り
、
形
式
の
上
で
も
成
熟
の
域
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
仏
典
は
唐
代
に
翻
訳
さ
れ
た
た
め
、

華
麗
で
、
豊
か
な
想
像
力
と
一
定
の
文
学
的
価
値
を
有
し
て
お
り
、
従
っ
て
こ
れ
を
―
つ
の
例
と
し
て
韓
愈
の
作
品
と
比
較
す
れ
ば
、
偶

い
ま
唐
代
翻
訳
の
『
八
十
巻
本
華
厳
鰹
』
を
見
る
と
、

も
仏
典
の
偶
頌
と
幾
ら
か
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
偶
頌
の
う
ち
一
句
の
第
五
字
目
に
「
悉
」
或
い
は
「
恒
」
の
字
を
用
い
る

こ
う
た
い

黄
能
を
幽
す

七
六

そ
の
文
章
は
勇
壮
、



•(11) 

宮
殿
山
河
悉
動
揺
、
不
使
衆
生
有
驚
怖
。

ま
さ

至
仁
の
も
の
は
勇
猛
に
し
て
悉
く
断
除
し
、
誓
ひ
も
亦
た
当
に
然
る
べ
し
是
れ
其
の
行
な
り
。

彼
能
如
是
善
週
向
、
世
間
疑
惑
悉
除
滅
。

え
こ
う

彼
れ
能
＜
是
く
の
如
く
善
く
迪
向
し
て
、
世
間
の
疑
惑
悉
く
除
滅
す
。

宮
殿
山
河
悉
く
動
揺
す
れ
ど
も
、
衆
生
を
し
て
驚
怖
有
ら
し
め
ず
。

十
方
の
衆
の
魔
怨
の
有
る
所
を
、
菩
薩
は
威
力
も
て
悉
く
推
破
す
。

．
 

十
方
所
有
衆
魔
怨
‘
菩
薩
威
力
悉
推
破
。

．
 

至
仁
勇
猛
悉
断
除
、
誓
亦
嘗
然
是
其
行
。

の
如
く
で
あ
る
。

(9)• 

光
明
所
照
咸
喜
歓
、
衆
生
有
苦
悉
除
滅
。

み

な

こ

と

ご

と

光
明
の
照
ら
す
所
咸
喜
歓
し
、
衆
生
苦
有
る
も
悉
く
除
滅
す
。

巻
八
十
「
入
法
界
品
」

(10) 

巻
三
十
「
＋
廻
向
品
」

巻
二
十
五
「
十
迪
向
品
」

巻
十
三
「
光
明
覺
品
」

巻
十
一
「
毘
慮
遮
那
品
」

七
七

も
の
は
数
量
の
多
さ
が
数
え
切
れ
ず
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
端
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。
第
五
字
目
に
「
悉
」
の
字
を
用
い
た
も
の
は
以
下



右
の
十
の
例
文
の
う
ち
五
例
は
「
悉
」
字
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
残
り
の
五
例
は
「
恒
」
字
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
頻
繁
に
現
れ

真
如
妄
を
離
れ
て
恒
に
寂
静
た
り
て
、
生
無
く
滅
無
く
し
て
普
く
周
遍
す
。

輿
如
離
妄
恒
寂
静
、
無
生
無
滅
普
周
遍
。

三
毒
の
猛
火
は
恒
に
熾
然
と
し
て
、
無
始
の
時
よ
り
こ
の
か
た
休
息
せ
ず
。

．
 

三
毒
猛
火
恒
熾
然
、
無
始
時
来
不
休
息
。

一
世
界
一
坐
処
に
於
い
て
、
其
の
身
動
ぜ
ず
し
て
恒
に
寂
然
た
り
。

．
 

於
一
世
界
一
坐
慮
、
其
身
不
動
恒
寂
然
。

ま
た
、
第
五
字
目
に
「
恒
」
の
字
を
用
い
た
も
の
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

無
量
光
明
恒
熾
然
、
種
種
荘
厳
清
浄
海
。

つ

ね

し

ね

ん

無
量
の
光
明
は
恒
に
熾
然
た
り
、
種
種
に
荘
厳
せ
る
清
浄
の
海
な
り
。

若
し
知
慧
を
以
て
先
導
と
為
し
、
身
語
意
業
に
恒
に
失
無
け
れ
ば
。

．
 

若
以
知
慧
為
先
導
、
身
語
意
業
恒
無
失
。

巻
五
十
「
如
来
出
現
品
」

(12) 

巻
三
十
六
「
十
地
品
」

巻
一
十
「
十
行
品
」

巻
十
四
「
賢
首
品
」

巻
八
「
華
蔵
世
界
品
」

七
八



虎
熊
漿
猪
逮
狼
猿

る
句
法
は
、
あ
る
限
ら
れ
た
仏
典
の
七
言
偶
頌
に
お
け
る
特
徴
の
一
っ
と
言
え
る
。
例
え
ば
罰
賓
三
蔵
般
若
が
翻
訳
し
た
『
四
十
巻
本
華

厳
経
』
の
「
普
賢
行
願
品
」
の
偶
頌
に
は
、
「
願
諸
知
行
悉
同
彼
（
願
は
く
は
諸
々
の
知
行
悉
く
彼
れ
に
同
じ
う
せ
ん
）
」
、
「
一
念
一
切

(13) 

悉
皆
圃
（
一
念
一
切
悉
く
皆
円
か
な
り
）
」
、
「
未
来
劫
際
恒
無
倦
（
未
来
劫
際
恒
に
倦
む
無
し
）
」
、
「
我
願
究
覚
恒
無
盛
（
我
願
ふ
究

二
首
の
詩
は
偶
頌
の
こ
の
特
色
を
模
倣
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
両
者
の
句
法
が
一
致
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
悉
」

と
「
恒
」
の
後
に
続
く
句
末
を
見
た
場
合
、
韓
愈
の
詩
の
「
破
砕
」
、
「
炎
曝
」
の
両
語
が
上
述
し
た
偶
頌
の
中
の
「
推
破
」
、
「
熾
然
」
と

意
味
の
上
で
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
点
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
事
例
は
韓
愈
の
詩
が
偶
頌
か
ら
受
け
た
影
響
を
説
明
す
る
際
の
補
足

の
一
っ
と
成
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

韓
愈
は
博
学
を
顕
示
し
て
奇
抜
を
好
む
性
格
で
あ
っ
た
た
め
、
詩
の
中
で
怪
異
な
事
物
を
幾
つ
も
描
い
て
い
る
が
、
甚
だ
し
き
に
至
っ

(14) 

て
は
次
か
ら
次
へ
と
動
物
の
名
称
を
羅
列
し
、
「
蛙
嘉
魚
鼈
晶
」
と
い
っ
た
類
い
は
、
殊
の
ほ
か
人
の
意
表
を
突
い
て
い
る
。
そ
の
中
で

こ
う
ほ
し
ょ
く

も
特
に
際
立
っ
た
例
は
「
陸
渾
山
火
和
皇
甫
堤
用
其
韻
（
陸
渾
山
火
、
皇
甫
混
に
和
し
其
の
韻
を
用
ふ
）
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
山
火
事

の
燃
え
盛
る
さ
ま
を
描
い
て
お
り
、

水
龍
羅
亀
魚
興
縮

鶉
鵡
離
鷹
雉
鵠
鵡

詩
中
に
以
下
の
よ
う
な
四
句
が
あ
る
。

こ

ゆ

う

び

ち

ょ

お

よ

虎

熊

粟

猪

逮

び

狼

猿

だ

き

げ

ん

水
龍
羅
亀
魚
と
縮
と

あ

し

ち

ょ

う

よ

う

ち

こ

く

こ

ん

鶉

鵡

離

鷹

雉

鵠

鵜

（
三
）
詩
中
に
動
物
の
名
称
を
羅
列
す
る
こ
と
に
つ
い
て

覚
恒
に
尽
く
る
無
き
を
）
」
と
い
っ
た
、

七
九

一
連
の
似
た
構
成
の
句
の
形
式
が
見
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
韓
愈
の
前
掲
の



え
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

熔
抱
煉
燻
執
飛
奔

こ
の
四
句
は
あ
ら
ゆ
る
動
物
が
炎
の
中
を
逃
げ
回
っ
て
最
後
に
は
灰
儘
に
帰
す
る
さ
ま
を
描
い
て
お
り
、
前
の
三
句
は
動
物
の
名
称
を

羅
列
し
て
読
者
の
面
前
に
一
大
奇
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
描
写
方
法
に
つ
い
て
は
、
明
の
何
孟
春
『
餘
冬
詩
話
』
が
「
柏
梁
詩
」
の

「
相
梨
橘
栗
桃
李
梅
」
を
例
に
挙
げ
、
こ
う
し
た
七
つ
の
も
の
を
並
べ
て
句
と
成
す
形
式
が
漢
代
の
聯
句
を
濫
熊
と
し
、
前
掲
の
「
陸
渾

(15) 

山
火
」
詩
の
描
写
は
そ
こ
か
ら
多
く
を
継
承
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
何
孟
春
の
見
解
は
、
詩
の
句
式
の
構
成
上
か
ら
言
え
ば
当
然

も
く
ほ
ん

根
拠
が
あ
ろ
う
が
、
「
柏
梁
詩
」
に
描
か
れ
た
の
は
全
て
木
本
植
物
に
属
す
る
果
実
の
類
で
あ
り
、
「
陸
渾
山
火
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
を

羅
列
し
て
い
る
の
と
は
、
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
陸
渾
山
火
」
に
お
け
る
上
記
の
句
の
イ
メ
ー
ジ
を
詳
し
く
考
察
す
る
と
、

仏
書
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
、

そ
の
多
く
は
神
や
魔
物
が
各
種
の
奇
異
な
鳥
獣
に
姿
を
変
え
て
現
れ
る
話
か
、
或
い
は
諸
々
の
仏
や
菩

薩
が
衆
生
を
一
人
残
ら
ず
調
伏
す
る
の
を
誇
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
文
中
で
は
頻
繁
に
動
物
の
名
称
を
並
び
立
て
、
そ
れ
に
よ

い
に
ょ
う

っ
て
奇
想
天
外
で
恐
ろ
し
い
宗
教
世
界
を
展
開
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
修
行
本
起
鰹
』
巻
下
「
出
家
品
」
に
、
「
菩
薩
を
囲
饒
す
る
こ
と

三
十
六
由
旬
、
皆
師
子
熊
罷
児
虎
、
象
龍
牛
馬
犬
琢
狼
猿
の
形
に
変
成
せ
し
む
」
と
言
い
、
ま
た
『
佛
説
談
子
経
』
に
、
「
師
子

(16)

（

17) 

熊
罷
虎
豹
毒
蛇
、
慈
心
相
ひ
向
ひ
て
相
ひ
傷
害
す
る
無
し
」
と
言
い
、
『
賢
愚
鰹
』
巻
十
「
迦
毘
黎
百
頭
品
」
の
長
行
の
中
に
、
「
職
馬

(18) 

酪
詑
虎
豹
猪
狗
援
狼
狐
狸
」
等
の
一
連
の
動
物
の
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
偶
頌
の
中
に
も
往
々
に
し
て
見
え
、
例

(19)

（

20) 

師
子
虎
狼
、
熊
罷
援
狼
、
魔
鹿
螺
騒
、
野
狐
猪
兎
、
象
馬
狗
犬
、
牛
羊
猪
類
、
聞
其
聟
音
、
可
以
喜
悦
。

げ

、

ろ

く

ら

ろ

師
子
虎
狼
、
熊
罷
援
狼
、
鹿
鹿
螺
譴
、
野
狐
猪
兎
、
象
馬
狗
犬
、
牛
羊
猪
の
類
、
其
の
声
音
を
聞
き
、
以
て
喜
悦
す
べ
し
。

こ
れ
も
ま
た
偲
頌
の
描
写
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

じ

ん

ぼ

う

わ

い

お

う

い

ず

煽
抱
脹
燻
せ
ら
れ
執
れ
か
飛
奔
す
る

八
〇



(23) 

汝
今
云
何
不
愛
築
、
競
贋
鵬
鵡
及
鴻
鵠
。

我
今
畏
る
べ
き
事
に
化
現
す
、
師
子
舵
象
虎
水
牛
。

我
今
化
現
可
畏
事
、
師
子
詑
象
虎
水
牛
。

牛
馬
象
聰
酪
詑
、
猪
羊
犬
は
数
ふ
べ
か
ら
ず
。

牛
馬
象
職
酪
詑
、
猪
羊
犬
不
可
敷
。

に
く

師
子
象
虎
豹
、
時
に
非
ざ
れ
ば
風
雨
を
悪
む
。

師
子
象
虎
豹
、
非
時
悪
風
雨
。

ら
い

合
掌
恭
敬
し
て
、
牛
馬
犬
豚
の
類
を
礼
す
。

(21) 

合
掌
恭
敬
膿
、
牛
馬
犬
豚
類
。

幻
作
男
女
形
、
及
象
馬
牛
羊
。

男
女
の
形
、
及
び
象
馬
牛
羊
を
幻
作
す
。

『
賓
星
陀
羅
尼
経
』
巻
一
―
-
「
魔
王
蹄
伏
品
」

『
辮
意
長
者
子
経
』

(22) 

『
大
集
経
』
巻
四
十
九
「
令
魔
得
信
築
品
」

『
八
十
巻
本
華
厳
経
』
巻
七
十
二
「
入
法
界
品
」

『
八
十
巻
本
華
厳
経
』
巻
四
十
四
「
＋
通
品
」

『
大
賓
積
経
』
巻
八
「
密
迩
金
剛
力
士
會
」

八



迦
陵
頻
伽
拘
択
羅
、

か

り

ょ

う

び

ん

が

く

き

ら

迦
陵
頻
伽
拘
択
羅
‘

賄
騰
魏
鵡
井
鷲
鷺
。

な
ら

競
雁
鵜
鵡
井
び
に
鷲
鷺
。

師
子
虎
豹
熊
墜
鹿
、
象
馬
犀
牛
猫
犬
猪
。

し
ょ
う
ろ
く

師
子
虎
豹
熊
窪
鹿
、
象
馬
犀
牛
猫
犬
猪
。

以
上
に
挙
げ
た
偶
頌
は
、
そ
の
形
式
が
四
言
、
五
言
、
六
言
お
よ
び
七
言
で
あ
り
、

る
の
を
特
徴
と
し
、
と
り
わ
け
後
半
の
七
言
偶
頌
の
例
は
、
韓
愈
の
「
陸
渾
山
火
」
詩
の
中
の
描
写
と
比
べ
る
と
軌
を
一
に
す
る
か
の
如

く
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
陸
渾
山
火
」
詩
の
動
物
を
羅
列
す
る
句
は
、
上
記
の
低
頌
の
手
法
を
踏
襲
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
、
我
々
が
こ
う
し
た
見
解
を
取
る
の
に
は
他
に
も
う
―
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
韓
愈
の
「
陸
渾
山
火
」
詩
の
境

地
が
仏
教
絵
画
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
て
お
り
、
詩
中
に
描
か
れ
た
一
連
の
色
と
り
ど
り
で
奇
怪
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
仏
画
に
手
を
加
え
て

芸
術
上
の
創
造
を
行
っ
た
模
倣
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
近
代
の
学
者
で
あ
る
沈
曽
植
氏
は
『
海
日
棲
札
叢
』
の
中
で
こ
の
詩
に

(25) 

言
及
し
、
「
一
幅
の
チ
ベ
ッ
ト
曼
荼
羅
画
」
と
見
な
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
所
謂
「
曼
荼
羅
画
」
と
は
密
教
の
摩
阿
不
思
議
な
絵
画
で

あ
り
、
沈
氏
は
仏
画
と
韓
愈
の
詩
の
関
係
に
重
点
を
置
い
て
立
論
し
、
別
の
角
度
か
ら
韓
愈
詩
の
核
心
に
触
れ
て
い
る
。
韓
愈
は
生
涯
を

汝
今
云
何
ぞ
‘
賄
雁
魏
鵡
及
び
鴻
鵠
を
愛
楽
せ
ざ
る
。

い
ず
れ
も
次
か
ら
次
へ
と
動
物
の
名
称
を
羅
列
す

『
如
来
不
可
思
議
秘
密
大
乗
経
』
巻
三
「
菩
薩
語
密
品
」

(24) 

『
如
来
不
可
思
議
秘
密
大
乗
経
』
巻
一
―
-
「
菩
薩
語
密
品
」

『
大
賓
積
経
』
巻
八
十
一
「
護
國
菩
薩
會
」

八



八

通
じ
て
仏
画
を
愛
好
し
、
韓
愈
の
詩
集
の
中
に
は
自
ら
仏
教
寺
院
の
壁
画
を
鑑
賞
し
た
と
い
う
記
載
が
散
見
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
仏
画

の
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
浸
透
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
韓
愈
は
い
く
つ
か
の
詩
の
創
作
に
お
い
て
仏
画
の
中
の
情
景

と
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
陸
渾
山
火
」
の
作
品
全
体
に
描
か
れ
た
事
物
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ま
さ
に
怪
力
乱

(26) 

神
の
色
彩
が
充
満
し
、
こ
う
し
た
荒
唐
無
稽
な
世
界
は
仏
画
を
も
っ
て
こ
そ
対
比
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
近
数
年

間
に
発
表
さ
れ
た
韓
愈
研
究
の
論
文
の
う
ち
偶
然
に
も
言
及
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
銭
仲
聯
氏
の
「
佛
學
典
中
國
古
典
文
學
的

隅
係
」
（
『
江
蘇
師
院
学
報
』
一
九
八
0
年
第
一
期
所
収
）
と
い
う
論
文
は
専
ら
韓
愈
を
論
じ
、
前
述
し
た
沈
曽
植
氏
の
論
点
を
極
め
て
明
確
に
肯

定
し
て
い
る
。
江
辛
眉
氏
の
「
論
韓
愈
詩
的
幾
箇
問
題
」
（
前
出
）
も
こ
の
問
題
に
触
れ
て
お
り
、
「
陸
渾
山
火
」
の
詩
に
お
い
て
火
神
祝

融
が
客
を
歓
待
す
る
場
面
で
の
、
色
と
り
ど
り
の
花
、
音
楽
、
旗
織
、
賓
客
と
従
者
、
儀
杖
、
酒
肉
、
飲
み
食
い
等
の
描
写
は
、
恰
も
読

者
に
一
幅
の
チ
ベ
ッ
ト
曼
荼
羅
画
を
見
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
言
う
。
「
陸
渾
山
火
」
は
仏
画
の
影
響
を
斯
く
も
深
く
受
け
て
お
り
、

従
っ
て
韓
愈
が
詩
中
で
動
物
の
名
称
を
並
び
立
て
た
描
写
は
、
意
識
的
に
偶
頌
か
ら
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

「
陸
渾
山
火
」
の
芸
術
イ
メ
ー
ジ
と
言
語
的
特
徴
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
こ
そ
、
こ
の
問
題
は
正
確
な
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
人
の
詩
人
が
あ
る
文
体
を
言
語
形
式
の
上
で
吸
収
し
参
考
と
し
た
も
の
と
し
て
多
く
の
方
面
に

表
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
遺
漏
が
多
く
、
た
だ
一
―
―
つ
の
例
を
挙
げ
て
初
歩
的
な
探
求
を
行
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
所
謂
「
ひ
さ

ご
で
海
水
を
測
る
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
関
係
の
全
貌
を
把
握
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
本
論
の
分
析
を
通
じ
て
少
な
く

と
も
一
定
の
事
実
が
理
解
さ
れ
る
に
至
り
、
韓
愈
の
一
部
の
詩
は
仏
典
偶
頌
の
影
響
を
確
実
に
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
仏
典
偶
頌
の
影
響
は
詩
を
散
文
化
す
る
句
式
に
お
い
て
の
み
表
れ
た
だ
け
で
な
く
、
韓
愈
詩
の
奇
怪
な
風
格
の
形
成
に
対
し

て
も
そ
の
一
端
を
担
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
唐
詩
が
韓
愈
に
至
っ
て
一
大
変
化
を
遂
げ
た
の
は
仏
典
偶
頌
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ

韓
愈
の
詩
と
仏
典
偶
頌
の
関
係
は
、



―
四
七

S
一
五
八
頁
に
収
録
さ
れ
、
表
記
は
す
べ
て
簡
体

一
九
八
五
年
七
月

韓
愈
そ
の
人
は
仏
教
を
徹
底
的
に
排
斥
し
た
こ
と
で
名
高
い
が
、
あ
い
に
く
彼
自
身
は
無
意
識
の
う
ち
に
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
た

ら

ん

し

ん

し

お

う

べ

ん

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
北
宋
の
馬
永
卿
『
瀬
慎
子
』
は
王
抹
（
字
は
彦
法
）
の
語
を
引
用
し
て
、
「
退
之
、

(27) 

仏
を
毀
る
と
号
す
も
、
実
は
則
ち
深
く
仏
法
を
明
ら
か
に
す
」
と
言
い
、
こ
の
見
解
は
過
大
に
述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
、
韓

愈
が
仏
典
と
接
触
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
我
々
の
参
考
と
成
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
韓
愈
は
仏
教
を
排
除

せ
ん
が
た
め
に
自
然
と
仏
典
を
読
み
あ
さ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と
彼
の
仏
画
の
愛
好
と
を
一
緒
に
し
て
考
え
る
と
、
情
理
に
適

う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
韓
愈
が
仏
典
や
仏
画
に
精
通
し
た
結
果
、
翻
っ
て
相
当
深
く
彼
自
身
の
詩
に
影
響
を
被
り
、
所
謂
「
相
手
と
反

(28) 

対
の
こ
と
を
行
っ
て
も
結
局
は
模
倣
で
あ
る
」
と
は
、
韓
愈
こ
そ
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
否
定
す
る
う
ち
に
も
肯
定
す
る
相
反
相
成

の
現
象
は
、
文
学
史
を
研
究
す
る
者
か
ら
言
え
ば
極
め
て
注
意
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
教
に
対
す
る
複
雑
な
状
況
を
理
解
し

て
は
じ
め
て
、
韓
愈
と
い
う
矛
盾
に
満
ち
た
詩
人
お
よ
び
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
正
し
い
推
定
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

原
文
は
陳
允
吉
『
唐
音
佛
教
辮
思
録
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
八
年
刊
）

字
で
あ
る
。
原
文
に
は
注
が
無
く
、
以
下
の
注
は
全
て
訳
者
に
よ
る
補
注
で
あ
る
。

(
2
)

南
宋
厳
羽
『
淮
浪
詩
話
』
詩
辮
「
夫
詩
有
別
材
、
非
闊
書
也
。
詩
有
別
趣
、
非
闘
理
也
。
然
非
多
讀
書
多
窮
理
、
則
不
能
極
其
至
。
所
謂

不
渉
理
路
、
不
落
言
答
者
上
也
」
。

(
3
)

韓
愈
「
酔
贈
張
秘
書
」
詩
。

(
4
)

初
出
は
『
清
華
學
報
』
第
九
巻
一
一
期
(
-
九
三
四
年
刊
）
。

(
5
)

著
者
は
前
掲
書
所
収
「
論
唐
代
寺
廟
壁
蜜
封
韓
愈
詩
歌
的
影
響
」
の
「
一
、
奇
蹂
異
状
」
で
同
様
に
韓
愈
「
南
山
詩
」
と
『
佛
所
行
讃
』

る。

八
四



の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

(
6
)

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
（
以
下
、
『
大
正
蔵
経
』
と
略
称
）
所
収
本
は
「
無
受
欲
」
に
作
る
。

(
7
)

韓
愈
「
送
孟
東
野
序
」
に
基
づ
く
語
。

(
8
)

『
韓
昌
黎
集
』
（
国
学
基
本
叢
書
台
湾
商
務
印
書
館
一
九
六
八
年
刊
）
巻
四
古
詩
「
孟
東
野
失
子
井
序
」
題
注
「
石
君
美
有
子
年
少
而
失
、

魯
直
嘗
書
此
詩
遺
之
、
云
、
時
以
観
寛
、
可
用
颯
思
而
紆
哀
。
究
観
物
理
其
賓
如
此
、
大
蓋
因
果
耳
。
退
之
救
世
弊
、
故
併
因
果
不
言
。

然
此
一
段
文
意
、
乃
是
涅
槃
経
中
佛
語
。
退
之
嘗
言
不
能
無
所
不
讀
、
未
有
能
為
大
儒
者
、
其
弗
信
突
乎
」
。

な
お
、
『
永
築
大
典
』
巻
九
百
六
に
右
の
類
似
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
歓
喜
」
に
作
る
。

(10)

『
大
正
蔵
経
』
所
収
本
は
巻
二
十
九
。

(11)

『
大
正
蔵
経
』
所
収
本
は
「
揺
動
」
に
作
る
。

(12)

『
大
正
蔵
経
』
所
収
本
は
巻
三
十
五
。

(13)

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
際
劫
」
に
作
る
。

(14)

韓
愈
「
別
趙
子
」
詩
、
「
蛙
巖
魚
鼈
錨
、
嬰
襲
以
狙
狙
」
。

(15)

學
海
類
編
所
収
『
餘
冬
詩
話
』
上
「
漢
柏
梁
豪
詩
、
祖
梨
橘
栗
桃
李
梅
。
韓
退
之
陸
山
渾
火
詩
、
鶉
鴎
離
鷹
雉
鵠
鵡
。
陳
后
山
二
蘇
公
詩
、

桂
椒
相
櫨
楓
杵
樟
。
七
物
為
句
‘
亦
偶
用
耳
」
。

(16)

原
文
は
「
師
子
熊
熊
虎
豹
毒
蛇
、
慈
心
相
向
無
相
傷
害
」
。
『
大
正
蔵
鰹
』
第
三
巻
は
『
佛
説
談
子
経
』
を
三
種
収
録
し
、
当
該
の
句
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
三
巻
四
三
八
頁
「
師
子
熊
罷
虎
狼
毒
畠
慈
心
相
向
無
傷
害
」
。

四
四

0
頁
「
師
子
熊
罷
虎
狼
毒
獣
、
皆
自
慈
心
相
向
無
驚
害
之
心
」
。

四
四
二
頁
「
師
子
熊
熊
虎
狼
毒
晶
、
皆
自
慈
心
相
向
無
驚
害
之
心
」
。

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
梨
」
に
作
る
。

『
大
正
蔵
経
』
所
収
本
は
「
虎
狼
」
に
作
る
。

『
大
正
蔵
経
』
所
収
本
は
「
音
磐
」
に
作
る
。

(17) 

(18) 

(19) 

八
五



(20)

『
大
正
蔵
経
』
所
収
本
は
「
可
意
」
に
作
る
。

(21)

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
牛
羊
」
に
作
る
。

(22)

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
一
切
鬼
神
集
會
品
」
に
作
る
。

(23)

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
鴻
鶴
」
に
作
る
。

(24)

『
大
正
蔵
鰹
』
所
収
本
は
「
不
思
議
」
に
作
る
。

(25)

『
海
日
棲
札
叢
（
外
一
種
）
』
（
中
華
書
局
一
九
六
二
年
刊
）
巻
七
「
韓
愈
陸
渾
山
火
詩
」
、
「
作
一
頼
西
蔵
曼
荼
羅
書
観
」
。

(26)

前
掲
「
論
唐
代
寺
廟
壁
董
封
韓
愈
詩
歌
的
影
響
」
の
「
三
、
曼
荼
羅
書
」
に
お
い
て
、
著
者
は
曼
荼
羅
画
が
韓
愈
「
陸
渾
山
火
」
詩
に
与

え
た
影
響
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

(27)

『
瀬
箕
子
』
（
叢
書
集
成
初
編
中
華
書
局
一
九
八
五
年
刊
）
巻
二
「
裟
休
奉
佛
韓
退
之
毀
佛
所
得
相
反
」
、
「
僕
友
王
彦
法
善
談
名
理
、
嘗

謂
世
人
但
知
韓
退
之
不
好
佛
、
乃
不
知
此
老
深
明
此
意
。
観
其
送
高
閑
上
人
序
、
云
、
（
中
略
）
。
観
此
言
語
、
乃
深
得
歴
代
祖
師
向
上
休
歌
一

路
、
其
所
見
慮
、
大
勝
裟
休
。
且
休
嘗
為
園
覺
経
序
、
考
其
造
詣
、
不
及
退
之
遠
甚
。
唐
士
大
夫
中
、
裟
休
最
琥
為
奉
佛
、
退
之
最
琥
為
毀
佛
。

雨
人
所
得
浚
深
、
乃
相
反
如
此
」
。

(28)

原
文
は
「
反
其
道
以
行
也
是
模
倣
」
。

八
六


