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序 
拙
論
は
、
立
命
館
大
學
文
學
硏
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
の
學
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
公
刊
し
た
論
文
二
篇
・
未
公
刊
の
論

文
一
篇
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

本
論
文
で
は
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
虛
構
に
つ
い
て
探
求
し
た
。
中
國
の
現
代
意
味
上
の
小
說
は
唐
代
に
初
め
て
現
れ
た
と
す
る
見
解
は
、
中
國
小
說
硏
究
者

の
間
で
は
ほ
ぼ
定
說
と
な
っ
て
い
る
。
六
朝
で
は
、
小
說
の
雛
形
で
あ
る
志
怪
小
說
と
志
人
小
說
が
發
達
し
た
が
、
大
部
分
の
小
說
は
字
數
が
少
な
く
、
ま
た
、

作
者
た
ち
の
小
說
の
創
作
目
的
は
鬼
神
の
實
在
を
證
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
本
當
の
小
說
と
は
言
え
な
い
。
唐
代
か
ら
、
作
者
に
よ
る
虛
構
が
始
ま
っ

た
。
こ
の
觀
點
は
魯
迅
が
『
中
國
小
說
史
略
』
で
提
出
し
一

、
後
に
多
く
の
中
國
小
說
硏
究
者
に
同
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
唐
代
の
小
說
作
者
た
ち
は
な

ぜ
虛
構
を
述
べ
始
め
た
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
虛
構
を
作
っ
た
か
に
つ
い
て
の
硏
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。
本
論
で
は
こ
の
問
題
の
解
明
を
試
み
る
。 

論
者
は
、
唐
代
に
お
け
る
作
者
た
ち
の
虛
構
意
識
の
誕
生
は
、
小
說
の
創
作
環
境
の
變
化
と
關
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
具
體
的
に
言
う
と
、
六
朝
小
說
、

特
に
六
朝
志
怪
小
說
は
、
作
者
た
ち
が
先
行
の
書
物
か
ら
怪
異
の
話
を
集
め
た
り
、
民
間
か
ら
逸
話
を
收
集
し
た
り
し
て
小
說
集
を
な
し
た
。
六
朝
志
怪
小
說

の
作
者
た
ち
が
こ
れ
ら
の
話
を
記
し
た
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
話
が
實
際
に
發
生
し
た
と
思
っ
て
い
た
。
鬼
神
の
實
在
を
證
明
す
る
た
め
、
作
者
た
ち
は
一
つ
の

史
書
と
し
て
志
怪
小
說
を
書
い
て
い
た
。
そ
の
時
に
は
、
史
書
を
書
く
要
求
、
す
な
わ
ち
事
實
し
か
書
か
な
い
と
い
う
基
準
を
も
っ
て
話
を
記
し
た
。
そ
の
た

め
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
往
々
に
し
て
簡
單
で
あ
り
、
細
部
描
寫
は
少
な
い
。 

そ
れ
に
對
し
て
、
本
論
の
第
一
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
多
く
は
宴
會
上
で
誕
生
し
た
二

。
宴
會
に
興
を
添
え
る
一
環
と
し
て
、
參
會
者
が

自
分
の
知
っ
て
い
る
奇
異
な
話
を
皆
に
聽
か
せ
る
。
聽
き
手
の
參
會
者
に
話
が
實
際
に
發
生
し
た
こ
と
だ
と
信
じ
さ
せ
る
た
め
、
往
々
に
し
て
自
分
や
周
り
の

人
を
主
人
公
と
し
た
。
し
か
し
話
の
內
容
か
ら
す
る
と
、
必
ず
し
も
本
當
に
自
分
や
周
り
の
人
が
經
驗
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
聞
い
た
話
の
主
人
公
を
變
え
て

語
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
六
朝
志
怪
小
說
と
は
違
い
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
宴
會
上
の
文
學
で
あ
る
た
め
、
事
實
性
を
重
視
す
る
よ
り
も
、
宴
會
の
雰
圍
氣
を
盛

り
上
げ
る
た
め
に
、
話
の
文
學
性
を
重
視
し
て
い
た
。
ま
た
、
唐
代
は
文
才
を
重
視
す
る
時
代
で
あ
り
、
文
人
た
ち
が
自
分
の
才
能
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
は
普

通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宴
會
の
雰
圍
氣
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
と
自
分
の
才
能
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
話
を
す
る

時
に
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
に
對
し
て
詳
し
く
描
寫
す
る
の
が
一
つ
の
良
い
方
法
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
大
量
の
細
部
描
寫
が
唐
代
傳
奇
小
說
に
現
れ
て
き
た
。
唐
代
傳

奇
小
說
に
入
れ
ら
れ
た
細
部
描
寫
は
、
必
ず
し
も
作
者
の
經
驗
の
ま
ま
で
は
な
く
、
誇
張
し
た
り
、
文
學
的
修
飾
が
な
さ
れ
た
り
し
て
い
た
。
細
部
描
寫
の
出
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現
は
、
ま
さ
に
虛
構
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宴
會
で
語
っ
た
話
が
別
の
人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
時
、
往
々
に
し
て
も
う
一
度
潤
色
さ
れ
、
そ
の
時
に
虛

構
の
描
寫
や
新
た
な
プ
ロ
ッ
ト
が
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
本
論
の
三
つ
の
章
は
、
細
部
描
寫
に
よ
る
虛
構
の
實
態
を
、
詳
し
く
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。 

第
一
章
「
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
の
類
話
群―

―

細
部
描
寫
に
よ
る
虛
構
の
一
つ
の
體
現
と
し
て
」
は
、『
學
林
』
七
十
一
號
（
中
國
藝
文
硏
究
會
、
二
〇
二

〇
年
）
に
公
刊
し
た
論
文
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、「
類
話
群
」
と
い
う
現
象
を
も
っ
て
、
細
部
描
寫
に
よ
る
虛
構
を
檢
證
す
る
。
唐

代
小
說
の
中
に
、
「
類
話
群
」
と
い
う
現
象
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
何
篇
か
の
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
と
い
う
現
象
で
あ

る
。
し
か
し
事
件
の
發
生
時
間
、
場
所
、
登
場
人
物
の
名
前
な
ど
は
ま
っ
た
く
違
い
、
細
部
描
寫
も
言
う
ま
で
も
な
く
異
な
っ
て
い
る
。
類
話
群
の
存
在
は
、

唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
た
ち
の
意
識
的
虛
構
を
證
明
す
る
。
類
話
群
の
中
で
成
立
時
期
が
後
れ
る
物
語
の
作
者
は
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
話
を
、
ス
ト
ー
リ
ー
だ

け
は
覺
え
て
い
る
が
、
主
人
公
の
名
前
な
ど
を
は
っ
き
り
覺
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
宴
會
上
で
他
の
人
に
こ
の
話
が
眞
實
で
あ
る
と
信

じ
さ
せ
る
た
め
に
、
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
確
か
な
話
を
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
覺
え
て
い
な
い
部
分
を
適
當
に
身
近
の
こ
と
に
替

え
た
。 

も
し
類
話
群
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
簡
單
で
あ
れ
ば
、
異
な
る
人
が
似
た
經
驗
を
し
た
と
解
釋
で
き
る
が
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
往
々
に
し
て
長
い
話
で
あ
り
、
複

雜
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
複
雜
な
出
來
事
が
す
べ
て
似
て
い
る
の
は
、
や
は
り
ス
ト
ー
リ
ー
を
模
倣
し
た
と
し
か
解
釋
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

種
の
物
語
の
書
き
方
は
、
史
書
を
書
く
つ
も
り
の
六
朝
志
怪
小
說
の
作
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
眞
實
性
が
失
わ
れ
る
た
め
、
絕
對
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
小
說
創
作
技
巧
に
よ
っ
て
、
物
語
は
事
實
か
ら
虛
構
へ
と
變
え
ら
れ
た
。 

さ
ら
に
、
實
際
に
類
話
群
を
分
析
す
る
と
、
作
者
た
ち
は
單
に
細
部
描
寫
を
變
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト
三

も
變
え
た
。
こ
れ
ら
の
變
化
は
、

も
ち
ろ
ん
作
者
の
記
憶
の
曖
昧
さ
や
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
よ
り
ロ
ジ
ッ
ク
的
、
文
學
的
に
調
整
す
る
こ
と
と
關
係
が
あ
る
が
、
ま
た
、
作
者

の
小
說
を
創
作
す
る
目
的
と
も
關
係
が
あ
る
。
唐
代
傳
奇
小
說
は
多
く
宴
會
上
で
誕
生
し
た
小
說
で
あ
る
た
め
、
話
す
こ
と
と
記
す
こ
と
の
二
つ
の
段
階
が
あ

り
、
話
す
人
と
記
す
人
も
往
々
に
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
話
す
段
階
で
も
可
能
性
が
あ
る
が
、
主
に
記
す
段
階
で
は
、
作
者
は
自
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
、
話
の
眞
實
性
を
重
視
せ
ず
、
目
的
に
寄
せ
る
た
め
に
、
主
觀
的
に
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト
を
變
え
た
。
第
一
章
で
は
、「
張
李
二
公
」
の
類
話
群
を
例
と
し
て
、

作
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
先
行
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
な
が
ら
、
細
部
描
寫
を
變
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
虛
構
を
な
し
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
一
部
の
プ

ロ
ッ
ト
を
變
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
お
の
の
作
者
の
目
的
を
達
成
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

第
二
章
「
先
行
作
品
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
方
法―

―
「
靈
應
傳
」
を
例
と
し
て
」
は
、『
學
林
』
七
十
三
號
（
中
國
藝
文
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硏
究
會
、
二
〇
二
一
年
）
に
公
刊
し
た
論
文
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
第
一
章
で
紹
介
し
た
「
類
話
群
」
か
ら
出
發
し
、
さ
ら
に
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
方
法

に
つ
い
て
探
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
類
話
群
」
と
い
う
の
は
、
後
の
時
代
の
作
者
が
、
先
行
の
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
借
用
し
、
具
體
的
な
細
部
描
寫
を
變

え
て
自
ら
の
作
品
と
す
る
書
き
方
で
あ
る
。
中
晚
唐
か
ら
、
傳
奇
小
說
の
創
作
が
盛
ん
な
時
代
と
な
り
、
特
に
晚
唐
は
小
說
集
が
多
く
現
れ
て
き
た
時
代
で
あ

る
。
前
代
に
比
し
て
小
說
の
量
は
さ
ら
に
多
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
晚
唐
に
な
る
と
、
先
行
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
と
い
う
創
作
方
法
は

だ
ん
だ
ん
と
少
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
現
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

唐
代
傳
奇
小
說
は
宴
會
と
の
關
係
が
深
く
、
安
史
の
亂
以
降
、
地
方
で
藩
鎭
の
勢
力
が
强
く
な
り
、
藩
鎭
で
は
文
人
を
養
い
、
文
人
も
中
央
だ
け
で
は
な
く
、

藩
鎭
に
求
職
し
た
。
人
の
行
き
來
す
る
時
に
は
も
ち
ろ
ん
宴
會
が
開
か
れ
、
そ
れ
は
公
的
宴
會
で
は
な
い
た
め
、
雰
圍
氣
は
そ
れ
ほ
ど
嚴
肅
で
は
な
く
、
宴
會

詩
を
作
る
ほ
か
に
、
ま
た
奇
怪
な
話
も
し
た
。
そ
し
て
人
の
移
動
に
よ
り
、
話
も
全
國
へ
と
廣
ま
っ
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
が
整
っ
た
話
は
す
で
に
中
唐
か
ら
流
布

が
始
ま
っ
た
。
晚
唐
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
話
は
お
そ
ら
く
全
國
の
文
人
が
す
で
に
聞
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
、
も
し
宴
會
で
こ
れ
ら
の
話
を
自

分
の
周
り
で
發
生
し
た
こ
と
と
し
て
皆
に
話
し
た
ら
、
嘘
だ
と
す
ぐ
に
悟
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
晚
唐
で
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
變
え
ず

に
こ
れ
ら
の
話
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。 

で
は
、
晚
唐
の
傳
奇
小
說
を
創
作
す
る
作
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
物
語
を
創
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
細
部
描
寫
だ
け
で
は
な
く
、
ス

ト
ー
リ
ー
に
對
す
る
工
夫
も
必
要
と
な
っ
た
。
文
學
的
才
能
を
持
つ
優
れ
た
作
者
た
ち
は
、
自
発
的
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
り
、
今
で
も
名
作
と

さ
れ
て
い
る
小
說
を
作
っ
た
。
し
か
し
、
宴
會
上
で
は
新
し
い
話
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
場
で
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
時
に
は
、

物
語
を
作
る
才
能
の
な
い
作
者
た
ち
は
、
一
つ
の
作
品
を
模
倣
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
作
品
か
ら
各
々
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト
を
借
用
す
る
こ
と
を
容

易
に
思
い
つ
い
た
で
あ
ろ
う
。
實
際
に
、
類
話
群
の
中
に
、
中
唐
の
後
期
で
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
大
部
分
の
プ
ロ
ッ
ト
を
保
留
し
な
が
ら
、
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト

を
變
え
た
り
、
增
や
し
た
り
し
た
も
の
が
あ
り
、
こ
の
變
え
た
り
、
增
や
し
た
り
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、
ほ
か
の
物
語
か
ら
借
り
た
場
合
も
あ
る
。
晚
唐
で
は
、

一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
使
用
し
な
が
ら
ほ
か
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
の
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト
を
入
れ
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
物
語
の
創
作
方
法
は
、
い
く
つ
か
の
先

行
作
品
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
を
借
り
て
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
變
化
し
た
。
第
二
章
で
は
、
唐
末
の
傳
奇
作
品
で
あ
り
、
時
代
が
下
っ
て
い
る
が
、
四
千
字

あ
ま
り
の
字
數
を
有
し
て
い
な
が
ら
も
、
自
ら
新
し
く
作
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
多
く
の
先
行
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
用
い
て
い
る
「
靈
應
傳
」
を

例
と
し
て
、
先
行
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
を
詳
し
く
論
じ
る
。 

第
三
章
「
唐
代
小
說
の
中
の
詩
の
機
能
」
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
三
十
一
日
の
中
國
藝
文
硏
究
會
で
口
頭
發
表
の
原
稿
を
も
と
に
し
、
訂
補
し
た
も
の
で
あ
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る
。
こ
の
章
で
は
、
細
部
描
寫
の
具
體
的
な
一
種
類
と
解
釋
で
き
る
詩
に
つ
い
て
、
詳
し
く
分
析
し
た
。
六
朝
志
怪
小
說
で
は
あ
ま
り
詩
が
見
ら
れ
な
い
の
に

對
し
て
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
に
は
、
多
く
の
詩
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
唐
代
は
詩
の
時
代
で
あ
り
、
唐
代
の
文
人
た
ち
が
最
も
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
文
學
的
才

能
は
、
や
は
り
詩
才
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
說
を
借
り
て
自
分
の
作
詩
能
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
目
的―

―

怪
異
を
記
す

こ
と
と
あ
ま
り
關
係
が
な
い
の
で
、
六
朝
志
怪
小
說
の
中
で
は
往
々
に
し
て
省
略
さ
れ
る
登
場
人
物
の
對
話
や
贈
答
な
ど
の
細
部
描
寫
が
、
唐
代
小
說
に
は
多

く
書
か
れ
た
。
時
に
は
詩
を
も
っ
て
散
文
で
書
か
れ
て
い
た
言
葉
に
替
え
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
唐
代
小
說
の
中
に
は
長
篇
の
詩
を
時
折
含
ん
で
お
り
、
こ
れ

ら
は
作
者
た
ち
が
聞
い
た
話
の
中
の
詩
を
正
確
に
覺
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
話
を
す
る
時
に
創
作
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。 

唐
代
小
說
の
中
の
詩
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
の
數
は
少
な
く
な
い
が
、
詩
に
對
す
る
分
類
は
ま
だ
混
亂
し
て
い
る
狀
態
に
あ
る
。
具
體
的
に
言
う
と
、
分
類

の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
種
類
を
漏
ら
し
て
い
た
り
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
詩
が
物
語
に
介
入
す
る
程
度
に
よ
っ
て
分
類
を
試
み
た
い
。

唐
代
小
說
の
中
の
詩
が
物
語
に
介
入
す
る
程
度
は
時
代
が
推
移
す
る
に
伴
い
だ
ん
だ
ん
と
深
く
な
り
、
晚
唐
に
な
る
と
『
本
事
詩
』
と
『
雲
溪
友
議
』
の
よ
う

な
詩
の
本
事
の
物
語
に
特
化
し
て
集
め
た
作
品
集
が
現
れ
て
き
た
。
ま
た
、
暗
示
や
豫
言
・
豫
示
な
ど
、
物
語
に
深
く
介
入
す
る
詩
は
六
朝
志
怪
小
說
の
中
に

す
で
に
現
れ
て
い
た
が
、
そ
の
當
時
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
き
わ
め
て
簡
單
で
あ
り
、
事
件
を
記
錄
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
中

に
は
一
篇
の
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
何
首
も
の
詩
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
物
語
の
作
者
が
詩
を
小
說
に
入
れ
る
こ
と
を
工
夫
し
て
、
詩
は
完
璧
に
小

說
と
融
合
し
た
。
こ
の
よ
う
な
詩
と
物
語
と
の
深
い
結
合
は
、
實
際
に
發
生
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
作
者
に
よ
る
創
作
の
產
物
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
で
は
、「
鄭

德
璘
傳
」
（
『
傳
奇
』
）
を
例
と
し
て
、
唐
代
小
說
の
作
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
詩
を
小
說
に
溶
け
込
ま
せ
た
の
か
と
い
う
實
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

   注
： 

一 

詳
し
く
は
魯
迅
『
中
國
小
說
史
略
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
頁
四
四
を
參
照
。 

二 

後
の
第
一
章
で
の
說
明
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
言
う
宴
會
と
は
正
式
な
宴
會
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
も
つ
文
人
の
集
ま
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
、
宴
會
は
最

も
典
型
的
な
形
で
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
宴
會
を
も
っ
て
文
人
の
集
ま
り
を
指
す
。 

三 

本
論
文
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
物
語
の
內
容
全
體
を
指
し
、
プ
ロ
ッ
ト
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
部
を
指
す
。 



 

11 

 

 
 

 
 

 

第
一
章 

 

唐
代
傳
奇
小
說
の
中
の
類
話
群 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
―
―

細
部
描
寫
に
よ
る
虛
構
の
一
つ
の
體
現
と
し
て 

  
 

 
 

は
じ
め
に 

 

中
國
の
小
說
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
說
が
あ
る
。
例
え
ば
、
先
秦
說
、
漢
說
、
六
朝
說
、
唐
說
、
宋
說
な
ど
で
あ
る
一

。
こ
の
よ

う
に
多
く
の
說
が
現
れ
る
理
由
は
、
中
國
で
の
「
小
說
」
の
定
義
が
不
明
確
な
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
硏
究
者
た
ち
は
古
か
ら
存
在
す
る
「
諸
子
百
家
」

の
「
小
說
家
」
の
「
小
說
」
と
現
代
的
意
味
の
「
小
說
」
と
を
混
同
し
て
い
る
。
も
し
「
小
說
」
と
い
う
語
を
現
代
の
定
義
に
あ
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
中
國

古
代
の
小
說
は
唐
代
か
ら
始
ま
る
と
い
う
說
が
最
も
有
力
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
虛
構
の
內
容
を
書
く
獨
立
し
た
散
文
は
、
中
國
で
は
唐
代
か
ら
普
遍
的
に

な
っ
て
き
た
。
強
調
す
べ
き
な
の
は
、
「
虛
構
」
は
、
現
在
の
讀
者
に
よ
る
判
斷
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
當
時
の
作
者
の
意
識
に
よ
っ
て
判
斷
す
べ
き

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
が
意
識
的
に
虛
構
の
物
語
を
書
い
た
時
點
で
、
現
代
の
定
義
の
小
說
は
誕
生
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
說
は
魯
迅
が
『
中

國
小
說
史
略
』「
唐
之
傳
奇
文
上
」
で
初
め
て
提
出
し
た
。
魯
迅
は
「
こ
の
時
代
に
な
っ
て
意
識
的
に
小
說
を
作
っ
た
二

」
と
論
じ
、
唐
代
の
作
者
た
ち
が
中
國

で
最
初
に
意
識
し
て
虛
構
の
物
語
を
書
い
た
人
々
だ
と
考
え
た
。
魯
迅
の
こ
の
判
斷
は
、
明
・
胡
應
麟
の
說
に
從
っ
て
い
る
。
胡
應
麟
は
「
至
唐
人
乃
作
意
好

奇
、
假
小
說
以
寄
筆
端
（
唐
人
に
至
り
て
乃
ち
意
を
作
り
て
奇
を
好
み
、
小
說
を
假
り
て
以
て
筆
端
に
寄
す
）
三

」
と
、
唐
代
の
人
か
ら
意
識
し
て
奇
の
內
容

に
つ
い
て
の
小
說
を
書
い
た
と
論
じ
た
。
後
の
多
く
の
硏
究
者
は
こ
の
觀
點
に
同
意
し
て
い
る
。 

 

た
し
か
に
、
六
朝
の
小
說
作
者
と
唐
代
の
小
說
作
者
と
を
比
べ
る
と
、
創
作
の
意
識
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
六
朝
の
小
說
に
つ
い
て
、
魯
迅
は
「
粗
陳
梗
概
」

と
い
う
特
徵
で
概
括
し
、
唐
代
か
ら
小
說
が
「
一
變
」
し
た
と
六
朝
と
唐
代
の
小
說
と
の
違
い
を
強
調
し
た
四

。
胡
應
麟
は
「
變
異
之
談
、
盛
於
六
朝
、
然
多

是
傳
錄
舛
訛
、
未
必
盡
幻
設
語
（
變
異
の
談
、
六
朝
に
盛
ん
な
り
、
然
れ
ど
も
多
く
は
是
れ
舛
訛
を
傳
錄
し
、
未
だ
必
ず
し
も
幻
設
の
語
を
盡
く
さ
ず
）
五

」

と
、
六
朝
の
小
說
の
「
傳
錄
」
の
性
質
に
注
目
し
て
い
る
。
胡
應
麟
の
言
う
よ
う
に
、
六
朝
の
作
者
が
小
說
を
書
く
時
に
は
、「
實
錄
」
と
い
う
意
識
が
、
常

に
現
れ
て
い
る
。
六
朝
志
怪
小
說
集
の
代
表
作
『
搜
神
記
』
の
作
者
干
寶
は
自
分
の
創
作
目
的
を
「
明
神
道
之
不
誣
也
（
神
道
の
誣 し

い
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
）

六

」
と
述
べ
、
す
な
わ
ち
自
分
の
書
い
た
も
の
は
「
事
實
」
だ
と
思
っ
て
い
た
。 
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六
朝
の
作
者
た
ち
の
こ
の
「
實
錄
」
の
意
識
は
、
古
來
の
小
說
の
要
求
に
從
っ
た
た
め
で
あ
る
。『
漢
書
』
藝
文
志
に
「
小
說
家
之
流
、
蓋
出
於
稗
官
、
街

談
巷
語
、
道
聽
途
說
者
之
所
造
也
（
小
說
家
の
流
は
、
蓋
し
稗 は

い

官
よ
り
出
で
、
街
談
巷
語
、
道
聽
途
說
の
者
の
造
る
所
な
り
）
七

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
稗
官
」

と
い
う
の
は
「
小
官
」
（
顏
師
古
の
注
）
の
こ
と
で
、
民
間
の
話
を
採
集
す
る
官
職
で
あ
る
。
六
朝
の
文
人
た
ち
も
「
稗
官
」
の
よ
う
に
民
間
の
歌
や
話
を
採

集
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
話
は
、
元
々
桓
譚
の
言
う
よ
う
に
「
叢
殘
小
語
八

」
と
い
う
短
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
史
を
書
く
と
い
う
要
求
に
從
い
、

「
眞
實
」
だ
け
を
殘
し
、
話
を
短
く
し
た
可
能
性
も
あ
る
九

。
す
な
わ
ち
、
六
朝
志
怪
小
說
は
虛
構
の
成
分
を
備
え
て
は
い
た
が
、
作
者
は
虛
構
の
意
識
を
備

え
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
胡
應
麟
と
魯
迅
は
、
ど
う
し
て
唐
代
の
作
者
が
意
識
し
て
小
說
を
作
る
と
い
う
結
論
を
出
し
た
の
か
、
す
な
わ
ち
唐
代
の
作
者
の
虛
構
の
意
識
が
、

ど
の
よ
う
に
小
說
の
中
に
體
現
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
說
明
を
殘
し
て
い
な
い
。
た
だ
「
元
無
有
」「
成
自
虛
」
な
ど
、
主
人
公
の
名
前
か
ら
虛
構

の
人
物
と
暗
示
す
る
例
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
通
し
て
唐
代
の
作
者
の
虛
構
の
意
識
が
現
れ
た
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
一
〇

。
た
し
か
に
こ
れ
は
明
ら
か
に

直
接
に
唐
代
の
作
者
が
話
を
虛
構
し
た
證
據
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
名
前
を
使
用
す
る
物
語
は
極
め
て
少
な
い
と
言
え
る
。
大
部
分
の
小
說
に
お
い

て
、
作
者
た
ち
は
、
「
實
錄
」
と
い
う
古
小
說
の
要
求
を
繼
承
し
、
話
の
眞
實
性
を
證
明
す
る
た
め
、
實
際
に
存
在
し
た
人
の
名
前
を
使
っ
た
。 

 

だ
が
、
も
う
一
種
の
體
現
が
あ
る
と
考
え
る
。
も
し
唐
代
傳
奇
が
細
部
の
描
寫
に
傾
注
し
た
こ
と
を
、
意
識
的
に
虛
構
を
な
し
て
い
た
證
據
だ
と
す
れ
ば
、

作
品
中
で
作
者
の
虛
構
の
意
識
が
見
え
る
傳
奇
小
說
の
數
は
大
き
く
增
え
、
ほ
と
ん
ど
の
傳
奇
小
說
は
作
者
が
虛
構
に
よ
っ
て
作
っ
た
も
の
だ
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
な
ぜ
細
部
描
寫
を
虛
構
の
證
據
と
見
な
し
得
る
の
か
。
唐
代
の
作
者
は
實
錄
精
神
を
持
つ
六
朝
の
作
者
と
違
い
、
實
際
の
經
驗
で
は
な
く
、
聞
い

た
だ
け
の
話
に
、
細
部
描
寫
を
加
え
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
想
像
力
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
虛
構
の
意
識
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。 

 

で
は
、
作
者
た
ち
は
な
ぜ
細
部
描
寫
に
傾
注
し
た
の
か
。
そ
れ
は
作
者
の
創
作
目
的
と
創
作
過
程
に
關
係
が
あ
る
。
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
の
目
的
に
つ
い

て
は
、
主
に
二
說
が
あ
る
。 

 

最
も
行
わ
れ
て
い
る
解
釋
は
行
卷
說
で
あ
る
。
魯
迅
は
「
六
朝
小
說
和
唐
代
傳
奇
文
有
怎
樣
的
區
別
？
（
六
朝
の
小
說
と
唐
代
の
傳
奇
は
ど
こ
が
違
う
か
？
）」

の
文
章
で
次
の
よ
う
に
行
卷
說
を
提
出
し
て
い
る
。
「
唐
は
、
詩
文
で
も
っ
て
士
を
銓
衡
し
た
が
、
社
會
上
の
名
聲
も
考
慮
に
入
れ
た
か
ら
、
士
人
は
入
京
し

て
試
驗
を
受
け
る
と
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
名
士
に
面
會
し
て
詩
文
を
獻
上
し
、
そ
の
賞
贊
を
期
待
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
詩
文
を
、「
行
卷
」
と
い
う
。

詩
文
が
氾
濫
す
る
と
、
人
は
見
る
氣
を
失
い
、
あ
る
者
は
、
傳
奇
の
文
章
で
も
っ
て
、
耳
目
を
一
新
し
、
目
立
っ
た
效
果
を
得
よ
う
と
企
圖
す
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
こ
ろ
の
傳
奇
も
、
「
門
を
た
た
く
た
め
の
煉
瓦
」
と
、
大
變
、
關
係
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
當
然
の
こ
と
だ
が
、
流
行
に
お
さ
れ
る
ま
ま
に
、
目
的
が
な
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く
て
作
る
者
も
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
一
一

」 

 
唐
代
は
主
に
科
擧
で
官
員
を
選
拔
す
る
。
し
か
し
、
解
答
用
紙
の
受
驗
者
の
名
前
を
隱
さ
な
い
の
で
、
多
く
の
受
驗
者
は
試
驗
の
前
に
試
驗
官
に
行
卷
を
す

る
。
す
な
わ
ち
自
分
の
詩
文
集
を
有
名
人
に
呈
上
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
文
才
を
有
名
人
に
見
せ
、
自
分
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
有
名
人
が
受
驗
者
を
試
驗
官
に
推
薦

す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
他
に
直
接
に
試
驗
官
に
作
品
を
呈
上
す
る
こ
と
は
「
納
卷
」
と
言
い
、
再
び
呈
上
す
る
こ
と
は
「
溫
卷
」
と
言
う
。
行
卷
は
通
常
、
詩

集
や
文
集
で
、
傳
奇
集
を
も
っ
て
行
卷
を
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。 

 

小
說
を
行
卷
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
資
料
は
二
條
あ
る
。 

唐
之
擧
人
、
藉
當
世
顯
人
以
姓
名
達
之
主
司
、
然
後
以
所
業
投
獻
。
逾
數
日
又
投
、
謂
之
「
行
卷
」。
如
『
幽
怪
錄
』
『
傳
奇
』
等
皆
是
也
。（
唐
の
擧

人
、
當
世
の
顯
人
を
藉
り
て
姓
名
を
以
て
之
を
主
司
に
達
し
、
然
る
後
に
業
す
る
所
を
以
て
投
獻
す
。
數
日
を
逾
え
又
投
ず
、
之
を
「
行
卷
」
と
謂
う
。

『
幽
怪
錄
』
『
傳
奇
』
等
の
如
き
は
皆
是
な
り
。
）
一
二 

李
景
讓
典
貢
年
、
有
李
復
言
者
納
省
卷
、
有
『
纂
異
』
一
部
十
卷
。
榜
出
曰
、「
事
非
經
濟
、
動
涉
虛
妄
、
其
所
納
仰
貢
院
驅
使
官
卻
還
。」
復
言
因
此

罷
擧
。
（
李
景
讓
の
典
貢
の
年
、
李
復
言
な
る
者
有
り
て
省
卷
を
納
し
、『
纂
異
』
一
部
十
卷
有
り
。
榜
出
で
て
曰
わ
く
、「
事
は
經
濟
に
非
ず
、
動
も
す

れ
ば
虛
妄
に
涉
り
、
其
の
納
る
る
所
は
貢
院
の
驅
使
官
を
仰
ぎ
卻
還
す
」
と
。
復
言
此
れ
に
因
り
て
擧
を
罷
む
。）
一
三 

 

以
上
に
よ
り
、
唐
代
の
文
人
た
ち
が
科
擧
受
驗
の
た
め
に
傳
奇
を
書
く
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
人
は
自
分
の
文
才
を
表
す
た
め
、
韻
文
を
多
く

入
れ
な
が
ら
、
細
部
描
寫
も
多
く
物
語
に
入
れ
て
書
く
よ
う
に
な
る
。
志
怪
小
說
の
よ
う
に
實
錄
的
な
作
風
と
は
異
な
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
李
劍
國
氏
は
行
巻
が
伝
奇
小
説
の
主
要
な
創
作
目
的
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
李
氏
は
程
千
帆
の
『
唐
代
進
士
行
卷
與
文
學
』
一
四

に
引
用
さ
れ
た
唐

代
行
卷
の
資
料
は
六
十
數
條
も
あ
る
が
、
『
南
部
新
書
』
以
外
の
資
料
は
小
說
と
全
く
關
係
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
更
に
李
復
言
の
失
敗
は
傳
奇
を
行
卷
に
用

い
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
證
明
で
き
る
と
考
え
た
一
五

。
李
說
に
從
え
ば
、
行
卷
は
傳
奇
小
說
の
繁
榮
に
大
き
な
影
響
を
與
え
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
行
卷
は
文
人
が
小
說
に
細
部
描
寫
を
入
れ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。 

 

ま
た
娛
樂
說
が
あ
る
。
時
に
は
、
傳
奇
小
說
の
最
後
に
、
物
語
が
「
本
當
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
と
保
證
す
る
一
六

」
た
め
、
そ
の
來
源
の
記
錄
文
が
あ
る
。
小

南
一
郞
氏
は
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』
の
序
論
の
部
分
で
多
く
の
例
を
擧
げ
て
い
る
一
七

。
こ
れ
ら
の
記
錄
か
ら
見
る
と
、
文
人
の
間
に
奇
事
を
話
し
合
う
こ
と
が

常
に
見
ら
れ
、
聞
い
た
話
を
記
錄
す
る
文
人
も
多
く
い
た
。
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
過
程
の
一
つ
の
典
型
的
な
形
は
小
南
一
郞
氏
が
以
下
に
說
く
ご
と
く
で
あ

る
。
「
士
大
夫
階
層
の
者
た
ち
が
、
公
務
の
餘
暇
や
旅
の
途
中
な
ど
、
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
る
際
に
行
な
う
、
互
い
の
物
語
り
（
話
）
の
場
が
あ
っ
た
。
一
八

」
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「
參
加
者
の
一
人
が
、
皆
の
前
で
披
露
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
に
い
た
者
た
ち
の
中
で
も
特
に
文
筆
の
立
つ
者
が
、
そ
れ
を
文
字
に
定
着
し
た
の
で
あ
っ

た
。
一
九

」
さ
ら
に
、
近
藤
春
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
時
に
は
酒
宴
の
席
で
順
番
に
や
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
し
か
も
そ
の
面
白
く
な
い
時
に
は
罰
杯

を
飲
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
二
〇

」 

 

こ
の
よ
う
な
集
ま
り
の
中
で
娛
樂
の
話
を
す
る
風
習
は
、
六
朝
か
ら
あ
っ
た
。
曹
植
は
邯
鄲
淳
の
入
幕
の
際
に
、
ま
ず
踊
り
と
「
俳
優
小
說
」
數
千
言
を
も

っ
て
招
待
し
、
後
に
彼
と
哲
學
や
文
學
な
ど
の
話
を
し
た
二
一

。
こ
の
「
俳
優
小
說
」
と
は
、
內
山
知
也
氏
に
よ
る
と
、「
多
分
そ
れ
は
滑
稽
な
輕
口
か
、
小
話

の
た
ぐ
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
二

」
そ
の
目
的
は
お
そ
ら
く
「
そ
の
場
の
氣
分
を
や
わ
ら
げ
よ
う
と
す
る
二
三

」
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
六
朝
で
は
文
人

た
ち
の
間
に
「
劇
談
」
が
流
行
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
隋
唐
で
も
續
い
た
。『
太
平
廣
記
』
に
も
「
劇
談
」
に
つ
い
て
の
記
錄
は
い
く
つ
か
あ
る
。 

 
 

 

齊
西
陽
王
高
平
徐
之
才
博
識
、
有
口
辨…

…

之
才
嘗
以
劇
談
調
僕
射
魏
收
。（
齊
西
陽
王
の
高
平
の
徐
之
才
は
博
識
に
し
て
、
口
辨
有
り…

…

之
才
嘗

て
劇
談
を
以
て
僕
射
魏
收
を
調

あ
ざ
け

る
。
）
（
「
徐
之
才
」、『
太
平
廣
記
』
卷
二
四
七
引
く
『
譚
藪
』） 

後
梁
韋
林…

…

涉
獵
有
才
藻
、
善
劇
談
。
（
後
梁
の
韋
林…

…

涉
獵
し
て
才
藻
有
り
、
劇
談
を
善
く
す
。）（「
䱉
表
」、『
太
平
廣
記
』
卷
二
三
四 

引
く
『
酉
陽
雜
俎
』
） 

 
 

 

（
侯
）
白
在
散
官
、
隸
屬
楊
素
、
愛
其
能
劇
談
。
每
上
番
日
、
卽
令
談
戲
弄
。（（
侯
）
白
散
官
に
在
り
、
楊
素
に
隸
屬
し
、
其
の
劇
談
を
能
く
す
る
を

愛
す
。
上
番
の
日
每
に
、
卽
ち
戲
弄
を
談
ぜ
し
む
。）（「
侯
白
」、『
太
平
廣
記
』
卷
二
四
八
引
く
『
啓
顏
錄
』） 

 
 

 

隋
朝
有
人
敏
慧
、
然
而
口
吃
。
楊
素
每
閑
悶
、
卽
召
與
劇
談
。（
隋
朝
に
人
の
敏
慧
に
し
て
、
然
れ
ど
も
口
吃
な
る
有
り
。
楊
素 

閑
悶
な
る
每
に
、

卽
ち
召
し
て
與
に
劇
談
す
。
）
（
「
吃
人
」
、
『
太
平
廣
記
』
卷
二
四
八
引
く
『
啓
顏
錄
』） 

 

唐
太
史
令
傅
奕…
…

少
好
博
學
、
善
天
文
曆
數
、
聰
辯
、
能
劇
談
。（
唐
の
太
史
令
傅
奕…

…

少
く
し
て
博
學
を
好
み
、
天
文
曆
數
を
善
く
し
、
聰
辯

に
し
て
、
劇
談
を
能
く
す
。
）
（
「
傅
奕
」
、
『
太
平
廣
記
』
卷
一
一
六
引
く
『
地
獄
苦
記
』） 

 
 

 

邢
（
和
璞
）
下
山
延
一
客…

…

與
邢
劇
談
、
多
非
人
間
事
故
也
。（
邢
（
和
璞
）
山
を
下
り
て
一
客
を
延
く…

…

邢
と
劇
談
し
、
多
く
は
人
間
の
事
故

に
非
ざ
る
な
り
。
）
（
「
邢
和
璞
」
、
『
太
平
廣
記
』
卷
二
一
五
引
く
『
酉
陽
雜
俎
』） 

 
 

 

唐
長
孫
玄
同
幼
有
譏
辯
、
坐
中
每
劇
談
、
無
不
歡
笑
。（
唐
の
長
孫
玄
同
幼
く
し
て
譏
辯
有
り
、
坐
中
に
劇
談
す
る
每
に
、
歡
笑
せ
ざ
る
無
し
。）（「
長

孫
玄
同
」
、
『
太
平
廣
記
』
卷
二
四
九
引
く
『
啓
顏
錄
』） 

 
 

 

道
士
仍
賣
藥
、
見
（
劉
）
商
愈
喜
、
復
挈
上
酒
樓
、
劇
談
勸
醉
、
出
一
小
藥
囊
贈
商
。（
道
士
仍
お
藥
を
賣
り
、（
劉
）
商
を
見
て
愈
々
喜
び
、
復
た
挈
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え
て
酒
樓
に
上
り
、
劇
談
し
て
醉
う
を
勸
め
、
一
小
藥
囊
を
出
だ
し
て
商
に
贈
る
。）（「
劉
商
」、『
太
平
廣
記
』
卷
四
六
引
く
『
續
仙
傳
』） 

以
上
の
例
か
ら
、
ま
さ
に
「
劇
談
」
が
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
證
明
で
き
る
。「
劇
談
」
の
內
容
は
、
文
人
自
身
や
周
り
の
人
の
奇

事
以
外
に
、
お
そ
ら
く
は
民
間
の
口
頭
文
學
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
唐
代
で
は
俗
講
、
說
話
、
變
文
な
ど
の
民
間
口
頭
文
學
の
形
式
が
流
行
し
、
そ
し
て
初
め

て
そ
の
內
容
が
記
錄
さ
れ
た
。
「
嘗
於
新
昌
宅
說
一
枝
花
話
（
嘗
て
新
昌
宅
に
於
い
て
一
枝
花
の
話
を
說
く
）
二
四

」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
人
た
ち
も
、
民
間
の

口
頭
文
學
に
多
く
接
觸
し
て
い
た
。 

 

民
間
文
學
は
長
い
歷
史
を
持
っ
て
い
る
が
、
主
に
口
頭
傳
播
の
形
式
で
傳
え
ら
れ
て
お
り
、
記
錄
さ
れ
た
も
の
は
少
な
い
。
ゆ
え
に
、
硏
究
者
は
中
國
小
說

の
來
源
と
し
て
神
話
傳
說
、
諸
子
寓
言
、
史
書
雜
傳
、
敍
事
詩
賦
、
佛
道
經
書
、
地
理
方
志
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
說
を
認
め
る
が
、
民
間
文
學
、
特
に
口
頭
文
學

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
。
近
年
の
出
土
文
獻
と
し
て
の
秦
漢
竹
簡
の
發
見
と
整
理
に
よ
っ
て
、
小
說
に
關
し
て
新
た
な
發
見
が

あ
っ
た
二
五

。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
、
虛
構
の
傳
統
は
民
間
に
長
い
間
存
在
し
、
時
折
文
人
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
た
だ
し
唐
代
以
前
の
文
人
た
ち
の

ほ
と
ん
ど
は
虛
構
を
輕
視
し
て
い
た
。
中
國
古
代
の
文
人
は
長
い
間
孔
子
の
「
未
知
生
焉
知
死
。（
未
だ
生
を
知
ら
ず
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
。）」（『
論
語
』

先
進
篇
）「
子
不
語
怪
力
亂
神
（
子
怪
力
亂
神
を
語
ら
ず
）」（『
論
語
』
述
而
篇
）
な
ど
の
敎
え
を
遵
守
し
、
特
に
散
文
の
領
域
で
は
、
常
に
眞
實
性
を
重
視
し

な
が
ら
文
章
を
書
く
。
し
か
し
唐
代
の
作
者
た
ち
は
民
間
文
學
の
虛
構
の
傳
統
に
影
響
さ
れ
、
更
に
口
頭
文
學
の
詳
し
い
描
寫
の
影
響
を
受
け
二
六

、
虛
構
の
細

部
描
寫
を
物
語
に
加
え
た
。
つ
ま
り
、
口
頭
文
學
は
傳
奇
小
說
に
大
き
な
影
響
を
與
え
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
二
七

。 

 

唐
代
傳
奇
小
說
は
主
に
文
人
た
ち
の
集
ま
り
で
話
す
物
語
で
あ
っ
た
の
で
、
雰
圍
氣
を
盛
り
上
げ
る
た
め
、
そ
し
て
作
者
の
文
才
を
表
す
た
め
に
二
八

、
民
間

口
頭
文
學
な
ど
に
影
響
を
受
け
、
大
量
の
細
部
描
寫
を
小
說
に
取
り
入
れ
た
。
話
者
が
自
分
自
身
の
怪
異
の
經
驗
を
話
す
こ
と
は
少
な
く
、
親
し
い
人
の
經
驗

を
話
す
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
經
驗
の
大
部
分
は
人
の
勘
違
い
や
幻
覺
な
の
で
、
自
ら
體
驗
し
て
い
な
い
話
者
は
、
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
覺
え
て
い
な
い
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
話
す
時
に
物
語
に
插
入
さ
れ
た
細
部
描
寫
は
作
者
が
虛
構
し
た
も
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
作
者
自
身
が
自
分
の
豐
か
な
經
驗
と

學
識
を
表
す
た
め
、
全
く
虛
構
の
物
語
を
作
っ
た
可
能
性
も
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
目
的
を
も
っ
て
、
時
に
は
唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
は
書
い
た

こ
と
が
實
際
に
存
在
す
る
と
い
う
「
事
實
保
證
の
た
め
の
記
述
二
九

」
を
最
後
に
加
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
部
分
は
た
だ
聽
者
に
眞
實
味
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に

加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
作
者
自
身
は
物
語
の
眞
實
性
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
む
し
ろ
、
眞
實
を
保
證
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
逆
手
に
取
っ
て
、

架
空
の
物
語
を
積
極
的
に
展
開
さ
せ
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
〇

」
更
に
文
人
が
そ
の
話
を
記
錄
す
る
理
由
は
、
そ
の
話
が
怪
異
な
事
で
あ
っ
た

り
、
敎
訓
的
な
話
で
あ
っ
た
り
す
る
た
め
記
錄
し
て
殘
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
三
一

、
そ
れ
を
、
記
錄
す
る
時
は
、
語
ら
れ
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に
記
錄
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し
た
と
い
う
よ
り
、
記
錄
者
が
言
葉
を
潤
色
し
た
り
、
內
容
を
整
理
し
た
り
し
た
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
鬼
神
が
存
在
す
る
事
實
を
記
錄
し
て
史
を
補
う
こ
と

を
主
と
す
る
六
朝
志
怪
小
說
の
創
作
目
的
と
、
文
人
自
身
の
文
才
と
見
識
を
披
露
し
よ
う
と
し
て
怪
奇
で
面
白
い
話
を
語
っ
て
記
錄
す
る
唐
代
傳
奇
小
說
の
創

作
目
的
と
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
六
朝
小
說
と
唐
代
傳
奇
小
說
の
違
い
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
。 

 

し
か
し
以
上
の
こ
と
は
理
論
の
上
で
は
成
立
す
る
が
、
傳
奇
小
說
中
に
ど
の
よ
う
に
こ
の
推
論
が
體
現
さ
れ
て
い
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
直
接
的
な
證
據
は

見
つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
傳
奇
小
說
の
作
者
は
自
分
が
作
っ
た
も
の
を
聽
者
に
眞
實
性
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
、
話
が
虛
構
だ
と
い
う
こ
と
は
文
章
に
記
載
し

な
い
。
し
か
し
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
確
實
な
證
據
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
似
た
物
語
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と

な
る
と
考
え
る
。
以
下
の
二
つ
の
現
象
は
唐
代
傳
奇
小
說
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
、
異
な
る
主
人
公
を
設
定
し
て
い
な
が
ら
、
非
常
に
類

似
し
た
經
歷
を
さ
せ
る
よ
う
な
物
語
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
た
ち
は
、
同
じ
話
を
、
違
う
名
前
の
主
人
公
や
少
し
違
う
プ
ロ

ッ
ト
な
ど
細
部
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
自
分
の
も
の
に
變
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
レ
ン
ジ
は
、
作
者
の
虛
構
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う

一
つ
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
複
數
の
物
語
に
お
い
て
、
簡
略
な
も
の
か
ら
、
詳
細
な
も
の
へ
と
變
化
し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
簡
略
か
ら
詳
細
へ
の
變
容
は
、
作
者
が
細
部
描
寫
を
加
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
お
り
、
そ
の
細
部
描
寫
は
作
者
が
想
像
し
な
が
ら
物
語
に
入
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
一
つ
目
の
現
象
、
す
な
わ
ち
類
話
群
を
、
具
體
例
を
示
し
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
部
描
寫
に
よ
る
虛
構
表
現

に
つ
い
て
論
じ
た
い
。 

 
 

 
 

一
、「
張
李
二
公
」
類
話
群 

 

前
述
の
よ
う
に
、
文
人
た
ち
は
彼
ら
の
集
ま
り
に
お
い
て
奇
異
な
話
を
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
、
參
加
者
す
べ
て
が
話
を
し
な
い
と
い
け
な
い

こ
と
も
常
に
あ
っ
た
。
も
し
自
分
が
話
す
順
番
で
面
白
い
話
を
思
い
出
せ
な
い
時
に
は
、
別
の
と
こ
ろ
か
ら
聞
い
た
話
を
こ
こ
で
話
す
。
內
山
知
也
氏
は
「
作

者
の
屬
す
る
文
人
グ
ル
ー
プ
の
中
で
語
ら
れ
た
も
の
が
記
錄
さ
れ
て
回
覽
さ
れ
た
り
筆
寫
さ
れ
、
や
が
て
他
の
グ
ル
ー
プ
に
も
傳
播
し
て
い
っ
た
三
二

」
と
い
う

現
象
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
話
の
內
容
は
「
自
分
の
近
親
者
や
知
人
と
い
っ
た
、
ご
く
親
し
い
者
に
起
こ
っ
た
事
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
三
三

」

と
い
う
要
求
が
あ
る
の
で
、
他
の
人
か
ら
聞
い
た
話
を
轉
述
す
る
時
、
人
名
や
時
間
、
場
所
な
ど
を
變
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
細
部
描
寫
は
聽
者
に

眞
實
味
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
役
割
が
あ
る
の
で
、
記
憶
が
あ
い
ま
い
な
場
合
に
は
、
卽
席
で
新
た
な
細
部
描
寫
を
自
分
で
創
造
す
る
ほ
か
な
い
。
記
憶
が
あ

い
ま
い
な
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
唐
代
傳
奇
小
說
中
の
虛
構
は
、
作
者
が
そ
う
し
た
い
場
合
に
起
こ
り
三
四

、
あ
る
い
は
そ
う
す
る
し
か
な
い
場
合
に
も
生
じ
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た
。 

 
前
人
の
作
品
を
借
り
る
と
い
う
現
象
は
、
著
作
權
が
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
古
代
で
は
、
小
說
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
文
學
の
ジ
ャ
ン
ル
、
た
と
え
ば
詩

で
も
、
現
れ
て
い
た
。
唐
代
の
詩
論
で
あ
る
皎
然
の
『
詩
式
』
に
は
、「
語
を
偸
む
、
意
を
偸
む
、
勢
を
偸
む
三
五

」
と
い
う
「
三
同
」（
現
在
は
「
三
偸
」
と
呼

ば
れ
る
）
の
說
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
人
の
詩
語
、
詩
意
、
詩
勢
を
化
用
（
借
用
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
黃
庭
堅
は
こ
の
理
論
を
發
展
さ
せ
、「
奪
胎
換

骨
、
點
鐵
成
金
」
と
い
う
江
西
詩
派
の
作
詩
法
を
確
立
し
た
三
六

。 

 

そ
の
た
め
、
唐
代
の
小
說
に
は
い
く
つ
か
ス
ト
ー
リ
ー
が
似
て
い
る
物
語
が
存
在
す
る
。
本
章
で
は
、「
張
李
二
公
」
と
そ
の
類
話
を
例
と
し
て
分
析
を
行

う
。 

 

「
張
李
二
公
」
と
そ
の
類
話
に
つ
い
て
、
『
路
史
』
は
「
廣
異
記
・
玄
怪
錄
俱
有
妻
箏
投
果
之
言
、
逸
史
・
仙
傳
拾
遺
俱
有
箜
侯
為
婚
之
事
。…

…

大
抵
文

人
說
士
、
喜
相
倣
撰…

…

則
描
前
摸
古
、
甘
隨
人
後
（
廣
異
記
・
玄
怪
錄
俱
に
妻
を
し
て
箏
せ
し
め
て
果
を
投
ぐ
る
の
言
有
り
、
逸
史
・
仙
傳
拾
遺
俱
に
箜
侯

婚
を
為
す
の
事
有
り
。…

…

大
抵
の
文
人
說
士
、
喜
ん
で
相
い
倣
撰
し…

…

則
ち
前
を
描
き
古
を
摸
し
、
甘
ん
じ
て
人
の
後
に
隨
う
）
三
七

」
と
言
い
、「
張
李

二
公
」
「
裴
諶
」
「
盧
李
二
生
」
「
薛
肇
」
の
四
篇
は
互
い
に
模
倣
し
、
後
の
も
の
が
前
の
も
の
を
眞
似
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
李
劍
國
氏
は
「
司

命
君
」
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
三
八

。『
太
平
廣
記
』
で
は
「
裴
諶
」「
盧
李
二
生
」「
薛
肇
」
の
三
篇
が
同
じ
卷
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
見
る
と
、『
太
平
廣
記
』
の
編
者
李
昉
ら
は
、
す
で
に
こ
の
三
篇
が
類
似
の
物
語
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
明
鈔
本
『
太
平
廣
記
』

の
「
薛
肇
」
の
最
後
に
、
「
與
盧
李
二
公
事
相
類
、
故
附
焉
（
盧
李
二
公
の
事
と
相
い
類
し
、
故
に
附
す
）
三
九

」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
薛
肇
」

と
「
盧
李
二
生
」
が
類
話
で
あ
る
こ
と
は
『
太
平
廣
記
』
の
中
に
明
ら
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
類
話
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
單
に
紹
介
す
る
。 

 

●
「
張
李
二
公
」：『
太
平
廣
記
』
卷
二
三
に
收
錄
、
出
典
は
『
廣
異
記
』、
四
六
四
字
。『
廣
異
記
』
の
作
者
戴
孚
は
盛
唐
末
期
の
人
四
〇

で
あ
り
、
李
劍
國
氏

は
顧
況
の
「
戴
氏
廣
異
記
序
」
を
參
考
し
、
『
廣
異
記
』
の
成
書
年
代
を
貞
元
五
年
（
七
八
九
年
）
以
前
と
す
る
四
一

。 

●
「
裴
諶
」
：
『
太
平
廣
記
』
卷
一
七
に
收
錄
、
出
典
は
『
續
玄
怪
錄
』、
一
四
六
一
字
。「
裴
諶
」
の
出
典
に
つ
い
て
、『
太
平
廣
記
』
で
は
『
續
玄
怪
錄
』

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
の
二
種
類
の
明
本
『
玄
怪
錄
』
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
『
續
玄
怪
錄
』
は
晩
唐
五
代
か
ら
『
玄
怪
錄
』
と
と
も
に
刊
行
さ
れ
て

お
り
、
互
い
に
混
じ
っ
て
し
ま
っ
た
四
二

。
し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
硏
究
者
は
こ
の
作
品
を
『
續
玄
怪
錄
』
の
も
の
だ
と
定
め
四
三

、
本
文
も
こ
れ
に
從
い
、「
裴

諶
」
を
『
續
玄
怪
錄
』
の
物
語
と
す
る
。
『
續
玄
怪
錄
』
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
、
李
劍
國
氏
は
初
稿
が
開
成
五
年
（
八
四
〇
年
）
前
に
完
成
し
、
後
に
會
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昌
（
八
四
一
～
八
四
六
）
、
大
中
（
八
四
七
～
八
六
〇
）
の
物
語
を
增
補
し
た
と
述
べ
る
四
四

。 

●
「
盧
李
二
生
」：
『
太
平
廣
記
』
卷
一
七
に
收
錄
、
出
典
は
『
逸
史
』、
五
三
四
字
。『
逸
史
』
の
自
序
に
よ
る
と
、
そ
の
成
書
年
代
は
大
中
元
年
（
八
四
七

年
）
以
前
で
あ
る
四
五

。 

●
「
薛
肇
」：
『
太
平
廣
記
』
卷
一
七
に
收
錄
、
出
典
は
『
仙
傳
拾
遺
』、
六
八
四
字
。『
仙
傳
拾
遺
』
の
成
書
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
作
者
杜
光
庭
は

唐
末
五
代
の
人
で
あ
り
、
生
卒
年
に
つ
い
て
は
普
通
『
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑑
』
卷
四
十
「
杜
光
庭
」
條
に
從
い
、
唐
宣
宗
大
中
四
年
（
八
五
〇
年
）
に
生
ま

れ
、
五
代
後
唐
明
宗
長
興
四
年
（
九
三
三
年
）
に
沒
す
と
す
る
四
六

。
李
劍
國
氏
は
こ
の
小
說
集
を
前
蜀
（
九
〇
七
～
九
二
五
）
の
時
の
作
と
す
る
四
七

。 

●
「
司
命
君
」：
『
太
平
廣
記
』
卷
二
七
に
收
錄
。
出
典
は
『
仙
傳
拾
遺
』、
七
三
二
字
。『
仙
傳
拾
遺
』
は
元
代
に
お
い
て
元
憲
宗
・
元
世
祖
の
道
經
と
そ
の

印
板
を
燒
き
盡
く
す
詔
令
や
元
末
の
兵
亂
に
よ
り
、
失
傳
し
た
た
め
四
八

、
卷
の
狀
況
は
知
れ
ず
、
な
ぜ
似
て
い
る
二
つ
の
物
語
が
同
じ
書
物
に
收
錄
さ
れ
た

か
は
解
明
で
き
な
い
。 

 

『
續
玄
怪
錄
』
と
『
逸
史
』
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
小
說
集
で
、『
廣
異
記
』
よ
り
五
十
年
以
上
成
立
が
後
れ
る
。
そ
し
て
『
仙
傳
拾
遺
』
も
ま
た
『
續
玄
怪

錄
』
や
『
逸
史
』
と
五
十
年
ほ
ど
離
れ
て
い
る
。
唐
代
傳
奇
小
說
は
、
往
々
に
し
て
口
頭
で
傳
播
さ
れ
る
四
九

が
、
ま
た
、
『
廣
異
記
』
『
續
玄
怪
錄
』
『
逸
史
』

『
仙
傳
拾
遺
』
の
物
語
は
『
太
平
廣
記
』
に
收
錄
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
小
說
集
が
宋
代
ま
で
傳
抄
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、「
裴

諶
」「
盧
李
二
生
」
の
作
者
は
「
張
李
二
公
」
の
話
や
そ
れ
と
似
た
話
、「
薛
肇
」「
司
命
君
」
の
作
者
は
「
裴
諶
」「
盧
李
二
生
」
ひ
い
て
は
「
張
李
二
公
」
の

話
や
そ
れ
と
似
た
話
を
聞
い
た
、
あ
る
い
は
後
の
作
者
が
前
の
作
品
を
直
接
讀
ん
だ
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
前
者
の
可
能
性
の
方
が
後
者

よ
り
も
高
い
で
あ
ろ
う
五
〇

。
以
下
の
論
述
で
は
、
た
と
え
ば
「
張
李
二
公
」
を
參
考
し
た
と
か
、
繼
承
し
た
、
改
變
し
た
な
ど
と
述
べ
る
時
、
そ
こ
で
言
う
「
張

李
二
公
」
は
單
に
「
張
李
二
公
」
の
文
章
を
指
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
主
に
「
張
李
二
公
」
の
話
の
內
容
を
指
し
て
い
る
。 

 

こ
の
五
篇
は
、
❶
共
に
學
ぶ
、
❷
再
會
す
る
、
❸
招
待
す
る
、
❹
妻
を
招
く
／
樂
器
に
符
牒
が
あ
る
、
❺
符
牒
を
附
け
る
／
妓
女
と
結
婚
す
る
、
❻
寶
を
も

ら
う
、
❼
再
び
訪
ね
る
、
❽
仙
人
だ
と
知
る
と
い
う
八
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
し
て
、
❹
❺
の
プ
ロ
ッ
ト
で
、
「
張
李
二
公
」「
裴
諶
」「
司
命
君
」
の
妻

を
招
く
パ
タ
ー
ン
と
「
盧
李
二
生
」「
薛
肇
」
の
妓
女
と
結
婚
す
る
パ
タ
ー
ン
と
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。 

 

こ
の
五
篇
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
、
篇
ご
と
の
プ
ロ
ッ
ト
の
區
別
は
、
具
體
的
に
は
篇
末
の
附
表
一
を
見
て
頂
け
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
五
つ
の
物
語
は

お
そ
ら
く
同
じ
話
に
基
づ
き
、
作
者
に
よ
っ
て
細
か
な
違
い
が
加
え
ら
れ
、
異
な
る
物
語
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
名
、
時
間
、
場
所
な
ど
の
要
素
を
變
え
る

こ
と
を
通
し
て
、
作
者
は
話
を
自
分
の
も
の
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
變
更
に
よ
り
、
話
の
性
質
は
ま
っ
た
く
變
わ
っ
た
。
た
と
え
聞
い
た
話
は
實
在
の
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こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
名
、
時
間
、
場
所
を
變
え
た
時
點
で
、
物
語
は
た
だ
ち
に
虛
構
の
も
の
に
變
化
し
た
五
一

。 

 
こ
れ
ら
の
違
い
は
も
ち
ろ
ん
作
者
た
ち
の
改
變
の
一
環
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
最
も
問
題
に
し
た
い
の
は
、
作
者
の
意
圖
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
ッ
ト
が
少
し
ず
つ

變
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
內
山
知
也
氏
は
「
六
朝
に
は
あ
ま
り
強
く
現
れ
な
か
っ
た
作
者
の
意
圖
（
特
に
著
し
い
の
は
中
唐
に
お
い
て
儒
敎
的
倫
理
觀
）

が
作
品
を
通
じ
て
現
れ
始
め
た
五
二

」
と
述
べ
、
作
者
の
意
圖
が
唐
代
小
說
か
ら
現
れ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
小
南
一
郞
氏
は
唐
代
傳
奇
小
說
の
作

者
は
常
に
六
朝
小
說
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
、
そ
れ
に
細
部
描
寫
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
入
れ
た
と
指
摘
し
、「
か
れ
ら
の
主
要
な
思
い
は
、
そ
の
枠

組
み
の
內
部
に
つ
め
こ
ま
れ
た
內
容
の
中
に
結
晶
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
五
三

」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
の
意
識
は
、
こ
れ
ら
の
增
加
と
改
削
に
現

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
朝
小
說
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
前
人
の
話
を
利
用
す
る
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
ッ
ト
の
違
い
を
通
し
て
、
作

者
が
そ
の
物
語
を
書
い
た
目
的
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。「
張
李
二
公
」
と
そ
の
類
話
の
例
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
表
す
最
も
良
い
例
だ
と
思
う
。 

 
 

 
 

二
、「
張
李
二
公
」 

 

「
張
李
二
公
」
は
こ
の
類
話
群
の
最
初
の
一
篇
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
似
て
い
る
物
語
は
な
い
。
ま
た
「
張
李
二
公
」
は
、
描
寫
が
簡

單
で
あ
り
、
時
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
不
明
確
で
あ
り
、
宗
敎
的
な
說
敎
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
奇
事
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、

ど
ち
ら
が
目
的
で
あ
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
作
者
の
能
力
と
關
係
が
あ
る
が
、
ま
た
、
こ
の
物
語
が
ま
だ
さ
ま
ざ

ま
な
作
者
の
手
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
こ
の
類
話
群
の
原
型
が
事
實
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
張
李
二
公
」
は
そ

の
事
實
と
相
當
近
い
物
語
だ
と
思
う
。 

 
 

 
 

１
、
各
プ
ロ
ッ
ト
の
役
割 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
主
要
人
物
を
提
示
し
、
物
語
の
背
景
を
紹
介
す
る
。 

❷ 

再
會
す
る
：
正
式
に
話
に
入
る
。
主
人
公
と
異
人
の
現
狀
を
對
比
し
、
主
人
公
の
異
人
に
對
す
る
憐
れ
み
は
、
異
人
の
主
人
公
に
對
す
る
對
應
を
引
き
出

す
。 

❸ 

招
待
す
る
：
異
人
の
對
應
は
招
待
で
あ
る
。
こ
の
招
待
に
よ
っ
て
、
異
人
は
主
人
公
に
神
仙
の
道
を
學
ぶ
利
點
を
示
す
。 

❹ 

妻
を
招
く
：
興
を
添
え
る
と
い
う
の
を
口
實
に
主
人
公
の
妻
を
招
き
、
樂
器
を
彈
か
せ
る
。
こ
れ
は
主
人
公
へ
の
懲
戒
で
あ
る
。 
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❺ 

符
牒
を
附
け
る
：
主
人
公
が
本
當
に
異
界
に
入
っ
た
こ
と
を
證
明
す
る
た
め
の
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
前
の
妻
を
招
く
プ
ロ
ッ
ト
と
と
も
に
物
語
の
主
要
な

部
分
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
「
奇
」
の
濃
い
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。 

❻ 
寶
を
も
ら
う
：
異
人
の
不
思
議
な
能
力
を
表
す
內
容
で
あ
り
、
ま
た
、「
奇
」
の
濃
い
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。 

❼ 

再
び
訪
ね
る
：
主
人
公
に
異
人
が
す
で
に
仙
人
に
な
っ
た
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
た
め
の
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
具
體
的
に
言
う
と
、
赴
任
途
中
の
主
人
公
は

先
日
の
宴
會
で
異
人
の
異
を
察
し
た
が
、
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
異
人
の
宅
に
再
び
訪
ね
て
き
た
。
た
だ
し
、
主
人
公
は
異
人
の
宅
が
消
え
た
こ
と
を
見
て
、

異
人
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
が
發
生
し
な
か
っ
た
と
思
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
符
牒
の
發
見
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
の
前
に
置
か
れ
た
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
：
物
語
の
結
末
で
あ
り
、
作
者
の
意
圖
を
表
す
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。 

 
 

 
 

２
、
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
表
れ
る
作
者
の
意
圖 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
物
語
の
最
初
は
、
主
人
公
と
異
人
（
こ
の
時
の
異
人
は
ま
だ
普
通
の
人
で
あ
る
）
は
泰
山
で
道
を
學
ぶ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ

ト
に
よ
っ
て
物
語
は
す
で
に
宗
敎
色
に
染
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
敎
者
が
現
れ
る
物
語
は
六
朝
か
ら
多
く
存
在
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
物
語
は
す
べ

て
が
宗
敎
說
話
だ
と
は
言
え
な
い
。
唐
代
で
も
多
く
の
小
說
は
宗
敎
者
を
通
し
て
世
俗
の
こ
と
を
語
る
。 

❷
❸ 

再
會
す
る
、
招
待
す
る
：
續
い
て
主
人
公
は
官
員
に
な
り
た
く
て
、
道
を
學
ぶ
こ
と
を
諦
め
て
歸
っ
た
。
そ
の
後
一
度
出
世
し
た
が
、
安
史
の
亂
に
遭

い
、
揚
州
に
引
っ
越
し
た
。
こ
の
部
分
に
作
者
の
目
的
が
す
で
に
少
し
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
を
諦
め
る
人
は
出
世
が
で
き
る
が
、
長
く
續
く
こ
と
は
な

い
。
こ
れ
の
對
比
と
し
て
、
異
人
は
主
人
公
と
再
び
出
會
っ
た
時
は
貧
乏
に
見
え
た
が
、
異
人
の
師
匠
の
家
に
行
く
と
、
異
人
は
貴
族
の
よ
う
に
變
わ
っ
て
い

た
。
後
に
も
主
人
公
に
金
に
換
え
ら
れ
る
寶
を
與
え
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
對
比
か
ら
、
道
を
學
ぶ
人
は
、
時
世
の
影
響
を
受
け
ず
、
良
い
生
活
が
送
れ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。 

❹
❺ 

妻
を
招
く
、
符
牒
を
附
け
る
：
異
人
が
主
人
公
の
妻
を
招
い
た
の
は
、
主
人
公
が
異
人
の
師
匠
の
家
に
行
く
こ
と
が
實
際
に
發
生
し
た
こ
と
を
證
明
す

る
た
め
で
あ
る
。
ゆ
え
に
主
人
公
の
妻
が
歸
る
時
、
異
人
は
彼
女
の
帶
に
林
檎
を
付
け
た
。
主
人
公
は
家
に
歸
っ
た
ら
林
檎
を
發
見
し
、
異
人
が
た
し
か
に
仙

人
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
林
檎
を
符
牒
と
し
て
、
主
人
公
だ
け
で
は
な
く
、
讀
者
（
聽
者
）
へ
も
仙
人
が
本
當
に
存
在
す
る
こ
と
を
表
す
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
：
こ
の
物
語
の
最
後
の
一
句
「
方
知
張
已
得
仙
矣
（
方
め
て
張
已
に
仙
を
得
る
を
知
る
）」
に
、
作
者
の
目
的
が
明
ら
か
に
現
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
一
般
民
衆
に
、
道
を
學
べ
ば
仙
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
仙
人
は
時
世
の
影
響
を
受
け
ず
、
良
い
生
活
が
で
き
る
こ
と
を
敎
え
る
の
で
あ
る
。 
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３
、
作
者
の
意
圖 

 

『
廣
異
記
』
の
思
想
傾
向
に
つ
い
て
、
程
毅
中
氏
は
「
比
較
的
濃
い
佛
敎
色
が
あ
る
五
四

」
と
述
べ
て
い
る
。
實
は
佛
敎
だ
け
で
は
な
く
、
道
敎
も
含
め
て
宗

敎
性
が
強
い
。
「
張
李
二
公
」
は
道
敎
の
話
で
あ
る
が
、
物
語
か
ら
や
は
り
宗
敎
の
雰
圍
氣
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

「
張
李
二
公
」
の
創
作
意
圖
は
、
六
朝
の
志
怪
小
說
の
目
的
、
す
な
わ
ち
神
鬼
の
實
在
を
證
明
す
る
こ
と
と
變
わ
り
が
な
い
。
ゆ
え
に
程
毅
中
氏
は
『
廣
異

記
』
を
「
志
怪
か
ら
傳
奇
へ
移
行
す
る
途
中
の
作
品
五
五

」
と
す
る
。 

 
 

 
 

三
、「
裴
諶
」 

 

「
裴
諶
」
の
字
數
は
「
張
李
二
公
」
の
三
倍
ほ
ど
に
一
氣
に
增
え
て
い
る
。
以
下
は
「
裴
諶
」
を
「
張
李
二
公
」
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

１
、
プ
ロ
ッ
ト
の
改
變
の
狀
況 

 

違
い
が
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
主
人
公
の
共
學
者
に
、
異
人
以
外
に
、
も
う
一
人
が
加
え
ら
れ
る
。 

❷ 

再
會
す
る
：
「
裴
諶
」
の
作
者
は
、
二
人
の
再
會
を
主
人
公
が
出
世
し
て
、
赴
任
途
中
の
時
點
に
置
い
た
。
ま
た
、
異
人
は
主
人
の
家
で
は
な
く
、
自
分

の
家
に
主
人
公
を
誘
っ
た
。 

❺ 

符
牒
を
附
け
る
：
主
人
公
が
符
牒
を
發
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
主
人
公
の
妻
が
主
人
公
を
叱
り
な
が
ら
、
符
牒
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。 

❻ 

寶
を
も
ら
う
：
「
裴
諶
」
で
は
削
除
し
た
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
：
妻
に
叱
ら
れ
る
時
の
言
い
譯
と
し
て
現
れ
た
が
、
プ
ロ
ッ
ト
全
體
は
妻
に
叱
ら
れ
る
こ
と
に
變
化
し
た
。 

 

そ
し
て
、
改
變
さ
れ
て
い
な
い
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
具
體
的
な
描
寫
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
プ
ロ
ッ
ト
の
枠
組
み
と
役
割
は
同

じ
で
あ
る
。 

❸ 

招
待
す
る
：
た
だ
し
、
「
裴
諶
」
は
環
境
や
外
見
、
服
裝
に
對
す
る
詳
し
い
描
寫
に
よ
っ
て
字
數
を
增
や
し
て
い
る
。
以
下
に
は
主
人
公
が
異
人
の
家
に

入
る
と
こ
ろ
か
ら
、
異
人
と
會
う
ま
で
の
部
分
の
描
寫
を
例
に
擧
げ
る
。 
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「
張
李
二
公
」
：
門
庭
宏
壯
、
儐
從
璀
璨
、
狀
若
貴
人
。（
門
庭
宏
壯
、
儐
從
璀
璨
と
し
て
、
狀
は
貴
人
の
若
し
。） 

「
裴
諶
」
：
人
引
以
入
。
初
尚
荒
涼
、
移
步
愈
佳
。
行
數
百
步
、
方
及
大
門
。
樓
閣
重
複
、
花
木
鮮
秀
、
似
非
人
境
。
煙
翠
葱
籠
、
景
色
姸
媚
、
不
可
形

狀
。
香
風
颯
來
、
神
淸
氣
爽
、
飄
飄
然
有
凌
雲
之
意
、
不
復
以
使
車
為
重
。
視
其
身
若
腐
鼠
、
視
其
徒
若
螻
蟻
。
旣
而
稍
聞
劒
佩
之
聲
。
二
靑
衣
出
曰
、

「
裴
郞
來
。
」
俄
有
一
人
、
衣
冠
偉
然
、
儀
貌
奇
麗
。
敬
伯
前
拜
、
視
之
乃
諶
也
。（
人
引
き
て
以
て
入
る
。
初
め
尚
お
荒
涼
な
れ
ど
も
、
步
を
移
し
て
愈
々

佳
し
。
行
く
こ
と
數
百
步
、
方
め
て
大
門
に
及
ぶ
。
樓
閣
重
複
し
、
花
木
鮮
秀
、
人
境
に
非
ざ
る
に
似
た
り
。
煙
翠
葱
籠
と
し
、
景
色
姸
媚
に
し
て
、
形

狀
す
べ
か
ら
ず
。
香
風
颯
と
し
て
來
た
り
、
神
は
淸
ら
か
氣
は
爽
や
か
、
飄
飄
然
と
し
て
凌
雲
の
意
有
り
、
復
た
使
車
を
以
て
重
し
と
為
さ
ず
。
其
の
身

を
視
る
に
腐
鼠
の
若
く
、
其
の
徒
を
視
る
に
螻
蟻
の
若
し
。
旣
に
し
て
稍
々
劒
佩
の
聲
を
聞
く
。
二
靑
衣
出
で
て
曰
く
、「
裴
郞
來
た
れ
り
」
と
。
俄
か

に
一
人
有
り
、
衣
冠
偉
然
と
し
、
儀
貌
奇
麗
な
り
。
敬
伯
前す

す

み
拜
し
、
之
を
視
れ
ば
乃
ち
諶
な
り
。） 

兩
者
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。「
裴
諶
」
の
こ
の
描
寫
に
は
、
賦
や
駢
文
の
影
響
が
見
え
る
五
六

。 

❹ 

妻
を
招
く
。 

❼ 

再
び
訪
ね
る
。 

 
 

 
 

２
、
プ
ロ
ッ
ト
改
變
の
理
由 

 

（
１
）
ロ
ジ
ッ
ク
や
物
語
性
に
よ
る
調
整 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
「
裴
諶
」
の
作
者
が
共
學
者
を
一
人
增
や
し
た
理
由
は
、
そ
の
人
の
死
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
道
を
學
ぶ
意
欲
を
な
く
す
た
め
で
あ
る
。
こ

の
理
由
は
、「
張
李
二
公
」
の
主
人
公
の
皇
室
の
身
分
に
よ
っ
て
官
員
に
な
り
た
い
と
い
う
理
由
よ
り
、
說
得
力
が
強
い
。『
神
仙
傳
』
の
「
魏
伯
陽
」（『
太
平

廣
記
』
卷
二
）
の
主
人
公
は
、
弟
子
に
對
し
て
試
練
を
與
え
る
た
め
に
、
仙
藥
を
飮
ん
で
亡
く
な
っ
た
。
弟
子
は
こ
れ
を
見
て
仙
藥
を
飮
む
こ
と
を
諦
め
た
。

「
裴
諶
」
の
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
「
魏
伯
陽
」
の
よ
う
な
話
を
參
考
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
內
山
知
也
氏
は
「
說
話
の
作
者
が
複
數
の
古
い
說
話
に
よ
っ
て

新
し
い
物
語
を
作
っ
た
り
、
改
削
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
も
併
せ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
五
七

」
と
述
べ
て
い
る
。「
裴
諶
」
の
こ
こ
の
プ
ロ
ッ
ト

の
ア
レ
ン
ジ
は
お
そ
ら
く
內
山
知
也
氏
が
述
べ
た
よ
う
な
狀
況
で
あ
ろ
う
。 

❷ 

再
會
す
る
：
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
で
は
、
「
裴
諶
」
の
作
者
は
主
人
公
と
異
人
と
の
對
話
を
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
こ
の
對
話
を
通
し
て
、
出
世
し
た
主
人
公

の
尊
大
な
態
度
が
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
裴
諶
」
の
作
者
は
「
張
李
二
公
」
に
見
え
る
主
人
公
が
安
史
の
亂
に
遭
う
と
い
う
話
を
削
除
し
た
。
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そ
う
す
る
こ
と
で
山
か
ら
下
り
て
か
ら
ず
っ
と
順
調
な
人
生
を
過
ご
す
主
人
公
が
、
讀
書
時
代
と
同
じ
よ
う
に
貧
乏
な
樣
子
を
し
て
い
る
異
人
に
對
し
て
憐
れ

み
の
氣
持
ち
を
流
露
す
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
自
然
に
な
る
。
ま
た
、
主
人
の
家
よ
り
、
異
人
自
身
の
家
が
豪
華
で
あ
る
と
い
う
點
も
、
主
人
公
に
與
え
る
驚
き

が
大
き
い
。
こ
の
ア
レ
ン
ジ
も
物
語
性
に
よ
る
調
整
で
あ
る
。 

 

（
２
）
作
者
の
意
圖
に
よ
る
調
整 

❺ 

符
牒
を
附
け
る
：
「
裴
諶
」
の
作
者
は
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
簡
單
に
書
き
、
後
の
符
牒
の
發
見
の
こ
と
を
、
妻
の
叱
責
の
中
に
入
れ
込
ん
だ
。
こ
の
調
整
に

よ
り
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
役
割
が
變
わ
っ
た
。
「
張
李
二
公
」
で
は
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
役
割
は
主
人
公
に
本
當
に
異
界
に
入
っ
た
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
「
裴
諶
」
で
は
さ
ら
に
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
通
し
て
、
妻
の
叱
責
に
合
理
性
を
つ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
妻
は
夢
を
見
た
の
で
は
な
く
、
本
當
に

異
人
に
妓
女
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
符
牒
は
こ
の
こ
と
を
證
明
す
る
證
據
で
あ
る
。 

❻ 

寶
を
も
ら
う
：
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
削
除
さ
れ
、
別
の
プ
ロ
ッ
ト
に
變
え
ら
れ
た
。
ゆ
え
に
、「
裴
諶
」
の
こ
こ
で
の
內
容
は
か
え
っ
て
「
張
李
二
公
」
よ

り
簡
單
に
な
っ
て
い
る
。
寶
を
も
ら
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
異
人
の
貧
乏
に
同
情
す
る
主
人
公
に
恥
を
か
か
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
は
、
妻

の
叱
責
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
完
遂
し
た
。
な
ぜ
こ
れ
が
削
除
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
寶
を
も
ら
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
こ
の
役
割
の
他
に
、「
奇
」
の
要
素

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
奇
は
、
作
者
の
意
圖
を
隱
す
恐
れ
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
奇
妙
な
プ
ロ
ッ
ト
を
異
人
の
直
接
の
訓
戒
に
變
え
た
。
❺
と
❻
の

調
整
を
通
し
て
、
奇
の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
消
さ
れ
、
作
者
の
意
圖
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
（
妻
に
叱
ら
れ
る
）
：
妻
を
招
い
て
箏
を
彈
く
こ
と
を
保
留
し
た
の
は
、
主
人
公
へ
懲
戒
す
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
妻
を
招
く
プ
ロ

ッ
ト
は
、
物
語
の
最
後
の
部
分
の
妻
に
叱
ら
れ
る
こ
と
を
引
き
出
し
た
。
こ
の
妻
の
叱
責
は
、
主
人
公
が
異
人
が
す
で
に
仙
人
に
な
っ
た
の
を
知
っ
た
こ
と
を

讀
者
に
傳
え
る
ほ
か
、
ま
た
主
人
公
へ
の
懲
戒
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

３
、
作
者
の
意
圖 

 

お
も
し
ろ
い
の
は
、「
裴
諶
」
の
最
後
に
作
者
の
評
論
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

吁
、
神
仙
之
變
化
、
誠
如
此
乎
。
將
幻
者
鬻
術
以
致
惑
乎
。
固
非
常
智
之
所
及
。
且
夫
雀
為
蛤
、
雉
為
蜃
、
人
為
虎
、
腐
草
為
螢
、
蜣
蜋
為
蟬
、
鯤
為
鵬
。

萬
物
之
變
化
、
書
傳
之
記
者
、
不
可
以
智
達
。
況
耳
目
之
外
乎
。（
あ
あ
、
神
仙
の
變
化
、
誠
に
此
の
如
き
か
。
幻
者
を
將
て
術
を
鬻
ぎ
て
以
て
惑
を
致

す
か
。
固
よ
り
常
智
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
且
つ
夫
れ
雀 

蛤
と
為
り
、
雉 

蜃
と
為
り
、
人 

虎
と
為
り
、
腐
草 

螢
と
為
り
、
蜣
蜋 

蟬
と
為
り
、
鯤 

鵬
と
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為
る
。
萬
物
の
變
化
は
、
書
傳
の
記
す
者
す
ら
、
智
を
以
て
達
す
る
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
耳
目
の
外
を
や
。） 

 
作
者
は
神
仙
の
變
化
の
多
樣
と
幻
術
を
も
っ
て
人
を
か
ら
か
う
こ
と
を
嘆
く
。
し
か
し
全
文
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
宗
敎
的
な
訓
戒
の
意
味
が
強
い
。「
裴

諶
」
の
作
者
は
、
妻
を
招
く
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
主
人
公
に
恥
を
か
か
せ
る
意
圖
を
強
め
た
。
そ
し
て
、
妻
の
「
夫
上
以
承
先
祖
、
下
以
繼
後
事
、
豈
苟
而
已

哉
。
奈
何
以
妖
術
致
之
萬
里
、
而
娛
人
之
視
聽
乎
。
（
夫
れ
上
は
以
て
先
祖
を
承
け
、
下
は
以
て
後
事
を
繼
ぎ
、
豈
に

苟
か
り
そ
め

な
る
の
み
な
ら
ん
や
。
奈
何
ぞ
妖

術
を
以
て
之
を
萬
里
に
致
し
て
、
人
の
視
聽
を
娛
し
ま
し
め
ん
か
。）」
と
い
う
誤
解
に
よ
る
怒
り
（
妻
は
主
人
公
が
妖
術
を
使
っ
て
自
分
を
宴
席
に
招
い
た
と

誤
解
し
た
）
を
通
し
て
、
主
人
公
に
恥
を
か
か
せ
、
異
人
の
「
一
以
醒
之
（
一
以
て
之
を
醒
ま
す
）」
と
い
う
目
的
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。
王
夢
鷗
氏
は

『
續
玄
怪
錄
』
に
つ
い
て
「
そ
れ
ら
の
怪
異
を
擧
げ
る
の
は
、
た
だ
深
く
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
世
間
の
人
に
多
く
陰
德
を
修

行
す
る
こ
と
を
勸
め
る
五
八

」
と
指
摘
し
た
。
程
小
銘
氏
も
「
宗
敎
迷
信
の
意
識
に
對
し
て
強
調
と
肯
定
を
表
す
五
九

」
と
、
同
主
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
裴

諶
」
は
ま
さ
に
そ
の
代
表
で
あ
る
。 

 

た
し
か
に
「
裴
諶
」
は
說
敎
性
の
強
い
物
語
で
あ
る
が
、
大
量
の
細
部
描
寫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
會
で
話
せ
る
物
語
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
細
部

描
寫
は
、
そ
の
際
に
話
を
し
た
人
が
加
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
賦
や
駢
文
の
よ
う
な
書
き
言
葉
が
物
語
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
記
錄
者
、
す
な
わ
ち

李
復
言
が
潤
色
し
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

四
、「
盧
李
二
生
」 

 

「
盧
李
二
生
」
の
字
數
は
「
裴
諶
」
と
比
べ
る
と
は
る
か
に
少
な
く
、「
張
李
二
公
」
の
字
數
と
近
い
。
そ
し
て
「
盧
李
二
生
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
裴
諶
」

と
似
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
張
李
二
公
」
に
近
い
。
そ
の
た
め
、「
盧
李
二
生
」
は
お
そ
ら
く
、「
裴
諶
」
の
影
響
を
受
け
ず
、「
張
李
二
公
」
に
基

づ
い
て
改
作
し
て
で
き
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
分
析
は
、「
張
李
二
公
」
と
の
比
較
に
基
づ
く
。 

 
 

 
 

１
、
プ
ロ
ッ
ト
の
改
變
の
狀
況 

 

違
い
が
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
共
學
者
數
は
「
張
李
二
公
」
と
同
じ
二
人
で
あ
る
が
、
主
人
公
が
山
か
ら
下
り
る
理
由
が
變
わ
っ
た
。 

❷ 

再
會
す
る
：
主
人
公
の
山
か
ら
下
り
た
後
の
生
活
の
不
順
は
、
安
史
の
亂
に
遭
う
こ
と
で
は
な
く
、
公
金
が
使
い
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 
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❹
❺ 

樂
器
に
符
牒
が
あ
る
、
妓
女
と
結
婚
す
る
：
「
張
李
二
公
」
の
符
牒
を
附
け
る
、
寶
を
も
ら
う
と
い
う
二
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
大
き
く
變
え
、
招
い
て
き

た
妓
女
の
樂
器
に
文
字
が
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
と
異
人
が
主
人
公
を
妓
女
と
結
婚
さ
せ
る
プ
ロ
ッ
ト
に
變
化
さ
せ
た
。 

❼ 
再
び
訪
ね
る
：
文
中
の
位
置
を
變
え
た
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
：
「
盧
李
二
生
」
で
は
削
除
し
た
。 

 

そ
し
て
共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

❸ 

招
待
す
る
：
た
だ
し
、
描
寫
は
「
張
李
二
公
」
よ
り
詳
し
い
。 

❻ 

寶
を
も
ら
う
：
た
だ
し
、
寶
の
內
容
（
杖
）
、
交
換
の
場
所
（
ペ
ル
シ
ア
店
）、
も
ら
っ
た
金
錢
（
二
萬
貫
）
な
ど
は
變
え
ら
れ
た
。 

 
 

 
 

２
、
プ
ロ
ッ
ト
改
變
の
理
由 

 

（
１
）
ロ
ジ
ッ
ク
や
物
語
性
に
よ
る
調
整 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
「
盧
李
二
生
」
の
作
者
は
、
主
人
公
が
山
か
ら
下
り
る
理
由
を
、
山
中
の
生
活
の
辛
さ
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
い
う
點
に
變
え
た
。
こ
の
理
由

は
、
「
張
李
二
公
」
の
官
員
に
な
ろ
う
と
す
る
と
い
う
理
由
よ
り
一
般
的
で
あ
り
、
ま
た
、
兩
小
說
の
主
人
公
は
す
べ
て
李
姓
で
あ
る
が
、
身
分
は
皇
室
の
親

戚
か
ら
一
般
人
に
な
る
こ
と
か
ら
、
盛
唐
か
ら
晩
唐
に
至
る
間
の
門
第
觀
念
の
衰
退
を
反
映
し
て
い
る
六
〇

。 

❷ 

再
會
す
る
：
「
盧
李
二
生
」
の
作
者
は
、
山
か
ら
下
り
た
主
人
公
の
不
遇
を
表
す
具
體
的
な
事
例
を
、
主
人
公
が
ミ
カ
ン
の
畑
を
管
理
す
る
時
に
公
金
が

使
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
變
え
た
。
こ
の
改
變
は
異
人
が
主
人
公
に
金
錢
を
與
え
る
と
い
う
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
、
理
由
を
付
與
す
る
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
再

會
の
時
、
借
金
を
負
っ
て
い
る
主
人
公
に
貧
乏
と
笑
わ
れ
た
異
人
が
怒
っ
た
こ
と
も
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
異
人
が
主
人
公
を
自
分
の
宅

に
誘
う
と
い
う
話
の
流
れ
が
、
非
常
に
自
然
な
も
の
と
な
っ
た
。 

❼ 

再
び
訪
ね
る
：「
張
李
二
公
」
と
異
な
り
、「
盧
李
二
生
」
で
は
、
主
人
公
が
再
び
異
人
の
宅
を
訪
ね
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、
物
語
の
最
後
に
置
か
れ
た
。
そ
し

て
、
「
張
李
二
公
」
の
最
後
に
あ
る
異
人
が
す
で
に
仙
人
に
な
っ
た
こ
と
を
主
人
公
が
意
識
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
削
除
し
た
。
他
の
物
語
と
違
い
、「
盧
李
二
生
」

の
作
者
は
、
異
人
の
宅
に
再
び
訪
ね
る
理
由
を
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
主
人
公
が
妻
の
夢
の
話
を
聞
い
て
、
驚
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
盧
李
二

生
」
の
主
人
公
は
、
寶
を
金
に
換
え
た
後
、
す
で
に
異
人
が
神
仙
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
た
。
す
ぐ
に
確
認
に
行
か
な
か
っ
た
理
由
は
、
妻
が
招
か
れ
る
こ
と
が

な
く
、
赴
任
で
も
な
い
の
で
、
急
ぐ
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。 
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（
２
）
作
者
の
意
圖
に
よ
る
調
整 

❹ 

樂
器
に
符
牒
が
あ
る
：「
張
李
二
公
」
の
符
牒
を
附
け
る
プ
ロ
ッ
ト
は
眞
實
性
の
證
明
と
い
う
役
割
が
あ
る
。「
盧
李
二
生
」
の
作
者
は
こ
の
役
割
を
果
た

す
た
め
、
妻
の
帶
に
果
物
を
結
ぶ
プ
ロ
ッ
ト
を
、
妓
女
の
樂
器
の
箜
篌
に
「
天
際
識
歸
舟
、
雲
間
辨
江
樹
（
天
際 

歸
舟
を
識
り
、
雲
間 

江
樹
を
辨
ず
）」

と
い
う
詩
句
が
あ
り
、
主
人
公
が
そ
れ
を
覺
え
、
後
に
結
婚
相
手
の
箜
篌
に
同
じ
詩
句
を
見
つ
け
る
と
い
う
內
容
に
變
え
た
。
そ
の
後
の
符
牒
の
發
見
と
妻
の

夢
の
語
り
の
內
容
は
「
張
李
二
公
」
と
同
じ
で
あ
る
。 

❺ 

妓
女
と
結
婚
す
る
：
こ
れ
は
「
張
李
二
公
」
か
ら
最
も
大
き
く
變
化
し
た
部
分
で
あ
る
。「
張
李
二
公
」
の
異
人
が
主
人
公
の
妻
を
招
い
て
樂
器
を
彈
か

せ
、
林
檎
を
帶
に
結
ん
で
歸
ら
せ
る
プ
ロ
ッ
ト
に
は
、
主
人
公
へ
の
懲
戒
と
「
奇
」
を
表
す
と
い
う
二
つ
の
役
割
が
あ
る
。「
裴
諶
」
は
妻
を
招
く
こ
と
を
殘

し
、
懲
戒
の
役
割
を
強
化
し
た
。
一
方
、「
盧
李
二
生
」
は
樂
器
を
彈
く
人
を
妓
女
に
變
え
、
ま
た
異
人
が
妓
女
と
主
人
公
と
の
婚
姻
を
促
す
こ
と
を
加
え
た
。

こ
の
調
整
に
よ
っ
て
、
懲
戒
の
意
味
を
ま
っ
た
く
な
く
し
、
美
人
と
の
結
婚
と
い
う
奇
事
へ
變
化
さ
せ
、
す
な
わ
ち
、「
盧
李
二
生
」
は
「
裴
諶
」
の
正
反
對

で
、
訓
戒
の
意
味
を
弱
め
、
奇
の
要
素
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、「
天
臺
二
女
」（『
太
平
廣
記
』
卷
六
一
）
の
よ
う
な
仙
女
と
の
結
婚
譚

と
、「
定
婚
店
」（
『
太
平
廣
記
』
卷
一
五
九
）
の
よ
う
な
結
婚
相
手
が
す
で
に
運
命
に
決
め
ら
れ
て
い
た
話
と
を
、
交
ぜ
て
作
っ
た
婚
姻
譚
と
解
釋
で
き
よ
う
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
：
異
人
が
す
で
に
仙
人
に
な
っ
た
こ
と
を
言
う
プ
ロ
ッ
ト
が
消
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
『
逸
史
』
の
「
補
史
」
と
い
う
理
念
と
關
係
が

あ
る
。
史
と
い
う
概
念
の
要
求
に
よ
り
、
事
實
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
異
人
が
自
分
は
仙
人
と
言
っ
て
は
い
な
い
以
上
、
異
人
が
仙
人
で
あ
る
こ
と
は

確
認
で
き
な
い
。
異
人
の
住
居
が
荒
草
に
な
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
異
人
が
仙
人
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
導
く
こ
と
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
作
者
は
、
た
だ
主
人

公
の
疑
い
（
『
太
平
廣
記
』
で
は
こ
れ
を
記
す
文
も
消
え
た
）
だ
け
を
書
い
た
。
こ
の
調
整
か
ら
見
る
と
、「
盧
李
二
生
」
の
意
圖
は
、
お
そ
ら
く
「
張
李
二
公
」

の
仙
人
が
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
證
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
「
驚
き
」
を
述
べ
る
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

３
、
作
者
の
意
圖 

 

『
說
郛
』
に
は
、
「
盧
子
旣
作
史
錄
畢
、
乃
集
聞
見
之
異
者
、
目
為
逸
史
焉
。
其
間
神
化
交
化
、
幽
冥
感
通
、
前
定
升
沉
、
先
見
禍
福
、
皆
摭
其
實
、
補
其

缺
而
已
。
凡
紀
四
十
五
條
、
皆
我
唐
之
事
。
時
大
中
元
年
八
月
（
盧
子
は
旣
に
史
錄
を
作
り
畢
わ
り
、
乃
ち
聞
見
の
異
な
る
者
を
集
め
、
目
し
て
逸
史
と
為
す
。

其
の
間
の
神
化
交
化
、
幽
冥
感
通
、
前
定
升
沉
、
先
見
禍
福
、
皆
な
其
の
實
を
摭
い
、
其
の
缺
を
補
う
の
み
。
凡
そ
四
十
五
條
を
紀
し
、
皆
な
我
が
唐
の
事
な

り
。
時
は
大
中
元
年
八
月
な
り
）
六
一

」
と
い
う
『
逸
史
』
の
序
が
錄
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
盧
肇
の
『
逸
史
』
撰
述
は
、「
補
史
」
の
觀
念
か
ら
は
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逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
盧
肇
は
作
者
で
は
な
く
、
記
錄
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
逸
史
』
の
物
語
は
だ
い
た
い
が
冤
魂
復
讐
、
運
命
前
定
、
神

仙
な
ど
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
り
六
二

、 

主
題
か
ら
見
れ
ば
訓
戒
の
意
味
を
多
少
は
持
つ
が
、「
史
を
補
う
」
と
い
う
要
求
に
從
え
ば
、
事
件
そ
の
も
の
を
重
視

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
訓
戒
は
事
件
の
敍
述
に
隱
さ
れ
る
。「
盧
李
二
生
」
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
訓
戒
の
意
味
の
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、
主
人

公
が
道
を
學
ぶ
こ
と
を
諦
め
た
後
も
出
世
で
き
ず
、
借
金
を
す
る
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
あ
る
。「
盧
李
二
生
」
の
作
者
は
、
お
そ
ら
く
奇
を
好
む
人
物
で
あ
っ
た

た
め
、
こ
の
物
語
を
奇
の
方
向
へ
改
作
し
た
。
こ
の
物
語
は
物
語
性
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
集
會
で
語
る
話
に
相
應
し
い
物
語
で
あ
る
。
盧
肇
は
史
を
書
く
規

則
を
遵
守
し
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
忠
實
に
記
錄
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

五
、「
薛
肇
」 

 

「
薛
肇
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
盧
李
二
生
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
特
に
、
符
牒
と
し
て
の
箜
篌
に
あ
る
詩
句
は
「
盧
李
二
生
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。「
盧

李
二
生
」
の
こ
の
詩
句
は
お
そ
ら
く
謝
朓
の
「
之
宣
城
出
新
林
浦
向
版
橋
（
宣
城
に
之
き
新
林
浦
よ
り
出
で
版
橋
に
向
か
う
）」
の
「
天
際
識
歸
舟
、
雲
中
辨

江
樹
（
天
際 

歸
舟
を
識
り
、
雲
中 
江
樹
を
辨
ず
）」（『
文
選
』
卷
二
七
）
と
い
う
句
を
用
い
て
い
る
が
、
た
だ
「
中
」
を
「
間
」
に
變
え
て
い
る
。「
薛
肇
」

は
こ
の
變
化
を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
薛
肇
」
は
「
盧
李
二
生
」
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
た
だ
し
、
細

か
い
と
こ
ろ
で
は
「
裴
諶
」
の
影
響
が
見
え
る
。
以
下
の
分
析
は
、「
盧
李
二
生
」
と
比
べ
な
が
ら
行
う
。 

 
 

 
 

１
、
プ
ロ
ッ
ト
の
改
變
の
狀
況 

 

違
い
が
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
共
學
者
が
四
人
に
增
え
る
。
こ
れ
は
「
裴
諶
」
を
參
考
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
四
人
は
共
に
學
ぶ
と
い
う
よ
り
、
た
だ

同
じ
場
所
で
自
習
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
主
人
公
が
山
を
下
り
た
の
は
、
勤
勉
に
よ
っ
て
及
第
で
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
、
異
人
は
神
仙
の
道

を
得
た
。
さ
ら
に
、
作
者
は
異
人
の
得
道
を
證
明
す
る
た
め
に
、
異
人
が
丹
藥
を
も
っ
て
人
を
救
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
を
加
え
た
。 

❷ 

再
會
す
る
：
主
人
公
が
山
か
ら
下
り
て
か
ら
の
生
活
が
順
調
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
盧
李
二
生
」
と
正
反
對
で
、「
裴
諶
」
と
似
て
い
る
。 

❸ 

招
待
す
る
：
主
人
公
が
異
人
の
宅
に
入
る
時
の
描
寫
も
、「
裴
諶
」
と
同
じ
く
、
最
初
の
荒
涼
か
ら
內
部
の
綺
麗
な
樣
子
に
變
わ
る
と
い
う
對
比
を
見
せ

た
。 
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❺ 

妓
女
と
結
婚
す
る
：
今
す
ぐ
結
婚
で
き
ず
、
後
に
妓
女
を
與
え
る
と
い
う
說
明
を
加
え
た
。 

❻ 

寶
を
も
ら
う
：
直
接
に
金
錢
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
變
え
た
。 

❼ 
再
び
訪
ね
る
：
「
薛
肇
」
で
は
削
除
し
た
。 

 

違
い
が
な
い
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

❹ 

樂
器
に
符
牒
が
あ
る
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
。 

 
 

 
 

２
、
プ
ロ
ッ
ト
改
變
の
理
由 

 

（
１
）
ロ
ジ
ッ
ク
や
物
語
性
に
よ
る
調
整 

❺ 

妓
女
と
結
婚
す
る
：
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
「
盧
李
二
生
」
と
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
薛
肇
」
の
主
人
公
は
「
盧
李
二
生
」
の
主
人
公
と
違
い
、

生
活
の
不
順
に
遭
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
盧
李
二
生
」
の
よ
う
に
、
異
人
が
主
人
公
に
妓
女
を
與
え
る
時
、「
某
安
敢
（
某
安
く
ん
ぞ
敢
て
せ
ん
）」

と
い
う
畏
縮
す
る
よ
う
な
答
え
は
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
異
人
は
「
他
日
與
君
（
他
日
君
に
與
う
）」
と
い
う
說
明
を
し
た
。
こ
の
說
明
は
、
主
人
公
が
歸

っ
た
後
に
結
婚
し
、
そ
の
結
婚
相
手
の
箜
篌
に
詩
句
を
發
見
し
た
內
容
と
符
合
す
る
。 

❼ 

再
び
訪
ね
る
：
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
他
の
プ
ロ
ッ
ト
と
の
關
連
性
は
あ
ま
り
強
く
な
い
が
、
通
常
、
符
牒
を
附
け
る
こ
と
と
符
牒
の
發
見
の
中
に
插
入
さ

れ
て
い
る
た
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
連
續
性
を
破
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
主
人
公
に
異
人
が
す
で
に
仙
人
に
な
っ
た
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
役
割

が
あ
る
が
、
宴
會
の
妓
女
と
結
婚
し
、
妻
が
夢
を
語
る
な
ど
主
要
な
プ
ロ
ッ
ト
も
こ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
必
要
性
の
低
い
プ
ロ
ッ
ト
で
あ

る
。 

 

（
２
）
作
者
の
意
圖
に
よ
る
調
整 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
加
え
ら
れ
た
異
人
の
得
道
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
仙
人
の
「
異
」
を
表
す
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
救
わ
れ
た
人
が
病
氣
を
治
さ
れ
た
だ
け
で
は
な

く
、
仙
人
に
も
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
丹
藥
の
力
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
作
者
は
仙
人
の
能
力
を
強
調
し
た
い
た
め
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
加
え
た
。
こ
の

プ
ロ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
や
は
り
「
丹
藥
に
よ
っ
て
仙
人
に
な
る
六
三

」
と
い
う
通
常
見
ら
れ
る
志
怪
小
說
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
參
考
に
し
た
と
思
う
。 

 

し
か
し
、
こ
こ
で
讀
者
に
異
人
が
す
で
に
道
を
得
た
こ
と
を
吿
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
主
人
公
の
視
角
か
ら
物
語
を
書
く
こ
と
は
中
斷
さ
れ
、
懸
念
も
先
に
解
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消
し
て
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
を
減
じ
て
し
ま
っ
た
。 

❷
❸ 

再
會
す
る
、
招
待
す
る
：
こ
の
部
分
で
「
裴
諶
」
を
參
考
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
裴
諶
」
の
よ
う
に
訓
戒
を
表
す
た
め
か
も
し
れ
な
い
。 

❻ 
寶
を
も
ら
う
：
こ
の
物
語
は
薛
肇
と
い
う
道
敎
の
神
仙
を
紹
介
す
る
た
め
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
金
錢
に
換
え
な
い
と
い
け
な
い
寶
と
比
べ
、
直
接

金
錢
を
與
え
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
神
仙
の
恩
惠
を
表
せ
る
。
ゆ
え
に
、
作
者
は
「
奇
」
の
濃
い
プ
ロ
ッ
ト
を
放
棄
し
た
。 

 
 

 
 

３
、
作
者
の
意
圖 

 

『
仙
傳
拾
遺
』
の
作
者
杜
光
庭
は
道
士
で
あ
る
。
本
書
の
撰
述
の
目
的
は
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
道
敎
の
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
『
神
仙
傳
』
の
補
充
で
あ
る

六
四

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
は
文
學
の
書
と
い
う
よ
り
、
宗
敎
の
書
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
加
え
ら
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
も
、
仙
人
の
能
力
を
表

す
も
の
で
あ
る
。
杜
光
庭
が
「
薛
肇
」
を
『
仙
傳
拾
遺
』
に
入
れ
た
理
由
は
、
仙
界
と
仙
人
の
實
在
を
證
明
す
る
た
め
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
は
、
登

場
人
物
の
名
前
が
變
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
虛
構
の
も
の
と
な
っ
た
。
虛
構
の
話
を
も
っ
て
仙
人
が
實
在
す
る
こ
と
を
證
明
す
る
の
は
一
見
矛
盾

す
る
が
、
も
し
そ
の
話
が
一
般
民
衆
に
信
じ
ら
れ
れ
ば
、
有
效
で
あ
る
。
ゆ
え
に
作
者
が
こ
の
物
語
を
書
き
加
え
る
理
由
は
十
分
あ
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

六
、「
司
命
君
」 

 

「
司
命
君
」
は
「
薛
肇
」
と
同
じ
く
、『
仙
傳
拾
遺
』
に
收
錄
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
太
平
廣
記
』
で
は
別
の
卷
に
收
錄
さ
れ
る
。
別
の
卷
に
收

錄
さ
れ
た
理
由
は
お
そ
ら
く
、
他
の
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
、
大
き
な
違
い
が
一
箇
所
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。『
仙
傳
拾
遺
』
は
「
ほ
と
ん
ど
は
古
い
本
よ
り

と
り
、
唐
の
こ
と
は
自
分
で
書
い
た
も
の
も
多
く
あ
る
六
五

」。
こ
の
二
つ
の
似
た
物
語
が
同
一
の
書
に
現
れ
て
い
る
の
で
、
杜
光
庭
は
お
そ
ら
く
こ
の
二
つ
の

物
語
の
作
者
で
は
な
い
。
し
か
し
加
筆
し
た
可
能
性
は
あ
る
六
六

。「
司
命
君
」
は
「
薛
肇
」
の
妓
女
と
結
婚
す
る
パ
タ
ー
ン
と
違
い
、「
裴
諶
」
の
妻
を
招
く
パ

タ
ー
ン
に
戾
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
司
命
君
」
と
「
薛
肇
」
が
と
も
に
『
仙
傳
拾
遺
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
理
由
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
分

析
は
、
「
裴
諶
」
と
比
べ
な
が
ら
行
う
。 

 
 

 
 

１
、
プ
ロ
ッ
ト
の
改
變
の
狀
況 

 

違
い
が
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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❶ 

共
に
學
ぶ
：
共
學
の
プ
ロ
ッ
ト
を
極
め
て
簡
單
に
紹
介
し
、
ま
た
、
主
人
公
の
別
離
の
プ
ロ
ッ
ト
を
削
除
し
た
。
そ
し
て
、「
薛
肇
」
と
同
じ
く
、
異
人

の
「
異
」
を
表
す
プ
ロ
ッ
ト
を
加
え
た
。
た
だ
し
「
司
命
君
」
で
は
、
母
の
妊
娠
の
異
を
用
い
た
。 

❹ 
妻
を
招
く
：
妻
を
異
界
に
招
く
理
由
は
、
妻
に
樂
器
を
彈
か
せ
る
、
す
な
わ
ち
主
人
公
に
恥
を
か
か
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
單
に
同
席
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
に
變
化
し
た
。
こ
の
調
整
に
よ
っ
て
、
妻
も
樂
器
の
演
奏
を
鑑
賞
す
る
人
に
な
っ
た
。 

❺ 

符
牒
を
附
け
る
：
主
要
な
內
容
を
削
除
し
、
單
に
妻
が
夢
を
語
る
こ
と
を
殘
し
た
。
た
だ
し
、「
裴
諶
」
で
は
、
妻
が
夢
を
語
る
プ
ロ
ッ
ト
も
な
い
た
め
、

お
そ
ら
く
「
司
命
君
」
は
直
接
「
裴
諶
」
を
參
考
に
し
た
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
全
體
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
他
の
プ
ロ
ッ
ト
の
相
似
性
か
ら

見
る
と
、
「
裴
諶
」
と
似
て
い
る
話
を
參
考
し
た
可
能
性
が
高
い
。 

❻ 

寶
を
も
ら
う
：
寶
を
金
錢
に
換
え
る
プ
ロ
ッ
ト
を
削
除
し
た
が
、
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
ま
た
他
の
寶
が
登
場
す
る
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
：
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
他
の
物
語
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
通
常
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
從
え
ば
、
主
人
公
は
異
人
が
す
で
に
仙

人
に
な
っ
た
こ
と
を
意
識
し
た
こ
と
で
物
語
が
終
わ
る
。
し
か
し
「
司
命
君
」
の
終
わ
り
は
、
主
人
公
が
も
う
一
度
異
人
の
誘
い
に
よ
っ
て
異
界
に
入
っ
て
宴

會
に
參
加
し
、
ま
た
寶
を
も
ら
っ
た
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。 

 

違
い
の
な
い
プ
ロ
ッ
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

❷ 

再
會
す
る
。 

❸ 

招
待
す
る
：
主
人
公
が
異
人
の
宅
に
入
る
時
の
描
寫
も
、「
裴
諶
」
と
同
じ
く
、
最
初
の
荒
涼
か
ら
內
部
の
綺
麗
な
樣
子
に
變
わ
る
と
い
う
對
比
を
描
い

た
。
た
だ
し
、「
司
命
君
」
の
異
人
の
宅
は
郊
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
町
中
に
あ
る
た
め
、
初
め
の
荒
涼
の
風
景
は
「
門
巷
低
小
（
門
巷
は
低
小
な
り
）」
と

い
う
貧
乏
な
家
の
情
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
は
三
つ
の
門
を
經
て
、「
屋
宇
甚
大
（
屋
宇
甚
だ
大
な
り
）」
と
い
う
光
景
を
見
た
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ

ッ
ト
の
役
割
を
變
え
な
か
っ
た
が
、
作
者
は
改
變
を
加
え
た
。
こ
の
多
く
の
門
を
經
る
描
寫
は
、
ま
た
「
崔
紹
」（『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
五
）
の
主
人
公
が
神

の
大
王
の
所
に
行
く
と
こ
ろ
に
も
見
え
、
神
の
家
の
豪
華
さ
を
描
寫
す
る
時
に
よ
く
使
わ
れ
る
描
寫
で
あ
る
。 

❼ 

再
び
訪
ね
る
。 

 
 

 
 

２
、
プ
ロ
ッ
ト
改
變
の
理
由 

 

（
１
）
ロ
ジ
ッ
ク
や
物
語
性
に
よ
る
調
整 
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❺
❻ 

符
牒
を
附
け
る
、
寶
を
も
ら
う
：
こ
れ
ら
の
プ
ロ
ッ
ト
を
簡
略
に
し
た
り
削
除
し
た
り
し
た
理
由
は
、
物
語
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
見
る
と
プ
ロ
ッ
ト
の
必

要
性
が
低
い
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
符
牒
を
附
け
る
こ
と
は
、
主
人
公
が
妻
の
と
こ
ろ
に
符
牒
を
發
見
し
、
妻
の
夢
の
話
を
引
き
出
し
、
本
當
に
異
界
に

入
っ
た
こ
と
を
主
人
公
に
意
識
さ
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、「
司
命
君
」
で
は
主
人
公
が
宴
會
の
時
す
で
に
異
を
感
じ
、
歸
っ
た
後
直
接
妻
に
夢
を

聞
い
た
の
で
、
符
牒
の
發
見
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
な
く
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
に
影
響
が
あ
ま
り
な
い
。
ま
た
、
主
人
公
の
妻
は
賓
客
と
し
て
招
か
れ
た
た
め
、
主

人
公
と
話
す
こ
と
が
で
き
る
（
し
か
し
實
際
は
主
人
公
と
妻
は
話
さ
な
か
っ
た
）
た
め
、
ひ
そ
か
に
挨
拶
す
る
た
め
に
果
物
を
渡
す
理
由
が
な
く
な
る
。 

 

（
２
）
作
者
の
意
圖
に
よ
る
調
整 

❶ 

共
に
學
ぶ
：
增
加
し
た
妊
娠
の
異
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
の
役
割
は
、「
薛
肇
」
と
同
じ
く
、
異
人
の
「
異
」
を
表
す
た
め
で
あ
る
。「
司
命
君
」
の
作
者
が
こ

の
プ
ロ
ッ
ト
を
插
入
し
た
理
由
は
、
仙
人
を
紹
介
す
る
た
め
、
一
つ
の
背
景
を
加
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

❹ 

妻
を
招
く
：
異
人
は
自
分
の
妻
と
一
緖
に
座
る
が
、
主
人
公
が
一
人
で
座
る
樣
子
を
見
て
、
主
人
公
の
妻
を
招
い
た
。
妻
を
招
く
理
由
が
變
わ
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
役
割
は
一
變
し
た
。
「
裴
諶
」
の
よ
う
に
懲
戒
の
意
味
が
な
く
な
っ
た
。
異
人
が
主
人
公
に
恥
を
か
か
せ
な
い
理
由
は
、
二
人

が
再
會
す
る
時
の
主
人
公
の
異
人
に
對
す
る
態
度
と
關
係
が
あ
る
。
作
者
は
再
會
す
る
プ
ロ
ッ
ト
で
、
主
人
公
の
出
世
や
貧
乏
な
ど
の
背
景
を
ま
っ
た
く
書
か

な
か
っ
た
た
め
、
主
人
公
の
異
人
に
對
す
る
憐
れ
み
に
は
、
自
慢
や
自
負
、
自
己
滿
足
な
ど
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、「
司
命
君
」

の
創
作
目
的
は
、
や
は
り
「
裴
諶
」
の
よ
う
に
人
々
に
說
敎
す
る
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
單
純
に
、「
薛
肇
」
と
同
じ
よ
う
に
、
司
命
君
と
い
う
仙
人
を
紹
介

す
る
た
め
だ
ろ
う
。 

❽ 

仙
人
だ
と
知
る
（
胡
人
識
寶
）
：
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
長
大
化
し
、
他
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
入
れ
た
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
、
ま
た
寶
が
現
れ
た
。
そ
し
て

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
重
要
な
役
割
が
あ
る
た
め
、
前
の
寶
に
關
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
寶
を
金
錢
に
換
え
る
內
容
を
省
略
し
た
。
今
回
の
寶
物
は
奇
妙
で
、「
一
器
、

如
玉
非
玉
、
不
言
其
名
。（
一
器
、
玉
の
如
く
に
し
て
玉
に
非
ず
、
其
の
名
を
言
わ
ず
。）」。
主
人
公
は
家
に
歸
っ
た
後
に
、
胡
人
が
訪
ね
て
來
る
。
こ
こ
か
ら

は
六
朝
と
唐
代
の
小
說
に
常
に
見
ら
れ
る
「
胡
人
識
寶
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。「
胡
人
識
寶
」
の
モ
チ
ー
フ
は
獨
自
で
物
語
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
物
語
に

補
助
の
存
在
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
六
七

。
通
常
の
「
胡
人
識
寶
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
中
國
人
が
意
外
に
も
寶
を
得
て
、
胡
人
が
そ
の
寶
を
見
て
そ
れ
に
つ
い

て
の
話
を
語
り
、
大
金
で
買
う
と
い
う
も
の
六
八

で
あ
る
。
し
か
し
「
司
命
君
」
の
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
通
常
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
少
し
違
い
が
あ
る
。「
司
命
君
」

の
胡
人
は
た
だ
寶
の
話
を
語
る
だ
け
で
、
大
金
で
買
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
「
司
命
君
」
の
中
で
も
、
他
の
物
語
で
の
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
と

同
じ
役
割
を
果
た
し
た
。
す
な
わ
ち
主
人
公
が
そ
の
前
に
行
っ
た
所
は
異
界
で
あ
り
、
會
っ
た
人
は
異
人
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
役
割
で
あ
る
。 



 

32 

 

 

ま
た
、
通
常
の
「
胡
人
識
寶
」
の
寶
は
ほ
と
ん
ど
胡
國
の
寶
で
あ
る
が
、「
司
命
君
」
で
は
そ
の
寶
は
天
帝
の
寶
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
設
定
し
た
か

と
い
え
ば
、
胡
人
が
寶
を
買
わ
な
い
こ
と
に
理
由
を
つ
け
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
よ
り
可
能
性
の
高
い
解
釋
は
、
や
は
り
『
仙
傳
拾
遺
』
が

道
敎
の
書
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 
 

３
、
作
者
の
意
圖 

 

お
そ
ら
く
「
司
命
君
」
は
「
薛
肇
」
と
同
じ
く
、
一
つ
の
神
仙
を
紹
介
す
る
た
め
に
、『
仙
傳
拾
遺
』
に
收
錄
さ
れ
た
。
杜
光
庭
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
仙

人
を
紹
介
し
た
か
っ
た
た
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
相
似
に
注
意
せ
ず
、
二
篇
の
物
語
を
同
じ
書
物
に
收
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

 
 

お
わ
り
に 

 

以
上
か
ら
見
る
と
、
五
つ
の
物
語
の
關
係
は
、
下
の
圖
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
圖
に
つ
い
て
、
少
し
說
明
し
た
い
。
ま
ず
矢
印
の
太
さ
は
、
影
響
の
可
能
性
の
大
小
を

表
す
。
た
と
え
ば
、
各
々
の
物
語
の
話
は
そ
の
物
語
に
影
響
を
與
え
た
こ
と
は
確
定
的
で
あ
る

が
、
「
裴
諶
」
の
話
が
「
薛
肇
」
の
話
に
影
響
を
與
え
た
可
能
性
は
比
較
的
低
い
。
た
だ
し
、
前

述
の
よ
う
に
、
物
語
は
直
接
別
の
話
へ
も
影
響
を
與
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
圖
で
は
表

示
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
二
つ
の
話
の
間
で
も
、
何
回
か
の
轉
述
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
表
示
も
省
略
し
た
。 

 

程
毅
中
氏
は
『
續
玄
怪
錄
』
に
つ
い
て
、「
彼
（
筆
者
註
：
作
者
）
は
旣
存
の
物
語
を
改
編
し
、

人
名
、
時
間
、
場
所
の
す
べ
て
に
改
造
を
加
え
、
藝
術
的
加
工
も
容
易
に
し
た
。
同
時
に
彼
は

ま
た
終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
物
語
の
出
所
と
編
纂
の
過
程
の
記
錄
を
加
え
、
眞
實
味
を
強
め
、
讀

者
に
眞
實
の
こ
と
だ
と
信
じ
さ
せ
た
六
九

」
と
述
べ
た
。
こ
の
現
象
は
た
だ
『
續
玄
怪
錄
』
に
存

在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
廣
く
唐
代
傳
奇
や
志
怪
小
說
に
存
在
す
る
現
象
で
あ
る
。「
張
李
二
公
」

の
類
話
群
は
、
ま
さ
に
こ
の
現
象
の
代
表
で
あ
る
。 
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こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
の
類
話
群
を
例
と
し
て
擧
げ
た
い
。
こ
の
類
話
群
は
、
有
名
な
「
杜
子
春
」
の
類
話
群
で
あ
る
。 

 
「
杜
子
春
」
は
『
大
唐
西
域
記
』
の
「
烈
士
池
」
の
話
か
ら
變
化
し
て
き
た
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、『
河
東
記
』
の
「
蕭
洞
玄
」、『
酉
陽
雜
俎
』
の
「
顧
玄

績
」
、
『
傳
奇
』
の
「
韋
自
東
」
は
「
杜
子
春
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
似
て
い
る
。
こ
の
類
話
群
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
硏
究
者
が
硏
究
を
殘
し
て
い
る
七
〇

。「
韋

自
東
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
他
の
物
語
と
の
違
い
が
や
や
大
き
い
た
め
、
內
山
知
也
氏
は
た
だ
「
烈
士
池
」「
杜
子
春
」
「
蕭
洞
玄
」「
顧
玄
績
」
の
四
篇
の
物
語

の
ス
ト
ー
リ
ー
の
比
較
を
行
っ
た
七
一

。
篇
末
の
附
表
二
は
內
山
知
也
氏
の
整
理
表
を
參
考
に
し
な
が
ら
作
っ
た
表
で
あ
る
。 

 

「
烈
士
池
」
は
初
唐
に
玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』
の
紹
介
を
通
し
て
、
中
國
に
傳
わ
っ
た
物
語
で
あ
る
。
そ
の
後
の
『
續
玄
怪
錄
』『
河
東
記
』『
酉
陽
雜
俎
』

は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
小
說
集
で
あ
る
。『
續
玄
怪
錄
』
は
前
述
の
よ
う
に
、
開
成
五
年
以
前
に
初
稿
が
で
き
、
會
昌
・
大
中
年
間
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。『
河

東
記
』
は
開
成
（
八
三
六
～
八
四
〇
）
年
間
に
で
き
た
も
の
で
あ
り
七
二

、『
酉
陽
雜
俎
』
は
大
中
八
年
（
八
五
四
年
）
以
前
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
七
三

。
ゆ
え

に
、
「
杜
子
春
」
「
蕭
洞
玄
」
「
顧
玄
績
」
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
作
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
同
じ
時
代
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
似
て
い
る
が
、
人
名
、
時
間
、
場
所
の

す
べ
て
が
異
な
る
三
篇
の
物
語
が
現
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
話
が
當
時
に
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ゆ
え
に
、
他
の
人
の
話
と
重
な
ら
な
い
た
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
物
語
の
要
素
を
變
更
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
改
變
は
、
意
識
し
て
虛
構
を
な
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

可
能
性
が
低
い
七
四

が
、
「
杜
子
春
」
が
『
玄
怪
錄
』
の
物
語
と
す
る
說
も
存
在
す
る
。『
郡
齋
讀
書
志
』
に
よ
る
と
、『
河
東
記
』
は
、
序
に
「
續
牛
僧
孺
之

書
（
牛
僧
孺
の
書
を
續
す
）
七
五

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
玄
怪
錄
』
の
續
書
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
「
杜
子
春
」
が
本
當
に
『
玄
怪
錄
』
の
物
語
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
『
河
東
記
』
の
作
者
薛
漁
思
が
「
蕭
洞
玄
」
を
書
く
時
、「
杜
子
春
」
を
讀
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
眞
似
を
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

薛
漁
思
が
「
杜
子
春
」
に
對
す
る
人
名
、
時
間
、
場
所
の
改
變
と
、
プ
ロ
ッ
ト
の
添
加
削
除
な
ど
を
す
る
時
、
意
識
し
て
虛
構
を
な
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
で

き
る
。
特
に
、
「
蕭
洞
玄
」
の
主
人
公
の
名
前
「
終
無
為
」
と
異
人
の
名
前
「
蕭
洞
玄
」
と
は
、
道
敎
と
の
關
係
が
深
く
、
普
通
の
人
名
で
は
な
い
。
こ
れ
ら

の
名
前
に
は
ま
さ
に
胡
應
麟
と
魯
迅
の
い
う
よ
う
に
、
作
者
の
虛
構
が
は
っ
き
り
見
え
る
。 

 

し
か
し
作
者
の
創
作
意
圖
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
篇
の
物
語
の
違
い
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
杜
子
春
」
は
三
篇
の
中
で
最
も
長
い
物
語
で
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー

と
細
部
描
寫
も
最
も
優
れ
た
物
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
が
生
ま
れ
變
わ
っ
た
後
、
女
性
に
な
る
こ
と
は
、
他
の
物
語
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
內
山

知
也
氏
は
「
「
杜
子
春
」
の
作
者
だ
け
が
、
特
に
母
子
の
愛
情
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
特
徵
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
七
六

」
と
、
こ
の

違
い
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
「
烈
士
池
」
と
比
べ
る
と
、
元
の
話
か
ら
增
や
し
た
も
の
は
、
主
人
公
が
生
ま
れ
變
わ
る
前
の
多
く
の
試
練
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
練
は
、
『
抱
朴
子
』
に
も
見
え
る
。 
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為
之
、
率
欲
得
靜
漠
、
幽
間
林
麓
之
中
、
外
形
不
經
目
、
外
聲
不
入
耳
、
其
道
必
成
也
。
三
童
九
女
節
壽
君
、
九
首
蛇
軀
百
二
十
官
、
雖
來
勿
得
熟
視

也
。
或
有
問
之
者
、
或
有
訶
怒
之
者
、
亦
勿
答
也
。
或
有
侍
從
暐
曄
、
力
士
甲
卒
、
乘
龍
駕
虎
、
簫
鼓
嘈
嘈
、
勿
擧
目
與
言
也
。（
之
れ
を
為
さ
ん
と
す

る
に
、

率
こ
と
ご
と

く
靜
漠
、
幽
間
な
る
林
麓
の
中
に
、
外
形
目
を
經
ず
、
外
聲
耳
に
入
ら
ざ
る
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
其
の
道
必
ず
成
る
な
り
。
三
童
九
女
節

壽
君
、
九
首
蛇
軀
な
る
百
二
十
官
、
來
た
る
と
雖
も
熟
視
す
る
を
得
る
こ
と
勿
か
れ
。
或
い
は
之
れ
に
問
う
者
有
り
、
或
い
は
之
れ
を
訶
り
怒
る
者
有
る

も
、
亦
た
答
う
る
こ
と
勿
か
れ
。
或
い
は
侍
從
の
暐
曄
た
り
、
力
士
の
甲
卒
、
龍
に
乘
り
虎
に
駕
り
、
簫
鼓
嘈
嘈
な
る
有
る
も
、
目
を
擧
げ
て
與
に
言
う

こ
と
勿
か
れ
。
）
七
七 

『
抱
朴
子
』
の
作
者
葛
洪
が
儒
敎
に
も
精
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
文
は
お
そ
ら
く
「
非
禮
勿
視
、
非
禮
勿
聽
、
非
禮
勿
言
、
非
禮
勿
動
。（
禮

に
非
ざ
れ
ば
視
る
こ
と
勿
れ
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
聽
く
こ
と
勿
れ
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
言
う
こ
と
勿
れ
、
禮
に
非
ざ
れ
ば
動
く
こ
と
勿
れ
。）」（『
論
語
』
顏
淵
篇
）

を
參
考
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
葛
洪
は
「
非
禮
」
を
外
か
ら
邪
魔
し
に
き
た
具
體
的
な
も
の
に
變
え
た
。「
杜
子
春
」
で
は
龍
や
虎
な
ど
の
動
物
、
奇
貌
の
鬼

神
、
侍
從
の
い
る
大
將
軍
な
ど
が
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
杜
子
春
」
は
『
抱
朴
子
』
の
こ
の
記
述
を
參
考
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
杜
子
春
」
は
「
愛
」
を
強
調
し
て
、
元
々
宗
敎
性
の
濃
い
話
を
人
間
性
の
輝
き
を
謳
歌
す
る
物
語
に
變
え
た
。
そ
れ
に
對
し
、「
蕭
洞
玄
」
は
「
烈
士
池
」

の
よ
う
に
宗
敎
性
を
重
ん
じ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
宗
敎
は
佛
敎
で
は
な
く
、
道
敎
で
あ
る
。「
蕭
洞
玄
」
は
異
人
が
主
人
公
に
何
回
も
金
錢
を
與
え
る
プ
ロ
ッ

ト
を
消
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
も
ち
ろ
ん
主
人
公
に
恩
を
報
い
さ
せ
る
た
め
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
金
錢
を
浪
費
す
る
人
に
「
仙
才
」
が

あ
る
こ
と
は
道
敎
の
理
念
と
符
合
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
主
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
關
連
性
が
強
く
な
い
が
、「
奇
」
の
濃
い
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。

そ
の
た
め
消
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

『
酉
陽
雜
俎
』
は
書
名
の
示
す
よ
う
に
、
大
量
の
奇
の
話
を
集
め
て
讀
者
に
味
わ
わ
せ
る
小
說
集
で
あ
る
七
八

。
そ
の
た
め
、
收
錄
さ
れ
る
物
語
の
長
さ
は
通

常
短
い
。
「
顧
玄
績
」
も
こ
の
趣
旨
に
從
い
、
概
略
を
記
す
だ
け
の
物
語
で
あ
る
。 

 

ま
た
、「
韋
自
東
」
は
前
の
三
篇
の
物
語
と
比
べ
る
と
少
し
時
代
が
遲
れ
た
物
語
で
あ
る
。『
傳
奇
』
の
成
書
年
代
は
乾
符
（
八
七
四
～
八
七
九
）
年
間
で
あ

り
、
前
の
三
つ
の
小
說
集
と
は
二
十
年
ぐ
ら
い
の
差
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
韋
自
東
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
前
の
三
つ
の
物
語
と
の
違
い
は
や
や
大
き
い
。『
大
唐

西
域
記
』
と
『
酉
陽
雜
俎
』
、
さ
ら
に
『
玄
怪
錄
』
も
含
め
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
多
く
の
有
名
な
小
說
集
の
中
に
存
在
し
た
た
め
、

當
時
多
く
の
文
人
に
知
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
語
る
た
め
に
は
、
大
き
な
調
整
が
必
要
で
あ
る
。
最
も
大
き
な
違
い
は
、
生
ま

れ
變
わ
る
プ
ロ
ッ
ト
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
は
愛
を
持
つ
た
め
で
は
な
く
、
ず
る
い
敵
に
勝
て
な
か
っ
た
た
め
、
失
敗
し
て
し
ま
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っ
た
。
『
傳
奇
』
の
作
者
裴
鉶
の
物
語
を
創
作
す
る
能
力
は
大
き
い
た
め
、
こ
の
改
變
は
裴
鉶
の
手
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
こ
こ
で
こ
の
類
話
群
を
例
と
し
て
擧
げ
る
理
由
は
、
段
成
式
が
「
顧
玄
績
」
の
最
後
に
こ
の
類
話
群
の
原
型
を
記
し
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
顧
玄

績
」
で
は
物
語
を
記
し
た
後
、
「
烈
士
池
」
の
概
略
も
記
し
て
あ
る
。
そ
し
て
作
者
は
「
蓋
傳
此
之
悞
、
遂
為
中
岳
道
士
（
蓋
し
此
れ
を
傳
う
る
の
悞
り
、
遂

に
中
岳
道
士
に
為
る
）
七
九

」
と
述
べ
た
。
物
語
の
原
型
を
書
い
た
の
は
自
分
の
博
識
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、『
酉
陽
雜
俎
』
の
作
者
段
成

式
は
、
す
で
に
「
顧
玄
績
」
は
「
烈
士
池
」
か
ら
變
わ
っ
て
き
た
物
語
で
あ
り
、「
顧
玄
績
」
は
實
在
し
な
い
話
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
彼

は
こ
の
虛
構
の
話
を
そ
の
ま
ま
『
酉
陽
雜
俎
』
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
當
時
の
小
說
集
の
編
集
者
は
す
で
に
、
話
が
傳
わ
る
た
び
に
變

化
し
て
い
く
こ
と
を
意
識
し
、
ま
た
、
變
化
に
從
い
、
物
語
に
虛
構
の
も
の
が
現
れ
た
こ
と
を
意
識
し
始
め
て
い
た
と
推
論
で
き
る
。
さ
ら
に
、
物
語
に
虛
構

の
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
が
ら
も
小
說
集
に
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
虛
構
の
あ
る
小
說
は
、
必
ず
し
も
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。 

 

以
上
の
例
か
ら
見
る
と
、
作
者
が
物
語
を
改
變
す
る
に
は
、
必
ず
理
由
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
や
は
り
作
者
（
あ
る
い
は
編
集
者
）
自
身
の
思
想
傾
向
と

物
語
を
書
く
目
的
と
に
強
く
關
連
す
る
。
作
者
た
ち
は
思
想
と
目
的
に
基
づ
き
、
聞
い
た
話
を
改
造
し
、
自
分
の
物
語
に
變
え
た
。
話
を
改
造
す
る
時
、
作
者

た
ち
は
物
語
性
の
要
求
や
自
分
の
目
的
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
ッ
ト
を
入
れ
た
り
消
し
た
り
、
細
部
描
寫
を
變
え
た
り
加
え
た
り
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
改
造

は
、
作
者
た
ち
の
意
識
的
虛
構
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
の
細
部
描
寫
は
、
作
者
た
ち
に
よ
る
意
識
的
な
虛
構
の
證
明
に
な
り
う
る
。
や
は
り

唐
代
傳
奇
小
說
は
中
國
小
說
史
上
初
め
て
の
眞
の
小
說
と
言
え
る
小
說
の
種
類
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
論
文
で
は
、
た
だ
細
部
描
寫
が
異
な
る
が
、
同
題
材
の
物
語
に
つ
い
て
論
述
し
た
。
二
つ
目
の
證
據
で
あ
る
簡
略
か
ら
詳
細
と
な
る
同
題
材
の
物
語
に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。 

   

注
： 

一 

龐
金
殿
「
中
國
小
說
起
源
說
概
論
」、『
寧
夏
大
學
學
報
（
人
文
社
會
科
學
版
）』、
二
〇
〇
二
年
第
三
期
、
頁
四
四
～
四
七
、
周
楞
伽
「
中
國
小
說
的
起
源
和
演
變
」、『
上

海
師
範
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』、
二
〇
〇
四
年
第
二
期
、
頁
七
一
～
七
六
、
張
同
勝
「
關
於
中
國
小
說
起
源
的
思
考
」、『
汕
頭
大
學
學
報
（
人
文
社
會
科
學
版
）』、
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二
〇
〇
六
年
第
六
期
、
頁
一
五
～
一
九
、
黨
月
異
「
中
國
小
說
的
起
源
時
間
辨
析
」、『
新
疆
社
會
科
學
』、
二
〇
一
六
年
第
五
期
、
頁
一
二
九
～
一
三
四
な
ど
を
參
照
。 

二 

魯
迅
撰
、
今
村
與
志
雄
譯
『
中
國
小
說
史
略
』、『
魯
迅
全
集
』
第
十
一
册
、
學
術
硏
究
會
、
一
九
八
六
年
、
頁
一
三
二
。
原
文
は
「
在
是
時
始
有
意
為
小
說
。
」（
魯
迅
『
中

國
小
說
史
略
』、
頁
四
四
）。 

三 

胡
應
麟
『
少
室
山
房
筆
叢
』
卷
三
七
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
頁
四
八
六
。 

四 

「
小
說
亦
如
詩
、
至
唐
代
而
一
變
。…

…

與
六
朝
之
粗
陳
梗
概
者
較
、
演
進
之
跡
甚
明
。（
唐
代
に
な
っ
て
小
說
も
、
詩
の
よ
う
に
、
一
變
し
た
。…

…

六
朝
時
代
の
物

語
が
梗
概
を
ざ
っ
と
記
し
た
程
度
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
進
步
の
跡
が
大
變
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。）
」。
魯
迅
『
中
國
小
說
史
略
』、
頁
四
四
。
譯
文
は
魯
迅
撰
、
今
村

與
志
雄
譯
『
中
國
小
說
史
略
』、
頁
一
三
二
を
引
用
。 

五 

胡
應
麟
『
少
室
山
房
筆
叢
』、
頁
四
八
六
。 

六 

干
寶
「
搜
神
記
序
」、『
搜
神
記
輯
校
・
搜
神
後
記
輯
校
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
、
頁
一
七
。 

七 

『
漢
書
』
藝
文
志
、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
、
頁
一
七
四
五
。 

八 

江
淹
「
雜
體
詩
・
李
都
尉
陵
」
の
李
善
注
に
引
く
『
新
論
』
に
據
る
。
全
文
は
「
桓
子
新
論
曰
、『
若
其
小
說
家
、
合
叢
殘
小
語
、
近
取
譬
喩
、
以
作
短
書
。
治
身
理
家
、

有
可
觀
之
辭
』。（
桓
子
新
論
に
曰
く
、『
其
の
小
說
家
の
若
き
は
、
叢
殘
小
語
を
合
し
、
近
く
譬
喩
を
取
り
、
以
て
短
書
を
作
る
。
身
を
治
め
て
家
を
理
め
、
觀
る
べ
き
の

辭
有
り
』
と
。）」（『
文
選
』
卷
三
一
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
頁
一
四
五
三
） 

九 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
錄
さ
れ
た
「
小
說
」
は
、
す
で
に
娛
樂
の
性
質
を
備
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
張
衡
「
西
京
賦
」
に
「
天
子
乃
駕
彫
軫
、
六
駿
駮
。…

…

匪
唯

翫
好
、
乃
有
祕
書
。
小
說
九
百
、
本
自
虞
初
。
從
容
之
求
、
寔
俟
寔
儲
。（
天
子
乃
ち
彫
軫
に
駕
し
、
駿
駮
を
六
つ
に
す
。…

…

唯
翫
好
の
み
に
匪
ず
、
乃
ち
祕
書
有
り
。

小
說
九
百
、
本
と
虞
初
よ
り
す
。
從
容
の
求
め
、
寔こ

こ

に
俟
ち
寔
に
儲そ

な

う
。）」
と
い
う
一
文
が
あ
る
（『
文
選
』
卷
二
、
頁
六
七
～
六
八
）。
す
な
わ
ち
、
「
小
說
」
は
「
娛
樂

の
用
意
に
す
る
」
も
の
で
あ
る
（
內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
木
耳
社
、
一
九
七
七
年
、
頁
四
を
參
照
）
。 

一
〇 

詳
し
く
は
胡
應
麟
『
少
室
山
房
筆
叢
』
卷
三
七
、
頁
四
八
六
と
魯
迅
『
中
國
小
說
史
略
』、
頁
五
八
～
五
九
を
參
照
。 

一
一 

「
唐
以
詩
文
取
士
、
但
也
看
社
會
上
的
名
聲
、
所
以
士
子
入
京
應
試
、
也
須
豫
先
干
謁
名
公
、
呈
獻
詩
文
、
冀
其
稱
譽
、
這
詩
文
叫
做
「
行
卷
」。
詩
文
旣
濫
、
人
不

欲
觀
、
有
的
就
用
傳
奇
文
、
來
希
圖
一
新
耳
目
、
獲
得
特
效
了
、
於
是
那
時
的
傳
奇
文
、
也
就
和
「
敲
門
磚
」
很
有
關
係
。
但
自
然
、
只
被
風
氣
所
推
、
無
所
為
而
作
者
、

卻
也
竝
非
沒
有
的
。
」
魯
迅
『
且
介
亭
雜
文
二
集
』、『
魯
迅
全
集
』
第
六
册
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
七
三
年
、
頁
三
二
二
。
譯
文
は
魯
迅
撰
、
今
村
與
志
雄
譯
『
且
介

亭
雜
文
二
集
』、『
魯
迅
全
集
』
第
八
册
、
學
習
硏
究
社
、
一
九
八
四
年
、
頁
三
六
二
を
引
用
。 

一
二 

趙
彥
衞
『
雲
麓
漫
鈔
』
卷
八
、
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
、
頁
一
三
五
。 
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一
三 

錢
易
『
南
部
新
書
』
甲
卷
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
頁
九
。 

一
四 

程
千
帆
『
唐
代
進
士
行
卷
與
文
學
』、『
程
千
帆
全
集
』
第
八
巻
、
河
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。 

一
五 
詳
し
く
は
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年
、
頁
一
三
～
一
五
を
參
照
。 

一
六 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
頁
一
三
。 

一
七 

詳
し
く
は
小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
三
～
三
〇
を
參
照
。
こ
こ
に
小
南
一
郞
氏
が
擧
げ
た
例
を
二
つ
列
す
る
。 

 
 

白
行
簡
「
李
娃
傳
」
：
貞
元
中
，
豫
與
隴
西
公
佐
，
話
婦
人
操
烈
之
品
格
，
因
遂
述
汧
國
之
事
。
公
佐
拊
掌
竦
聽
，
命
豫
爲
傳
。
乃
握
管
濡
翰
，
疏
而
存
之
。
（
貞
元
中
、

豫
と
隴
西
の
公
佐
と
、
婦
人
操
烈
の
品
格
を
話
し
、
因
り
て
遂
に
汧
國
の
事
を
述
べ
る
。
公
佐
掌
を
拊
ち
て
竦
え
て
聽
き
、
豫
を
命
じ
て
傳
を
爲
す
。
乃
ち
管
を
握
り
て
翰

を
濡
し
、
疏
し
て
之
を
存
ず
。） 

 
 

張
讀
「
兪
叟
」（
『
宣
室
志
』
）：
呂
生
益
奇
之
，
然
不
敢
言
。
及
歸
渭
北
，
後
數
年
，
因
與
友
人
數
輩
會
宿
，
語
及
靈
怪
，
始
以
其
事
說
於
人
也
。（
呂
生
益
々
之
を
奇
と

し
、
然
れ
ど
も
敢
え
て
言
わ
ず
。
渭
北
に
帰
す
る
に
及
ん
で
、
後
数
年
、
因
り
て
友
人
数
輩
と
宿
に
会
い
、
語
り
て
霊
怪
に
及
び
、
始
め
て
其
の
事
を
以
て
人
に
説
く
な
り
。） 

一
八 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
一
〇
。 

一
九 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
七
。 

二
〇 

近
藤
春
雄
『
唐
代
小
說
の
硏
究
』、
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
、
頁
一
一
。 

二
一 

『
三
國
志
』
魏
書
卷
二
一
「
王
粲
傳
付
邯
鄲
淳
傳
」、
裴
松
之
注
に
引
く
『
魏
略
』
に
「
植
初
得
淳
甚
喜
、
延
入
坐
、
不
先
與
談
。
時
天
暑
熱
、
植
因
呼
常
從
取
水
自

澡
訖
、
傅
粉
。
遂
科
頭
拍
袒
、
胡
舞
五
椎
鍛
、
跳
丸
擊
劒
、
誦
俳
優
小
說
數
千
言
訖
、
謂
淳
曰
「
邯
鄲
生
、
何
如
邪
」。
於
是
乃
更
著
衣
幘
、
整
儀
容
、
與
淳
評
說
混
元
造

化
之
端
、
品
物
區
別
之
意
、
然
後
論
羲
皇
以
來
賢
聖
名
臣
烈
士
優
劣
之
差
、
次
頌
古
今
文
章
賦
誄
、
及
當
官
政
事
宜
所
先
後
、
又
論
用
武
行
兵
倚
伏
之
勢
。（
植
初
め
淳
を

得
て
甚
だ
喜
び
、
延
き
て
坐
に
入
ら
し
む
る
も
、
先
ず
與
に
談
ぜ
ず
。
時
に
天
暑
熱
、
植
因
り
て
常
從
を
呼
び
水
を
取
ら
し
め
て
自
ら
澡
し
訖
わ
り
、
粉
を
傅
く
。
遂
に
科

頭
拍
袒
し
、
五
椎
鍛
を
胡
舞
し
、
跳
丸
撃
劒
し
、
俳
優
小
説
數
千
言
を
誦
し
訖
わ
り
て
、
淳
に
謂
い
て
曰
わ
く
「
邯
鄲
生
、
何
如
ぞ
や
」
と
。
是
に
於
い
て
乃
ち
更
め
て
衣

幘
を
著
け
、
儀
容
を
整
え
、
淳
と
混
元
造
化
の
端
、
品
物
區
別
の
意
を
評
説
し
、
然
る
後
に
羲
皇
以
來
の
賢
聖
名
臣
烈
士
の
優
劣
の
差
を
論
じ
、
次
い
で
古
今
の
文
章
賦
誄

を
頌
え
、
官
に
當
り
て
政
事
の
宜
し
く
先
後
す
べ
き
所
に
及
び
、
又
た
用
武
行
兵
の
倚
伏
の
勢
を
論
ず
。）」
と
あ
る
（
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
頁
六
〇
三
）。 

二
二 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
四
。 

二
三 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
四
。 

二
四 

元
稹
「
酬
翰
林
白
學
士
代
書
一
百
韻
」、『
元
氏
長
慶
集
』
卷
十
（『
四
部
叢
刊
正
編
』
第
三
六
册
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
七
九
年
、
頁
四
四
）。 
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二
五 

硏
究
者
は
「
泰
原
有
死
者
」「
志
怪
故
事
」「
赤
鵠
之
集
湯
之
屋
」
の
三
篇
に
注
目
す
る
。「
泰
原
有
死
者
」「
志
怪
故
事
」
の
二
篇
の
內
容
は
あ
る
生
き
返
っ
た
人
が
死

者
を
祭
る
上
で
注
意
す
べ
き
點
を
述
べ
て
い
る
話
で
あ
る
。
文
章
の
形
は
六
朝
志
怪
小
說
と
似
て
お
り
、
志
怪
小
說
の
起
源
と
言
え
る
。
更
に
、「
赤
鵠
之
集
湯
之
屋
」
の

文
章
は
長
く
、
內
容
が
怪
異
で
あ
り
、
描
寫
が
詳
し
い
の
で
、
多
く
の
硏
究
者
は
こ
の
文
章
を
中
國
最
初
の
小
說
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
陳
民
鎭
氏
は
、
こ
の
文
章

は
「
尹
至
」「
尹
誥
」
の
『
商
書
』
に
屬
す
る
文
章
と
近
似
し
、
言
葉
使
い
も
『
書
經
』
の
文
章
と
似
て
お
り
、
恐
ら
く
「
書
」
の
類
の
文
章
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
虛
構

の
も
の
だ
と
は
言
い
か
ね
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
陳
民
鎭
「
中
國
早
期
「
小
說
」
的
文
體
特
徵
與
發
生
途
徑―

―

來
自
簡
帛
文
獻
的
啓
示
」、
中
國
文
化
硏
究
、
二
〇
一
七

年
冬
之
卷
、
頁
五
九
～
七
八
）。
も
う
一
篇
注
目
す
べ
き
文
章
は
「
妄
稽
」
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
俗
賦
で
、
散
文
と
し
て
の
小
說
と
は
言
え
な
い
が
、
文
章
の
中
で
は
細

部
描
寫
が
多
く
あ
る
。
更
に
「
妄
稽
」
と
い
う
主
人
公
の
名
前
は
「
亡
稽
」、
卽
ち
根
據
が
な
い
と
い
う
意
味
だ
と
多
く
の
硏
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、

作
者
は
こ
の
文
章
の
全
て
が
虛
構
の
も
の
だ
と
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
例
は
司
馬
相
如
の
「
子
虛
賦
」
「
上
林
賦
」
の
中
に
見
え
る
。「
子
虛
」「
烏
有
先

生
」「
亡
是
公
」
な
ど
明
ら
か
に
作
者
が
虛
構
し
た
人
物
の
名
前
は
そ
の
二
賦
で
登
場
し
て
い
た
。
こ
の
傳
統
は
胡
應
麟
と
魯
迅
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
唐
代
傳
奇

小
說
に
も
續
い
て
い
た
。 

二
六 

「
唐
人
劇
談
則
在
民
間
說
話
「
光
陰
聽
話
移
」
的
細
緻
風
格
影
響
下
也
具
備
了
精
微
化
的
特
徵
。『
離
魂
記
』
末
尾
說
「
備
述
其
本
末
」
、「
說
極
備
悉
」、
可
作
為
一
個

證
明
。（
唐
の
劇
談
も
「
光
陰 

話
を
聽
き
て
移
る
」
と
い
う
民
間
說
話
の
纖
細
な
風
格
の
影
響
で
精
緻
化
の
特
徵
を
備
え
た
。『
離
魂
記
』
の
最
後
に
「
其
の
本
末
を
備
述

す
」、「
說
は
極
め
て
備
悉
な
り
」
と
言
い
、
一
つ
の
證
明
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）」（
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
二
一
） 

二
七 

詳
し
く
は
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
一
八
～
二
一
を
參
照
。 

二
八 

「
而
傳
奇
小
說
的
主
要
意
圖
、
卻
主
要
是
為
了
顯
露
作
者
的
才
華
文
采
。（
し
か
し
傳
奇
小
說
の
主
要
な
意
圖
は
、
作
者
の
文
才
を
現
す
た
め
で
あ
る
。）」（
李
宗
為
『
唐

人
傳
奇
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
、
頁
一
二
）。 

二
九 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
一
四
。 

三
〇 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
一
四
。 

三
一 

た
と
え
ば
「
任
氏
傳
」
の
最
後
に
話
を
記
錄
す
る
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
晝
讌
夜
話
、
各
徵
其
異
說
。
衆
君
子
聞
任
氏
之
事
、
共
深
歎
駭
。
因
請
旣
濟
傳

之
、
以
志
異
云
。（
晝
宴
夜
話
、
各
々
其
の
異
說
を
徵
む
。
衆
君
子
任
氏
の
事
を
聞
き
、
共
に
深
く
嘆
駭
す
。
因
り
て
旣
濟
に
請
い
て
之
を
傳
え
、
以
て
異
を
志
す
と
云
う
。）
」

（『
太
平
廣
記
』
卷
四
五
二
）
で
あ
る
。 

三
二 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
一
三
。 

三
三 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
一
三
。 
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三
四 

誦
語
者
は
話
し
方
に
於
け
る
才
能
の
特
殊
性
、
誦
語
者
の
遊
び
の
本
能
、
誦
語
者
の
文
學
的
心
理
的
本
能
、
個
人
的
な
事
情
な
ど
自
身
に
於
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
心
理
性

の
因
を
有
す
る
た
め
、
一
の
插
話
を
他
の
一
の
插
話
に
取
換
え
る
こ
と
、
一
の
テ
ー
マ
を
他
の
一
の
テ
ー
マ
に
取
換
え
る
こ
と
、
一
の
モ
チ
ー
フ
を
他
の
一
の
モ
チ
ー
フ
に

取
換
え
る
こ
と
な
ど
を
行
う
。
詳
し
く
は
松
村
武
雄
『
神
話
學
原
論
』
下
卷
、
培
風
館
、
一
九
四
一
年
、
頁
三
三
一
～
三
三
四
を
參
照
。 

三
五 

『
詩
式
』、
李
壯
鷹
校
注
『
詩
式
校
注
』
人
民
文
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
頁
五
九
～
六
〇
。 

三
六 

詳
し
く
は
許
淸
雲
「
再
論
皎
然
三
偸
說
對
黃
庭
堅
詩
法
的
啓
示
」、『
中
國
韻
文
學
刊
』
二
〇
一
三
年
第
一
期
、
頁
一
～
八
を
參
照
。 

三
七 

『
路
史
』
卷
三
十
七
（『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
三
八
三
册
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
、
頁
五
五
五
）。
全
文
は
「
以
至
芻
說
稗
官
、
此
類
尤
煩
。
如
廣
異
記
・

玄
怪
錄
俱
有
妻
箏
投
果
之
言
、
逸
史
・
仙
傳
拾
遺
俱
有
箜
侯
為
婚
之
事
。
而
集
異
記
韋
侍
御
華
山
遇
老
翁
、
引
見
諸
祖
姑
及
阿
婆
等
、
乃
逸
史
楊
越
公
六
代
孫
事
。
乃
若
爛

柯
流
紅
䴏
女
等
事
、
說
各
不
一
。
大
抵
文
人
說
士
、
喜
相
倣
撰
、
以
悅
流
俗
。
飽
食
終
日
、
無
所
用
心
、
則
描
前
摸
古
、
甘
隨
人
後
、
而
不
自
病
其
妄
也
。
（
以
て
芻
說
稗

官
に
至
り
、
此
の
類
は
尤
も
煩
わ
し
。
廣
異
記
・
玄
怪
錄
俱
に
妻
を
し
て
箏
せ
し
め
て
果
を
投
ぐ
る
の
言
有
り
、
逸
史
・
仙
傳
拾
遺
俱
に
箜
侯
婚
を
為
す
の
事
有
る
が
如
し
。

而
し
て
集
異
記
に
韋
侍
御
華
山
に
て
老
翁
に
遇
い
、
引
か
れ
て
諸
祖
姑
及
び
阿
婆
等
を
見
る
は
、
乃
ち
逸
史
楊
越
公
六
代
の
孫
の
事
。
乃
ち
爛
柯
流
紅
䴏
女
等
の
事
は
、
說

は
各
々
一
な
ら
ざ
る
が
若
し
。
大
抵
の
文
人
說
士
、
喜
ん
で
相
い
倣
撰
し
、
以
て
流
俗
を
悅
ぶ
。
飽
食
終
日
、
心
を
用
い
る
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
前
を
描
き
古
を
摸
し
、
甘

ん
じ
て
人
の
後
に
隨
い
て
、
自
ら
其
の
妄
な
る
を
病
ま
ざ
る
な
り
。）」 

三
八 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
五
六
二
。 

三
九 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
七
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
頁
一
二
一
。
以
下
の
「
張
李
二
公
」「
裴
諶
」「
盧
李
二
生
」「
薛
肇
」「
司
命
君
」
の
引
文
は
說
明
が
な
け
れ
ば
、

す
べ
て
『
太
平
廣
記
』
よ
り
引
く
。 

四
〇 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
一
四
。 

四
一 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
五
五
八
。 

四
二 

王
夢
鷗
『
唐
人
小
說
硏
究
四
集
』、
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
八
年
、
頁
二
。 

四
三 

こ
こ
で
王
夢
鷗
氏
の
說
を
例
と
し
て
擧
げ
る
。
王
夢
鷗
氏
は
こ
の
物
語
の
文
風
が
『
玄
怪
錄
』
と
似
て
い
な
い
と
言
い
、
さ
ら
に
、
文
中
の
「
雀
為
蛤
、
雉
為
蜃
、
人

為
虎
、
腐
草
為
螢
、
蜣
蜋
為
蟬
、
鯤
為
鵬
。
萬
物
之
變
化
、
書
傳
之
記
者
、
不
可
以
智
達
。
況
耳
目
之
外
乎
。（
雀 

蛤
と
為
り
、
雉
蜃
と
為
り
、
人 

虎
と
為
り
、
腐
草 

螢

と
為
り
、
蜣
蜋 

蟬
と
為
り
、
鯤 

鵬
と
為
る
。
萬
物
の
變
化
は
、
書
傳
の
記
す
者
す
ら
、
智
を
以
て
達
す
る
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
耳
目
の
外
を
や
。）
」
と
い
う
文
章
は
「
韋

氏
子
」
に
あ
る
「
洪
爐
變
化
、
物
固
有
之
。
雀
為
蛤
、
蛇
為
雉
、
雉
為
鴿
、
鳩
為
鷹
、
田
鼠
為
鴽
、
腐
草
為
螢
、
人
為
虎
為
猨
為
魚
為
鼈
之
類
、
史
傳
不
絕
。（
洪
爐
の
變

化
、
物
固
よ
り
之
有
り
。
雀 

蛤
と
為
り
、
蛇 

雉
と
為
り
、
雉 

鴿
と
為
り
、
鳩 

鷹
と
為
り
、
田
鼠 
鴽
と
為
り
、
腐
草 

螢
と
為
り
、
人 

虎
と
為
り
猨
と
為
り
魚
と
為
り
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鼈
と
為
る
の
類
は
、
史
傳
に
絕
え
ず
。」（『
太
平
廣
記
』
卷
一
〇
一
）
と
い
う
文
章
と
似
て
お
り
、「
韋
氏
子
」
は
明
本
『
玄
怪
錄
』
や
宋
本
『
續
玄
怪
錄
』
に
揭
載
さ
れ
て

お
ら
ず
、『
太
平
廣
記
』
で
は
『
續
玄
怪
錄
』
に
屬
す
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
裴
諶
」
は
「
韋
氏
子
」
と
同
じ
く
『
續
玄
怪
錄
』
に
屬
す
る
話
か
も
し
れ
な
い
と
指

摘
し
た
。
具
體
的
に
は
王
夢
鷗
『
唐
人
小
說
硏
究
四
集
』、
頁
四
〇
を
參
照
。 

四
四 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
九
二
三
。 

四
五 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
八
七
九
。 

四
六 

羅
爭
鳴
「
杜
光
庭
生
平
的
幾
個
問
題
的
考
證
」、『
宗
敎
學
硏
究
』、
二
〇
〇
二
年
第
四
期
、
頁
八
四
～
八
九
を
參
照
。 

四
七 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
一
四
二
八
。 

四
八 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
一
四
〇
五
。 

四
九 

陳
依
雯
「
唐
代
小
說
的
傳
播
與
接
受
」、
南
京
大
學
博
士
論
文
、
二
〇
一
六
年
、
頁
七
八
～
八
三
を
參
照
。 

五
〇 

唐
代
傳
奇
小
說
の
主
要
な
傳
播
方
式
は
お
そ
ら
く
は
口
傳
で
あ
る
。
單
篇
の
傳
奇
小
說
あ
る
い
は
小
說
集
の
唐
代
で
の
流
通
に
つ
い
て
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た

と
え
ば
敦
煌
文
獻
の
中
で
唐
代
傳
奇
小
說
や
小
說
集
は
見
ら
れ
な
い
。
唐
代
に
日
本
と
朝
鮮
半
島
に
輸
出
さ
れ
た
傳
奇
小
說
や
小
說
集
も
少
な
い
。
た
と
え
ば
單
篇
の
形
で

日
本
に
傳
わ
る
傳
奇
小
說
で
今
考
證
で
き
る
の
は
「
遊
仙
窟
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
小
說
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
理
由
は
、
こ
れ
が
す
ば
ら
し
い
小
說
で
あ
る
た
め
で
は

な
く
、
張
鷟
の
文
章
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
張
鷟
の
文
章
は
當
時
の
日
本
人
に
高
く
評
價
さ
れ
て
い
た
（『
舊
唐
書
』
及
び
『
新
唐
書
』
の
「
張
鷟
傳
」
參
照
）
た
め
、

そ
の
文
章
の
內
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
と
に
か
く
張
鷟
の
書
い
た
文
章
を
多
く
日
本
に
持
ち
歸
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
張
鷟
『
朝
野
僉
載
』
も

同
じ
理
由
か
ら
舶
載
さ
れ
た
。
ま
た
、
白
居
易
も
日
本
人
に
好
ま
れ
て
い
た
た
め
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
と
對
應
す
る
「
長
恨
歌
傳
」、
そ
し
て
白
居
易
の
親
友
の
元
稹

の
「
鶯
鶯
傳
」
な
ど
も
唐
代
に
日
本
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
實
際
の
文
獻
上
の
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
『
法
苑
珠
林
』『
冥
報
記
』『
金
剛
般
若
經
集
驗
記
』
な
ど

の
唐
代
の
小
說
集
は
日
本
に
傳
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
小
說
と
見
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
佛
敎
書
と
し
て
留
學
僧
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
流
傳
の
一
つ
の
形
式
と
し
て
販
賣
が
あ
る
が
、
唐
代
に
小
說
を
販
賣
し
て
い
た
と
い
う
記
載
は
た
だ
呂
溫
の
「
上
官
昭
容
書
樓
歌
」（『
呂
和
叔
文
集
』
巻
二
、『
四

部
叢
刊
初
編
』
第
四
〇
册
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
六
五
年
、
頁
一
四
）
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
序
文
に
は
「
貞
元
十
四
年
、
友
人
崔
仁
亮
于
東
都
買
得
『
硏

神
記
』
一
卷
、
有
昭
容
列
名
書
縫
處
、
因
用
感
嘆
而
作
是
歌
。（
貞
元
十
四
年
、
友
人
崔
仁
亮
東
都
に
于
い
て
『
硏
神
記
』
一
卷
を
買
い
得
た
る
に
、
昭
容
名
を
書
縫
の
處

に
列
す
る
有
り
、
因
り
て
用
て
感
嘆
し
是
の
歌
を
作
る
。）」
と
あ
り
、
詩
に
も
「
君
不
見
洛
陽
南
市
賣
書
肆
、
有
人
買
得
硏
神
記
。
紙
上
香
多
蠹
不
成
、
昭
容
題
處
猶
分
明
、

令
人
惆
悵
難
為
情
。（
君
見
ず
や 

洛
陽
南
市
の
賣
書
の
肆
、
人
の
硏
神
記
を
買
い
得
た
る
有
り
。
紙
上
に
香
多
く
蠹
成
ら
ず
、
昭
容
の
題
せ
し
處
猶
お
分
明
な
り
、
人
を
し

て
惆
悵
と
し
て
情
を
為
し
難
か
ら
し
む
。）」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
呂
溫
の
友
人
崔
仁
亮
は
洛
陽
の
南
市
の
書
店
で
か
つ
て
上
官
婉
兒
の
藏
書
で
あ
っ
た
『
硏
神
記
』
を
買
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っ
た
。『
硏
神
記
』
は
『
金
樓
子
』
に
よ
る
と
梁
元
帝
が
書
い
た
も
の
で
あ
り
（『
金
樓
子
校
箋
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、
頁
一
〇
〇
九
）、
す
な
わ
ち
六
朝
の
小
說
で

あ
る
。 

 
 

唐
代
で
は
六
朝
の
志
怪
小
說
が
多
く
傳
抄
さ
れ
、
敦
煌
で
は
『
搜
神
記
』
が
見
つ
か
り
、『
日
本
國
見
在
書
目
錄
』
で
も
多
く
の
六
朝
志
怪
小
說
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か

ら
見
る
と
、
お
そ
ら
く
唐
代
の
人
に
は
、
六
朝
志
怪
小
說
と
唐
代
傳
奇
小
說
と
に
對
す
る
認
識
に
、
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
唐
人
は
、
六
朝
志
怪

小
說
を
史
部
雜
傳
に
屬
し
、
そ
の
內
容
が
事
實
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
細
部
描
寫
の
多
い
唐
代
傳
奇
小
說
は
そ
う
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た
。
唐
代
で
は
印
刷
の
技

術
は
ま
だ
發
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
傳
奇
小
說
と
小
說
集
の
文
字
傳
播
の
方
法
は
書
き
寫
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
。
し
か
し
書
き
寫
す
こ
と
は
時
間
と

精
力
を
か
け
る
活
動
で
あ
る
た
め
、
科
擧
試
驗
に
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
小
說
を
傳
抄
す
る
動
機
は
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
物
語
を
記
錄
し
た

主
な
理
由
は
、
そ
の
す
ば
ら
し
い
話
を
保
存
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

も
ち
ろ
ん
、
唐
代
傳
奇
小
說
が
文
字
に
よ
っ
て
傳
播
し
た
例
も
あ
る
。
明
本
『
玄
怪
錄
』
の
「
尼
妙
寂
」
の
最
後
に
「
太
和
庚
戌
歲
、
隴
西
李
復
言
游
巴
南
、
與
進
士
沈

田
會
於
蓬
州
、
田
因
話
奇
事
、
持
以
相
示
、
一
覽
而
復
之
。
錄
怪
之
日
、
遂
纂
於
此
焉
。（
太
和
庚
戌
の
歲
、
隴
西
の
李
復
言
巴
南
に
遊
び
、
進
士
の
沈
田
と
蓬
州
に
會
い
、

田
は
因
り
て
奇
事
を
話
し
、
持
ち
て
以
て
相
示
し
、
一
覽
し
て
之
を
復
す
。
怪
を
錄
す
る
の
日
、
遂
に
此
に
纂
す
。）」（『
玄
怪
錄
・
續
玄
怪
錄
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六

年
、
頁
二
四
）
と
い
う
文
が
あ
る
。「
相
示
」
と
「
一
覽
」
の
言
葉
か
ら
見
る
と
、
沈
田
は
や
は
り
文
章
を
李
復
言
に
見
せ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
有
名
な
傳
奇
小
說
や

有
名
な
作
者
が
書
い
た
傳
奇
小
說
な
ど
が
傳
抄
さ
れ
る
可
能
性
は
や
や
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
他
の
小
說
や
小
說
集
が
傳
抄
さ
れ
た
可
能
性
は
非
常

に
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

五
一 

こ
こ
で
も
う
一
つ
別
の
例
も
擧
げ
て
お
こ
う
。『
太
平
廣
記
』
卷
四
九
一
に
收
錄
さ
れ
る
「
謝
小
娥
傳
」（
李
公
佐
撰
）
と
卷
一
二
八
に
收
錄
さ
れ
る
「
尼
妙
寂
」（
『
續

玄
怪
錄
』）
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
非
常
に
似
て
い
る
物
語
で
あ
る
。「
謝
小
娥
傳
」
の
作
者
は
一
人
稱
で
謝
小
娥
の
こ
と
を
書
い
た
。「
尼
妙
寂
」
の
作
者
は
沈
田
か
ら
聞
い
た

話
と
し
、
そ
の
話
は
尼
妙
寂
の
こ
と
だ
が
、「
謝
小
娥
傳
」
で
「
余
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
こ
の
物
語
で
は
す
べ
て
「
李
公
佐
」
に
變
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
二
つ
の
物
語
は
、
同
じ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
尼
妙
寂
の
姓
は
謝
で
は
な
く
、
葉
で
あ
る
。
若
い
頃
に
嫁
い
だ
夫
と
出
家
後
に
從
っ
た
師
匠
の
名
前
も
違
う
。

ま
た
、「
謝
小
娥
傳
」
の
話
の
發
生
時
間
は
元
和
年
間
で
あ
り
、「
尼
妙
寂
」
は
貞
元
、
永
貞
年
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
人
公
と
李
公
佐
と
が
初
め
て
會
っ
た
場
所
は
同
じ

瓦
官
（
棺
）
寺
で
あ
る
が
（
し
か
し
そ
の
時
の
李
公
佐
の
官
職
は
異
な
る
）、
後
の
復
讐
の
場
所
と
李
と
の
再
會
の
場
所
は
違
う
。
も
し
「
謝
小
娥
傳
」
の
記
錄
が
事
實
で

あ
れ
ば
、「
尼
妙
寂
」
の
作
者
は
明
ら
か
に
虛
言
を
弄
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
王
夢
鷗
氏
は
『
太
平
廣
記
』
に
收
錄
さ
れ
る
「
謝
小
娥
傳
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
傳
抄
改
竄

を
經
た
も
の
だ
と
考
え
、
む
し
ろ
「
尼
妙
寂
」
の
ほ
う
が
信
憑
性
が
高
い
と
述
べ
る
。
詳
し
く
は
王
夢
鷗
「
謝
小
娥
故
事
正
確
性
之
探
討
」、『
唐
代
小
說
硏
究
四
集
』
、
頁

一
九
四
～
二
一
二
を
參
照
。
し
か
し
ど
ん
な
狀
況
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
こ
の
二
つ
の
中
の
一
つ
、
あ
る
い
は
二
つ
と
も
虛
構
を
含
ん
で
い
る
。 
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五
二 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
七
。 

五
三 

小
南
一
郞
『
唐
代
傳
奇
小
說
論
』、
頁
（
序
）
九
～
一
〇
。 

五
四 
「
較
濃
厚
的
佛
敎
色
彩
。」
程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
』、
人
民
文
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
頁
六
四
。 

五
五 

「
從
志
怪
發
展
到
傳
奇
的
過
渡
作
品
。」
程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
』、
頁
六
六
。 

五
六 

賦
や
駢
文
と
小
說
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
近
藤
春
雄
氏
は
「
思
う
に
小
說
は
駢
文
を
と
り
入
れ
る
と
い
う
よ
り
、
駢
文
を
散
體
化
す
る
と
こ
ろ
に
展
開
し
た
と
見
る
べ

き
で
、…

…

小
說
そ
の
も
の
が
、
本
來
、
辭
賦
の
形
で
つ
づ
ら
れ
た
も
の
の
展
開
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
」（
近
藤
春
雄
『
唐
代
小
說
の

硏
究
』、
頁
九
）
と
述
べ
て
い
る
。
辭
賦
と
駢
文
は
中
國
古
典
小
說
の
唯
一
の
源
と
は
言
え
な
い
が
、
小
說
の
源
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
辭
賦
や
駢
文
と
小

說
と
の
關
係
は
緊
密
で
あ
る
。 

五
七 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
二
四
。 

五
八 

「
擧
凡
怪
異
、
不
僅
深
信
不
疑
、
且
欲
借
以
諷
勸
世
人
多
修
陰
隲
。」
王
夢
鷗
「
玄
怪
錄
及
其
後
繼
作
品
辨
略
下―

―

續
玄
怪
錄
及
其
作
者
」
、『
唐
人
小
說
硏
究
四
集
』、

頁
四
六
。 

五
九 

「
表
現
出
對
宗
敎
迷
信
意
識
的
強
調
與
肯
定
。」
程
小
銘
「『
玄
怪
錄
』
作
品
歸
屬
辨
證
（
上
）」、『
貴
州
文
史
叢
刊
』、
一
九
九
六
年
五
月
、
頁
三
五
。 

六
〇 

「
就
唐
五
代
門
第
觀
演
進
軌
跡
來
看
、
初
盛
唐
時
、
門
第
觀
念
較
為
強
盛
。
安
史
之
亂
以
後
、
門
第
觀
念
漸
趨
衰
微
。
到
了
晚
唐
五
代
、
雖
然
社
會
上
還
不
同
程
度
地

殘
存
重
門
第
的
習
、
但
是
從
整
個
社
會
來
看
、
門
第
觀
念
已
經
是
昔
日
黃
花
。（
唐
五
代
の
門
第
觀
の
變
化
の
過
程
か
ら
見
る
と
、
初
盛
唐
の
時
代
に
は
、
門
第
觀
念
は
比

較
的
に
強
か
っ
た
。
安
史
の
亂
以
後
、
門
第
觀
念
は
し
だ
い
に
衰
微
し
た
。
晩
唐
五
代
に
至
っ
て
は
、
社
會
上
に
あ
る
程
度
門
第
の
習
慣
は
殘
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
社
會

全
體
か
ら
見
る
と
、
門
第
觀
念
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。）」
程
國
賦
『
唐
代
小
說
與
中
古
文
化
』、
文
津
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
頁
四
一
。 

六
一 

『
說
郛
三
種
』
百
卷
本
卷
二
四
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
頁
四
三
五
。 

六
二 

李
劍
國
、
陳
洪
『
中
國
小
說
通
史
・
唐
宋
元
卷
』、
高
等
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
頁
五
八
〇
～
五
八
三
。 

六
三

『
神
仙
傳
』
の
中
に
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
す
で
に
多
く
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
述
の
「
魏
伯
陽
」
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。 

六
四 

「
它
是
一
部
增
補
擴
編
的
『
神
仙
傳
』。（
そ
れ
（
筆
者
註
：『
仙
傳
拾
遺
』）
は
『
神
仙
傳
』
を
增
補
し
て
編
輯
す
る
書
で
あ
る
。）」
程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
』、
頁
三

二
六
。 

六
五 

「
大
都
採
擷
舊
籍
、
唐
事
者
乃
多
有
自
作
。」
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
一
四
二
八
。 

六
六 

「
因
為
杜
光
庭
是
一
個
編
纂
者
、
所
以
收
在
『
仙
傳
拾
遺
』
裡
的
故
事
往
往
是
經
過
他
的
修
改
加
工
。
（
杜
光
庭
は
編
纂
者
で
あ
る
た
め
、
ゆ
え
に
『
仙
傳
拾
遺
』
に
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收
錄
さ
れ
た
物
語
は
往
々
に
し
て
彼
の
訂
正
や
加
工
を
經
て
い
る
。）」
程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
』、
頁
三
二
七
。 

六
七 

「
其
之
於
全
篇
只
是
一
種
輔
助
性
的
存
在
、
起
到
補
充
說
明
的
功
能
。（
そ
れ
（
筆
者
註
：「
胡
人
識
寶
」）
は
全
篇
に
對
し
て
た
だ
一
種
の
補
助
性
の
存
在
で
あ
り
、

補
充
說
明
の
作
用
を
發
揮
す
る
。）」
安
家
琪
「
唐
五
代
小
說
中
「
胡
人
識
寶
」
的
文
化
意
涵
與
歷
史
演
變
」、『
中
國
古
代
小
說
戲
曲
硏
究
』、
二
〇
一
九
年
十
二
月
、
頁
六

四
。 

六
八

「
漢
人
意
外
獲
寶
（
而
不
知
）―

―

胡
商
見
而
識
寶―

―

重
金
購
之
。（
漢
人
が
意
外
に
も
寶
を
得
る
（
そ
し
て
知
ら
ず
）―

―

胡
商
は
見
て
寶
を
知
る―

―

大
金
で

買
う
。）」
安
家
琪
「
唐
五
代
小
說
中
「
胡
人
識
寶
」
的
文
化
意
涵
與
歷
史
演
變
」、
頁
六
四
。 

六
九 

「
他
改
編
現
成
的
故
事
、
在
人
名
、
時
間
、
地
點
上
都
加
以
改
造
、
更
便
於
藝
術
的
加
工
。
同
時
他
又
在
結
尾
處
加
上
一
些
故
事
來
源
和
編
纂
過
程
的
記
錄
、
加
強
了

眞
實
感
、
能
使
讀
者
信
以
為
眞
。」
程
毅
中
『
玄
怪
錄
・
續
玄
怪
錄
』「
前
言
」、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
、
頁
一
六
。 

七
〇 

た
と
え
ば
錢
鍾
書
『
管
錐
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
頁
六
五
五
）
に
「「
杜
子
春
」（
出
『
續
玄
怪
錄
』）。
按
、
卷
四
四
「
蕭
洞
玄
」（
出
『
河
東
記
』）、
卷
三

五
六
「
韋
自
東
」（
出
『
傳
奇
』）
兩
則
相
類
、
皆
前
承
『
大
唐
西
域
記
』
卷
七
記
婆
羅
門
痆
斯
國
救
命
池
節…

…

『
酉
陽
雜
俎
』
續
集
卷
四
載
顧
玄
績
事
亦
同
、
段
成
式
卽

引
『
西
域
記
』
比
勘
。（「
杜
子
春
」（『
續
玄
怪
錄
』
よ
り
）。
按
ず
る
に
、
卷
四
四
「
蕭
洞
玄
」（『
河
東
記
』
よ
り
）
、
卷
三
五
六
「
韋
自
東
」（『
傳
奇
』
よ
り
）
二
篇
は
類

似
し
て
お
り
、
み
な
『
大
唐
西
域
記
』
卷
七
バ
ラ
モ
ン
ナ
シ
ー
國
救
命
池
の
節
を
引
き
繼
ぐ…

…

『
酉
陽
雜
俎
』
續
集
卷
四
に
載
せ
る
顧
玄
績
の
こ
と
も
同
じ
で
あ
り
、
段

成
式
は
『
西
域
記
』
を
引
い
て
比
較
す
る
。）」
と
論
じ
た
。 

七
一 

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
三
五
～
三
六
。 

七
二

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
八
三
五
。 

七
三 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
九
八
五
～
九
八
六
。 

七
四 

赤
井
益
久
氏
は
「
河
東
記
譯
注
稿
（
二
）」
の
「
蕭
洞
玄
」
の
「
參
考
」
の
部
分
に
兩
作
の
完
成
度
に
よ
っ
て
『
河
東
記
』
の
作
者
「
薛
漁
思
が
「
杜
子
春
」
を
參
照

し
て
「
蕭
洞
玄
」
を
創
作
し
た
と
は
か
ん
が
え
に
く
い
」（
赤
井
益
久
・
岡
田
充
博
・
澤
崎
久
和
「
河
東
記
譯
注
稿
（
二
）
」、『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
二
十

八
卷
、
頁
九
七
）
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
「
蕭
洞
玄
」
は
「
杜
子
春
」
を
參
照
し
て
い
な
い
可
能
性
が
極
め
て
高
い
が
、
た
だ
し
、
絕
對
に
參
照
し
て
い
な
か
っ
た
と

は
言
い
切
れ
な
い
。 

七
五

『
郡
齋
讀
書
志
校
證
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
頁
五
五
三
。 

七
六

內
山
知
也
『
隋
唐
小
說
硏
究
』、
頁
二
二
。 

七
七 

『
抱
朴
子
』
內
篇
・
雜
應
篇
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
頁
一
一
六
。
大
形
徹
氏
は
「
杜
子
春
」
と
『
抱
朴
子
』
の
こ
の
文
と
は
繫
が
り
が
あ
る
こ
と
を
指
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摘
し
て
い
る
（「
古
代
日
本
の
祭
祀
」、
古
代
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
發
見
・
檢
證 

日
本
の
古
代
」
編
集
委
員
會
編
『
前
方
後
圓
墳
の
出
現
と
日
本
國
家
の
起
源
（
發
見
・
檢

證 

日
本
の
古
代
３
）』
所
收
、
角
川
文
化
振
興
財
團
、
二
〇
一
六
年
、
頁
三
一
四
）。 

七
八 
詳
し
く
は
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
九
五
二
～
九
五
三
を
參
照
。 

七
九

段
成
式
『
酉
陽
雜
俎
』
續
集
卷
四
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
八
年
、
頁
四
八
一
。 
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附
表
一
：
「
張
李
二
公
」
類
話
群
の
プ
ロ
ッ
ト
整
理 

 
※ 
プ
ロ
ッ
ト
に
波
線
を
引
い
た
箇
所
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
、
網
掛
け
に
し
た
部
分
は
プ
ロ
ッ
ト
と
異
な
る
內
容
で
あ
る
こ
と
を
指
す
。 
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附
表
二
：
「
列
士
池
」
類
話
群
の
プ
ロ
ッ
ト
整
理 

 



 

49 

 

 



 

50 

 

 

               



 

51 

 

第
二
章 

先
行
作
品
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
方
法 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
―
―

「
靈
應
傳
」
を
例
と
し
て 

 
 

 
 

は
じ
め
に 

 

唐
代
傳
奇
小
說
に
は
、
類
話
群
と
い
う
現
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
後
の
時
代
の
作
者
が
、
先
行
す
る
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
使
用
し
、
細
部
描
寫

を
變
え
て
自
分
の
作
品
に
す
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
ま
た
作
者
が
、
先
行
す
る
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
借
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
別
の
物
語
か
ら
一
部
の

プ
ロ
ッ
ト
を
取
り
出
し
、
借
り
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
入
れ
る
現
象
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傳
奇
小
說
の
書
き
方
は
、
作
者
の
文
學
的
本
能
に
よ
り
な
が
ら
一

、

ま
た
自
分
の
作
品
を
前
人
の
作
品
と
區
分
す
る
た
め
便
利
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
種
の
書
き
方
は
、「
張
老
」（『
續
玄
怪
錄
』）「
司
命
君
」（『
仙
傳
拾
遺
』）
な

ど
の
傳
奇
作
品
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
二

。 

 

こ
の
書
き
方
か
ら
發
展
し
、
作
者
は
先
行
の
物
語
の
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
主
と
す
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
前
の
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
一
部
の
プ

ロ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
上
で
、
自
分
の
作
品
を
作
る
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
物
語
の
內
容
や
設
定
な
ど
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ほ
か
の
小
說
の
プ
ロ
ッ
ト
、
內
容
、
設
定
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
自
分
の
作
品
を
作
る
こ
と
は
、
唐
代
傳
奇
小
說
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
一
種
の

常
用
の
傳
奇
小
說
の
書
き
方
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
唐
代
傳
奇
小
說
に
お
け
る
先
行
す
る
作
品
の
要
素
を
借
用
す
る
現
象
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先

行
硏
究
で
も
注
目
さ
れ
て
い
た
が
三

、
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
小
說
全
體
の
書
き
方
を
硏
究
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
小
論
で
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
「
靈

應
傳
」
を
對
象
と
し
て
、
こ
う
し
た
書
き
方
に
つ
い
て
詳
し
く
檢
討
し
た
い
。 

 

「
靈
應
傳
」
は
唐
末
の
傳
奇
小
說
作
品
で
あ
る
。
『
太
平
廣
記
』
卷
四
九
二
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
名
は
殘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
四
千
字
以
上
も
あ

る
長
篇
傳
奇
で
あ
り
、「
遊
仙
窟
」
以
外
で
は
最
も
長
い
傳
奇
小
說
で
あ
る
四

。
た
だ
し
、「
靈
應
傳
」
に
對
す
る
專
論
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。「
柳

毅
傳
」
を
紹
介
す
る
文
章
の
中
で
、「
柳
毅
傳
」
の
影
響
を
受
け
た
作
品
と
し
て
「
靈
應
傳
」
を
擧
げ
た
り
五

、
あ
る
い
は
唐
代
小
說
史
や
傳
奇
小
說
史
を
紹
介

す
る
書
物
に
お
い
て
、「
靈
應
傳
」
の
內
容
が
簡
略
に
紹
介
さ
れ
、
論
者
の
簡
單
な
コ
メ
ン
ト
が
加
え
ら
れ
た
り
す
る
程
度
で
あ
る
。「
柳
毅
傳
」
と
の
關
係
を

取
り
擧
げ
る
論
著
に
は
、
「
靈
應
傳
」
の
龍
女
が
再
婚
を
斷
固
と
し
て
斷
る
こ
と
と
「
柳
毅
傳
」
の
龍
女
が
自
ら
再
婚
す
る
こ
と
と
を
比
べ
、
兩
文
の
趣
旨
の

違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
六

。 
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「
靈
應
傳
」
の
話
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

涇
州
の
近
く
の
町
に
善
女
湫
と
い
う
湖
が
あ
り
、
隣
に
九
娘
子
神
を
ま
つ
る
祠
が
あ
っ
た
。
ま
た
も
う
一
つ
の
隣
の
町
に
も
湫
の
神
が
あ
り
、
そ
の
名
は

朝
那
と
い
う
。
こ
の
二
つ
の
神
は
靈
驗
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
。
節
度
使
の
周
寶
は
涇
州
在
任
中
、
こ
の
二
つ
の
湖
の
上
か
ら
變
わ
っ
た
形
の
雲
が
現
れ
る

の
を
見
た
。
そ
の
數
日
後
、
周
寶
が
晝
寢
を
し
て
い
た
と
き
、
九
娘
子
が
訪
ね
て
來
て
、
周
寶
に
賴
み
ご
と
を
す
る
。
彼
女
は
若
く
し
て
未
亡
人
と
な
り
、

父
母
が
む
り
や
り
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
近
年
、
朝
那
の
弟
が
九
娘
子
と
の
結
婚
を
望
み
、
彼
女
の
父
母
に
多
く
の
結
納
の
品
を
送
っ
た
。
九
娘

子
が
そ
の
結
婚
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
父
親
は
朝
那
に
兵
を
起
こ
さ
せ
て
九
娘
子
に
壓
力
を
か
け
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
九
娘
子
は
そ
れ
に
對
抗

す
る
た
め
、
周
寶
か
ら
兵
士
を
借
り
た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
周
寶
は
心
の
中
で
は
承
諾
し
た
が
、
九
娘
子
の
言
っ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
、
も
っ
と

彼
女
の
言
い
分
を
聞
こ
う
と
し
て
い
っ
た
ん
斷
っ
た
。
九
娘
子
は
自
分
の
親
族
の
こ
と
を
打
ち
明
け
、
そ
れ
を
聽
い
て
周
寶
は
承
諾
し
た
。
翌
日
、
周
寶

は
兵
士
を
祠
の
隣
に
置
い
た
が
、
九
娘
子
の
お
側
役
が
周
寶
の
ベ
ッ
ド
の
外
で
「
幽
明
別
有
る
」
た
め
に
兵
士
を
使
え
な
い
と
傳
言
し
て
き
た
。
そ
こ
で

周
寶
は
孟
遠
を
將
帥
と
し
、
亡
く
な
っ
た
兵
士
の
名
册
を
九
娘
子
に
送
っ
た
。
數
日
後
、
一
兵
士
が
突
然
意
識
を
失
い
、
後
に
蘇
生
し
た
。
兵
士
は
、
自

分
が
突
然
祠
に
連
れ
て
行
か
れ
、
九
娘
子
か
ら
、
孟
遠
が
無
能
な
の
で
將
帥
を
變
更
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
周
寶
に
傳
え
る
よ
う
に
賴
ま
れ
た
こ
と

を
述
べ
た
。
周
寶
は
將
帥
を
鄭
承
符
に
變
え
た
こ
と
を
九
娘
子
に
傳
え
た
。
そ
こ
で
鄭
承
符
は
い
っ
た
ん
亡
く
な
り
、
そ
の
後
生
き
返
っ
た
。
彼
は
冥
界

に
行
っ
た
時
に
、
九
娘
子
の
召
き
を
受
け
、
す
ぐ
に
兵
士
を
率
い
て
戰
い
に
勝
っ
た
。
朝
那
は
九
娘
子
の
父
の
手
紙
に
よ
っ
て
死
刑
を
免
れ
た
が
、
恥
じ

て
途
中
で
亡
く
な
っ
た
。
一
方
、
鄭
承
符
は
大
將
軍
と
な
り
、
一
ヶ
月
の
休
み
を
與
え
ら
れ
て
家
に
戾
り
、
家
族
と
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を
し
、
一
ヶ
月
後

亡
く
な
っ
た
。 

 

「
靈
應
傳
」
の
話
は
民
間
の
傳
說
で
あ
る
か
作
者
の
創
作
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
康
軿
『
劇
談
錄
』
に
「
華
山
龍
移
湫
」
と
い
う
條
が
あ
り
、
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

咸
通
九
年
春
、
華
陰
縣
南
十
餘
里
、
一
夕
風
雷
暴
作
、
有
龍
移
湫
、
自
遠
而
至
。
先
是
、
崖
壟
高
亞
、
無
貯
水
之
所
。
此
夕
廻
從
數
丈
小
山
、
從
東
西
直

亙
南
北
。
峰
巒
草
樹
、
一
無
所
傷
、
碧
波
迵
塘
、
湛
若
疏
鑿
。
京
洛
符
旅
、
無
不
枉
道
而
觀
。
有
好
事
者
自
輦
轂
、
蒲
津
相
率
而
至
、
車
馬
不
絕
、
逮
於

累
月
。
京
城
南
靈
應
臺
有
三
娘
子
湫
、
與
崖
相
近
、
水
波
澄
明
、
莫
測
深
淺
。
每
秋
風
搖
落
、
未
嘗
有
草
木
飄
汎
其
上
。
或
睹
片
葉
纎
莖
、
必
有
飛
鳥
銜

而
去
之
。
祈
禱
者
多
致
花
鈿
粉
黛
及
綺
羅
之
類
、
啓
祝
投
之
、
歘
然
而
沒
。
乾
符
初
、
有
朝
士
數
人
、
同
遊
終
南
山
、
遂
及
湫
所
、
因
話
靈
應
之
事
。
其

間
有
不
信
者
、
試
以
木
石
投
之
、
俄
有
巨
魚
躍
出
波
心
、
鱗
甲
如
雪
。
忽
有
風
雨
冥
晦
、
車
馬
幾
為
暴
水
所
漂
。
爾
後
人
愈
敬
之
、
莫
有
敢
犯
者
。（
咸
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通
九
年
の
春
、
華
陰
縣
の
南
十
餘
里
、
一
夕
に
風
雷
暴
か
に
作
り
、
龍
の
湫
を
移
す
有
り
て
、
遠
き
よ
り
し
て
至
る
。
是
れ
よ
り
先
、
崖
壟
高
亞
に
し
て
、

水
を
貯
む
る
の
所
無
し
。
此
の
夕
廻
り
て
數
丈
の
小
山
に
從
い
、
東
西
よ
り
直
ち
に
南
北
に
亙
る
。
峰
巒
草
樹
、
一
に
傷
つ
く
る
所
無
く
、
碧
波
塘
を
迵

り
、
湛
と
し
て
疏
鑿
す
る
が
ご
と
し
。
京
洛
の
符
旅
は
、
道
を
枉
げ
て
觀
ざ
る
無
し
。
好
事
者
有
り
て
輦
轂
、
蒲
津
よ
り
相
い
率
い
て
至
り
、
車
馬
絕
え

ざ
る
こ
と
、
累
月
に
逮
ぶ
。
京
城
の
南
の
靈
應
臺
に
三
娘
子
の
湫
有
り
、
崖
と
相
い
近
く
、
水
波
澄
明
に
し
て
、
深
淺
を
測
る
莫
し
。
秋
風
搖
落
す
る
每

に
、
未
だ
嘗
て
草
木
の
其
の
上
に
飄
汎
す
る
有
ら
ず
。
或
い
は
片
葉
纖
莖
を
睹
れ
ば
、
必
ず
飛
鳥
の
銜
み
て
之
を
去
る
有
り
。
祈
禱
す
る
者
多
く
花
鈿
粉

黛
及
び
綺
羅
の
類
を
致
し
、
啓
祝
し
て
之
に
投
げ
、
歘
然
と
し
て
沒
む
。
乾
符
の
初
め
、
朝
士
數
人
有
り
、
同
に
終
南
山
に
遊
び
、
遂
に
湫
所
に
及
び
、

因
り
て
靈
應
の
事
を
話
す
。
其
の
間
信
ぜ
ざ
る
者
有
り
、
試
み
る
に
木
石
を
以
て
之
に
投
ぐ
れ
ば
、
俄
か
に
巨
魚
の
躍
り
て
波
心
よ
り
出
で
、
鱗
甲
雪
の

如
き
有
り
。
忽
ち
風
雨
冥
晦
し
、
車
馬
幾
ど
暴
水
の
漂
う
所
と
為
る
有
り
。
爾
の
後
人
愈
々
之
を
敬
い
、
敢
え
て
犯
す
者
有
る
莫
し
。）
七 

 

こ
の
條
に
は
二
つ
の
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
龍
が
湫
を
華
陰
縣
の
南
に
移
し
た
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
あ
る
人
が
三
娘
子
湫
に
木
や
石
を
投

げ
る
と
車
馬
が
急
な
洪
水
に
流
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
に
書
か
れ
て
い
る
「
靈
應
之
事
」
が
、
「
靈
應
傳
」
の
話
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
今
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
前
後
の
文
か
ら
見
る
と
、「
靈
應
の
事
」
は
誰
か
が
三
娘
子
に
祈
っ
た
こ
と
が
實
現
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
物
語
の
發
生
場
所
は
京
城
か
ら
涇
州
に
移
り
、
時
間
も
乾
符
初
以
前
か
ら
乾
符
五
年
（
乾
符
は
翌
年
ま
で
）
に
移
っ
て
は
い
る
が
、

名
前
の
三
娘
子
と
九
娘
子
は
近
く
、
臺
の
名
も
同
じ
く
「
靈
應
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
靈
應
の
事
」
は
「
靈
應
傳
」
の
話
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
八

。

た
だ
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
一
つ
目
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
な
簡
單
な
話
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
描
寫
を
加
え
、
事
件
を
詳
細
に
書
い
た
の
は
も

ち
ろ
ん
「
靈
應
傳
」
の
作
者
の
手
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
複
雜
さ
か
ら
見
る
と
、
作
者
が
元
の
話
に
な
い
プ
ロ
ッ
ト
を
加
え
て
ス
ト
ー

リ
ー
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
可
能
性
も
あ
る
。 

 
 

 
 

一
、
求
助
譚 

 

「
靈
應
傳
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
み
る
と
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
異
人
が
現
實
世
界
の
人
に
助
け
を
求
め
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
書
か
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
。

こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
唐
代
傳
奇
小
說
に
は
す
で
に
多
く
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
同
じ
く
龍
女
が
主
要
人
物
と
し
て
登
場
す
る
「
柳
毅
傳
」
に
は
、
龍
女
が
柳

毅
に
手
紙
を
屆
け
る
こ
と
を
賴
む
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
。
こ
の
種
の
傳
書
譚
に
は
、
ま
た
「
蔡
支
」（『
列
異
傳
』）「
胡
母
班
」（『
搜
神
記
』）「
中
宿
縣
民
」

（
『
異
苑
』
）「
樊
元
寶
」（
『
洛
陽
伽
藍
記
』
）「
三
衞
」（『
廣
異
記
』）「
邵
敬
伯
」（『
酉
陽
雜
俎
』）「
麒
麟
客
」（『
續
玄
怪
錄
』）
な
ど
の
物
語
が
あ
り
、
そ
の
源
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は
『
水
經
注
』
に
引
く
『
春
秋
後
傳
』
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
『
史
記
』
の
「
奉
璧
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
九

。 

 
傳
書
譚
は
求
助
譚
の
特
殊
な
一
種
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
典
型
的
な
求
助
譚
の
傳
奇
小
說
を
あ
げ
る
。
た
と
え
ば
「
華
山
客
」（『
玄

怪
錄
』
）
の
內
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

黨
超
元
は
華
山
に
隱
居
し
て
い
る
。
あ
る
夜
、
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
音
を
聞
き
、
開
け
る
と
美
し
い
女
子
一
人
が
外
に
立
っ
て
い
る
。
入
ら
せ
る
と
、
女

子
は
自
分
が
狐
の
妖
怪
で
あ
り
、
神
仙
に
な
る
た
め
一
度
獵
師
に
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
吿
げ
、
死
體
を
自
分
が
住
ん
で
い
る
洞
窟
に
戾
す
こ
と

を
黨
に
乞
う
（
①
）
。
黨
は
同
意
し
、
女
子
は
具
體
的
な
方
法
を
敎
え
て
去
っ
た
。
黨
は
そ
の
方
法
に
し
た
が
い
、
通
り
か
か
っ
た
獵
師
に
親
戚
の
病
を

治
す
た
め
狐
の
肉
が
欲
し
い
と
申
し
出
て
、
獵
師
は
狩
り
で
狐
を
殺
し
て
黨
に
渡
し
た
。
黨
は
狐
の
死
體
を
洞
窟
に
戾
し
た
（
②
）。
七
日
後
、
女
子
は

ま
た
黨
の
家
に
訪
ね
て
き
た
。
女
子
は
神
仙
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
黨
に
感
謝
し
、
藥
金
を
與
え
、
ま
た
こ
の
金
の
値
段
は
高
い
が
胡
人

以
外
に
賣
ら
な
い
よ
う
に
と
言
い
付
け
た
、
ま
た
自
分
の
昇
天
す
る
時
間
と
場
所
も
敎
え
た
。
黨
は
見
に
行
き
、
女
子
の
言
っ
た
通
り
の
こ
と
を
見
た
。

藥
金
を
市
場
に
持
っ
て
行
っ
た
が
、
商
人
は
た
だ
普
通
の
値
段
で
買
い
た
が
っ
た
。
數
年
後
、
胡
人
が
來
て
、
そ
れ
は
天
界
の
金
だ
と
言
っ
て
高
い
値
段

で
買
っ
た
（
③
）
。 

 

こ
の
例
か
ら
、
求
助
譚
の
內
容
は
三
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

① 

異
人
が
現
實
世
界
の
人
に
助
け
を
求
め
に
く
る
。 

 
 

② 

現
實
世
界
の
人
が
異
人
を
助
け
る
。 

 
 

③ 

異
人
が
現
實
世
界
の
人
に
謝
禮
を
與
え
る
。 

 

さ
き
に
例
と
し
て
あ
げ
た
「
柳
毅
傳
」
に
も
こ
の
三
つ
の
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
。
龍
女
は
父
に
手
紙
を
屆
け
る
こ
と
を
柳
毅
に
願
い
（
①
）、
柳
毅
は
故

鄕
に
戾
っ
て
洞
庭
湖
水
府
に
手
紙
を
屆
け
（
②
）
、
洞
庭
君
よ
り
招
待
さ
れ
て
寶
物
を
多
く
も
ら
っ
て
最
後
は
龍
女
と
結
婚
し
た
（
③
）。
こ
の
基
本
的
な
パ
タ

ー
ン
か
ら
、
徐
々
に
變
化
が
現
れ
た
。
た
と
え
ば
「
錢
方
義
」（『
續
玄
怪
錄
』）
は 

錢
方
義
は
夜
に
家
で
郭
登
と
い
う
鬼
に
遇
っ
た
。
郭
は
冥
界
で
轉
職
す
る
た
め
金
字
の
『
金
剛
經
』
一
卷
を
寫
す
こ
と
を
錢
に
願
っ
た
（
①
）。
錢
は
郭

の
た
め
に
寫
經
生
を
雇
っ
て
三
卷
を
寫
さ
せ
た
（
②
）。
郭
は
感
謝
し
て
厠
神
を
避
け
る
こ
と
を
錢
に
勸
め
た
（
③
）。
さ
ら
に
家
の
料
理
人
を
替
え
た
い

た
め
『
金
剛
經
』
を
七
遍
唱
え
る
こ
と
を
錢
に
願
っ
た
（
①
）。
錢
は
郭
の
た
め
に
四
十
九
遍
唱
え
た
（
②
）。
郭
は
錢
の
夢
に
現
れ
て
錢
に
感
謝
し
、
後

に
も
し
錢
に
何
か
災
厄
が
あ
れ
ば
必
ず
事
前
に
知
ら
せ
る
と
約
束
し
た
（
③
）。 
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鬼
（
冥
界
の
人
）
が
現
實
世
界
の
人
に
佛
經
を
寫
す
こ
と
や
唱
え
る
こ
と
を
賴
む
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
佛
敎
に
關
す
る
傳
奇
小
說
に
多
く
現
れ
る
。
た
と
え

ば
「
崔
紹
」（『
河
東
記
』）
で
は
崔
紹
が
冥
界
か
ら
戾
る
途
中
、
人
頭
魚
身
の
四
人
か
ら
『
金
光
明
經
』
一
部
を
寫
す
こ
と
を
請
わ
れ
た
。「
錢
方
義
」
で
特
に

注
目
す
べ
き
は
、
異
人
が
賴
み
ご
と
を
二
回
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
を
長
引
か
せ
る
た
め
、
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
繰
り
返
し
用
い
る
こ
と
は
常
見
の
方

法
で
あ
る
。
こ
の
種
の
手
法
は
、
ま
た
「
董
愼
」
（
『
玄
怪
錄
』）
に
も
見
え
る
。 

董
愼
は
公
正
な
法
官
で
あ
る
。
あ
る
日
、
太
山
府
君
に
呼
ば
れ
、
冥
界
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
府
君
は
犯
人
が
天
官
の
親
戚
で
あ
っ
た
た
め
天
界
の
指
示
に

よ
っ
て
減
刑
し
た
が
、
不
滿
を
招
い
た
。
ゆ
え
に
府
君
は
董
の
意
見
を
求
め
た
（
①
）。
董
は
減
刑
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
た
が
、
文
才
が
な
い
た
め
、

天
界
へ
の
說
明
の
手
紙
を
書
く
仕
事
に
つ
い
て
、
張
審
通
を
推
薦
し
た
（
②
）。
府
君
は
張
を
招
い
た
（
①
）。
張
は
手
紙
を
書
い
て
天
界
に
送
っ
た
（
②
）。

す
ぐ
に
天
界
か
ら
府
君
に
對
す
る
叱
り
の
返
事
が
來
た
。
府
君
は
怒
り
、
張
の
耳
を
塞
ぎ
、
張
は
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
（
③
）。
張
は
も
う
一
通
の
手
紙

を
書
く
こ
と
を
請
い
、
天
界
へ
送
っ
た
（
②
）
。
今
度
は
天
界
に
減
刑
し
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
府
君
は
喜
び
、
張
の
耳
を
開
き
、
さ
ら
に
も
う
一
耳

を
與
え
た
。
董
に
も
一
年
の
壽
命
を
與
え
、
本
來
の
壽
命
を
加
え
て
二
十
一
年
の
壽
命
が
あ
る
と
傳
え
た
。
現
實
世
界
へ
戾
る
と
、
張
は
三
つ
目
の
耳
を

生
じ
、
董
は
二
十
一
年
後
亡
く
な
っ
た
（
③
）
。 

「
董
愼
」
で
は
、
通
常
の
求
助
譚
の
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
三
つ
の
變
化
が
あ
る
。
一
つ
目
は
一
人
に
願
い
、
そ
の
人
の
推
薦
に
よ
っ
て
も
う
一
人
に
願
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
一
度
失
敗
を
經
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
點
は
、「
靈
應
傳
」
に
は
す
べ
て
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、「
靈
應
傳
」
で
は
、
一
つ
の
①
に
對

し
て
、
三
回
の
②
を
起
こ
し
た
。
前
の
二
回
は
失
敗
し
た
が
、
た
だ
罰
は
受
け
な
か
っ
た
。 

 

三
つ
目
の
變
化
は
、
①
の
部
分
は
異
人
が
現
實
世
界
の
人
の
居
場
所
に
來
て
賴
む
と
い
う
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
「
董
愼
」
の
場
合
は
現
實
世
界
の
人
が
強

い
ら
れ
て
異
界
に
連
れ
去
ら
れ
る
。
現
實
世
界
の
人
が
異
界
の
人
（
官
員
）
に
對
し
て
、
時
に
不
平
等
な
待
遇
に
遭
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
ま
た
「
黨
國

淸
」
（
『
河
東
記
』
）
の
主
人
公
黨
國
淸
は
、
夢
の
中
で
臺
駘
廟
神
に
招
か
れ
て
廟
の
修
繕
工
事
を
し
た
が
、
何
の
報
酬
も
な
く
現
實
世
界
へ
戾
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
求
助
譚
ス
ト
ー
リ
ー
の
③
の
部
分
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
謝
小
娥
傳
」
の
よ
う
な
異
人
で
あ
る
謝
小
娥
の
夫
と
義
理
の
父
が
現
實
世
界
の
人

に
復
讐
を
願
う
復
讐
譚
で
は
、
異
人
に
も
し
現
實
世
界
の
人
と
親
族
や
友
人
な
ど
の
關
係
が
あ
る
な
ら
ば
、
最
後
の
③
の
部
分
も
往
々
に
し
て
缺
け
て
い
る
。 

 

「
靈
應
傳
」
で
も
、
③
の
部
分
は
實
は
不
完
全
で
あ
る
。
九
娘
子
は
鄭
承
符
に
冥
界
の
官
と
い
う
謝
禮
を
與
え
た
が
、
最
初
に
助
け
を
求
め
た
周
寶
に
對
し

て
は
何
も
與
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
作
者
の
長
篇
傳
奇
小
說
を
書
く
能
力
は
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

た
だ
し
、
「
靈
應
傳
」
の
作
者
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ
た
と
き
、
必
ず
し
も
以
上
に
述
べ
た
他
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
意
識
的
に
模
倣
し
た
と
は
限
ら
な
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い
。
求
助
の
話
を
書
く
に
は
、
三
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
文
末
の
附
表
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
多
く
の
先
行
物

語
の
具
體
的
な
內
容
や
プ
ロ
ッ
ト
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、「
靈
應
傳
」
の
作
者
は
多
く
の
傳
奇
小
說
を
讀
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ゆ
え

に
、
無
意
識
の
う
ち
に
過
去
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
や
構
造
を
參
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 
 

 
 

二
、
九
娘
子
が
周
寶
に
手
傳
い
を
求
め
に
來
る
部
分
で
の
先
行
作
品
を
參
考
し
た
要
素 

 
 

 

１
、
異
人
が
來
る
こ
と 

 

求
助
譚
の
基
本
の
三
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
各
々
獨
立
し
て
モ
チ
ー
フ
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
①
の
異
人
が
突
然
現
實
世
界
の
人
の
前
に
現
れ
る

と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
助
け
を
求
め
る
以
外
に
、
ま
た
多
く
の
理
由
が
あ
る
。
そ
の
異
人
が
來
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
六
朝
志
怪
小
說
や
唐
代
傳
奇
小
說
の

冒
頭
に
頻
繁
に
現
れ
る
、
わ
ず
か
な
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
現
實
世
界
の
人
が
異
人
と
接
觸
す
る
こ
と
は
志
怪
傳
奇
小
說
の
主
流
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
話
を
書
く
時
、
ほ
と
ん
ど
の
作
者
は
自
然
に
以
下
の
六
つ
の
狀
況
の
う
ち
一
つ
か
ら
話
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。 

 
 

Ⅰ
異
人
が
現
實
世
界
の
人
に
會
い
に
く
る
（
「
華
山
客
」（『
玄
怪
錄
』））。 

 
 

Ⅱ
異
人
が
現
實
世
界
の
人
を
異
界
へ
呼
び
入
れ
る
（「
胡
母
班
」（『
搜
神
記
』））。 

 
 

Ⅲ
現
實
世
界
の
人
が
異
人
と
現
實
世
界
で
偶
然
出
會
う
（「
柳
毅
傳
」）。 

 
 

Ⅳ
現
實
世
界
の
人
が
異
界
に
行
っ
て
偶
然
異
人
と
會
う
（「
李
敏
求
」（『
河
東
記
』））。 

 
 

Ⅴ
現
實
世
界
の
人
が
異
人
と
會
う
こ
と
を
願
う
と
異
人
が
現
れ
る
（「
漢
武
帝
內
傳
」）。 

 
 

Ⅵ
現
實
世
界
の
人
が
異
人
に
願
い
が
あ
っ
て
異
界
に
行
く
（「
僧
契
虛
」（『
宣
室
志
』））。 

た
だ
し
、
最
後
の
二
種
は
六
朝
と
唐
代
の
小
說
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
（
括
弧
內
の
作
品
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
狀
況
に
完
全
に
合
致
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
）
。
求
助
譚
の
プ
ロ
ッ
ト
①
は
ま
さ
に
狀
況
Ⅰ
の
一
種
類
で
あ
る
。 

 

異
人
が
現
實
世
界
の
人
に
會
い
に
く
る
理
由
は
、
助
け
を
求
め
る
以
外
に
、
ま
た
吿
知
や
豫
言
、
結
婚
や
戀
愛
な
ど
、
よ
く
書
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。

結
婚
や
戀
愛
の
物
語
に
は
た
と
え
ば
「
尹
縱
之
」
（
『
玄
怪
錄
』）「
謝
翺
」（『
宣
室
志
』）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
結
末
は
往
々
に
し
て
男
女
が
別
れ
る
こ
と
に
な

る
。
吿
知
や
豫
言
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
〝
無
鬼
論
〟
の
話
を
例
と
し
て
あ
げ
る
。『
搜
神
記
』
に
「
施
續
門
生
」
の
條
が
あ
り
、
こ
れ
は
無
鬼
論
の
類
話
群

の
最
初
の
物
語
で
あ
る
。
施
續
の
門
生
は
無
鬼
論
を
主
張
し
、
鬼
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
一
人
の
客
が
來
て
、
門
生
と
鬼
神
の
存
在
に
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つ
い
て
論
辯
し
た
。
客
は
門
生
に
勝
て
ず
、
鬼
だ
と
自
分
の
身
分
を
自
白
し
た
。
こ
の
よ
う
な
話
は
後
に
ま
た
「
宗
岱
」（『
雜
語
』）「
阮
瞻
」（『
幽
冥
錄
』）「
崔

尚
」
（
『
玄
怪
錄
』
）
な
ど
に
見
え
る
。 

 

ま
た
、
少
し
特
殊
な
話
の
例
と
し
て
は
凶
宅
の
話
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
韋
協
律
兄
」（『
玄
怪
錄
』）
の
話
で
は
、
主
人
公
の
韋
生
の
兄
は
鬼
を
恐
れ
ず
、

凶
宅
と
呼
ば
れ
て
い
る
家
に
住
む
こ
と
に
し
た
。
夜
に
な
る
と
鬼
が
現
れ
て
き
て
、
兄
は
鬼
を
殺
し
た
。
凶
宅
の
話
の
結
末
は
往
々
に
し
て
異
な
り
、
異
人
に

殺
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
異
人
を
手
傳
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
話
の
最
初
は
必
ず
異
人
が
凶
宅
で
現
實
世
界
の
人
の
前
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
た

だ
し
こ
の
出
現
に
は
條
件
が
あ
り
、
そ
れ
は
現
實
世
界
の
人
が
特
定
の
空
間
（
凶
宅
）
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
異
人
が
た
だ
現
實
世
界
の
人
の
住
む

場
所
を
好
ん
で
現
れ
る
物
語
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
劉
諷
」（『
玄
怪
錄
』）「
張
庾
」（『
續
玄
怪
錄
』）「
梁
璟
」（
『
宣
室
志
』）
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。「
董
愼
」

の
よ
う
に
、
現
實
世
界
の
人
を
異
界
に
連
れ
去
る
と
き
も
、
多
く
の
場
合
、
異
界
の
使
者
が
現
實
世
界
の
人
の
前
に
現
れ
て
く
る
。 

  
 

 

２
、
夢 

 

「
靈
應
傳
」
で
は
、
さ
ら
に
、
周
寶
が
夢
の
中
で
鎧
兜
を
つ
け
た
異
人
と
會
う
こ
と
に
も
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夢
中
の
空
間
は
特
殊
な
空
間
で

あ
り
、
常
に
怪
異
の
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
る
一
〇

。
『
太
平
廣
記
』
に
お
い
て
「
夢
」
類
の
物
語
は
卷
二
七
六
か
ら
卷
二
八
二
ま
で
の
七
卷
に
收
錄
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
卷
二
七
七
の
後
半
か
ら
、
一
部
の
物
語
は
さ
ら
に
夢
休
徵
、
夢
咎
徵
、
鬼
神
、
夢
遊
の
子
目
の
下
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

卷
二
七
六
か
ら
卷
二
七
七
の
前
半
ま
で
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
物
語
の
大
部
分
は
六
朝
志
怪
小
說
で
あ
り
、
テ
ー
マ
は
雜
多
で
あ
る
。
約
半
分
の
物
語
の
テ
ー

マ
は
、
將
來
に
發
生
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
の
主
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
異
人
が
夢
の
中
に
現

れ
て
く
る
、
異
人
が
夢
者
に
何
か
を
傳
え
る
、
異
人
が
夢
者
に
手
傳
い
を
求
め
る
、
夢
で
の
出
來
事
が
現
實
に
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
の
主
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
、

復
活
結
婚
と
い
う
テ
ー
マ
の
物
語
も
一
篇
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
の
物
語
は
『
太
平
廣
記
』
の
「
再
生
」
な
ど
の
卷
に
も
見
え
る
。
夢
は
魂
が
體
の
束
縛
か
ら
離

れ
る
活
動
な
の
で
、
冥
界
と
の
關
連
が
強
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
七
卷
で
は
冥
界
往
還
や
壽
命
判
定
の
物
語
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
。 

 

夢
休
徵
（
吉
兆
を
示
す
夢
）
、
夢
咎
徵
（
凶
兆
を
示
す
夢
）
の
部
分
で
は
、
ほ
と
ん
ど
は
將
來
に
發
生
す
る
こ
と
を
呈
示
す
る
夢
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

部
分
の
夢
は
、
ま
た
①
象
徵
的
な
夢
、
②
豫
言
・
暗
示
、
③
事
前
體
驗
・
豫
兆
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
①
の
象
徵
的
な
夢
は
、
誰
か
が
夢
を
解
釋
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
は
占
夢
者
が
解
釋
す
る
が
、
時
に
は
夢
者
自
身
が
解
釋
す
る
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
「
孫
光
憲
」
の
よ
う
に
作
者
が
解
釋
す

る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
種
の
物
語
の
基
本
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
怪
異
な
夢
を
見
る→

夢
を
解
釋
す
る→

後
に
解
釋
で
述
べ
た
こ
と
が
本
當
に
發
生
し
た
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
が
、
夢
を
解
釋
す
る
部
分
や
後
に
解
釋
で
述
べ
た
こ
と
が
本
當
に
發
生
し
た
部
分
が
な
い
物
語
も
あ
る
。
時
代
が
下
る
と
、「
竇
參
」
の
よ
う

に
あ
る
物
語
で
は
夢
者
が
先
に
夢
を
解
釋
し
た
が
當
た
ら
ず
、
占
者
が
解
釋
し
て
當
た
っ
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
變
化
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
複
雜
に
な
っ
た
。

ま
た
、
「
張
鎰
」
の
よ
う
に
解
釋
す
べ
き
な
の
は
夢
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
夢
の
中
の
異
人
が
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
變
化
し
た
物
語
も
あ
る
。 

 

②
の
豫
言
の
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
夢
の
中
で
異
人
が
現
れ
て
き
て
、
夢
者
に
將
來
に
發
生
す
る
こ
と
を
敎
え
、
後
に
豫
言
さ
れ
た
こ
と
が
本
當
に
發
生
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
多
く
の
場
合
、
異
人
は
直
接
傳
え
る
の
で
は
な
く
、
對
話
の
中
で
將
來
に
發
生
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
こ
の
對
話
も
大

部
分
は
異
人
と
夢
者
と
の
對
話
で
あ
る
が
、「
何
致
雍
」
の
よ
う
に
夢
者
が
異
人
同
士
の
對
話
を
聞
く
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
種
の
暗
示
は
、「
盧
元
明
」

（
「
盧
元
明
」
は
夢
二
の
前
半
部
分
の
物
語
だ
が
、
そ
の
話
は
最
も
典
型
的
で
あ
る
）
の
よ
う
に
、
友
人
が
突
然
夢
者
の
夢
に
現
れ
、
去
る
こ
と
を
傳
え
る
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
通
常
、
友
人
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
が
、
た
だ
友
人
が
夢
で
現
れ
た
日
は
亡
く
な
っ
た
日
で
あ
る
た
め
、
事
前
の

吿
知
で
は
な
く
、
た
だ
現
實
世
界
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
早
く
傳
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
豫
言
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
後
に
複
雜
に
な
り
、
最
も
常
用
の
手

段
は
豫
言
の
實
現
に
條
件
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
宋
言
」
の
主
人
公
は
夢
で
名
前
を
變
え
た
ら
及
第
で
き
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
通
り
に
す
る
と

本
當
に
及
第
し
た
。
ま
た
、
「
三
夢
記
」
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
夢
を
同
じ
一
つ
の
物
語
に
竝
べ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
場
合
そ
れ
ら
の
夢
は
往
々
に
し
て
テ

ー
マ
が
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
夢
を
も
っ
て
豫
言
や
暗
示
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
物
語
も
現
れ
た
。
た
と
え
ば
「
朱

少
卿
」
で
は
暗
示
の
ほ
か
に
豫
兆
の
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
描
寫
を
加
え
て
文
章
を
長
く
す
る
物
語
も
あ
る
。「
陸
洎
」
で
は
、
夢
者
が
夢
の
中
で
、

あ
る
場
所
に
連
れ
て
行
か
れ
、
そ
こ
で
異
人
か
ら
來
年
冥
府
へ
來
る
と
い
う
豫
言
を
傳
え
ら
れ
、
目
覺
め
た
後
、
夢
者
が
死
の
準
備
を
し
た
。
そ
れ
に
對
す
る

周
り
の
人
の
反
應
な
ど
を
作
者
は
詳
し
く
記
し
て
い
る
。 

 

③
の
事
前
體
驗
は
夢
者
が
夢
の
中
で
將
來
に
發
生
す
る
こ
と
を
事
前
に
體
驗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
完
全
に
同
じ
こ
と
を
事
前
に
夢
の
中
で
經
驗
す

る
物
語
よ
り
も
、
似
て
い
る
こ
と
を
經
驗
し
て
將
來
に
發
生
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
物
語
の
方
が
數
が
多
い
。
後
に
は
、「
覃
隲
」
の
よ
う
に
二
人
が
同
じ
夢

を
見
て
豫
兆
の
信
憑
性
を
高
め
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
展
開
し
て
い
る
。 

 

鬼
神
の
子
目
に
な
る
と
、
異
人
が
現
實
世
界
の
人
の
夢
の
中
に
現
れ
て
く
る
、
異
人
が
夢
者
に
何
か
を
傳
え
る
、
異
人
が
夢
者
に
手
傳
い
を
求
め
る
、
夢
で

の
出
來
事
が
現
實
に
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
物
語
の
數
が
增
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
物
語
で
は
、
ま
た
よ
く
使
わ
れ
て
い
る

要
素
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
異
人
が
夢
者
に
何
か
を
傳
え
る
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
、
傳
え
る
內
容
は
ほ
と
ん
ど
病
氣
治
療
も
し
く
は
成
仙
の
醫
方
で
あ
る
。
異

人
が
夢
者
に
手
傳
い
を
求
め
る
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
が
夢
者
に
棺
の
周
り
の
環
境
を
整
え
る
こ
と
を
頼
む
こ
と
と
、
動
物
が
夢
者
に
殺
さ
な
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い
よ
う
に
と
頼
む
こ
と
が
常
に
見
ら
れ
る
。
夢
で
の
出
來
事
が
現
實
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
、
夢
の
中
で
異
人
が
夢
者
に
智
慧
と
關
係
が
あ
る

も
の
を
與
え
る
と
夢
者
は
急
に
智
慧
を
持
つ
人
に
な
る
こ
と
と
、
夢
の
中
で
異
人
が
夢
者
に
物
を
與
え
る
と
夢
者
は
起
き
た
後
に
本
當
に
そ
の
物
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
夢
で
の
出
來
事
が
現
實
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
テ
ー
マ
以
外
に
、
ほ
か
の
テ
ー
マ
で
は
夢
は
た
だ
異
人
と
會
う
一
つ
の
手
段
に

過
ぎ
ず
、
か
な
ら
ず
し
も
必
要
條
件
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
物
語
の
中
で
は
、
夢
は
す
で
に
最
も
重
要
な
要
素
で
は
な
か
っ
た
。 

 

『
太
平
廣
記
』
の
「
夢
」
類
の
最
後
の
夢
遊
の
部
分
で
は
、
有
名
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
い
く
つ
か
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
櫻
桃
靑
衣
」
と
「
沈
亞
之
」

の
異
鄕
で
人
生
を
過
ご
す
ス
ト
ー
リ
ー
、
「
獨
孤
遐
叔
」
と
「
張
生
」
の
他
人
の
夢
に
入
る
ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、「
劉
道
濟
」
で
は
「
離
魂
記
」

の
よ
う
に
女
性
の
魂
と
付
き
合
う
こ
と
や
、
「
韓
確
」
で
は
「
薛
偉
」
の
よ
う
に
魂
が
魚
に
入
る
こ
と
な
ど
の
要
素
が
見
ら
れ
る
。 

  
 

 

３
、
龍
の
傳
說 

 

夢
の
中
に
異
人
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
設
定
は
あ
ま
り
に
も
常
套
的
な
設
定
の
た
め
、
前
の
作
品
を
參
考
に
し
た
と
い
う
よ
り
、
作
者
が
自
然
に
思
い
つ
い

た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
靈
應
傳
」
で
は
、「
梁
四
公
記
」「
柳
毅
傳
」
の
龍
に
對
す
る
內
容
を
大
量
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
引
用
に
つ
い
て
具
體
的
な
比
較
に
つ
い
て
は
文
末
の
附
表
を
參
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
物
語
で
は
、
龍
の
家
族
の
系
譜
に
重
點
を
置
い
て
引
用
し

て
い
る
。 

 

九
娘
子
は
周
寶
と
の
對
話
の
中
で
、
二
度
龍
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
。
一
度
目
は
、
九
娘
子
が
自
分
の
家
族
の
こ
と
を
紹
介
す
る
部
分
に
あ
る
。
特
に
、
先

祖
が
遭
っ
た
禍
い
と
そ
の
後
の
梁
武
帝
の
時
に
發
生
し
た
危
難
を
詳
し
く
描
い
て
い
る
。 

妾
家
世
會
稽
之
鄮
縣
、
卜
築
於
東
海
之
潭
、
桑
楡
墳
隴
、
百
有
餘
代
。
其
後
、
遭
世
不
造
、
瞰
室
貽
災
、
五
百
人
皆
遭
庾
氏
焚
炙
之
禍
。…

…

至
梁
天
監

中
、
武
帝
好
奇
、
召
人
通
龍
宮
、
入
枯
桑
島
、
以
燒
燕
奇
味
、
結
好
於
洞
庭
君
寶
藏
主
第
七
女
、
以
求
異
寶
。
尋
聞
家
仇
庾
毗
羅
、
自
鄮
縣
白
水
郞
、
棄

官
解
印
、
欲
承
命
請
行
、
陰
懷
不
道
。
因
使
得
入
龍
宮
、
假
以
求
貨
、
覆
吾
宗
嗣
。
賴
杰
公
敏
鑒
、
知
渠
挾
私
請
行
、
欲
肆
無
辜
之
害
、
慮
其
反
貽
伊
戚
、

辱
君
之
命
。
言
於
武
帝
、
武
帝
遂
止
、
乃
令
合
浦
郡
落
黎
縣
歐
越
羅
子
春
代
行
。（
妾
の
家
は
世
々
會
稽
の
鄮
縣
、
東
海
の
潭
に
卜
築
し
、
桑
楡
墳
隴
、

百
有
餘
代
な
り
。
其
の
後
、
世
の
不
造
に
遭
い
、
室
を
瞰
て
災
を
貽
り
、
五
百
人
皆
な
庾
氏
焚
炙
の
禍
に
遭
う
。…

…

梁
の
天
監
中
に
至
り
、
武
帝
は
奇

を
好
み
、
人
を
召
し
て
龍
宮
に
通
じ
、
枯
桑
島
に
入
り
、
燒
燕
の
奇
味
を
以
て
、
好
を
洞
庭
君
の
寶
藏
主
第
七
女
に
結
び
、
以
て
異
寶
を
求
め
ん
と
す
。

尋
い
で
家
仇
の
庾
毗
羅
の
、
鄮
縣
白
水
郞
よ
り
、
官
を
棄
て
て
印
を
解
し
、
命
を
承
け
て
行
く
を
請
わ
ん
と
欲
す
と
聞
く
も
、
陰
か
に
不
道
を
懷
く
。
使
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に
因
り
て
龍
宮
に
入
る
を
得
、
假
り
て
以
て
貨
を
求
め
、
吾
が
宗
嗣
を
覆
せ
ん
と
す
。
杰
公
の
敏
鑒
に
賴
り
、
渠
の
私
を
挾
み
て
行
く
を
請
い
、
無
辜
の

害
を
肆
に
せ
ん
と
欲
す
る
を
知
り
、
其
の
反
っ
て
伊
の
戚
を
貽
り
、
君
の
命
を
辱
む
る
を
慮
る
。
武
帝
に
言
い
、
武
帝
遂
に
止
め
、
乃
ち
合
浦
郡
落
黎
縣

歐
越
の
羅
子
春
を
し
て
代
行
せ
し
む
。
） 

 

こ
れ
は
「
梁
四
公
記
」
震
澤
洞
部
分
の
內
容
を
借
り
て
い
る
。 

 

二
度
目
は
、
周
寶
の
「
な
ぜ
自
分
で
解
決
し
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問
に
對
し
、
九
娘
子
は
自
分
の
家
族
の
親
戚
は
強
く
、
彼
ら
に
賴
め
ば
大
變
な
こ
と
に

な
る
と
答
え
る
部
分
に
あ
る
。 

妾
家
族
望
、
海
內
咸
知
。
只
如
彭
蠡
洞
庭
、
皆
外
祖
也
。
陵
水
羅
水
、
皆
中
表
也
。
內
外
昆
季
、
百
有
餘
人
。
散
居
吳
越
之
間
、
各
分
地
土
。
咸
京
八
水
、

半
是
宗
親
。
若
以
遣
一
介
之
使
、
飛
咫
尺
之
書
、
吿
彭
蠡
洞
庭
、
召
陵
水
羅
水
、
率
維
揚
之
輕
銳
、
徵
八
水
之
鷹
揚
、
然
後
檄
馮
夷
、
說
巨
靈
、
鼓
子
胥

之
波
濤
、
混
陽
侯
之
鬼
怪
、
鞭
驅
列
缺
、
指
揮
豐
隆
、
扇
疾
風
、
飜
暴
浪
、
百
道
俱
進
、
六
師
鼓
行
、
一
戰
而
成
功
。（
妾
が
家
の
族
望
は
、
海
內
咸
く

知
る
。
只
だ
彭
蠡
洞
庭
の
如
き
は
、
皆
な
外
祖
な
り
。
陵
水
羅
水
は
、
皆
な
中
表
な
り
。
內
外
の
昆
季
は
、
百
有
餘
人
。
吳
越
の
間
に
散
居
し
、
各
々
地

土
を
分
か
つ
。
咸
京
の
八
水
、
半
ば
は
是
れ
宗
親
な
り
。
若
し
以
て
一
介
の
使
を
遣
わ
し
、
咫
尺
の
書
を
飛
ば
し
、
彭
蠡
洞
庭
に
吿
げ
、
陵
水
羅
水
を
召

し
、
維
揚
の
輕
銳
を
率
い
、
八
水
の
鷹
揚
を
徵
し
、
然
る
後
に
馮
夷
に
檄
し
、
巨
靈
を
說
き
、
子
胥
の
波
濤
を
鼓ふ

る
わ
し
、
陽
侯
の
鬼
怪
を
混
じ
え
、
列

缺
を
鞭
驅
し
、
豐
隆
を
指
揮
し
、
疾
風
を
扇
ぎ
、
暴
浪
を
翻
し
、
百
道
俱
に
進
み
、
六
師
鼓
行
し
、
一
戰
に
し
て
成
功
す
。） 

前
半
の
「
彭
蠡
洞
庭
」「
陵
水
羅
水
」
は
、
ま
た
「
梁
四
公
記
」
の
設
定
を
借
り
て
い
る
。
さ
ら
に
後
半
の
馮
夷
の
こ
と
は
『
莊
子
』「
大
宗
師
」
に
あ
り
、
巨

靈
の
こ
と
は
『
搜
神
記
』「
二
華
之
山
」
に
あ
り
、
子
胥
の
波
濤
の
こ
と
は
『
吳
越
春
秋
』「
勾
踐
伐
吳
外
傳
」
に
あ
り
、
陽
侯
も
『
戰
國
策
』「
韓
策
二
」、『
淮

南
子
』「
覽
冥
訓
」
、『
淮
南
子
』「
道
應
訓
」
と
「
說
山
訓
」、『
說
苑
』「
雜
言
」、『
論
衡
』「
感
虛
」
な
ど
に
見
え
る
波
の
神
の
名
で
あ
る
。
ま
た
「
列
缺
」「
豐

隆
」
は
稻
妻
、
雷
の
別
稱
で
、
こ
こ
で
は
お
そ
ら
く
稻
妻
、
雷
の
神
を
指
す
。 

 

更
に
、
九
娘
子
は
具
體
例
を
擧
げ
、
錢
塘
君
の
戰
い
を
紹
介
す
る
。 

頃
者
、
涇
陽
君
與
洞
庭
外
祖
、
世
為
姻
戚
。
後
以
琴
瑟
不
調
、
棄
擲
少
婦
、
遭
錢
塘
之
一
怒
、
傷
生
害
稼
、
懷
山
襄
陵
一
一

。
涇
水
窮
鱗
、
尋
斃
外
祖
之
牙

齒
。
今
涇
上
車
輪
馬
跡
猶
在
、
史
傳
具
存
、
固
非
謬
也
。
（
頃
者

さ
き
ご
ろ

、
涇
陽
君
と
洞
庭
外
祖
と
は
、
世
々
姻
戚
と
為
る
。
後
に
琴
瑟
不
調
な
る
を
以
て
、
少

婦
を
棄
擲
し
、
錢
塘
の
一
怒
に
遭
い
、
生
を
傷
つ
け
て
稼
を
害
い
、
懷
山
襄
陵
す
。
涇
水
の
窮
鱗
、
尋
い
で
外
祖
の
牙
齒
に
斃
る
。
今
涇
上
に
車
輪
馬
跡

猶
お
在
り
、
史
傳
具
に
存
し
、
固
よ
り
謬
に
非
ざ
る
な
り
。） 
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こ
れ
は
「
柳
毅
傳
」
の
內
容
を
借
り
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
先
行
の
物
語
の
內
容
を
借
り
て
用
い
る
物
語
は
ま
た
他
に
も
し
ば
し
ば
見
え
る
。
た
と
え
ば
同
じ
く
龍
が
登
場
す
る
物
語
「
蕭
曠
」（『
傳
奇
』）

で
は
、
主
人
公
の
蕭
曠
が
龍
女
の
織
綃
娘
子
か
ら
龍
に
關
す
る
六
つ
の
話
の
眞
偽
を
確
認
し
た
。
一
つ
目
の
柳
毅
靈
姻
の
話
は
「
柳
毅
傳
」
に
よ
っ
て
お
り
、

二
つ
目
の
龍
が
鐵
を
畏
れ
る
こ
と
は
『
梁
書
』
「
康
絢
傳
」
に
よ
っ
て
お
り
、
三
つ
目
の
雷
氏
子
の
劍
が
龍
に
化
け
る
話
は
『
豫
章
記
』
に
よ
っ
て
お
り
、
四

つ
目
の
梭
が
龍
に
化
け
る
話
は
『
異
苑
』
に
よ
っ
て
お
り
、
五
つ
目
の
馬
師
皇
が
龍
を
治
療
す
る
話
は
『
列
仙
傳
』
に
よ
っ
て
お
り
、
六
つ
目
の
龍
が
燕
の
血

を
好
む
こ
と
は
「
梁
四
公
記
」
に
よ
っ
て
い
る
一
二

。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
前
の
話
の
內
容
や
設
定
を
用
い
る
こ
と
は
、
文
章
を
容
易
に
長
引
か
せ
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
自
分
の
博
識
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
良
い
手
段
と
な
る
。 

 

「
靈
應
傳
」
は
た
だ
前
の
小
說
の
內
容
を
用
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
『
詩
經
』
と
歷
史
の
話
を
引
用
す
る
。
こ
こ
の
對
話
で
は
、
九
娘
子
は
『
詩
經
』

鄘
風
「
柏
舟
」
・
召
南
「
行
露
」
を
引
用
し
、
ま
た
、
申
包
胥
哭
秦
庭
の
典
據
を
引
用
し
た
。
後
に
も
ま
た
三
顧
茅
廬
の
典
據
を
用
い
て
い
る
一
三

。 

 
 

 
 

三
、
周
寶
が
九
娘
子
を
手
傳
う
部
分
で
の
先
行
作
品
を
參
考
し
た
要
素 

 
 

 

１
、
「
幽
明
別
有
り
」 

 

九
娘
子
の
願
い
を
受
け
、
周
寶
は
三
回
の
救
援
を
行
っ
た
が
、
は
じ
め
の
二
回
は
失
敗
し
た
。
一
回
目
は
現
實
世
界
の
兵
士
を
派
遣
し
、
冥
界
の
軍
と
戰
う

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
九
娘
子
は
使
者
を
遣
っ
て
こ
の
こ
と
を
周
に
傳
え
る
。
使
者
が
傳
言
す
る
時
、「
幽
明
隔
有
り
」
と
い
う
理
由
で
、
燈
に
照

ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
要
求
し
た
。
ま
た
後
に
も
「
幽
顯
の
事
は
別
な
り
」
を
理
由
と
し
て
、
派
遣
し
た
現
實
世
界
の
兵
士
が
使
え
な
い
こ
と
を
說
明
し
て
い
る
。 

 

「
幽
明
別
有
り
」
と
い
う
觀
念
は
、
六
朝
志
怪
小
說
や
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
に
多
く
現
れ
る
。「
幽
明
」
を
用
い
る
物
語
に
は
「
王
賈
」（『
紀
聞
』）、「
宋
參

軍
」（
『
廣
異
記
』
）
、「
李
叔
霽
」（
『
廣
異
記
』
）
、「
王
萬
徹
」（『
廣
異
記
』）、「
崔
汾
」（『
酉
陽
雜
俎
』）、「
常
夷
」（『
廣
異
記
』）、「
韋
齊
休
」（『
河
東
記
』）、「
張

汶
」
（
『
河
東
記
』
）
、
「
冥
音
錄
」
が
あ
り
、
「
幽
顯
」
を
用
い
る
物
語
に
は
「
公
孫
綽
」（『
逸
史
』
）、「
李
敏
求
」（『
河
東
記
』）、「
李
行
脩
」（『
續
定
命
錄
』）、

「
郭
翥
」（
『
宣
室
志
』
）
、「
韋
鮑
生
妓
」（
『
纂
異
記
』
）、「
袁
廓
」（『
法
苑
珠
林
』）
が
あ
る
。
ま
た
「
人
鬼
」
の
語
が
「
張
御
史
」（『
廣
異
記
』）、「
司
馬
文
宣
」

（
『
冥
報
記
』
）
、
「
王
光
本
」
（
『
廣
異
記
』
）
、
「
楊
元
英
」（
『
廣
異
記
』）、「
吳
任
生
」
（『
宣
室
志
』）、「
劉
積
中
」（『
酉
陽
雜
俎
』）、「
呂
生
妻
」（『
宣
室
志
』）、

「
冥
音
錄
」
な
ど
で
用
い
ら
れ
、
「
死
生
（
生
死
）
」
の
語
が
「
蔣
濟
」（『
列
異
傳
』）、「
胡
母
班
」（『
搜
神
記
』）、「
韓
重
」（『
錄
異
傳
』）、「
呂
順
」（『
幽
明

錄
』
）
、「
冥
音
錄
」
、「
董
靑
建
」（
『
法
苑
珠
林
』
）
、「
李
澣
」（『
廣
異
記
』）
な
ど
で
用
い
ら
れ
、「
別
有
り
」
と
い
う
觀
念
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
王
賈
」、
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「
宋
參
軍
」
で
は
「
幽
明
別
有
る
」
た
め
會
う
べ
き
で
は
な
い
と
強
調
し
て
お
り
、「
靈
應
傳
」
の
使
者
が
燈
に
照
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
要
求
す
る
理
由
も
、

實
際
に
顏
を
見
て
會
う
べ
き
で
は
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。 

  
 

 
２
、
冥
界
往
還 

 

二
回
目
の
救
援
に
お
い
て
、
周
寶
は
亡
く
な
っ
た
兵
士
の
名
簿
を
提
供
し
た
が
、
任
命
し
た
將
帥
の
能
力
が
足
り
な
か
っ
た
た
め
、
敗
北
し
た
。
そ
の
敗
戰

を
傳
え
た
の
は
現
實
世
界
の
一
兵
士
で
あ
っ
た
。
彼
は
假
死
狀
態
に
陷
っ
て
生
き
返
り
、
周
り
の
人
に
そ
の
間
に
發
生
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
冥

界
往
還
の
こ
と
も
六
朝
志
怪
小
說
や
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
に
多
く
現
れ
る
。『
太
平
廣
記
』
で
は
「
再
生
」
類
の
物
語
は
卷
三
七
五
か
ら
卷
三
八
六
ま
で
十
二

卷
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
十
二
卷
の
物
語
か
ら
見
る
と
、『
搜
神
記
』『
博
物
志
』
な
ど
初
期
の
志
怪
小
說
集
の
中
で
は
、
棺
か
ら
再
生
す
る
物
語
が
多

か
っ
た
が
、『
幽
明
錄
』『
冥
祥
記
』
な
ど
の
佛
敎
小
說
集
か
ら
、
冥
界
往
還
の
話
が
現
れ
て
き
た
。
多
く
は
「
靈
應
傳
」
と
同
じ
く
、
第
三
者
限
定
視
點
を
用

い
、
先
に
現
實
世
界
の
人
が
死
し
て
再
生
す
る
狀
況
を
書
き
、
後
に
そ
の
人
の
口
を
通
し
て
冥
界
で
の
出
來
事
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
一
例
を
擧
げ
る
。
た
と
え

ば
「
王
國
良
」
（
『
續
玄
怪
錄
』
）
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。 

元
和
十
二
年
冬
、
復
言
館
於
武
氏
、
國
良
五
日
一
來
、
其
言
愈
穢
、
未
嘗
不
掩
耳
而
走
。
忽
不
來
二
十
日
、
俄
聞
緩
和
之
聲
、
遣
人
問
之
、
徐
曰
、「
國

良
也
。
」
一
家
畏
其
悉
辭
、
出
而
析
之
、
乃
訝
其
羸
瘠
、
曰
、「
國
良
前
者
奉
辭
、
遂
染
重
病
、
臥
七
日
而
死
、
死
亦
七
日
而
蘇
。
冥
官
以
無
禮
見
譴
、
杖

瘡
見
在
。
久
不
得
來
。
」
復
言
呼
坐
、
請
言
其
實
。
國
良
曰
、…

…

（
元
和
十
二
年
の
冬
、
復
言
は
武
氏
に
館
に
し
、
國
良
五
日
ご
と
に
一
た
び
來
た
り
、

其
の
言
愈
々
穢
れ
、
未
だ
嘗
て
耳
を
掩
い
て
走
ら
ざ
る
な
し
。
忽
ち
來
ら
ざ
る
こ
と
二
十
日
、
俄
か
に
緩
和
の
聲
を
聞
き
、
人
を
し
て
之
に
問
わ
し
め
、

徐
に
曰
く
、「
國
良
な
り
」
と
。
一
家
其
の
悉
辭
を
畏
れ
、
出
で
て
之
を
析
し
、
乃
ち
其
の
羸
瘠
を
訝
り
、
曰
く
、「
國
良
は
前
は
奉
辭
し
、
遂
に
重
病
に

染
ま
り
、
臥
す
る
こ
と
七
日
に
し
て
死
し
、
死
し
て
亦
た
七
日
に
し
て
蘇
る
。
冥
官
は
無
禮
を
以
て
譴
め
ら
れ
、
杖
瘡
見
に
在
り
。
久
し
く
來
た
る
を
得

ず
。
」
復
言
呼
び
て
坐
せ
し
め
、
其
の
實
を
言
う
を
請
う
。
國
良
曰
く
、…

…

） 

こ
の
物
語
で
は
、
完
全
に
作
者
李
復
言
の
視
點
か
ら
、
現
實
世
界
で
發
生
し
た
事
件
の
經
過
を
時
間
順
に
書
い
て
い
る
。
作
者
は
王
と
と
も
に
冥
界
に
入
っ
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
歸
っ
て
き
た
王
の
話
を
通
し
て
冥
界
の
出
來
事
を
敍
述
す
る
。
王
國
良
の
自
述
で
も
ま
ず
亡
く
な
っ
て
生
き
返
る
こ
と
を
言
い
、
後
に
冥

界
遊
歷
の
詳
細
を
話
す
。『
幽
明
錄
』『
冥
祥
記
』
の
中
で
も
、
主
人
公
の
視
點
か
ら
、
冥
界
に
入
り→

冥
界
で
の
出
來
事→

冥
界
か
ら
出
る
順
番
で
書
く
と
い

う
主
人
公
限
定
視
點
よ
り
書
い
た
冥
界
往
還
譚
が
あ
る
。
主
人
公
限
定
視
點
と
比
べ
る
と
、
第
三
者
限
定
視
點
は
、
作
者
が
こ
の
話
を
聞
い
て
記
錄
す
る
と
い
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う
印
象
を
強
く
讀
者
に
與
え
、
す
な
わ
ち
物
語
の
眞
實
味
が
高
ま
る
。
唐
代
に
至
っ
て
も
、
冥
界
往
還
譚
は
佛
敎
色
が
強
い
。
た
だ
し
、
第
三
者
限
定
視
點
の

物
語
の
比
率
は
減
り
、
主
人
公
限
定
視
點
の
物
語
が
增
え
る
。
ま
た
、
道
敎
の
地
府
、
さ
ら
に
仙
界
へ
行
き
來
す
る
話
も
現
れ
て
き
た
。 

 

ま
た
、
冥
界
に
い
る
亡
く
な
っ
た
人
か
ら
賴
ま
れ
、
現
實
世
界
へ
歸
る
主
人
公
が
現
實
世
界
の
人
に
傳
言
す
る
こ
と
は
、
ほ
か
の
冥
界
往
還
譚
で
は
現
れ
て

い
る
が
、
た
だ
し
、
「
靈
應
傳
」
の
よ
う
に
傳
言
す
る
た
め
に
現
實
世
界
の
人
を
わ
ざ
わ
ざ
冥
界
に
招
く
こ
と
は
な
く
、
多
く
の
場
合
は
、
死
ぬ
べ
き
で
は
な

い
現
實
世
界
の
人
が
現
實
世
界
へ
歸
る
途
中
で
道
邊
の
亡
く
な
っ
た
人
に
賴
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

  
 

 

３
、
異
界
で
官
員
に
な
る
こ
と 

 

「
靈
應
傳
」
の
最
後
の
部
分
は
救
助
譚
の
基
本
プ
ロ
ッ
ト
の
三
回
目
の
②
と
③
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
周
寶
が
鄭
承
符
を
任
命
し
た
後
、
鄭

承
符
の
魂
は
異
界
に
行
き
、
招
待
さ
れ
た
と
き
に
敵
が
攻
め
て
き
て
、
鄭
は
軍
を
率
い
て
戰
い
に
勝
ち
、
冥
界
の
官
を
授
け
ら
れ
る
と
い
う
內
容
で
あ
る
。
異

界
に
行
っ
て
異
人
よ
り
招
待
さ
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
異
界
（
特
に
仙
界
）
に
行
く
時
の
常
套
の
手
段
で
あ
る
。 

 

こ
の
節
で
論
じ
た
い
の
は
、
異
界
の
官
員
、
特
に
冥
界
の
官
員
に
任
命
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。「
靈
應
傳
」
の
中
の
異
界
は
龍
女
の
九
娘
子
の
廟
の
周

り
の
空
間
で
あ
り
、
嚴
密
に
い
う
と
必
ず
し
も
冥
界
と
は
言
え
な
い
が
、
前
に
「
幽
明
」「
幽
顯
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
、
す
な
わ
ち
現
實
世
界
に
對
し
て
、

九
娘
子
の
い
る
空
間
を
「
幽
」
と
稱
し
て
い
る
以
上
、
作
者
は
こ
の
空
間
を
冥
界
と
見
な
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
一
四

。
六
朝
志
怪
小
說
や
唐
代
傳
奇
小
說
の

中
に
、
し
ば
し
ば
山
神
・
水
神
の
い
る
空
間
を
冥
界
と
見
な
す
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
泰
山
は
後
漢
末
の
と
き
に
す
で
に
冥
府
の
所
在
地
と
い
う
概
念
が
あ

っ
た
一
五

。
た
だ
し
山
神
・
水
神
の
い
る
空
間
が
仙
界
で
あ
る
か
あ
る
い
は
冥
界
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
一
定
せ
ず
、
あ
る
物
語
で
は
山
神
・
水
神
の
家
を
仙
界

と
見
な
し
、
現
實
世
界
の
人
は
魂
と
體
と
と
も
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
物
語
で
は
ま
た
冥
界
と
見
な
し
、
現
實
世
界
の
人
は
た
だ
魂
だ
け
入
る
こ
と
が

で
き
、
體
は
現
實
世
界
に
殘
り
、
假
死
狀
態
に
な
っ
て
い
る
一
六

。 

 

現
實
世
界
の
人
が
冥
界
の
官
員
に
な
る
と
い
う
話
は
、
六
朝
志
怪
小
說
に
す
で
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
に
よ
る
と
、
死
後
に
は
じ
め
て
冥
界
の
官

員
に
な
れ
る
場
合
が
多
い
。
た
と
え
ば
、「
蔣
濟
」（『
列
異
傳
』）
の
孫
阿
は
、
冥
界
の
人
か
ら
の
依
賴
に
よ
っ
て
自
分
は
も
う
す
ぐ
冥
界
の
泰
山
令
に
な
る
こ

と
を
知
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
孫
阿
は
「
不
懼
當
死
、
而
喜
為
泰
山
令
（
當
に
死
す
べ
き
を
懼
れ
ず
、
而
し
て
泰
山
令
と
為
る
を
喜
ぶ
）」
と
思
っ
た
。
す
な

わ
ち
冥
界
の
官
に
な
る
た
め
必
ず
ま
ず
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
初
唐
の
傳
奇
集
『
冥
報
記
』
に
特
例
が
現
れ
た
。「
柳
智
感
」
の
條
で
は

主
人
公
の
柳
智
感
は
突
然
亡
く
な
り
、
冥
界
に
入
り
、
判
官
に
任
命
さ
れ
た
が
、
柳
は
兩
親
が
老
い
て
お
り
、
ま
た
日
常
に
福
業
を
修
め
る
こ
と
を
も
っ
て
斷
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っ
た
。
冥
官
は
柳
が
亡
く
な
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
が
、
依
然
と
し
て
彼
を
判
官
に
任
命
し
た
。
翌
日
に
生
き
返
り
、
こ
れ
か
ら
は
晝
に
は
縣
の
役

人
と
し
て
、
夜
に
は
冥
界
の
判
官
と
し
て
の
生
活
を
送
り
始
め
た
。
後
に
「
蘇
履
霜
」（『
玄
怪
錄
』）「
郭
八
郞
」（『
野
史
』）
も
こ
の
設
定
を
使
っ
て
い
る
。 

 

た
だ
大
部
分
の
唐
代
傳
奇
小
說
は
依
然
と
し
て
亡
く
な
っ
て
か
ら
冥
界
の
官
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
設
定
を
使
う
。「
柳
澥
」（『
河
東
記
』）
の
主

人
公
柳
澥
は
旅
の
途
中
で
自
分
が
泰
山
主
簿
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
死
の
準
備
を
始
め
、
旅
先
で
家
に
手
紙
を
送
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
柳
澥
が
本
當
に

冥
界
の
官
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
こ
の
物
語
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
書
の
「
李
敏
求
」
の
條
に
李
敏
求
は
偶
然
冥
界
に
入
っ
た
と
こ
ろ
柳
澥
と
出
會
い
、

柳
が
李
に
彼
の
祿
命
簿
を
見
せ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
た
め
、
や
は
り
泰
山
主
簿
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
續
き
が
あ
る
物
語
と
し
て
は
、
ま
た
「
呂
諲
」（『
廣
異
記
』）
が
擧
げ
ら
れ
る
。
呂
諲
は
夢
の
中
で
冥
界
に
行
き
、
冥
府
の
判
官
は
彼
に
官
職

を
與
え
た
が
っ
た
が
、
呂
は
家
に
老
い
て
い
る
母
親
と
幼
い
子
供
が
あ
る
た
め
斷
っ
た
。
判
官
は
代
わ
り
に
蒯
適
を
冥
界
に
呼
ぶ
こ
と
を
決
め
、
呂
を
現
實
世

界
に
歸
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
蒯
は
果
た
し
て
亡
く
な
っ
た
。
し
か
し
呂
諲
も
亡
く
な
っ
て
か
ら
冥
官
に
な
っ
た
。「
崔
君
」（『
宣
室
志
』）
の
崔
君
は
開
く
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
る
尹
眞
人
の
石
函
を
開
い
た
ら
、
冥
司
に
召
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
會
っ
た
冥
官
が
、
呂
諲
で
あ
っ
た
。 

 

「
呂
諲
」
の
よ
う
に
、
冥
界
の
人
が
現
實
世
界
の
人
を
冥
界
に
呼
び
、
自
分
の
代
わ
り
に
冥
界
の
官
吏
に
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
の
物
語
は
、
唐
代
傳
奇
小
說

で
は
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
張
汶
」（
『
宣
室
志
』）
の
主
人
公
張
汶
の
亡
く
な
っ
た
兄
は
、
冥
府
が
張
に
官
職
を
與
え
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
張

を
冥
界
に
連
れ
去
ろ
う
と
し
た
。
張
は
冥
界
に
辿
り
着
き
、
冥
官
が
調
べ
て
み
る
と
實
は
兄
が
冥
界
の
吏
を
し
て
お
り
非
常
に
疲
勞
し
て
い
る
た
め
、
弟
の
張

を
自
分
の
代
わ
り
と
し
て
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
張
は
死
ぬ
べ
き
で
は
な
い
た
め
、
冥
官
は
張
を
歸
ら
せ
た
。 

 

ま
た
、「
馬
總
」（
『
集
異
記
』）
の
主
人
公
馬
總
は
突
然
亡
く
な
っ
た
友
人
の
杜
佑
に
冥
界
へ
呼
ば
れ
、
自
分
の
代
わ
り
に
冥
界
の
官
員
に
な
る
よ
う
に
賴
ま

れ
た
。「
馬
僕
射
總
」（
『
玄
怪
錄
』
）
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
お
り
、
官
職
の
名
は
六
押
大
都
統
で
あ
る
。
し
か
し
馬
は
斷
っ
た
。
杜
は
馬
に
強
い
て

與
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
馬
を
現
實
世
界
に
歸
ら
せ
た
。
『
集
異
記
』
の
場
合
、
馬
の
歸
る
時
、
杜
は
「
當
復
相
見
（
當
に
復
た
相
い
見
る
べ
し
）」
と
言
い
、

馬
は
二
年
後
亡
く
な
っ
た
と
書
い
て
終
わ
る
が
、『
玄
怪
錄
』
の
場
合
、
杜
は
馬
に
「
此
位
終
奉
（
此
の
位
終
に
奉
ず
）」
と
言
う
。
さ
ら
に
、
馬
は
一
年
後
亡

く
な
り
、
あ
る
人
は
馬
の
亡
く
な
る
時
に
「
甲
兵
萬
騎
擁
公
東
去
（
甲
兵
萬
騎
公
を
擁
し
て
東
に
去
る
）」
と
い
う
こ
と
を
見
た
。
ゆ
え
に
作
者
は
「
斯
乃
果

從
其
請
乎
（
斯
れ
乃
ち
果
た
し
て
其
の
請
い
に
從
う
か
）」
、「
得
非
赴
是
職
乎
（
是
の
職
に
赴
く
に
非
ざ
る
を
得
ん
か
）
」
と
疑
問
を
呈
し
た
。「
崔
紹
」（『
河

東
記
』
）
で
は
、
馬
總
は
す
で
に
陰
司
の
大
王
に
な
っ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ほ
か
の
現
實
世
界
の
人
の
視
點
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
人
が
冥
界
に
迎

え
ら
れ
て
い
く
場
面
が
描
寫
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
寫
は
、「
靈
應
傳
」
に
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。 
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任
命
が
成
功
し
た
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
郄
惠
連
」
（『
宣
室
志
』）
の
主
人
公
郄
惠
連
は
司
命
の
閻
波
羅
王
に
任
命
さ
れ
、
五
嶽
四
瀆
を
統
領
す
る
。
郄

は
使
者
に
從
い
地
府
に
入
っ
た
。
郄
は
よ
う
や
く
自
分
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
氣
付
き
、
ま
た
妻
子
を
懷
か
し
む
。
ゆ
え
に
し
ば
ら
く
歸
る
こ
と
を
許
さ
れ
、

妻
と
縣
令
に
死
ぬ
こ
と
を
傳
え
、
死
の
準
備
を
し
た
。
そ
し
て
「
是
夕
、
縣
吏
數
輩
、
皆
聞
空
中
有
聲
若
風
雨
、
自
北
來
、
直
入
惠
連
之
室
。
食
頃
、
惠
連
卒
。

又
聞
其
聲
北
向
而
去
、
歎
駭
。
（
是
の
夕
、
縣
吏
數
輩
、
皆
空
中
に
聲
有
る
こ
と
風
雨
の
若
く
、
北
よ
り
來
た
り
、
直
ち
に
惠
連
の
室
に
入
る
を
聞
く
。
食
頃

に
し
て
、
惠
連
卒
す
。
又
た
其
の
聲
の
北
に
向
き
て
去
る
を
聞
き
、
歎
駭
す
。）」
こ
の
し
ば
ら
く
現
實
世
界
へ
歸
り
、
家
族
と
死
を
迎
え
る
準
備
を
す
る
と
い

う
プ
ロ
ッ
ト
は
、
「
靈
應
傳
」
も
用
い
て
い
る
。
し
か
し
「
郄
惠
連
」
の
亡
く
な
っ
た
人
が
冥
界
に
迎
え
ら
れ
て
い
く
場
面
の
描
寫
は
、
迎
え
ら
れ
る
前
と
後

の
狀
況
を
す
べ
て
描
寫
し
、
「
靈
應
傳
」
よ
り
複
雜
で
あ
る
。
こ
の
迎
え
ら
れ
る
前
後
も
描
寫
す
る
こ
と
は
、「
楊
敬
眞
」（『
續
玄
怪
錄
』）
に
も
見
え
る
。
た

だ
し
「
楊
敬
眞
」
の
場
合
、
主
人
公
の
楊
敬
眞
は
冥
界
で
は
な
く
仙
界
に
行
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

お
わ
り
に 

 

「
靈
應
傳
」
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
の
物
語
か
ら
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト
、
內
容
、
設
定
な
ど
を
取
り
、
組
み
合
わ
せ
て
自
分
の
物
語
に
す
る
こ
と
は
、

晩
唐
か
ら
增
え
て
き
た
。
安
史
の
亂
以
降
は
、
人
口
の
流
動
が
激
し
く
な
り
、
官
員
も
中
央
の
派
遣
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
幕
府
の
召
き
に
應
じ
て
赴
任
す
る
こ

と
が
多
く
な
る
。
彼
ら
の
多
く
は
書
記
員
の
職
を
擔
任
し
、
記
錄
な
ど
の
仕
事
を
す
る
一
七

。
ま
た
、
宴
會
で
、
興
を
添
え
る
た
め
に
奇
談
を
す
る
こ
と
も
非
公

式
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
。
奇
事
の
話
を
す
る
こ
と
は
、
中
唐
の
頃
か
ら
宴
會
上
の
流
行
と
な
っ
て
い
た
。
優
れ
た
作
家
た
ち
一
八

は
、
獨
自
の
話
を
創
作
し
て
、

「
鶯
鶯
傳
」
な
ど
唐
代
傳
奇
小
說
の
代
表
作
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
大
部
分
の
唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
話
を
改
作
し
（
主

な
手
段
は
細
部
描
寫
を
加
え
る
）
、
自
分
の
物
語
に
す
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
幕
府
に
入
っ
た
時
に
自
分
が
奇
の
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
長
安
や

洛
陽
で
聞
い
た
話
を
改
め
、
自
分
の
話
と
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
通
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
唐
王
朝
の
各
地
に
傳
播
し
て
い
っ
た
。 

 

た
だ
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
數
に
は
限
り
が
あ
る
。
晩
唐
に
な
る
と
、
た
だ
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
述
べ
る
と
、
賓
客
が
す
で
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
知
っ
て
い
る

可
能
性
が
高
く
、
自
分
の
能
力
が
疑
わ
れ
る
危
險
性
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ゆ
え
に
、
新
た
な
物
語
を
創
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
っ
た
く

新
た
な
物
語
を
創
造
す
る
の
は
才
能
の
な
い
作
者
に
と
っ
て
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
話
を
組
み
合
わ
せ
て
物
語
を
作
る
の
は
比
較
的
簡

單
な
方
法
で
あ
る
。
特
に
、
斬
新
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
要
求
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
旣
有
の
物
語
を
少
し
改
め
て
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
期
に

は
、
ほ
か
の
物
語
か
ら
取
り
出
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
ス
ト
ー
リ
ー
に
入
れ
る
の
が
常
套
の
手
段
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
經
驗
を
積
み
、
プ
ロ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
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と
い
う
方
法
を
比
較
的
簡
單
に
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
晩
唐
に
な
る
と
、
こ
の
方
法
で
作
ら
れ
た
物
語
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 
た
と
え
ば
、
前
に
述
べ
た
「
蕭
曠
」
は
、
前
段
で
主
人
公
の
蕭
曠
が
「
洛
神
賦
」
の
話
の
眞
偽
を
洛
水
神
女
に
尋
ね
、
中
段
で
さ
ま
ざ
ま
な
龍
に
關
す
る
傳

說
を
集
め
て
織
綃
娘
子
に
聞
く
形
で
竝
べ
る
。
こ
の
二
つ
の
部
分
は
、
主
に
先
行
の
物
語
の
內
容
を
用
い
て
い
る
（
「
洛
神
賦
」
の
話
は
『
文
選
』
注
に
引
く

『
記
』
に
よ
る
）
。
ま
た
、
音
樂
を
も
っ
て
異
人
が
招
か
れ
て
く
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
尹
縱
之
」（『
玄
怪
錄
』）
な
ど
の
傳
奇
小
說
で
す
で
に
書
か
れ
て
い

た
。
後
段
で
蕭
曠
は
二
神
女
と
宴
會
を
開
く
と
い
う
常
見
の
プ
ロ
ッ
ト
を
使
い
、
三
つ
の
部
分
を
合
わ
せ
て
こ
の
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
特
に
前
段
と
中

段
と
は
、
ほ
と
ん
ど
關
係
が
な
く
、
た
だ
洛
水
神
女
の
下
女
が
織
綃
娘
子
を
導
い
て
來
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
種
の
い
く
つ
か
の
事
件
を
竝
べ
る
方
法
は
、
初

唐
の
傳
奇
小
說
「
古
鏡
記
」
に
す
で
に
見
ら
れ
た
。
「
古
鏡
記
」
は
鏡
を
絲
と
し
て
そ
れ
ら
の
事
件
を
貫
い
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
作
者
は
物
語
の
最
後
に
、
蕭

曠
、
洛
神
、
龍
女
の
三
人
の
連
結
を
現
す
た
め
、
三
人
を
一
つ
の
場
面
に
置
く
。
こ
の
時
、
作
者
は
異
人
と
現
實
世
界
の
人
と
宴
會
を
開
く
と
い
う
ど
こ
に
で

も
見
え
る
プ
ロ
ッ
ト
を
自
然
に
用
い
る
。「
蕭
曠
」
が
收
め
ら
れ
て
い
る
晩
唐
の
傳
奇
小
說
集
の
代
表
作
で
あ
る
『
傳
奇
』
の
中
に
は
、「
聶
隱
娘
」
の
よ
う
な

創
作
物
語
も
あ
り
な
が
ら
、
「
蕭
曠
」
の
よ
う
な
旣
存
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
合
わ
せ
た
物
語
も
あ
り
、
さ
ら
に
「
韋
自
東
」
の
よ
う
に
、
先
行
の
物
語
を
書

き
改
め
た
物
語
も
あ
る
一
九

。 

 

た
だ
し
、「
靈
應
傳
」
は
、「
柳
毅
傳
」
や
「
鶯
鶯
傳
」
な
ど
と
竝
べ
ら
れ
る
唐
代
傳
奇
小
說
の
代
表
作
と
さ
れ
な
く
て
も
、
全
文
が
す
べ
て
異
人
（
九
娘
子
）

の
求
助
と
救
援
の
經
過
と
結
果
を
め
ぐ
っ
て
話
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
蕭
曠
」
よ
り
も
優
れ
て
い
る
點
と
し
て
評
價
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
評
價

す
べ
き
な
の
は
、
戰
い
の
場
面
の
描
寫
で
あ
る
。 

余
拜
捧
而
出
、
傳
呼
諸
將
、
指
揮
部
伍
、
內
外
嚮
應
。
是
夜
出
城
、
相
次
探
報
、
皆
云
、
賊
勢
漸
雄
。
余
素
諳
其
山
川
地
里
、
形
勢
孤
虛
、
遂
引
軍
夜
出
、

去
城
百
里
。
分
布
要
害
、
明
懸
賞
罰
、
號
令
三
軍
、
設
三
伏
以
待
之
。
遲
明
、
排
布
已
畢
。
賊
汰
其
前
功
、
頗
甚
輕
進
。
猶
謂
孟
遠
之
統
衆
也
。
余
自
引

輕
騎
、
登
高
視
之
、
見
煙
塵
四
合
、
行
陣
整
肅
。
余
先
使
輕
兵
搦
戰
、
示
弱
以
誘
之
。
接
以
短
兵
、
且
戰
且
行
。
金
革
之
聲
、
天
裂
地
坼
。
余
引
兵
詐
北
、

彼
亦
盡
銳
前
趨
、
鼓
噪
一
聲
、
伏
兵
盡
起
。
千
里
轉
戰
、
四
面
夾
攻
。
彼
軍
敗
績
、
死
者
如
麻
。
再
戰
再
奔
、
朝
那
狡
童
、
漏
刃
而
去
。
從
亡
之
卒
、
不

過
十 

人
。
余
選
徤
馬
三
十
騎
追
之
、
果
生
置
於
麾
下
。
由
是
血
肉
染
草
木
、
脂
膏
潤
原
野
、
腥
穢
蕩
空
、
戈
甲
山
積
。
賊
帥
以
輕
車
馳
送
於
貴
主
、
貴

主
登
平
朔
樓
受
之
。（
余
は
拜
捧
し
て
出
で
、
諸
將
を
傳
呼
し
、
部
伍
を
指
揮
す
れ
ば
、
內
外
嚮
應
す
。
是
の
夜
城
よ
り
出
で
、
相
次
い
で
探
報
す
る
に
、

皆
云
う
、
賊
の
勢
は
漸
く
雄
な
り
と
。
余
は
素
よ
り
其
の
山
川
地
里
、
形
勢
の
孤
虛
を
諳
ん
じ
、
遂
に
軍
を
引
き
て
夜
に
出
で
、
城
よ
り
去
る
こ
と
百
里
。

要
害
に
分
布
し
、
賞
罰
を
明
懸
し
、
三
軍
に
號
令
し
、
三
伏
を
設
け
て
以
て
之
を
待
つ
。
遲
明
、
布
を
排
す
る
こ
と
已
に
畢
る
。
賊
は
其
の
前
功
に
汰お

ご

り
、
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頗
る
甚
だ
輕
進
す
。
猶
お
孟
遠
の
衆
を
統
ぶ
る
と
謂
う
が
ご
と
き
な
り
。
余
は
自
ら
輕
騎
を
引
き
、
高
き
に
登
り
之
を
視
れ
ば
、
煙
塵
四
合
し
、
行
陣
整

肅
な
る
を
見
る
。
余
は
先
に
輕
兵
を
し
て
搦
戰
せ
し
め
、
弱
き
を
示
し
て
以
て
之
を
誘
わ
し
む
。
接
す
る
に
短
兵
を
以
て
し
、
且
つ
戰
い
且
つ
行
く
。
金

革
の
聲
、
天
裂
き
地
坼
く
。
余
は
兵
を
引
き
て
詐
り
に
北
げ
、
彼
も
亦
た
銳
を
盡
く
し
て
前
に
趨
み
、
鼓
噪
一
聲
、
伏
兵
盡
く
起
こ
る
。
千
里
轉
戰
し
、

四
面
夾
攻
す
。
彼
の
軍
敗
績
し
、
死
者
麻
の
如
し
。
再
び
戰
い
再
び
奔
り
、
朝
那
の
狡
童
は
、
刃
よ
り
漏
れ
て
去
る
。
從
い
て
亡の

が

る
る
卒
は
、
十
人
に
過

ぎ
ず
。
余
は
徤
馬
三
十
騎
を
選
び
て
之
を
追
い
、
果
し
て
麾
下
に
生
置
す
。
是
れ
よ
り
血
肉
は
草
木
を
染
め
、
脂
膏
は
原
野
を
潤
し
、
腥
穢
は
空
に
蕩
し
、

戈
甲
は
山
積
す
。
賊
帥
は
輕
車
を
以
て
貴
主
に
馳
送
し
、
貴
主
は
平
朔
樓
に
登
り
て
之
を
受
く
。） 

戰
爭
の
描
寫
は
、
唐
代
傳
奇
小
說
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
史
書
の
中
に
は
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
同
じ
く
伏
兵
を
置
く
最
も
有
名
な
戰
い―

―

齊
魏
馬
陵
の
戰
の
歷
史
記
述
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
馬
陵
の
戰
に
關
す
る
記
載
は
『
史
記
』『
戰
國
策
』
な
ど
の
史
書
に
見
え
、『
史
記
』
の
中
で
も
い
く
つ
か

の
箇
所
に
記
載
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
も
詳
し
い
の
は
「
孫
子
吳
起
列
傳
」
の
中
の
次
の
記
載
で
あ
る
。 

後
十
三
歲
、
魏
與
趙
攻
韓
、
韓
吿
急
於
齊
。
齊
使
田
忌
將
而
往
、
直
走
大
梁
。
魏
將
龐
涓
聞
之
、
去
韓
而
歸
、
齊
軍
旣
已
過
而
西
矣
。
孫
子
謂
田
忌
曰
、

「
彼
三
晉
之
兵
素
悍
勇
而
輕
齊
、
齊
號
為
怯
。
善
戰
者
因
其
勢
而
利
導
之
。
兵
法
、
百
里
而
趣
利
者
蹶
上
將
、
五
十
里
而
趣
利
者
軍
半
至
。
使
齊
軍
入
魏

地
為
十
萬
灶
、
明
日
為
五
萬
灶
、
又
明
日
為
三
萬
灶
。」
龐
涓
行
三
日
、
大
喜
、
曰
、
「
我
固
知
齊
軍
怯
、
入
吾
地
三
日
、
士
卒
亡
者
過
半
矣
。
」
乃
棄
其

步
軍
、
與
其
輕
銳
倍
日
幷
行
逐
之
。
孫
子
度
其
行
、
暮
當
至
馬
陵
。
馬
陵
道
陜
、
而
旁
多
阻
隘
、
可
伏
兵
。
乃
斫
大
樹
白
而
書
之
曰
「
龐
涓
死
于
此
樹
之

下
」
。
於
是
令
齊
軍
善
射
者
萬
弩
、
夾
道
而
伏
、
期
曰
「
暮
見
火
擧
而
俱
發
」。
龐
涓
果
夜
至
斫
木
下
、
見
白
書
、
乃
鉆
火
燭
之
。
讀
其
書
未
畢
、
齊
軍
萬

弩
俱
發
、
魏
軍
大
亂
相
失
。
龐
涓
自
知
智
窮
兵
敗
、
乃
自
剄
、
曰
、「
遂
成
豎
子
之
名
。」
齊
因
乘
勝
盡
破
其
軍
、
虜
魏
太
子
申
以
歸
。
孫
臏
以
此
名
顯
天

下
、
世
傳
其
兵
法
。
（
後
十
三
歲
、
魏
趙
と
韓
を
攻
め
、
韓
急
を
齊
に
吿
ぐ
。
齊
田
忌
を
し
て
將
と
し
て
往
か
し
め
、
直
ち
に
大
梁
に
走
く
。
魏
將
龐
涓

之
を
聞
き
、
韓
を
去
り
て
歸
ら
ん
と
す
る
も
、
齊
軍
旣
に
已
に
過
ぎ
て
西
す
。
孫
子
田
忌
に
謂
い
て
曰
く
、
「
彼
の
三
晉
の
兵
は
素
と
悍
勇
に
し
て
齊
を

輕
ん
じ
、
齊
を
ば
號
し
て
怯
と
為
す
。
善
く
戰
う
者
は
其
の
勢
に
因
り
て
之
を
利
導
す
。
兵
法
に
、
百
里
に
し
て
利
に
趣
く
者
は
上
將
蹶

つ
ま
ず

き
、
五
十
里
に

し
て
利
に
趣
く
者
は
軍
半
ば
至
る
と
。
齊
軍
を
し
て
魏
地
に
入
り
て
十
萬
の
灶
を
為
り
、
明
日
は
五
萬
の
灶
を
為
り
、
又
た
明
日
は
三
萬
の
灶
を
為
ら
し

め
よ
」
と
。
龐
涓
行
く
こ
と
三
日
、
大
い
に
喜
び
、
曰
く
、「
我
れ
固
よ
り
齊
軍
の
怯
な
る
を
知
り
、
吾
が
地
に
入
り
て
三
日
、
士
卒
の
亡
ぐ
る
者
半
ば

を
過
ぐ
」
と
。
乃
ち
其
の
步
軍
を
棄
て
、
其
の
輕
銳
と
日
を
倍
し
行
を
幷
せ
て
之
を
逐
う
。
孫
子
其
の
行
を
度
る
に
、
暮
れ
に
當
に
馬
陵
に
至
る
べ
し
。

馬
陵
は
道
陜
く
し
て
、
旁
ら
阻
隘
多
く
、
兵
を
伏
す
べ
し
。
乃
ち
大
樹
を
斫
り
白
げ
て
之
に
書
し
て
曰
く
「
龐
涓
此
の
樹
の
下
に
死
せ
ん
」
と
。
是
に
於
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い
て
齊
軍
の
善
く
射
る
者
萬
弩
を
し
て
、
道
を
夾
ん
で
伏
せ
し
め
、
期
し
て
曰
く
「
暮
れ
に
火
の
擧
が
る
を
見
て
俱
に
發
せ
よ
」
と
。
龐
涓
果
た
し
て
夜

斫
木
の
下
に
至
り
、
白
書
を
見
、
乃
ち
火
を
鉆
り
て
之
を
燭
す
。
其
の
書
を
讀
む
こ
と
未
だ
畢
ら
ざ
る
に
、
齊
軍
の
萬
弩
俱
に
發
し
、
魏
軍
大
い
に
亂
れ

て
相
い
失
う
。
龐
涓
自
ら
智
窮
ま
り
兵
敗
る
る
を
知
り
、
乃
ち
自
ら
剄
し
、
曰
く
、「
遂
に
豎
子
の
名
を
成
さ
し
む
」
と
。
齊
因
り
て
勝
ち
に
乘
じ
て
盡

く
其
の
軍
を
破
り
、
魏
太
子
申
を
虜
に
し
以
て
歸
る
。
孫
臏
此
を
以
て
名
天
下
に
顯
れ
、
世
其
の
兵
法
を
傳
う
。） 

 

「
靈
應
傳
」
の
戰
爭
の
描
寫
は
、
主
人
公
の
鄭
承
符
の
敍
述
を
通
し
て
行
い
、
す
な
わ
ち
讀
者
が
戰
爭
の
經
過
を
知
る
た
め
に
は
鄭
承
符
の
主
人
公
限
定
視

點
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
戰
爭
の
過
程
を
記
述
す
る
に
あ
た
り
、
鄭
承
符
が
ど
の
よ
う
に
伏
勢
を
計
畫
し
、
ど
の
よ
う
に
兵
士
を
率
い
る
か

に
重
點
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
方
法
を
通
し
て
、
鄭
承
符
の
軍
事
才
能
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、『
史
記
』
の
記
述
は
、
も
し
す

べ
て
主
人
公
限
定
視
點
か
ら
書
い
た
ら
客
觀
性
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
、
た
だ
孫
臏
の
計
畫
を
對
話
の
中
で
詳
し
く
書
き
、
計
畫
の
結
果
は
敵
で
あ
る
龐
涓
の

動
き
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。 

 

ま
た
司
馬
遷
は
「
減
竈
退
兵
」
と
「
斫
樹
白
書
」
の
二
つ
の
具
體
的
な
事
例
に
焦
點
を
當
て
て
書
き
、
主
に
對
話
と
動
作
の
細
部
描
寫
を
通
じ
て
孫
臏
の
軍

事
才
能
を
表
現
し
た
。
戰
場
の
狀
況
の
描
寫
は
、
た
だ
「
齊
軍
萬
弩
俱
發
、
魏
軍
大
亂
相
失
」
の
簡
略
な
二
句
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
「
靈
應
傳
」
の
中
で
は
、

傍
線
部
分
の
四
か
所
の
戰
場
描
寫
が
あ
り
、
視
覺
だ
け
で
は
な
く
、
聽
覺
、
嗅
覺
を
通
し
て
戰
場
の
狀
況
を
生
々
し
く
表
し
、
臨
場
感
を
增
し
て
い
る
。
こ
の

描
寫
か
ら
見
る
と
、
作
者
の
表
現
力
は
優
れ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。「
趙
合
」（『
傳
奇
』）
で
も
戰
爭
の
描
寫
が
あ
り
、
主
人
公
限
定
視
點
と
戰
場
の
場

景
の
描
寫
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
主
な
內
容
は
李
文
悅
の
行
動
を
竝
べ
る
だ
け
で
あ
り
、
描
寫
の
質
は
「
靈
應
傳
」
に
比
べ
る
と
劣
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。 

   

注
： 

一 

誦
語
者
は
話
し
方
に
於
け
る
才
能
の
特
殊
性
、
誦
語
者
の
遊
び
の
本
能
、
誦
語
者
の
文
學
的
心
理
的
本
能
、
個
人
的
な
事
情
な
ど
自
身
に
於
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
性
の

要
因
が
有
る
た
め
、
一
の
插
話
を
他
の
一
の
插
話
に
取
換
え
る
こ
と
、
一
の
テ
ー
マ
を
他
の
一
の
テ
ー
マ
に
取
換
え
る
こ
と
、
一
の
モ
チ
ー
フ
を
他
の
一
の
モ
チ
ー
フ
に
取

換
え
る
こ
と
な
ど
を
行
う
。
詳
し
く
は
松
村
武
雄
『
神
話
學
原
論
』
下
卷
、
頁
三
三
一
～
三
三
四
を
參
照
。 
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二 

本
論
文
の
第
一
章
を
參
照
。 

三 

た
と
え
ば
、
類
話
群
の
現
象
は
早
く
か
ら
唐
代
傳
奇
小
說
の
硏
究
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
具
體
的
な
作
品
に
對
し
て
は
、
た
と
え
ば
小
南
一
郞
氏
は
「
蕭
曠
」

（『
傳
奇
』）
を
分
析
す
る
時
に
、「
它
主
要
節
錄
先
前
就
存
在
的
筆
記
、
小
說
中
的
情
節
、
東
拼
西
湊
來
編
成
一
篇
故
事
（
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
筆
記
・
小
說
に
見
え
た
種
々

の
筋
書
き
を
切
り
貼
り
し
て
、
此
の
一
條
は
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）。」
と
述
べ
て
い
る
（
小
南
一
郞
「
唐
代
小
說
的
虛
構
性
質―

―

以
裴
鉶
『
傳
奇
』
為
中
心
」、『
文
史

哲
』
二
〇
二
一
年
第
三
期
、
二
〇
二
一
年
五
月
、
頁
一
二
四
～
一
二
八
）。 

四 

程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
話
』、
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
頁
二
二
二
。 

五 

た
と
え
ば
魯
迅
「
稗
邊
小
綴
」『
唐
宋
傳
奇
集
』
魯
迅
輯
錄
古
籍
叢
編
本
、
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
、
頁
三
三
二
、
ま
た
、
汪
辟
疆
『
唐
人
小
說
』、
北
京
聯
合
出
版
公

司
、
二
〇
一
六
年
で
は
「
柳
毅
傳
」
の
後
ろ
に
「
靈
應
傳
」
を
附
し
て
い
る
。 

六 

た
と
え
ば
程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
話
』、
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
頁
二
二
一
、
李
宗
為
『
唐
人
傳
奇
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
、
頁
一
八
二
。 

七 

康
軿
『
劇
談
錄
』
叢
書
集
成
初
編
本
、
中
華
書
局
、
一
九
九
一
年
、
頁
六
〇
～
六
二
。 

八 

李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』、
頁
一
二
一
三
を
參
照
。
も
し
「
靈
應
の
事
」
が
「
靈
應
傳
」
の
話
で
あ
れ
ば
、
以
下
の
こ
と
が
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、「
靈

應
傳
」
の
作
者
に
は
長
安
滯
在
の
時
期
が
あ
り
、
そ
の
時
、「
靈
應
の
事
」
を
聞
い
た
。
そ
の
後
、
涇
原
に
行
っ
た
。
主
人
公
の
周
寶
は
乾
符
五
年
に
涇
原
節
度
使
で
あ
る

（
程
毅
中
『
唐
代
小
說
史
話
』、
頁
二
二
一
）
た
め
、
長
安
の
話
を
涇
州
に
移
し
た
と
き
、
當
地
の
官
員
の
名
を
加
え
る
の
は
話
の
信
憑
性
を
高
め
る
簡
單
な
方
法
の
一
つ

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
周
寶
と
い
う
人
物
は
「
靈
應
の
事
」
に
現
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
作
者
は
物
語
を
書
く
時
す
で
に
涇
原
か
ら
離
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
靈
應
臺
は
元
々
長
安
の
も
の
な
の
で
、
涇
州
で
こ
の
話
を
述
べ
る
と
、
す
ぐ
に
こ
の
話
は
虛
構
の
話
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
し
て
し
ま
う
。（
も

ち
ろ
ん
、
涇
州
に
ち
ょ
う
ど
靈
應
臺
が
あ
る
た
め
、
作
者
は
こ
の
話
を
涇
州
に
移
し
た
可
能
性
も
あ
る
。）
さ
ら
に
、
も
う
一
人
の
主
人
公
の
鄭
承
符
の
言
葉
か
ら
作
者
の

社
會
に
對
す
る
批
判
が
表
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
先
行
硏
究
（
詳
し
く
は
侯
忠
義
『
隋
唐
五
代
小
說
史
』
、
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
頁
六
二
、
薛
洪
勣
『
傳

奇
小
說
史
』、
浙
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
頁
七
九
を
參
照
）
が
あ
る
。
鄭
承
符
は
武
將
の
才
能
が
あ
る
が
、
重
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
作
者
は
お
そ
ら
く
「
靈
應
の

事
」
に
惹
か
れ
、
詳
し
く
鄭
承
符
の
こ
と
を
書
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、
作
者
は
涇
原
に
い
た
時
、
お
そ
ら
く
身
分
の
低
い
官
員
で
あ
っ
た
。
上
官
の
周

寶
を
物
語
に
入
れ
る
の
は
失
禮
な
こ
と
で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
周
寶
に
對
し
て
批
判
し
て
も
褒
め
て
も
い
な
い
た
め
、
作
者
は
こ
の
物
語
を
書
い
た
時
は
、
す
で
に
涇
原
か

ら
離
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

九 

詳
し
く
は
王
錦
瑜
「『
傳
書
』
類
小
說
演
變
考
述
」、『
社
會
科
學
論
壇
』
二
〇
一
九
年
六
月
、
頁
七
六
～
八
五
を
參
照
。 

一
〇 

唐
代
傳
奇
小
說
の
中
の
夢
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
は
多
く
、
本
章
と
關
連
性
が
強
い
先
行
硏
究
は
た
と
え
ば
尾
崎
裕
「
志
怪
・
傳
奇
の
夢
に
つ
い
て 

―

『
太
平
廣
記
』
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「
夢
」
所
收
の
話
を
手
が
か
り
と
し
て―

」、『
學
林
』
第
三
十
二
號
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
、
頁
八
七
～
一
一
一
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
中
唐
か
ら
、「
枕
中
記
」「
南
柯
太
守

傳
」「
三
夢
記
」「
秦
夢
記
」
な
ど
唐
代
傳
奇
小
說
を
代
表
す
る
單
篇
傳
奇
作
品
で
は
、
夢
の
話
が
多
く
現
れ
て
い
る
。 

一
一 
洪
水
が
激
し
く
山
上
に
あ
ふ
れ
る
。
水
の
勢
い
の
強
い
こ
と
を
形
容
す
る
。
語
は
『
尚
書
』「
堯
典
」
に
見
え
る
。 

一
二 

詳
し
く
は
小
南
一
郞
「
唐
代
小
說
的
虛
構
性
質―

―

以
裴
鉶
『
傳
奇
』
為
中
心
」、
頁
一
二
四
～
一
二
八
を
參
照
。 

一
三 

具
體
的
な
引
用
は
以
下
で
あ
る
。 

 
 

『
詩
經
』
鄘
風
「
柏
舟
」：
汎
彼
栢
舟
、
在
彼
中
河
。
髮
彼
兩
髦
、
實
維
我
儀
。
之
死
矢
靡
他
。
母
也
天
只
、
不
諒
人
只
。 

 
 

『
詩
經
』
召
南
「
行
露
」：
誰
謂
鼠
無
牙
、
何
以
穿
我
墉
。
誰
謂
女
無
家
、
何
以
速
我
訟
。
雖
速
我
訟
、
亦
不
女
從
。 

 
 

ま
た
、「
申
包
胥
哭
秦
庭
」
の
典
據
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
定
公
四
年
に
よ
り
、「
三
顧
茅
廬
」
は
『
三
國
志
』
蜀
書
「
諸
葛
亮
傳
」
に
よ
る
。 

一
四 

瀆
嶽
が
冥
府
の
所
在
地
と
い
う
觀
念
は
、
唐
代
で
は
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。「
竇
凝
妾
」（『
通
幽
記
』）「
郄
惠
連
」（『
宣
室
志
』）「
劉
憲
」（
『
宣
室
志
』
）
な
ど
の

傳
奇
小
說
に
見
ら
れ
る
。 

一
五 

「
泰
山
府
君
出
現
於
漢
魏
之
際
（
泰
山
府
君
は
漢
魏
の
時
に
現
れ
た
）。」
欒
寶
群
「『
泰
山
治
鬼
』
說
的
起
源
與
中
國
冥
府
的
形
成
」、『
河
北
學
刊
』
第
二
十
五
卷
第

三
期
、
二
〇
〇
五
年
五
月
、
頁
二
七
～
三
三
。 

一
六 

さ
ら
に
「
胡
母
班
」（『
搜
神
記
』）
の
後
半
で
は
明
ら
か
に
太
山
府
は
す
で
に
冥
府
の
特
徵
を
備
え
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
前
半
で
は
太
山
府
君
が
河
伯
の
妻
に
な
る

娘
に
手
紙
を
屆
け
る
こ
と
を
胡
母
班
に
賴
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
太
山
府
君
に
は
山
神
の
特
徵
が
あ
る
。 

一
七 

詳
し
く
は
戴
偉
華
『
唐
代
幕
府
與
文
學
』、
現
代
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
頁
一
四
～
一
六
を
參
照
。
ま
た
、
赤
井
益
久
氏
は
『
唐
代
傳
奇
小
說
の
硏
究
』、
硏
文
出
版
、

二
〇
二
一
年
、
頁
七
で
、「
從
事
」
と
い
う
身
分
の
低
い
官
員
た
ち
の
、
物
語
を
媒
介
す
る
傳
承
者
の
役
割
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

一
八 

特
に
、
元
白
集
團
と
傳
奇
小
說
の
創
作
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。「
鶯
鶯
傳
」
の
作
者
の
元
稹
、「
長
恨
歌
傳
」
の
作
者
の
陳
鴻
、「
李
娃
傳
」「
三
夢
記
」
の
作
者
の
白

行
簡
は
言
う
ま
で
も
な
く
、「
南
柯
太
守
傳
」
な
ど
の
作
者
の
李
公
佐
は
白
行
簡
に
「
李
娃
傳
」
を
書
く
こ
と
勸
め
た
。
ま
た
、「
霍
小
玉
傳
」
の
作
者
蔣
防
は
文
才
に
よ
っ

て
元
白
の
友
人
李
紳
の
推
薦
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
集
團
は
傳
奇
の
創
作
を
重
視
し
て
い
る
。 

一
九 

「
韋
自
東
」
は
「
烈
士
池
」
の
類
話
群
の
一
篇
だ
と
考
え
る
。
具
體
的
に
は
本
論
文
の
第
一
章
を
參
照
。 
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附
表
：
「
靈
應
傳
」
と
先
行
の
小
說
と
の
比
較 
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第
三
章 

唐
代
小
說
の
中
の
詩
の
機
能 

は
じ
め
に 

 

唐
代
小
說
と
詩
と
の
關
係
は
き
わ
め
て
緊
密
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
最
初
の
唐
代
小
說
で
あ
る
「
古
鏡
記
」
一

の
中
に
は
、
す
で
に
詩
が
現
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
初
唐
の
文
人
張
鷟
の
「
遊
仙
窟
」
に
は
、
八
十
四
首
も
の
詩
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
遊
仙
窟
」
は
き
わ
め
て
特
殊
な
例
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
全
文
が
駢
儷
體
で
書
か
れ
た
小
說
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
小
說
は
、
唐
代
で
は
ほ
か
に
「
封
陟
」（『
傳
奇
』）
の
一
篇
し
か
な
い
。

駢
儷
體
の
小
說
で
あ
る
た
め
、
韻
文
と
し
て
の
詩
が
こ
れ
ほ
ど
多
量
に
現
れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
二

。 

 

「
遊
仙
窟
」
を
除
き
、
散
文
體
の
唐
代
小
說
の
中
で
詩
を
最
も
多
く
插
入
す
る
の
は
單
篇
傳
奇
の
「
東
陽
夜
怪
錄
」
と
『
雲
溪
友
議
』
に
收
め
ら
れ
た
「
艷

陽
詞
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
十
四
首
の
詩
（
一
聯
だ
け
の
も
の
も
含
む
）
が
插
入
さ
れ
て
い
る
。
『
雲
溪
友
議
』
は
『
本
事
詩
』
の
よ
う
な
詩
に
關
す
る
逸
話

を
多
く
集
め
る
小
說
集
で
あ
り
三

、「
艷
陽
詞
」
は
、
主
に
元
相
國
が
數
名
の
女
性
た
ち
と
交
流
す
る
詩
を
記
錄
し
て
い
る
た
め
、
多
く
の
詩
を
含
む
こ
と
も
理

解
で
き
る
。
し
か
し
「
東
陽
夜
怪
錄
」
は
、
八
匹
の
動
物
が
夜
に
人
に
化
け
て
主
人
公
の
泊
ま
っ
て
い
る
廢
寺
を
訪
れ
る
と
い
う
志
怪
風
の
傳
奇
小
說
で
あ
り
、

詩
は
こ
れ
ら
の
「
人
」
が
宴
會
を
開
い
て
い
る
時
に
作
っ
た
も
の
な
の
で
、
一
見
物
語
の
「
奇
」
と
あ
ま
り
關
係
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の

詩
は
、
「
人
」
た
ち
の
正
體
を
暗
示
し
て
お
り
、
物
語
の
不
可
缺
な
一
部
分
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
滕
瑤
氏
の
統
計
に
よ
る
と
四

、
李
時
人
氏
編
纂
の
『
全
唐
五
代
小
說
』
の
中
で
、
詩
を
含
む
作
品
は
二
百
八
十
一
篇
あ
り
、
す
べ
て
八
百
八
首
の
詩

が
插
入
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
大
部
分
は
、
一
篇
の
小
說
に
一
首
か
二
首
し
か
な
い
が
、
五
首
以
上
の
詩
を
含
む
小
說
は
、
三
十
八
篇
も
あ
る
。
詩
の

種
類
も
き
わ
め
て
豐
富
で
あ
る
。
邱
昌
員
氏
に
よ
る
と
五

、
唐
五
代
小
說
の
中
の
詩
で
、
最
も
多
い
の
は
五
言
と
七
言
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
近
體
は
古
體

よ
り
多
く
、
絕
句
は
律
詩
よ
り
多
い
。
そ
れ
以
外
に
、
例
え
ば
「
古
鏡
記
」
に
現
れ
る
四
言
も
あ
り
、
ま
た
騷
體
も
あ
り
、
雜
言
も
あ
る
。
ほ
か
に
、
詞
も
少

し
小
說
の
中
に
加
え
ら
れ
、
唐
代
の
詞
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
六

。
ま
た
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
宴
會
の
遊
戲
と
し
て
、
聯
句
詩
（
賦
も
一
篇
あ
る
）

も
小
說
の
中
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
詩
全
篇
で
は
な
く
、
一
聯
だ
け
用
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
「
霍
小
玉
傳
」
で
は
李
益
の
「
竹
窗
聞
風
寄
苗
發
司

空
曙
」
詩
の
「
開
簾
風
動
竹
、
疑
是
故
人
來
（
簾
を
開
き
て
風
は
竹
を
動
か
し
、
疑
う
ら
く
は
是
れ
故
人
の
來
た
る
か
と
）
七

」
の
一
句
だ
け
を
引
い
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
「
東
陽
夜
怪
錄
」
の
よ
う
に
、
唐
代
小
說
の
作
者
た
ち
は
、
單
に
詩
を
小
說
に
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
詩
を
小
說
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
融
合



 

74 

 

し
、
プ
ロ
ッ
ト
の
重
要
な
要
素
に
ま
で
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
小
說
の
中
に
現
れ
て
い
る
詩
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
進
行
に
對
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
發
揮

し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

先
行
硏
究
の
中
に
は
小
說
中
の
詩
の
機
能
を
分
類
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
昌
渝
氏
は
「
男
女
の
間
の
感
情
の
傳
達
、
登
場
人
物
の

抒
情
、
景
色
や
物
の
描
寫
、
と
あ
る
結
末
の
暗
示
、
評
論
八

」
に
分
類
し
て
い
る
。
石
氏
の
こ
の
分
類
は
、
分
類
の
根
據
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
先

行
硏
究
の
多
く
も
依
據
す
る
所
が
不
明
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
內
山
知
也
氏
九

が
「
登
場
人
物
が
自
己
の
行
爲
を
反
覆
す
る
も
の
、
作
者
が
物
語
を
反
覆
す
る

も
の
、
物
語
に
引
用
さ
れ
て
敍
景
を
强
化
す
る
も
の
、
登
場
人
物
が
自
己
の
感
情
を
表
白
す
る
も
の
、
登
場
人
物
の
贈
答
の
詩
（
戀
人
同
士
の
贈
答
、
友
人
間

の
贈
答
、
そ
の
他
の
唱
和
）
、
作
者
の
感
情
を
表
白
す
る
も
の
、
第
三
者
の
物
語
に
對
す
る
感
情
を
參
考
に
あ
げ
る
も
の
、
謎
の
詩
、
民
間
の
比
喩
歌
」
に
分

類
し
、
さ
ら
に
「
敍
事
的
機
能
を
も
つ
詩
、
抒
情
的
機
能
を
も
つ
詩
、
比
喩
的
機
能
を
も
つ
詩
」
と
い
う
三
つ
の
種
類
に
大
き
く
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
分
類

の
根
據
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
不
完
全
な
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
證
明
と
い
う
類
の
詩
は
ど
れ
に
屬
す
る
べ
き
か
は
わ
か
ら
な
い
。 

 

ゆ
え
に
本
文
で
は
、
『
全
唐
五
代
小
說
』
の
唐
代
小
說
を
材
料
と
し
て
、
そ
の
中
に
現
れ
る
詩
を
分
析
し
、
詩
が
小
說
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
介
入
す
る
程
度
に

よ
っ
て
、
試
み
に
五
つ
に
分
類
し
、
作
品
中
の
詩
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。 

一
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
介
入
し
な
い
詩 

 

ま
ず
、
「
ス
ト
ー
リ
ー
に
介
入
し
な
い
詩
」
で
あ
る
。
こ
の
分
類
は
さ
ら
に
次
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。 

 

１
、
當
該
小
說
中
の
出
來
事
に
つ
い
て
の
評
論
詩
あ
る
い
は
當
該
小
說
中
の
出
來
事
を
振
り
返
る
詩 

 

物
語
の
最
後
に
、
作
者
が
突
然
登
場
し
、
物
語
を
作
っ
た
經
緯
を
話
し
た
り
、
評
論
を
行
っ
た
り
す
る
も
の
が
あ
る
。
時
に
は
、
こ
の
評
論
が
詩
で
行
わ
れ

る
。
以
下
に
三
つ
の
例
を
擧
げ
て
說
明
す
る
。 

 

「
中
元
傳
」
の
話
は
王
勃
が
中
元
水
府
君
の
助
け
に
よ
っ
て
南
昌
都
督
の
宴
會
に
間
に
合
い
、
滕
王
閣
序
と
詩
を
作
っ
た
と
い
う
內
容
で
あ
る
が
、
そ
の
最

後
に
作
者
の
羅
隱
に
よ
る
評
論
の
詩
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
唐
代
小
說
は
宴
會
で
話
さ
れ
る
こ
と
を
制
作
背
景
に
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
作
者
だ
け
で
は
な
く
、
參
會
者
の
評
論
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
鶯
鶯

傳
」
で
は
、
こ
の
出
來
事
を
聞
く
と
、
楊
巨
源
は
「
崔
娘
詩
」
を
作
り
、
出
來
事
に
對
す
る
評
價
を
行
い
、
ま
た
元
稹
は
張
生
の
「
會
眞
詩
」
の
續
作
を
行
い
、
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三
十
韻
も
あ
る
長
い
詩
を
作
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
單
な
る
評
論
で
は
な
く
、
事
件
を
再
び
詩
で
述
べ
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
二
首
の
詩
の
後
ろ
に
、
張
生
と
崔

十
娘
と
の
再
會
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
楊
巨
源
と
元
稹
の
詩
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
途
中
へ
の
插
入
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
眞
實
と
虛
構
の
交
錯
は
、
物

語
の
眞
實
味
を
增
す
效
果
を
生
ん
で
い
る
。 

 

中
心
的
ス
ト
ー
リ
ー
に
無
關
係
な
人
の
評
論
の
詩
を
插
入
す
る
物
語
と
し
て
、
ま
た
「
李
章
武
傳
」
が
あ
る
。「
李
章
武
傳
」
の
話
は
、
李
章
武
が
亡
く
な

っ
た
王
氏
婦
の
魂
と
再
會
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
說
で
は
、
李
助
が
評
論
の
詩
を
作
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
主
人
公
の
李
章
武
が
彼
に
發
生
し
た
こ
と
を

敎
え
た
た
め
で
あ
る
。
物
語
全
體
か
ら
見
る
と
、
こ
の
部
分
は
や
は
り
物
語
の
中
心
的
內
容
と
遠
ざ
か
る
。
し
か
し
、「
鶯
鶯
傳
」
で
の
評
論
の
詩
を
作
る
背

景
と
し
て
、
楊
巨
源
へ
張
生
と
崔
鶯
鶯
と
の
話
を
紹
介
し
た
元
稹
が
張
と
崔
と
の
出
來
事
に
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
の
に
對
し
て
、
こ
の
物
語
の
評
論
の
詩
は

主
人
公
が
自
ら
李
助
に
出
來
事
を
紹
介
し
て
い
る
た
め
、「
鶯
鶯
傳
」
と
比
べ
る
と
こ
の
物
語
の
評
論
の
部
分
は
少
し
物
語
と
の
關
連
性
が
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
こ
の
類
の
詩
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
は
、
評
論
の
詩
が
大
多
數
を
占
め
て
お
り
、
再
び
話
の
內
容
を
語
る
詩
の
數
は
僅
か
で
あ
る
。 

 

２
、
補
足
說
明
的
な
詩 

 

こ
の
類
の
詩
は
作
者
が
登
場
人
物
に
な
り
代
わ
っ
て
作
っ
た
詩
で
は
な
く
、
引
用
の
詩
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
何
讓
之
」（『
乾
𦠆
子
』）
の
最
初
に
西
晉
の

張
載
の
「
七
哀
詩
」
を
引
用
し
て
物
語
の
發
生
す
る
場
所
を
說
明
す
る
。
ま
た
、
作
者
は
登
場
人
物
が
詩
を
う
ま
く
作
れ
る
こ
と
を
說
明
す
る
た
め
に
、
登
場

人
物
の
詩
を
一
首
ほ
ど
例
と
し
て
擧
げ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
類
の
詩
は
物
語
の
中
に
入
っ
て
い
る
が
、
プ
ロ
ッ
ト
の
說
明
に
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

假
に
削
除
し
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
へ
の
影
響
は
ま
っ
た
く
な
い
。 

二
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
プ
ロ
ッ
ト
に
あ
た
る
詩 

 

こ
の
類
の
詩
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
に
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
分
量
を
占
め
て
い
る
た
め
、
詩
を
削
除
し
た
ら
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
部
分
が
缺
け
る
こ
と
に
な
る

が
、
た
だ
し
ほ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
と
は
關
連
性
が
な
い
た
め
、
ス
ト
ー
リ
ー
全
體
へ
の
影
響
は
少
な
い
。 

 

こ
の
類
の
詩
の
大
部
分
は
宴
會
詩
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
楊
敬
眞
」（『
續
玄
怪
錄
』）
で
は
、
ま
も
な
く
仙
人
に
な
る
五
人
の
女
性
が
、
一
人
の
提
案
に
よ

っ
て
各
お
の
詩
を
作
っ
た
。
「
周
秦
行
紀
」
で
も
、
宴
會
の
主
催
者
の
命
令
に
應
じ
て
參
會
者
が
各
お
の
詩
を
作
っ
た
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
詩

の
中
に
各
お
の
の
參
會
者
の
自
ら
の
履
歷
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
楊
太
眞
の
詩
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 
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金
釵
墮
地
別
君
王 

 
 

金
釵 

地
に
墮
ち 

君
王
と
別
れ 

紅
淚
流
珠
滿
御
牀 

 
 

紅
淚 

流
珠 

御
牀
に
滿
つ 

雲
雨
馬
嵬
分
散
後 

 
 

雲
雨
馬
嵬 

分
散
の
後 

驪
宮
不
復
舞
霓
裳 

 
 

驪
宮 

復
た
霓
裳
を
舞
わ
ず 

 

ま
た
、
詩
が
作
ら
れ
た
ら
評
價
が
行
わ
れ
、
稱
贊
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
柳
毅
傳
」
で
は
三
首
の
騷
體
詩
が
作
ら
れ
、
皆
が
萬
歲
と
呼
ぶ
。

し
か
し
こ
の
部
分
の
プ
ロ
ッ
ト
は
こ
こ
で
終
わ
り
、
後
の
プ
ロ
ッ
ト
と
つ
な
が
り
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
宴
會
の
中
に
詩
を
作
る
一
場
面
が
あ
り
、
作
者
は
宴

會
と
と
も
に
詩
を
記
錄
し
た
だ
け
で
あ
る
。 

 

宴
會
詩
の
中
に
は
催
粧
詩
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
結
婚
式
で
新
婦
の
化
粧
を
促
し
て
早
く
新
郞
と
儀
式
を
行
う
た
め
の
詩
で
あ
る
。
詩
を
作
ら
な
け
れ
ば
結
婚

式
が
順
調
に
進
め
ら
れ
な
い
た
め
、
ゆ
え
に
結
婚
式
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
ス
ト
ー
リ
ー
に
と
っ
て
は
不
可
缺
な
一
部
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
結
婚
式
に

必
要
な
作
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
詩
は
形
式
的
で
あ
り
、
あ
ま
り
具
體
的
な
感
情
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
實
際
に
化
粧
を
促
す
と
い
う
作
用
は
な
い
で
あ
ろ

う
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
一
部
の
宴
會
詩
に
は
單
に
作
者
が
物
語
の
中
に
組
み
入
れ
た
だ
け
と
は
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
唐
代
傳
奇
小
說
で
最
初
に
現
れ
る

宴
會
詩
は
「
蘭
亭
記
」
の
中
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
は
主
人
公
と
僧
侶
の
感
情
を
深
め
、
後
に
主
人
公
が
僧
侶
か
ら
「
蘭
亭
序
」
を
偸
ん
だ
こ
と
に
つ
な

が
る
。
さ
ら
に
、
「
元
無
有
」
（
『
玄
怪
錄
』
）
な
ど
の
詩
も
宴
會
で
作
ら
れ
た
が
、
暗
示
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

 

宴
會
詩
以
外
に
も
こ
の
よ
う
に
ほ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
と
關
連
性
が
な
い
詩
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
齊
君
房
」（『
纂
異
記
』）
の
話
は
、
主
人
公
が
異
人
の
僧
侶

に
遇
っ
て
前
世
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
が
、
最
後
に
詩
を
壁
に
書
い
て
去
っ
た
と
記
し
、
詩
句
も
す
べ
て
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

詩
は
前
世
を
思
い
出
し
た
と
い
う
主
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
ま
っ
た
く
關
係
が
な
い
た
め
、
こ
の
類
に
屬
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

三
、
前
後
の
プ
ロ
ッ
ト
と
關
わ
る
詩 

 

こ
の
類
に
屬
す
る
詩
は
、
抒
情
と
贈
答
の
二
種
類
の
詩
が
多
數
を
占
め
る
。
こ
れ
ら
の
詩
と
宴
會
詩
と
の
區
別
は
、
宴
會
詩
は
一
種
の
社
交
に
過
ぎ
ず
、
內

容
を
無
視
し
て
も
良
い
が
、
こ
の
二
種
類
の
詩
の
內
容
は
物
語
の
內
容
と
關
連
す
る
と
い
う
點
に
あ
る
。
抒
情
の
詩
は
、
前
の
プ
ロ
ッ
ト
と
關
わ
り
が
あ
り
、

す
な
わ
ち
前
に
發
生
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
詩
で
表
す
感
情
が
あ
る
。
贈
答
の
詩
は
さ
ら
に
登
場
人
物
の
感
情
を
互
い
に
傳
え
、
プ
ロ
ッ
ト
の
推
進
に
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つ
な
が
る
。
贈
答
の
詩
は
、
通
常
は
散
文
で
表
さ
れ
る
會
話
の
代
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
氣
持
ち
や
言
い
た
い
こ
と
を
傳
え
る
詩
に
は
、
ま
た
諷
喩
詩
が

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
量
は
極
め
て
少
な
く
、
「
隋
煬
帝
海
山
記
」、「
窺
衣
帷
」（『
雲
溪
友
議
』）、「
鄴
侯
外
傳
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。 

 

贈
答
の
詩
は
登
場
人
物
の
感
情
を
深
め
、
後
の
プ
ロ
ッ
ト
の
發
生
を
導
き
や
す
く
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
も
う
一
種
類
の
詩
は
、
後
の
プ
ロ

ッ
ト
の
發
生
の
契
機
と
な
る
詩
で
あ
り
、
實
際
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
れ
ら
の
詩
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
對
す
る
影
響
力
は
贈
答
詩
よ
り
强
い
。 

 

以
下
は
、
抒
情
、
贈
答
、
プ
ロ
ッ
ト
の
推
進
の
契
機
と
い
う
三
種
類
の
詩
に
つ
い
て
詳
し
く
說
明
す
る
。 

 

１
、
抒
情
の
詩 

 

抒
情
の
詩
は
、
詩
を
詠
じ
る
登
場
人
物
の
心
情
を
表
す
が
、
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
後
の
部
分
の
進
行
に
對
し
て
、
あ
ま
り
作
用
を
持
た
な
い
。
し
か
し
唐

代
小
說
の
中
の
抒
情
の
詩
は
、
贈
答
詩
ほ
ど
に
は
數
が
多
く
は
な
い
も
の
の
、
よ
く
現
れ
る
。
登
場
人
物
の
感
情
を
表
す
こ
と
は
、
唐
代
小
說
の
中
の
詩
に
常

見
す
る
作
用
で
あ
る
。 

 

抒
情
の
詩
は
唐
代
傳
奇
小
說
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
「
古
鏡
記
」
の
中
に
す
で
に
見
え
る
。「
古
鏡
記
」
の
中
に
は
た
だ
一
首
の
詩
が
あ
り
、
そ
れ
は
千
歲

の
狐
が
化
け
た
下
女
が
鏡
に
映
さ
れ
た
時
に
、
自
ら
正
體
を
吿
げ
、
も
う
す
ぐ
死
ぬ
こ
と
を
宴
會
の
人
に
話
し
、
そ
し
て
踊
り
な
が
ら
歌
う
四
言
の
詩
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
、
下
女
が
自
分
が
鏡
に
映
さ
れ
て
元
の
形
に
戾
っ
て
死
ぬ
こ
と
、
す
な
わ
ち
詩
の
前
に
宴
會
の
人
た
ち
に
話
し
た
內
容
を
も
う
一
度
ま
ず
述
べ
、
亡

く
な
っ
て
も
悲
し
む
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
感
情
を
そ
の
後
に
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
抒
情
の
詩
は
、
當
然
、
各
お
の
の
物
語
に
よ
っ
て
表
す
感
情
が
違
う
。
た
と
え
ば
「
鄭
德
璘
傳
」（『
傳
奇
』）
で
は
主
人
公
の
鄭
德
璘
の
韋
女

の
死
に
對
す
る
悲
し
み
を
表
す
。
す
な
わ
ち
弔
詩
で
あ
る
。
こ
の
種
の
詩
も
ま
た
別
の
物
語
に
見
ら
れ
、「
秦
夢
記
」
の
中
で
は
主
人
公
は
公
主
で
あ
る
彼
の

妻
が
亡
く
な
っ
た
時
に
挽
歌
を
國
王
の
命
令
に
よ
っ
て
作
る
と
い
う
例
が
あ
る
。 

 

２
、
贈
答
の
詩 

 

贈
答
詩
は
、
抒
情
の
詩
と
同
じ
く
、
唐
代
小
說
で
は
多
く
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
詩
が
最
も
多
く
收
め
ら
れ
て
い
る
「
遊
仙
窟
」
の
中
で
は
、
二
十
首

あ
ま
り
の
詩
が
贈
答
詩
で
あ
り
、
總
數
の
三
分
の
一
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
。
時
に
は
た
だ
贈
詩
だ
け
が
あ
り
、
答
詩
が
な
い
場
合
も
あ
る
。
贈
答
詩
は
通
常
、

詩
の
作
者
の
感
情
を
傳
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
「
遊
仙
窟
」
を
例
と
す
る
と
、
そ
の
中
の
贈
答
詩
は
、
多
く
は
主
人
公
の
張
文
成
と
崔
十
娘
の
、
互
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い
に
對
す
る
戀
心
を
傳
え
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詩
は
基
本
的
に
相
手
に
渡
す
た
め
、
多
く
の
場
合
は
相
手
の
詩
を
讀
ん
だ
と
き
の
反

應
も
簡
單
に
記
し
て
い
る
。
「
遊
仙
窟
」
の
第
十
一
首
、
崔
十
娘
が
張
文
成
の
詩
に
答
え
る
詩
の
後
ろ
に
、
張
文
成
は
こ
の
詩
を
讀
ん
で
、
崔
十
娘
の
心
が
よ

う
や
く
わ
か
り
、
き
わ
め
て
感
動
し
、
詩
を
紙
に
書
き
寫
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
贈
答
詩
の
中
の
一
種
類
は
、
贈
別
詩
で
あ
る
。
「
遊
仙
窟
」
の
中
で
も
十
首
ほ
ど
の
贈
別
詩
が
あ
り
、
別
れ
る
と
き
の
悲
し
さ
を
表
す
。
一
般
の
贈

答
詩
の
狀
況
と
同
じ
く
、
詩
を
も
ら
っ
た
人
の
反
應
を
記
す
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
答
詩
が
な
い
場
合
も
あ
る
。 

 

ほ
か
に
、
時
に
は
登
場
人
物
た
ち
の
間
で
會
話
が
で
き
な
い
た
め
、
直
接
に
詩
を
渡
さ
ず
に
そ
の
ま
ま
殘
し
て
去
っ
た
場
合
も
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
贈
答
詩
は
、
た
し
か
に
作
詩
の
人
の
感
情
を
表
し
、
互
い
に
氣
持
ち
傳
え
て
登
場
人
物
の
關
係
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
詩
の
贈
答
を
一
つ

の
プ
ロ
ッ
ト
と
見
な
す
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
ほ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
と
の
關
連
性
が
あ
ま
り
强
く
な
く
、
た
だ
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
の
中
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
と
言

え
る
。 

 

３
、
プ
ロ
ッ
ト
を
推
進
す
る
契
機
に
な
る
詩 

 

抒
情
、
贈
答
と
比
べ
て
數
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
詩
が
後
の
プ
ロ
ッ
ト
を
發
生
さ
せ
る
契
機
に
な
る
こ
と
も
、
時
に
は
見
ら
れ
る
。 

 

そ
の
最
も
多
い
狀
況
は
、
異
人
が
來
る
こ
と
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
開
元
年
間
に
成
立
し
た
「
唐
晅
手
記
」
で
は
、
主
人
公
の
唐
晅
は
舊

宅
に
戾
り
、
妻
を
弔
っ
て
詩
を
二
首
作
っ
た
。
夜
に
こ
の
二
首
の
詩
を
吟
ず
る
と
、
妻
の
張
十
娘
の
泣
き
聲
が
遠
く
か
ら
近
寄
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
唐
晅

は
張
十
娘
の
幽
靈
と
出
會
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
唐
晅
と
張
十
娘
と
の
幽
明
の
會
見
が
か
な
い
、
唐
は
張
か
ら
多
く
の
冥
界
の
こ
と
を
聞
い
た
。
ま
た
、
變

種
と
し
て
、
中
唐
後
期
の
小
說
集
『
玄
怪
錄
』
の
中
の
「
袁
洪
兒
誇
郞
」
で
は
、
主
人
公
の
袁
洪
兒
が
詩
句
を
吟
ず
る
と
、
ペ
ッ
ト
の
鳥
が
突
然
い
な
く
な
り
、

下
女
が
現
れ
た
。
こ
の
下
女
は
鳥
が
化
け
た
姿
で
、
袁
洪
兒
に
自
分
の
主
で
あ
る
封
郞
の
詩
才
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
封
郞
が
袁
洪
兒
と
會
見
し
た
い
こ
と
も

傳
え
、
後
に
封
郞
と
袁
洪
兒
が
會
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、「
唐
晅
手
記
」
に
、
張
十
娘
が
唐
晅
が
詩
を
吟
ず
る
の
を
聞
い
て
會
い
に
來
た
と
は
っ
き
り
書

い
て
あ
る
の
と
違
い
、
「
袁
洪
兒
誇
郞
」
で
は
明
確
に
記
し
て
い
な
い
た
め
、
前
後
の
文
か
ら
推
斷
す
る
と
、
お
そ
ら
く
袁
洪
兒
の
詩
を
聞
い
て
、
詩
才
が
あ

る
と
判
斷
し
、
鳥
が
下
女
に
化
け
て
袁
洪
兒
を
誘
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

異
人
が
來
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
ま
た
ほ
か
の
こ
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
『
玄
怪
錄
』
の
中
に
、「
顧
總
」
と
い
う
物
語

が
あ
る
。
主
人
公
の
顧
總
が
不
遇
で
墓
地
に
逃
げ
、
悲
し
ん
で
い
る
時
に
二
人
の
人
物
と
出
會
う
。
二
人
は
、
王
粲
、
徐
幹
と
自
稱
し
、
顧
總
の
こ
と
を
劉
楨
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だ
と
言
っ
た
。
顧
總
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
話
を
信
じ
な
か
っ
た
が
、
す
る
と
二
人
は
劉
楨
の
詩
集
を
彼
に
見
せ
、
そ
の
中
の
何
篇
か
は
當
時
世
間
に
流
布
し
て
い

る
詩
集
の
中
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
顧
總
は
こ
れ
ら
の
詩
を
讀
み
、
自
分
の
前
世
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
、
二
人
と
會
話
を
續
け
た
。
つ
ま
り
、
詩
集

の
中
の
詩
は
顧
總
の
前
世
の
記
憶
が
戾
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
晚
唐
初
期
の
『
酉
陽
雜
俎
』
の
「
顧
非
熊
」
で
は
、
顧
況
の
長
男
が
亡
く
な
り
、
顧
況
は
悲
し
ん
で
詩
を
作
っ
た
。
長
男
の
幽
靈
は
詩
に
感
動
し
、

顧
況
の
家
に
も
う
一
度
生
ま
れ
た
。
七
歲
に
な
っ
て
前
世
の
記
憶
が
戾
り
、
兄
に
か
ら
か
わ
れ
た
時
に
、
長
男
と
い
う
立
場
で
兄
を
叱
っ
た
。
顧
況
の
詩
は
長

男
が
再
び
顧
家
に
生
ま
れ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
『
酉
陽
雜
俎
』
よ
り
や
や
成
書
時
間
が
早
い
『
會
昌
解
頤
錄
』
の
「
張
立
本
」
で
は
、
張
立
本
の
娘
に
妖
怪
が
憑
き
、
詩
を
作
っ
た
。
娘
は
も
と
も

と
詩
が
作
れ
な
か
っ
た
た
め
、
張
立
本
は
疑
っ
て
友
人
の
僧
侶
に
話
し
た
。
僧
侶
は
丹
藥
を
與
え
、
娘
は
藥
を
飮
ん
だ
ら
治
っ
た
。
詩
を
作
る
と
い
う
異
常
な

行
爲
は
父
の
疑
い
の
契
機
に
な
り
、
つ
い
に
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
。 

 

注
意
す
べ
き
な
の
は
、
本
來
詩
を
作
れ
な
い
人
が
突
然
良
い
詩
を
作
っ
た
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
唐
代
小
說
の
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ま
た
具
體
的
に
詩

の
內
容
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
「
張
立
本
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
後
の
プ
ロ
ッ
ト
を
引
き
起
こ
す
作
用
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
唐
中

期
の
『
通
幽
記
』
の
「
薛
二
娘
」
を
例
と
し
て
說
明
す
る
。「
薛
二
娘
」
で
は
、
沈
女
が
カ
ワ
ウ
ソ
に
取
り
憑
か
れ
、
狂
っ
て
し
ま
っ
た
。
巫
女
の
薛
二
娘
に

よ
っ
て
妖
怪
の
カ
ワ
ウ
ソ
が
自
白
し
、
カ
ワ
ウ
ソ
は
離
別
の
詩
を
作
っ
て
去
っ
た
。
こ
こ
で
は
物
語
の
作
者
は
「
其
患
者
素
不
知
書
、
至
是
落
筆
、
詞
翰
俱
麗

（
そ
の
患
者
素
よ
り
書
く
を
知
ら
ず
、
是
に
至
り
て
落
筆
す
れ
ば
、
詞
翰
俱
に
麗
し
）」
と
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
が
奇
で
あ
る
た
め
作
者
は

わ
ざ
と
强
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
後
に
何
も
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
物
語
の
作
者
が
單
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
記
し
た
だ
け

で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
ら
の
物
語
の
中
の
詩
は
、
す
べ
て
詩
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
動
き
を
記
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
動
き
か
ら
續
き
の
プ
ロ
ッ
ト
の
內
容
も
引
き
起
こ
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
詩
は
、
後
の
プ
ロ
ッ
ト
と
か
か
わ
り
が
あ
る
た
め
、
物
語
の
中
で
は
不
可
缺
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
し
、
物
語
の
ほ
か
の
プ

ロ
ッ
ト
で
詩
が
も
う
一
度
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
、
物
語
の
ほ
か
の
大
部
分
の
プ
ロ
ッ
ト
と
の
關
連
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
詩
は
、

豫
言
・
豫
示
や
證
明
の
詩
ほ
ど
に
は
物
語
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
重
要
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。 

四
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
詩 
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プ
ロ
ッ
ト
を
推
進
す
る
詩
が
、
た
だ
後
ろ
の
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
に
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
詩
は
、

い
く
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
を
隔
て
て
も
、
影
響
を
與
え
る
。
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
自
體
は
詩
に
關
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
類
の
詩
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
暗
示
、
豫
言
・
豫
示
、
證
明
の
詩
が
こ
の
類
に
屬
す
る
。
以
下
は
主
に
こ
の
三
種
類
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。 

 
１
、
暗
示
の
詩 

 

小
說
の
中
で
身
分
を
暗
示
す
る
詩
は
少
な
く
な
い
。
唐
代
小
說
の
中
に
最
も
早
く
現
れ
る
の
は
、
中
唐
中
期
の
『
靈
怪
集
』
の
「
姚
康
成
」
で
あ
る
。
主
人

公
の
姚
康
成
は
、
赴
任
先
の
友
人
の
舊
宅
に
假
り
住
ま
い
し
て
お
り
、
普
段
は
醉
っ
ぱ
ら
っ
て
歸
る
の
だ
が
、
そ
の
日
は
わ
り
と
早
く
歸
る
こ
と
に
し
た
。
夜

に
少
し
舊
宅
の
外
で
散
步
し
て
部
屋
に
戾
ろ
う
と
す
る
時
に
、
知
ら
な
い
人
が
部
屋
に
入
っ
た
。
姚
康
成
が
扉
か
ら
盜
み
聞
く
と
、
中
で
は
三
人
が
詩
會
で
詩

を
作
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
は
彼
ら
の
正
體
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
首
を
例
と
し
て
左
に
擧
げ
る
。 

當
時
得
意
氣
塡
心 

 
 

當
時
意
を
得
て
氣 

心
に
塡 ふ

さ

ぎ 

一
曲
君
前
直
萬
金 

 
 

一
曲 

君
前 

萬
金
に
直
い
す 

今
日
不
如
庭
下
竹 

 
 

今
日
如
か
ず 
庭
下
の
竹
の 

風
來
猶
得
學
龍
吟 

 
 

風
來
た
ら
ば 

猶
お
龍
吟
を
學
ぶ
を
得
る
に 

 

姚
康
成
は
良
い
詩
だ
と
思
い
、
扉
を
開
い
て
入
ろ
う
と
し
た
ら
、
中
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
翌
日
に
下
僕
に
聞
い
て
も
そ
の
よ
う
な
人
は
い
な
か
っ
た
と

言
っ
た
。
姚
康
成
は
そ
れ
ら
が
妖
怪
だ
と
思
い
、
そ
こ
を
搜
す
と
た
だ
銚
子
、
笛
、
箒
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
別
々
の
と
こ
ろ
に
埋
め
た
。
ち
な
み
に
、

さ
き
ほ
ど
擧
げ
た
詩
は
笛
が
作
っ
た
詩
で
あ
る
。 

 

中
唐
後
期
に
入
る
と
、
こ
の
類
の
傳
奇
小
說
の
最
高
峰
で
あ
る
「
東
陽
夜
怪
錄
」
が
現
れ
た
。
約
四
千
字
の
長
さ
を
も
つ
「
東
陽
夜
怪
錄
」
の
中
に
は
、
十

四
首
の
詩
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
は
す
べ
て
妖
怪
が
作
っ
た
も
の
と
設
定
さ
れ
、
ま
た
、
各
お
の
の
詩
の
作
者
の
正
體
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
い

く
つ
か
の
詩
は
一
見
正
體
を
暗
示
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
最
後
に
詩
の
作
者
の
正
體
が
明
ら
か
と
な
っ
て
か
ら
詩
を
も
う
一
度
見
る
と
、
そ
の
暗

示
の
意
味
が
よ
う
や
く
わ
か
る
。
た
と
え
ば
第
一
首
の
僧
智
高
の
「
聚
雪
爲
山
」
詩
は
、 

誰
家
掃
雪
滿
庭
前 

 
 

 

誰
が
家
か 

雪
を
掃
き
て 

庭
前
に
滿
つ
る 

萬
壑
千
峰
在
一
拳 

 
 

 

萬
壑
千
峰 

一
拳
に
在
り 
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吾
心
不
覺
侵
衣
冷 

 
 

 

吾
が
心 

覺
え
ず 

衣
を
侵
し
て
冷
や
や
か
な
る
を 

曾
向
此
中
居
幾
年 

 
 

 

曾
つ
て
此
の
中
に
向お

い
て
居
る
こ
と
幾
年
ぞ 

こ
の
詩
は
智
高
の
舊
作
と
設
定
さ
れ
、
詠
雪
の
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
宴
會
で
最
初
に
詠
じ
ら
れ
た
詩
で
あ
り
、
そ
の
後
宴
會
で
作
ら
れ
た
志
を
述
べ
る
な
ど

の
卽
席
詩
と
比
べ
る
と
や
は
り
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
僧
智
高
の
正
體
が
駱
駝
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
詩
中
の
「
萬
壑
千
峰
」
は
實
は
駱
駝
の
原
產

地
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
、
詩
が
吟
じ
ら
れ
た
後
に
智
高
が
こ
の
詩
を
解
釋
す
る
時
に
「
雪
山
是
吾
家
山…

…

西
望
故
國
悵
然
、
因
作
此

詩
（
雪
山
は
是
れ
吾
が
家
の
山…

…

西
に
故
國
を
望
み
て
悵
然
た
り
、
因
り
て
此
の
詩
を
作
る
）」
と
自
ら
詩
の
創
作
に
つ
い
て
說
明
し
て
お
り
、
彼
の
正
體

は
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。 

 

こ
の
小
說
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
典
型
的
な
異
人
の
詩
會
と
い
う
類
話
群
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
主
人
公
の
成
自
虛
が
旅
の
途
中
で
道
に
迷
い
、
道

側
の
宅
に
入
り
、
宅
の
中
に
何
人
か
が
宴
會
を
開
き
、
宴
會
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
詩
を
作
り
、
主
人
公
が
宅
か
ら
出
て
再
び
戾
る
と
、
宅
が
も
と
の
樣
子
に
戾

り
、
主
人
公
も
作
詩
の
人
の
正
體
を
悟
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
東
陽
夜
怪
錄
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
前
述
の
「
姚
康
成
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、「
宴

會
で
詩
を
作
る
」
部
分
に
さ
ま
ざ
ま
な
詳
し
い
內
容
が
入
っ
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
を
改
め
た
部
分
は
、
最
初
の
「
宅
」
の
設
定
を
假
り
住
ま
い
し
て
い
る
友

人
の
家
か
ら
變
え
て
、「
東
陽
夜
怪
錄
」
以
降
よ
く
現
れ
て
き
た
旅
の
途
中
で
道
に
迷
い
、
た
ま
た
ま
泊
ま
っ
た
と
こ
ろ
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
牛
僧
孺
が
こ
の
異
人
の
詩
會
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
愛
用
し
た
。
彼
は
小
說
集
『
玄
怪
錄
』
の
中
で
は
「
元
無
有
」「
滕
庭
俊
」
の
二
篇
の
物
語
に

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
た
。
牛
僧
孺
も
「
東
陽
夜
怪
錄
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
ほ
と
ん
ど
變
え
て
い
な
い
が
、「
滕
庭
俊
」
で
は
化
け
た
物
が
異
な
る
だ
け
で

は
な
く
、
空
間
も
ト
イ
レ
か
ら
宴
會
所
に
變
わ
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
、
晚
唐
期
の
「
祖
價
」（『
會
昌
解
頤
錄
』）、「
崔
穀
」（『
宣
室
志
』）
が
あ
る
が
、
そ
の
變
化
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

「
祖
價
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
大
體
同
じ
で
あ
る
が
、
異
人
は
人
に
化
け
た
物
か
ら
幽
靈
に
な
っ
て
い
る
。「
崔
穀
」
で
は
筆
が
化
け
た
異
人
が
自
ら
主
人
公
の

家
に
來
て
、
詩
を
通
し
て
自
分
の
正
體
を
暗
示
し
、
主
人
公
に
自
分
を
使
用
す
る
こ
と
を
誘
っ
た
。
ま
た
、
詩
を
も
っ
て
對
話
を
し
た
。
ゆ
え
に
、
最
後
に
主

人
公
が
筆
を
掘
り
出
し
た
時
に
、
ま
っ
た
く
驚
か
な
か
っ
た
。 

 

さ
ら
に
大
き
な
變
化
は
、
同
じ
く
晚
唐
大
中
初
年
に
成
書
し
た
李
玫
の
『
纂
異
記
』
に
見
え
る
。
典
型
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
、
主
人
公
が
再
び
宅
に
戾
っ

て
か
ら
よ
う
や
く
詩
を
作
っ
た
人
達
が
異
人
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、『
纂
異
記
』
の
「
許
生
」「
楊
稹
」
の
二
篇
で
の
詩
も
正
體
の
暗
示
の
機

能
を
持
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
異
人
が
詩
を
吟
じ
て
い
て
、
主
人
公
は
そ
の
人
が
異
人
だ
と
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。「
楊
稹
」
の
主
人
公
楊
稹
は
、
勉
强
に
集
中
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す
る
た
め
に
寺
に
假
り
住
ま
い
し
た
時
、
美
し
い
女
性
と
出
會
い
、
女
性
は
楊
稹
か
ら
名
前
を
敎
え
て
も
ら
う
と
、
楊
稹
の
先
祖
と
も
知
り
合
い
だ
っ
た
と
楊

に
敎
え
た
。
楊
稹
は
女
性
が
異
人
だ
と
疑
い
、
彼
女
は
幽
靈
か
狐
か
と
尋
ね
、
女
性
は
ど
ち
ら
も
否
定
し
て
自
分
の
出
身
と
唐
玄
宗
に
西
明
夫
人
に
封
ぜ
ら
れ

た
こ
と
を
敎
え
た
。
そ
の
後
、
楊
稹
は
女
性
と
一
緖
に
生
活
し
た
。
こ
こ
に
は
戀
愛
譚
と
い
う
要
素
も
入
れ
込
ま
れ
て
い
る
。
物
語
の
最
後
に
は
主
人
公
が
家

に
戾
っ
た
後
、
楊
稹
の
下
僕
が
こ
の
こ
と
を
乳
母
に
吿
げ
、
乳
母
が
女
性
を
尾
行
し
、
そ
の
女
性
が
燈
の
化
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。 

 

「
許
生
」
は
、
さ
ら
に
典
型
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
離
れ
て
い
る
。
許
生
は
旅
の
途
中
で
老
人
と
會
い
、
老
人
が
詩
を
二
首
吟
ず
る
と
許
生
は
老
人
が
人
で

は
な
い
こ
と
を
察
し
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
も
老
人
に
從
い
、
ほ
か
の
四
人
と
宴
會
を
開
い
た
。
亭
に
題
す
る
詩
一
首
と
宴
會
で
四
人
が
作
っ
た
詩
も
、
彼
ら
の

正
體
を
暗
示
す
る
。
特
に
、
亭
に
題
す
る
詩
に
つ
い
て
、
老
人
は
「
此
詩
有
似
爲
席
中
一
二
公
、
題
而
晦
其
姓
名…

…

（
此
の
詩
に
席
中
の
一
二
公
た
る
が
似

ご
と
き
有
り
、
題
し
て
其
の
姓
名
を
晦
ま
す…

…

）
」
と
は
っ
き
り
暗
示
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
後
の
四
首
の
宴
會
で
の
詩
は
、「
周
秦
行
紀
」
の
よ
う
に
、

小
說
中
の
異
人
が
自
分
の
履
歷
に
よ
っ
て
詩
を
作
る
。
た
だ
し
、「
許
生
」
は
、
錢
易
が
『
南
部
新
書
』
一
〇

で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
甘
露
の
變
で
殺
さ

れ
た
四
相
（
四
人
の
丞
相
）
の
た
め
に
作
っ
た
小
說
で
あ
る
た
め
、
彼
ら
の
名
前
を
は
っ
き
り
と
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、「
許
生
」
は
最
後
ま
で

老
人
と
四
人
の
名
前
を
明
か
す
こ
と
な
く
、
た
だ
詩
を
も
っ
て
暗
示
す
る
の
み
と
し
て
い
る
。 

 

晚
唐
中
期
の
『
傳
奇
』
の
「
鄭
德
璘
傳
」
の
中
の
叟
詩
も
獨
創
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ほ
か
の
小
說
の
中
で
は
主
人
公
と
異
人
は
す
べ
て
初
對
面
で
あ
る
た

め
、
主
人
公
は
單
に
詩
の
內
容
か
ら
異
人
の
正
體
を
推
測
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
に
對
し
て
、「
鄭
德
璘
傳
」
の
主
人
公
鄭
德
璘
は
老
人
の
姿
で
現
れ
た
水
府

君
と
會
っ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
水
府
君
が
詩
の
中
で
過
去
の
こ
と
に
言
及
す
る
と
、
鄭
は
そ
れ
を
見
て
す
ぐ
に
水
府
君
が
そ
の
老
人
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。

こ
れ
は
小
說
の
中
に
伏
線
を
張
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
書
き
方
で
あ
る
。 

 

身
分
を
暗
示
す
る
ほ
か
に
、
詩
が
別
の
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。
單
純
な
の
は
、
身
分
で
は
な
く
、
場
所
を
暗
示
す
る
。
た
と
え
ば
「
白
幽
求
」（『
博

異
志
』
）
の
第
一
首
は 

玉
幢
亙
碧
虛 

 
 

玉
幢 

碧
虛
に
亙
り 

此
乃
眞
人
居 

 
 

此
れ
乃
ち
眞
人
の
居
な
り 

徘
徊
仍
未
進 

 
 

徘
徊
し
て
仍
お
未
だ
進
ま
ず 

邪
省
猶
難
除 

 
 

邪
省
猶
お
除
き
難
し 

で
あ
り
、
主
人
公
が
そ
の
時
に
い
た
場
所
が
異
界
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
た
だ
し
こ
の
詩
で
は
「
眞
人
居
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
お
り
、
暗
示
で
は
な
く
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明
示
し
て
い
る
。 

 
ま
た
、
は
っ
き
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
傳
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
詩
で
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
暗
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。「
鶯
鶯
傳
」
で
は
、
崔
鶯
鶯
は
張

生
の
詩
に
答
え
る
詩
で
、
初
め
て
の
私
會
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は 

待
月
西
廂
下 

 
 

月
を
待
つ
西
廂
の
下 

迎
風
戶
半
開 

 
 

風
を
迎
え
て
戶
半
ば
開
く 

拂
墻
花
影
動 

 
 

墻
を
拂
い
て
花
影
動
き 

疑
是
玉
人
來 

 
 

疑
う
ら
く
は
是
れ
玉
人
の
來
た
る
か
と 

で
あ
り
、
一
見
す
る
と
、
閨
情
を
描
寫
し
て
お
り
、
暗
示
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
詩
題
の
「
明
月
三
五
夜
」
と
一
緖
に
見
る
と
、
こ
れ
は
翌
日
の
十
五
日

に
來
る
よ
う
に
と
暗
示
し
て
い
る
。
詩
の
內
容
も
崔
が
西
廂
に
待
つ
と
豫
吿
し
、
張
が
壁
を
越
え
て
來
る
と
い
う
ル
ー
ト
も
敎
え
て
い
る
。
張
生
は
詩
の
中
の

暗
示
に
氣
づ
き
、
約
束
通
り
に
赴
い
た
。 

 

も
う
一
つ
の
暗
示
は
、
死
亡
を
暗
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
安
鳳
」（『
瀟
湘
錄
』）
で
は
、
主
人
公
の
安
鳳
は
故
鄕
を
離
れ
て
す
で
に
長
安
の
生
活
が
十
年
に

な
っ
た
が
、
故
鄕
に
歸
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
突
然
同
鄕
の
徐
侃
と
會
い
、
一
緖
に
數
日
を
過
ご
し
た
。
徐
侃
は
親
孝
行
を
重
ん
じ
、
安
鳳
と
一
緖
に
長
安

へ
行
こ
う
と
し
た
が
、
徐
母
が
別
れ
た
時
に
淚
を
止
め
ら
れ
な
い
た
め
故
鄕
に
殘
っ
た
。
二
人
が
長
安
で
再
會
し
た
數
日
後
、
徐
侃
は
す
で
に
故
鄕
か
ら
離
れ

て
一
年
に
な
り
、
徐
母
が
必
ず
徐
の
こ
と
を
懷
か
し
む
と
い
う
理
由
で
安
鳳
を
誘
っ
て
一
緖
に
故
鄕
へ
歸
ろ
う
と
し
た
が
、
安
鳳
は
ま
だ
出
世
し
て
い
な
い
た

め
斷
っ
た
。
別
れ
に
際
し
て
徐
侃
と
安
鳳
は
離
別
の
詩
を
作
っ
た
。
詩
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

君
寄
長
安
久 

 
 

君 

長
安
に
寄
る
こ
と
久
し
く 

恥
不
還
故
鄕 

 
 

恥
じ
て
故
鄕
に
還
ら
ず 

我
別
長
安
去 

 
 

我 

長
安
を
別
れ
て
去
る
は 

切
在
慰
高
堂 

 
 

切
に
高
堂
を
慰
む
る
に
在
り 

不
意
與
離
恨 

 
 

不
意
と
離
恨
と 

泉
下
亦
難
忘 

 
 

泉
下
亦
た
忘
れ
難
し 

 

後
に
安
鳳
は
長
安
で
徐
侃
と
會
っ
た
こ
と
を
手
紙
に
書
い
て
故
鄕
へ
送
っ
た
。
そ
し
て
返
信
か
ら
徐
侃
が
三
年
前
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
時
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に
安
鳳
は
初
め
て
徐
の
詩
の
中
の
「
泉
下
亦
難
忘
（
泉
下
亦
た
忘
れ
難
し
）」
の
句
の
意
味
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
物
語
は
實
は
、
亡
く
な
っ
た
友
人
と
出
會
っ

た
後
に
友
人
の
訃
報
が
屆
い
た
と
い
う
、
よ
く
唐
代
小
說
の
中
に
現
れ
る
類
話
群
の
中
の
一
つ
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
類
話
群
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
基
本
パ
タ
ー

ン
は
、
主
人
公
が
友
人
の
魂
と
會
い
、
友
人
と
の
會
話
で
友
人
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
暗
示
さ
れ
る
が
、
後
に
訃
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
友
人
が

す
で
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
確
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
安
鳳
」
は
死
の
暗
示
を
詩
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
は
通
常
の
パ
タ

ー
ン
の
會
話
の
代
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
比
較
的
は
っ
き
り
寓
意
を
表
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
詩
は
直
接
に
述
べ
る
言
葉
よ
り
も
含
蓄
が
深
く
、
暗

示
に
相
應
し
い
文
學
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
も
う
一
つ
、「
蘇
檢
」（
『
聞
奇
錄
』
）
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。
主
人
公
の
蘇
檢
は
、
あ
る
日
、
醉
っ
て
寢
て
い
る
時
、
妻
が
筆
を
取
っ
て
赤
い
紙
に
詩

を
書
き
、
自
分
も
詩
を
書
い
て
ベ
ッ
ド
へ
送
っ
た
こ
と
を
夢
み
た
。
目
覺
め
た
ら
詩
が
書
い
て
あ
る
紙
を
ベ
ッ
ド
で
得
た
。
こ
の
話
は
、
夢
の
中
で
の
品
物
が
、

現
實
世
界
で
も
現
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
來
事
は
唐
代
小
說
で
は
ほ
か
に
見
え
な
い
獨
特
な
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
プ
ロ
ッ

ト
は
た
だ
夢
の
異
を
さ
ら
に
誇
張
し
、
そ
の
目
的
が
主
人
公
、
そ
し
て
讀
者
に
妻
の
死
を
暗
示
す
る
詩
の
內
容
に
注
意
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

た
だ
し
、
大
部
分
の
詩
は
異
人
の
正
體
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
體
以
外
の
こ
と
を
暗
示
す
る
詩
は
少
な
い
。 

 

２
、
豫
言
・
豫
示
の
詩 

 

唐
代
小
說
で
は
早
く
か
ら
、
盛
唐
の
『
紀
聞
』
の
「
劉
洪
」
の
中
に
豫
示
の
詩
が
あ
る
。「
劉
洪
」
で
は
、
異
人
の
輔
國
將
軍
が
劉
洪
に
詩
を
二
首
與
え
た
。

劉
は
最
初
、
こ
の
二
首
の
詩
の
意
味
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
劉
洪
が
亡
く
な
っ
た
後
、
初
め
て
そ
の
詩
の
意
味
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち

詩
は
劉
洪
の
死
を
豫
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
句
ご
と
に
解
釋
が
あ
り
、
劉
洪
の
死
の
樣
子
が
具
體
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

詩
に
將
來
の
こ
と
が
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
解
釋
の
部
分
を
省
略
す
る
物
語
も
あ
る
。
た
と
え
ば
晚
唐
初
期
の
『
續
定
命
錄
』
の
「
李
顧
言
」
で

は
、
科
擧
試
驗
が
一
年
遲
れ
、
結
果
の
公
示
が
三
月
に
な
る
と
い
う
意
の
詩
句
を
異
人
が
詠
じ
、
そ
の
後
、
果
た
し
て
首
都
周
邊
の
饑
饉
に
よ
っ
て
試
驗
が
一

年
遲
れ
、
皇
帝
の
死
亡
に
よ
っ
て
結
果
の
公
示
が
三
月
に
な
っ
た
。
す
べ
て
は
異
人
の
詩
句
と
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
プ
ロ
ッ
ト
の
順
番
を
變
え
、
さ
き
に
事
件
を
書
き
、
後
に
先
人
が
殘
し
た
豫
言
の
詩
を
記
す
物
語
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
鄔
載
」（『
宣
室
志
』）
は
、

ま
ず
は
主
人
公
の
鄔
載
が
洪
水
で
壞
れ
た
墓
を
高
い
土
地
に
移
す
こ
と
を
描
き
、
そ
し
て
墓
の
中
に
發
見
さ
れ
た
墓
誌
に
、
千
年
後
洪
水
に
遭
い
、
主
人
公
に

高
い
土
地
に
移
し
て
も
ら
う
と
い
う
詩
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
時
代
が
下
り
、
た
と
え
同
じ
く
豫
言
・
豫
示
の
類
に
屬
す
る
物
語
で
あ
っ
て
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も
、
最
初
の
「
劉
洪
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
離
れ
、
變
化
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
鄔
載
」
と
似
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
ま
た
「
隋
煬
帝
開
河
記
」

に
も
見
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
主
人
公
が
單
に
事
件
が
發
生
し
て
豫
示
の
內
容
を
悟
る
だ
け
で
は
な
く
、
豫
示
が
主
人
公
の
動
き
に
影
響
す
る
物
語
も
あ
る
。
初
唐
晚
期
の
『
廣

古
今
五
行
記
』
の
「
後
周
太
祖
」
で
は
、
太
祖
は
力
が
弱
か
っ
た
た
め
、
敵
と
戰
う
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
た
時
に
、
異
人
の
李
順
興
に
訊
ね
た
。
李
は
太
祖
に

詩
を
吟
じ
、
詩
で
は
黑
い
犬
は
黃
色
い
犬
に
勝
つ
と
あ
り
、
黑
い
犬
は
太
祖
の
兵
、
黃
色
い
犬
は
敵
の
兵
を
喩
え
て
い
る
。
太
祖
は
詩
を
聞
い
て
戰
う
こ
と
を

決
め
、
最
後
は
勝
利
し
た
。
こ
こ
で
は
、
異
人
の
詩
は
將
來
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
詩
は
主
人
公
の
選
擇
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
詩
に
は
、
ま
た
『
傳
奇
』
の
「
文
簫
」
の
一
首
目
の
詩
が
あ
る
。「
文
簫
」
の
話
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
主
人
公
の
文
簫
は
鍾
陵
の
道
觀
で

美
し
い
女
性
が
詩
を
吟
じ
る
の
を
見
た
。
詩
は
、 

若
能
相
伴
陟
仙
壇 

 
 

若
し
能
く
相
い
伴
い
て
仙
壇
に
陟
ら
ば 

應
得
文
簫
駕
彩
鸞 

 
 

應
に
文
簫
を
得
て
彩
鸞
に
駕
す
べ
し 

自
有
繡
襦
竝
甲
帳 

 
 

繡
襦
竝
び
に
甲
帳
有
り
て
よ
り 

瓊
臺
不
怕
雪
霜
寒 

 
 

瓊
臺 

雪
霜
の
寒
き
を
怕
れ
ず 

と
い
う
。
詩
の
中
に
文
簫
の
名
前
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
簫
は
も
し
か
し
て
自
分
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
と
思
い
、
ま
た
詩
か
ら
女
性

は
仙
女
で
あ
る
と
判
斷
し
、
彼
女
を
尾
行
し
て
山
に
入
っ
た
。
尾
行
が
見
つ
か
る
と
、
仙
女
は
自
分
が
文
簫
と
こ
れ
ま
で
何
度
も
機
會
が
あ
っ
た
の
に
結
婚
で

き
な
か
っ
た
が
、
感
情
が
ま
だ
存
在
し
て
い
る
た
め
、
尾
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
文
簫
に
言
い
、
と
も
に
仙
女
の
住
所
へ
行
っ
た
。
そ
こ
で
仙
女
は
異

界
の
案
件
を
審
判
し
、
そ
の
時
文
簫
が
側
に
い
た
の
で
、
天
機
を
漏
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
十
二
年
間
庶
民
の
妻
に
な
る
と
い
う
罰
を
受
け
た
。
そ
し
て
仙
女

と
文
簫
は
鍾
陵
へ
戾
っ
た
。
文
簫
は
貧
乏
で
あ
っ
た
た
め
、
仙
女
は
『
唐
韻
』
を
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
書
き
寫
す
こ
と
に
よ
っ
て
お
金
を
稼
い
だ
。
後
に
越
王
山

の
麓
に
引
越
し
、 

一
斑
與
兩
斑 

 
 

一
斑
と
兩
斑
と 

引
入
越
王
山 

 
 

引
き
て
越
王
山
に
入
る 

世
數
今
逃
盡 

 
 

世
數
今
逃
し
盡
し 

煙
蘿
得
再
還 

 
 

煙
蘿
再
び
還
る
を
得
た
り 
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簫
聲
宜
露
滴 

 
 

簫
の
聲
宜
し
く
露
滴
る
べ
く 

鶴
翅
向
雲
間 

 
 

鶴
の
翅
雲
間
に
向
う 

一
粒
仙
人
藥 

 
 

一
粒
の
仙
人
の
藥 

服
之
能
駐
顏 

 
 

之
を
服
す
れ
ば
能
く
顏
を
駐
め
ん 

と
い
う
詩
を
殘
し
、
文
簫
と
と
も
に
姿
を
消
し
た
。
そ
の
日
、
山
で
二
人
が
虎
に
乘
っ
て
去
っ
た
こ
と
を
見
た
人
が
い
る
。 

 

一
首
目
の
詩
は
仙
女
が
作
っ
た
詩
で
あ
り
、
文
簫
と
結
婚
し
た
い
と
い
う
心
情
を
表
す
詩
で
あ
る
が
、
後
に
詩
の
通
り
に
仙
女
は
文
簫
と
結
婚
し
た
、
豫
言

の
詩
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
詩
の
中
に
文
簫
の
名
前
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仙
女
と
結
婚
す
る
の
は
自
分
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
い
、
仙
女
を

尾
行
し
た
。
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
は
ま
た
プ
ロ
ッ
ト
を
推
進
す
る
契
機
と
い
う
機
能
も
具
え
て
い
る
。
豫
言
の
機
能
は
詩
の
一
句
目
「
若
能
相
伴
陟
仙
壇
（
若
し

能
く
相
い
伴
い
て
仙
壇
に
陟
ら
ば
）」
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
若
（
も
し
）」
を
用
い
て
假
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
女
性
は
神
仙
で
あ
り
、
ま
た
文
簫
と
前
緣

未
了
の
狀
況
に
あ
る
の
で
、
こ
の
詩
は
豫
言
と
い
う
よ
り
豫
吿
の
詩
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
當
で
あ
ろ
う
。 

 

よ
り
典
型
的
な
豫
吿
の
詩
は
こ
の
物
語
の
二
首
目
の
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
虎
二
匹
が
山
に
入
っ
て
神
仙
に
な
る
こ
と
を
詠
い
、
後
に
文
簫
夫
婦
二
人
は
虎

に
乘
っ
て
山
に
入
っ
て
姿
を
消
し
た
。
こ
の
詩
は
、
將
來
何
が
發
生
す
る
か
を
豫
言
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
將
來
自
分
が
何
を
す
る
か
を
豫
吿
し
て
い
る
と

解
釋
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
豫
吿
は
『
傳
奇
』
の
中
の
「
孫
恪
」
に
も
見
え
る
。
主
人
公
の
孫
恪
は
洛
陽
で
美
し
い
女
性
と
出
會
い
、
彼
女
と
結
婚

し
た
。
道
士
の
從
兄
と
會
い
、
從
兄
は
孫
恪
が
妖
怪
に
精
氣
を
吸
わ
れ
て
い
る
と
孫
に
吿
げ
、
そ
し
て
そ
れ
に
對
應
す
る
方
法
と
し
て
孫
に
劍
を
與
え
た
が
、

女
性
に
見
つ
け
ら
れ
て
叱
ら
れ
た
。
後
に
官
職
を
受
け
て
女
性
と
南
へ
赴
任
し
、
山
を
經
る
た
び
に
女
性
が
憂
い
顏
を
し
、
つ
い
に
彼
女
の
故
鄕
に
着
く
と
、

彼
女
は
山
に
戾
り
た
い
と
い
う
氣
持
ち
が
溢
れ
、 

剛
被
恩
情
役
此
心 

 
 

剛ま
さ

に
恩
情
に
此
の
心
を
役
せ
ら
れ 

無
端
變
化
幾
湮
沈 

 
 

無
端
の
變
化 

湮
沈
す
る
に
幾
し 

不
如
逐
伴
歸
山
去 

 
 

如
か
ず 

伴
を
逐
い
て
山
に
歸
り
去
る
に 

長
笑
一
聲
煙
霧
深 

 
 

長
く
笑
う
こ
と
一
聲 

煙
霧
深
し 

と
い
う
詩
を
書
き
、
猿
の
姿
に
戾
っ
て
山
に
入
っ
た
。
こ
の
詩
は
非
常
に
明
白
に
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
動
き
を
豫
吿
し
て
い
る
。 

 

實
は
、
豫
言
・
豫
示
は
六
朝
小
說
と
唐
代
小
說
の
中
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
と
、
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
こ
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と
が
で
き
る
。 

① 

主
人
公
が
通
常
夢
な
ど
の
幻
想
空
間
で
將
來
の
出
來
事
を
經
驗
し
、
後
に
現
實
空
間
で
そ
の
出
來
事
が
實
際
に
發
生
す
る
も
の
。 

② 
將
來
の
出
來
事
が
そ
の
ま
ま
主
人
公
の
目
の
前
に
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
何
か
異
常
な
こ
と
を
も
っ
て
主
人
公
に
豫
兆
を
示
す
も
の
。 

以
上
の
二
つ
は
何
ら
か
の
出
來
事
を
も
っ
て
主
人
公
に
豫
示
を
與
え
る
が
、
代
わ
り
に
言
葉
を
も
っ
て
主
人
公
に
豫
示
す
る
パ
タ
ー
ン
も
二
つ
あ
る
。 

③ 

主
人
公
が
先
に
豫
言
を
聞
き
、
後
に
豫
言
通
り
に
事
件
が
發
生
す
る
も
の
。 

④ 

明
白
な
豫
言
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
神
祕
的
な
言
葉
を
通
し
て
將
來
の
出
來
事
を
主
人
公
に
豫
示
す
る
も
の
。 

唐
代
は
詩
の
時
代
で
あ
る
た
め
、
③
④
の
言
葉
で
豫
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
言
葉
の
部
分
が
自
然
と
詩
に
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
種
の
詩
は
小
說
に
と
っ
て
不
可
缺
な
一
部
分
と
な
り
、
ま
た
、
詩
の
內
容
を
め
ぐ
っ
て
物
語
を
推
進
し
、
詩
は
小
說
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
で
あ
る
。 

 

３
、
證
明
の
詩 

 

同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
詩
は
、
最
初
は
晚
唐
前
期
の
『
逸
史
』
の
「
盧
李
二
生
」
に
見
ら
れ
る
。「
盧
李
二
生
」
の
中
に

登
場
す
る
詩
は
全
首
で
は
な
く
、
た
だ
一
聯
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
小
說
の
作
者
の
自
作
で
は
な
く
、
引
用
の
詩
句
で
あ
る
。 

 

「
盧
李
二
生
」
の
梗
槪
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
盧
生
と
李
生
は
と
も
に
山
で
道
術
を
學
ん
で
い
た
。
李
生
は
生
活
の
苦
し
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
山
を
下
っ

た
。
し
か
し
生
活
は
依
然
と
し
て
貧
乏
で
あ
り
借
金
も
で
き
た
。
そ
の
時
に
盧
生
と
再
會
し
た
。
李
生
は
盧
生
の
誘
い
を
受
け
て
そ
の
家
を
訪
ね
た
。
立
派
な

家
で
宴
會
が
開
か
れ
、
興
を
添
え
る
の
に
箜
篌
を
彈
く
美
し
い
女
性
が
い
た
。
李
生
は
箜
篌
の
上
に
「
天
際
識
歸
舟
、
雲
間
辨
江
樹
（
天
際
に
歸
舟
を
識
り
、

雲
間
に
江
樹
を
辨
ず
）
」
と
い
う
詩
句
が
朱
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
盧
生
は
こ
の
女
性
を
李
生
の
妻
に
さ
せ
る
こ
と
を
承
諾
し
た
。
ま
た
盧
生
は
李

生
に
借
金
を
返
卻
さ
せ
る
た
め
に
杖
を
與
え
た
。
李
生
は
指
示
通
り
に
ペ
ル
シ
ア
人
の
店
で
杖
を
大
金
と
交
換
し
た
。
後
に
李
生
は
陸
女
と
結
婚
し
た
。
陸
女

は
か
つ
て
盧
生
の
家
で
見
た
女
性
と
似
て
お
り
、
彼
女
の
箜
篌
に
は
く
だ
ん
の
二
句
が
あ
っ
た
。
宴
會
の
話
を
妻
に
言
う
と
、
妻
は
、
こ
の
詩
句
は
兄
弟
が
少

年
の
時
に
遊
ん
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
昨
日
、
宴
會
の
こ
と
を
夢
に
見
た
と
答
え
た
。
李
生
は
驚
き
、
盧
生
の
家
を
再
び
訪
ね
る
と
、
何
も
な
か
っ
た
。 

 

單
に
箜
篌
な
ら
ば
證
明
で
き
な
い
が
、
箜
篌
の
上
の
詩
句
も
同
じ
で
あ
る
た
め
、
李
生
は
妻
が
以
前
に
盧
生
の
宴
會
で
會
っ
た
女
性
で
あ
る
と
確
認
し
た
。

こ
の
物
語
で
は
確
認
の
際
に
詩
に
も
う
一
度
は
っ
き
り
と
言
及
す
る
の
み
な
ら
ず
、
詩
が
品
物
に
書
か
れ
た
經
緯
も
妻
の
話
を
通
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
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ス
ト
ー
リ
ー
は
ま
た
『
仙
傳
拾
遺
』
の
「
薛
肇
」
に
も
用
い
ら
れ
、
登
場
人
物
の
名
前
は
全
然
違
う
が
、
箜
篌
と
詩
句
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。 

 
類
話
は
ま
た
「
崔
煒
」（
『
傳
奇
』
）
に
も
見
ら
れ
る
。
主
人
公
の
崔
煒
は
さ
ま
ざ
ま
な
經
緯
で
皇
帝
の
玄
宮
（
異
界
）
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
女
仙
と
出
會
い
、

女
仙
が
皇
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
崔
煒
に
陽
燧
珠
を
與
え
、
ま
た
羊
城
使
者
と
と
も
に
歸
る
よ
う
に
と
命
じ
た
。
崔
煒
は
皇
帝
と
會
っ
た
こ
と
も
な
い
し
皇
帝
の

親
族
で
も
な
い
の
で
、
な
ぜ
珠
を
い
た
だ
い
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
女
仙
が
崔
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
崔
煒
の
先
祖
が
詩
を
皇
帝
が
作
っ
た
臺
に

殘
し
、
そ
の
詩
が
徐
紳
を
感
動
さ
せ
、
徐
紳
が
臺
を
修
繕
し
た
た
め
、
皇
帝
が
和
詩
を
書
い
た
と
い
う
。
崔
煒
が
皇
帝
の
詩
を
尋
ね
る
と
、
女
仙
は
使
者
の
筆

の
上
に
詩
を
書
い
た
。 

千
歲
荒
臺
隳
路
隅 

 

千
歲
の
荒
臺 

路
の
隅
に
隳や

ぶ

れ 

一
煩
太
守
重
椒
塗 

 
一
に
太
守
を
煩
わ
し
て
重
ね
て
椒
塗
す 

感
君
拂
拭
意
何
極 

 

君
の
拂
拭
す
る
に
感
ず 

意
何
ぞ
極
ま
ら
ん
や 

報
爾
美
婦
與
明
珠 

 

爾
に
美
婦
と
明
珠
と
を
報
ぜ
ん 

崔
は
羊
城
使
者
と
と
も
に
異
界
か
ら
現
實
世
界
に
戾
っ
た
が
、
そ
の
後
羊
城
使
者
を
探
す
が
な
か
な
か
見
つ
け
ら
れ
ず
、
最
後
は
城
隍
廟
の
神
像
の
筆
に
女
仙

が
羊
城
使
者
の
筆
に
書
い
た
詩
と
ま
っ
た
く
同
じ
詩
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
羊
城
使
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
全

文
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
對
し
て
あ
ま
り
重
要
な
役
割
が
な
く
、
重
要
な
の
は
筆
に
書
か
れ
る
詩
が
豫
吿
の
詩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
詩
を
含

め
、
「
崔
煒
」
の
中
の
二
首
の
詩
は
、
先
に
詩
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
後
に
詩
を
記
す
。
こ
れ
は
唐
代
小
說
で
は
珍
し
い
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
皇
帝
の
詩
の

場
合
、
女
仙
は
こ
の
詩
が
あ
る
こ
と
を
崔
に
敎
え
る
と
、
崔
が
ど
の
よ
う
な
詩
か
を
聞
く
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
詩
が
す
ぐ
に
物
語
に
現
れ
た
。
そ
れ
に

對
し
て
、
崔
煒
の
先
祖
の
詩
は
、
異
界
で
の
女
仙
と
の
對
話
で
皇
帝
の
詩
と
と
も
に
言
及
は
し
て
い
た
が
、
崔
が
現
實
世
界
に
戾
っ
て
臺
を
訪
ね
て
は
じ
め
て

記
さ
れ
て
い
る
。
詩
に
關
す
る
逸
話
は
、
時
に
は
先
に
詩
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
最
後
に
詩
を
記
す
こ
と
が
あ
る
が
、「
崔
煒
」
の
よ
う
に
先
ず
詩
の
存
在
を

示
し
て
そ
の
後
に
詩
の
本
文
を
記
す
と
い
う
こ
と
を
完
璧
に
ス
ト
ー
リ
ー
に
融
合
さ
せ
た
物
語
は
、
ほ
か
に
な
い
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
は
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す
る
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
眞
實
性
の
證
明
と
し
て
使
う
詩
も
あ
る
。「
陳
季
卿
」（『
纂
異
記
』）
で
は
、
主
人
公
の

陳
季
卿
は
江
南
の
家
を
離
れ
て
十
年
經
過
し
た
が
、
進
士
に
な
っ
て
か
ら
故
鄕
へ
歸
る
と
決
め
て
い
た
た
め
、
長
安
か
ら
歸
鄕
し
た
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
。

靑
龍
寺
の
僧
侶
を
よ
く
訪
ね
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
僧
侶
が
戾
ら
ず
、
長
く
待
っ
て
い
た
陳
は
饑
え
て
お
り
、
そ
こ
に
い
る
老
人
か
ら
藥
を
も
ら
っ
て
そ
れ
を

飮
ん
だ
ら
饑
え
を
忘
れ
た
。
壁
に
地
圖
が
掛
か
っ
て
お
り
、
陳
が
こ
れ
ま
で
歸
鄕
し
た
こ
と
が
な
い
と
言
う
と
、
老
人
は
そ
れ
は
簡
單
だ
と
言
い
、
竹
の
葉
で
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舟
を
作
り
、
地
圖
上
の
渭
水
の
と
こ
ろ
に
置
く
と
、
陳
に
視
線
を
舟
に
集
中
さ
せ
、
ま
た
歸
っ
た
ら
家
に
長
く
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
た
。
陳
が
老
人

の
言
う
通
り
に
す
る
と
、
渭
水
の
波
を
感
じ
、
舟
が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
と
感
じ
た
。
舟
で
渭
水
を
下
り
、
禪
窟
蘭
若
と
潼
關
東
の
普
通
院
を
訪
れ
、
詩
も

殘
し
た
。
そ
し
て
家
に
歸
る
と
、
書
齋
に
詩
を
殘
し
、
ま
た
妻
と
兄
弟
に
別
れ
の
詩
を
作
っ
て
長
安
へ
戾
っ
た
。
妻
と
兄
弟
は
彼
が
す
で
に
亡
く
な
っ
た
と
思

っ
て
號
泣
し
た
。
陳
は
そ
れ
が
夢
で
あ
ろ
う
か
と
疑
っ
て
訊
ね
る
と
、
老
人
は
六
十
日
後
こ
の
こ
と
が
本
當
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
去
っ

た
。
二
ヶ
月
後
、
陳
の
妻
子
は
彼
が
亡
く
な
っ
た
と
思
い
込
み
江
南
か
ら
長
安
へ
や
っ
て
來
た
。
そ
し
て
彼
が
家
に
歸
っ
て
書
齋
で
詩
を
作
り
、
ま
た
二
首
の

別
離
詩
を
作
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
の
で
、
陳
は
以
前
の
こ
と
が
夢
で
は
な
い
と
知
っ
た
。
さ
ら
に
、
翌
年
の
春
に
歸
鄕
す
る
と
、
禪
窟
蘭
若
と
潼
關
東
の
普
通

院
に
自
分
の
題
壁
詩
も
見
つ
け
た
。
こ
の
物
語
で
は
、
寺
院
や
家
に
殘
し
た
詩
は
、
陳
季
卿
が
本
當
に
こ
れ
ら
の
と
こ
ろ
を
經
て
家
に
歸
っ
た
こ
と
の
證
明
と

な
っ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
證
明
の
機
能
を
果
た
す
詩
の
ほ
と
ん
ど
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な
條
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
で
は
非
常
に
稀
で

あ
る
。
そ
の
條
件
と
は
何
か
に
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
品
物
と
と
も
に
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
例
外
は
あ
る
。
初
唐
の
『
冥
報
拾
遺
』
の
「
姚
明
解
」
も
詩
に
よ
っ
て
身
元
を
確
認
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
も
つ
物
語
で
あ
る
。
寺
院
の
畫
工
は
亡

く
な
っ
た
姚
明
解
と
夢
の
中
で
會
っ
た
。
姚
明
解
は
彼
に
寫
經
を
賴
み
、
ま
た
詩
を
作
っ
て
彼
に
覺
え
さ
せ
た
。
畫
工
は
こ
の
詩
を
姚
の
友
人
に
示
し
、
友
人

は
こ
の
詩
は
た
し
か
に
姚
明
解
の
詩
風
だ
と
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
小
說
で
は
詩
を
用
い
て
姚
明
解
は
た
し
か
に
寫
經
の
こ
と
を
賴
み
、
畫
工
の
話
が

自
作
自
演
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
證
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
佛
敎
說
話
で
あ
り
、
死
後
の
苦
し
み
を
避
け
る
た
め
佛
敎
を
信
じ
る
こ
と
を
世
間
の
人

に
傳
え
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
物
語
の
目
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
物
語
の
作
者
は
、
物
語
の
中
で
姚
明
解
の
友
人
に
よ
っ
て
話
の
眞
實
性
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を

通
し
て
、
讀
者
に
も
眞
實
感
を
與
え
る
。 

 

た
だ
し
、
詩
風
だ
け
で
身
元
を
判
斷
す
る
と
人
を
間
違
う
可
能
性
も
あ
る
。「
韋
自
東
」（『
傳
奇
』）
の
話
で
、
主
人
公
の
韋
自
東
は
夜
叉
を
殺
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
道
士
に
丹
藥
を
作
っ
て
い
る
洞
窟
の
入
口
を
守
り
、
誰
も
入
れ
さ
せ
な
い
こ
と
を
賴
ま
れ
た
。
韋
自
東
は
さ
ま
ざ
ま
な
怪
物
を
擊
退
し
た
が
、
最
後

に
道
士
の
先
生
に
化
け
て
い
る
妖
怪
が
來
て
、
お
祝
い
に
來
た
と
言
い
、
韋
自
東
に 

三
秋
稽
顙
叩
眞
靈 

 
 

三
秋
稽
顙 そ

う

し
て
眞
靈
を
叩
き 

龍
虎
交
時
金
液
成 

 
 

龍
虎
交
わ
る
時
金
液
成
る 

絳
雪
旣
凝
身
可
度 

 
 

絳
雪
旣
に
凝
り
身
度
す
べ
く 
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蓬
壺
頂
上
彩
雲
生 

 
 

蓬
壺
の
頂
上
彩
雲
生
ず 

と
い
う
詩
を
見
せ
た
。
韋
自
東
は
こ
の
詩
を
讀
ん
で
、
本
當
に
道
士
の
先
生
だ
と
思
い
、
彼
を
入
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
煉
丹
爐
が
爆
發
し
て
丹
藥
作
り
が
失
敗
し

た
。
こ
の
場
合
、
詩
に
よ
る
證
明
は
效
か
な
か
っ
た
。 

 

注
意
す
べ
き
な
の
は
、
た
と
え
ば
「
武
丘
寺
」
（
『
通
幽
記
』）
な
ど
の
物
語
で
も
題
壁
の
詩
を
記
し
、
物
語
の
最
後
に
今
で
も
そ
の
詩
が
殘
っ
て
い
る
と
言

及
し
、
話
の
眞
實
性
を
證
明
す
る
こ
と
に
使
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
眞
實
性
の
證
明
は
、
作
者
が
讀
者
に
示
す
こ
と
で
あ
り
、「
陳
季
卿
」
の
主
人
公
や

「
姚
明
解
」
の
友
人
な
ど
物
語
中
の
人
物
が
證
明
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
た
め
、「
武
丘
寺
」
の
よ
う
な
物
語
は
證
明
の
類
に
は
屬
さ
な
い
。 

 

ま
た
、
中
唐
晚
期
の
「
湘
中
怨
解
」
の
よ
う
に
、
主
人
公
が
作
詩
に
優
れ
る
こ
と
を
證
明
す
る
た
め
に
、
物
語
の
作
者
が
主
人
公
の
詩
を
例
と
し
て
擧
げ
る

こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
詩
は
、
た
だ
說
明
の
補
助
に
過
ぎ
ず
、
物
語
の
ほ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
と
ほ
と
ん
ど
關
係
が
な
い
た
め
、
證
明
の
類
に
屬
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
た
だ
し
變
種
と
し
て
、
同
じ
く
中
唐
晚
期
の
『
集
異
記
』
の
「
沈
聿
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
は
異
人
の
親
戚
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す
る

た
め
、
親
戚
の
詩
を
一
首
吟
じ
た
。
異
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
主
人
公
が
自
分
の
親
戚
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
後
の
プ
ロ
ッ
ト
の
發
生
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
物
語
の
中
の
詩
は
、
「
湘
中
怨
解
」
の
類
の
物
語
の
中
の
詩
と
比
べ
る
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
對
す
る
作
用
が
比
較
的
大
き
い
。 

  

以
上
の
三
種
類
の
パ
タ
ー
ン
以
外
に
、
も
う
一
種
類
が
あ
り
、
こ
の
類
で
は
た
だ
一
篇
の
物
語
が
そ
れ
に
該
當
す
る
。
そ
れ
は
唐
末
の
「
鄴
侯
外
傳
」
で
あ

る
。
「
鄴
侯
外
傳
」
は
鄴
侯
李
泌
の
さ
ま
ざ
ま
な
逸
事
を
集
め
て
成
り
立
っ
た
物
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
話
を
竝
べ
て
書
く
と
い
う
手
法
は
、

長
篇
小
說
の
雛
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
話
の
選
擇
と
配
列
に
は
、
表
現
し
た
い
主
人
公
の
性
格
や
話
の
間
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
は
っ
き
り
見
ら

れ
な
い
た
め
、
人
物
傳
記
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
も
し
「
鄴
侯
外
傳
」
を
構
成
す
る
各
お
の
の
話
を
單
獨
の
物
語
と
す
る
と
、
そ
の
中
の
次
の
一
つ
は
、
ス
ト

ー
リ
ー
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
詩
を
含
ん
で
い
る
。 

 

あ
る
日
、
隱
者
が
男
の
子
を
連
れ
て
鄴
侯
を
訪
ね
て
く
る
。
隱
者
は
ま
た
一
人
で
旅
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
男
の
子
の
面
倒
を
鄴
侯
に
賴
ん
だ
。

一
ヶ
月
後
戾
る
と
言
っ
た
が
、
た
だ
し
男
の
子
は
疾
病
が
あ
る
た
め
、
隱
者
は
鄴
侯
に
函
を
渡
し
て
、
も
し
亡
く
な
っ
た
ら
こ
の
函
に
入
れ
て
埋
め
る
よ
う
に

賴
ん
だ
。
隱
者
が
去
っ
た
後
、
男
の
子
は
亡
く
な
り
、
鄴
侯
は
彼
を
函
に
入
れ
て
埋
葬
し
た
。
し
か
し
隱
者
は
歸
ら
ず
、
鄴
侯
は
變
に
思
い
、
函
を
開
い
て
見

る
と
、
中
に
一
つ
の
黑
石
が
あ
り
、
上
に
詩
が
あ
る
。 

 
 

神
真
鍊
形
年
未
足 

 
 

神
真 

形
を
鍊
す
る
こ
と
年
未
だ
足
り
ず 
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化
為
我
子
功
相
續 

 
 

化
け
て
我
が
子
に
為
り
て
功
相
い
續
す 

丞
相
瘞
之
刻
玄
玉 

 
 

丞
相 

之
を
瘞
め
て
玄
玉
に
刻
し 

仙
路
何
長
死
何
促 

 
 

仙
路
何
ぞ
長
く
死
何
ぞ
促
に
せ
ん
や 

詩
は
ま
ず
男
の
子
の
正
體
を
述
べ
、
そ
れ
は
魂
が
形
を
修
練
す
る
の
に
年
月
が
足
り
ず
、
子
供
に
化
け
て
隱
者
に
し
た
が
っ
て
續
け
て
修
練
す
る
こ
と
を
言
う
。

そ
し
て
鄴
侯
が
彼
を
埋
葬
す
る
こ
と
を
黑
石
に
刻
む
こ
と
も
記
し
、
最
後
に
鄴
侯
に
仙
人
に
な
る
道
が
長
い
こ
と
を
敎
戒
す
る
。 

 

前
に
述
べ
た
暗
示
と
豫
示
は
、
詩
を
も
っ
て
謎
を
設
け
、
後
に
事
實
を
も
っ
て
散
文
で
そ
の
謎
を
解
く
。
こ
の
物
語
は
逆
で
あ
り
、
ま
ず
不
思
議
な
こ
と
を

書
き
、
主
人
公
鄴
侯
の
疑
い
を
誘
い
、
最
後
は
詩
を
も
っ
て
そ
の
謎
を
解
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詩
の
目
的
は
鄴
侯
に
仙
人
に
な
る
こ
と
を
勸
め
る
こ
と
で
あ

る
が
、
し
か
し
物
語
の
奇
は
、
男
の
子
が
詩
を
刻
ん
だ
黑
石
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詩
に
は
散
文
で
書
く
出
來
事
を
再
述
し
て
い
る
が
、
主
人
公
に

と
っ
て
こ
の
詩
の
最
大
の
作
用
は
心
の
謎
を
解
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
詩
と
物
語
の
主
題
と
の
關
係
は
詩
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
體
に
な
る
こ
と

に
辿
り
着
い
て
い
な
い
が
、
抒
情
や
贈
答
の
詩
と
そ
の
詩
の
前
の
描
寫
と
の
關
係
と
比
べ
る
と
、
相
當
に
緊
密
と
は
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
謎
を
解

く
詩
は
、
唐
代
小
說
の
中
で
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。 

五
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
體
に
な
る
詩 

 

こ
の
類
の
詩
は
ま
た
本
事
の
詩
と
稱
す
る
。
た
だ
し
、『
本
事
詩
』
以
前
に
も
、
唐
代
小
說
に
時
に
單
篇
の
本
事
物
語
が
現
れ
て
い
た
が
、『
本
事
詩
』
が
最

初
の
本
事
の
物
語
を
集
め
た
小
說
集
で
あ
る
。
以
下
は
、『
本
事
詩
』
の
物
語
を
材
料
と
し
て
、
本
事
の
物
語
の
特
徵
を
ま
と
め
た
い
。 

 

１
、
本
事
の
物
語
の
中
の
詩 

 

『
本
事
詩
』
に
收
錄
さ
れ
る
物
語
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
す
べ
て
詩
を
中
心
と
し
て
話
を
展
開
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
中
で
も
一
部
の
物
語
は
逸
話
に
過
ぎ

ず
、
物
語
性
が
あ
ま
り
强
く
な
い
。
特
に
「
怨
憤
篇
」
と
「
嘲
戲
篇
」
は
す
べ
て
逸
話
の
類
に
屬
し
、
六
朝
志
人
小
說
と
似
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
「
情

感
篇
」
の
第
八
條
「
柳
氏
傳
」
一
一

の
中
の
「
章
臺
柳
」
詩
と
「
楊
柳
枝
」
詩
は
た
だ
の
贈
答
詩
で
あ
り
、
登
場
人
物
の
感
情
を
傳
え
る
作
用
が
あ
る
だ
け
で
、

ほ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
と
あ
ま
り
か
か
わ
り
が
な
い
。
ま
た
『
太
平
廣
記
』
の
「
柳
氏
傳
」
に
は
な
い
德
宗
の
詩
は
、
韓
翃
と
柳
氏
の
感
情
の
こ
と
と
關
係
な
く
、

韓
翃
が
官
職
を
も
ら
う
部
分
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
德
宗
が
官
位
を
與
え
る
つ
も
り
の
人
が
た
し
か
に
韓
翃
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す
る
た
め
に
こ
の
詩
を
擧
げ
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て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
部
分
は
物
語
性
が
あ
ま
り
强
く
は
な
く
、
一
つ
の
逸
話
に
過
ぎ
な
い
。 

 
ま
た
、「
徵
異
篇
」
の
最
後
の
條
は
豫
言
の
話
で
あ
り
、「
徵
咎
篇
」
に
三
條
あ
り
、
そ
の
は
す
べ
て
は
死
亡
を
豫
示
す
る
詩
の
話
で
あ
る
。
ま
た
「
徵
異
篇
」

の
第
一
條
は
、
子
供
五
人
が
繼
母
に
虐
待
さ
れ
、
生
母
の
墓
の
前
で
泣
く
と
、
生
母
が
生
き
返
っ
て
詩
を
書
き
、
子
供
が
こ
の
詩
を
父
に
送
り
、
父
は
詩
を
讀

ん
で
繼
母
を
官
府
に
吿
發
し
、
義
母
も
父
も
罰
を
受
け
た
。
こ
こ
で
詩
は
た
し
か
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
推
進
す
る
た
め
に
不
可
缺
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
の
物
語
の
奇
は
子
供
が
泣
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
母
が
生
き
返
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
詩
は
こ
の
物
語
で
重
要
な
役
割
を
持
つ
が
、
物
語
の
中
心
で
は
な
い
。

ゆ
え
に
、
こ
の
物
語
は
本
事
の
物
語
に
は
數
え
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。 

 

ほ
か
に
、
「
徵
異
篇
」
の
第
四
條
は
「
感
夢
記
」
の
話
で
あ
り
、
こ
の
話
も
ま
た
「
三
夢
記
」
の
第
二
夢
で
あ
る
。
こ
の
話
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
白
居
易
た

ち
が
長
安
の
曲
江
で
遊
ん
で
い
る
時
、
元
稹
が
赴
任
先
に
着
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
詩
を
書
い
た
。
元
稹
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
に
到
着
し
、
白
居
易
た
ち
が
曲
江

で
遊
ぶ
こ
と
を
夢
み
て
、
詩
を
書
い
て
白
居
易
に
送
っ
た
。
こ
の
物
語
で
は
二
首
の
詩
が
大
き
な
分
量
を
占
め
て
お
り
、
一
見
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

が
、
話
の
奇
は
「
有
所
疑
而
彼
夢
之
（
疑
う
所
有
り
て
彼
之
を
夢
み
る
）」、
す
な
わ
ち
實
際
に
發
生
し
た
こ
と
を
當
時
遠
く
離
れ
た
人
が
夢
見
た
と
い
う
現
實

と
夢
境
と
の
一
致
で
あ
る
。
詩
は
た
だ
出
來
事
を
傳
え
る
機
能
を
發
揮
し
、
重
要
な
の
は
詩
の
內
容
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
中
の
詩
は
、
普
通
の
言
葉
（
す

な
わ
ち
散
文
）
の
代
わ
り
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
「
情
感
篇
」
の
第
六
條
も
言
葉
の
代
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
條
と
同
じ
卷
の
第
四
條
と
と
も
に
紅
葉
詩
の
話
（『
雲

溪
友
議
』
卷
下
に
初
見
）
の
元
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
條
は
た
だ
葉
に
詩
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
皇
宮
內
外
の
人
が
交
流
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る

た
め
、
詩
の
作
用
は
言
葉
の
代
わ
り
に
過
ぎ
な
い
。 

 

以
上
紹
介
し
た
物
語
を
除
き
、
そ
の
外
の
物
語
は
、
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
部
分
の
物
語
が
屬
す
る
種
類
は
、
作
詩
の
背
景→

詩→

ほ
か
の

人
の
詩
を
讀
ん
で
の
反
應
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
で
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
部
は
作
詩
の
背
景
あ
る
い
は
ほ
か
の
人
の
反
應
を
缺
い
て
い

る
。
ま
た
、
宴
會
詩
の
よ
う
に
、
宴
會
で
皆
が
詩
を
作
る→

詩→

ほ
か
の
人
が
稱
贊
す
る
と
い
う
の
も
こ
の
流
れ
に
合
う
が
、
本
事
の
こ
の
類
の
作
詩
の
背
景

は
、
詩
の
作
者
の
動
機
と
詩
の
內
容
と
が
緊
密
に
つ
な
が
り
、
ほ
か
の
人
の
反
應
も
評
價
だ
け
で
は
な
く
實
際
の
行
爲
も
あ
る
。
こ
こ
で
『
本
事
詩
』
で
最
も

有
名
な
「
情
感
篇
」
の
最
後
の
條
で
あ
る
崔
護
「
題
都
城
南
莊
」
詩
の
話
を
例
と
し
て
說
明
す
る
。 

 

崔
護
は
淸
明
の
日
に
都
の
南
で
遊
び
、
一
つ
の
綺
麗
な
家
に
遭
遇
し
、
扉
を
叩
く
と
、
女
子
が
出
迎
え
、
一
緖
に
桃
の
花
を
見
た
。
翌
年
に
再
び
行
く
と
、

誰
も
い
な
か
っ
た
。
崔
は
女
子
の
こ
と
が
非
常
に
戀
し
く
、 

去
年
今
日
此
門
中 

 
 

去
年
の
今
日 

此
の
門
の
中 
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人
面
桃
花
相
映
紅 

 
 

人
面
と
桃
花
と 

相
映
じ
て
紅
な
り 

人
面
只
今
何
處
去 

 
 

人
面
は
只
今
何
れ
の
處
に
か
去
る 

桃
花
依
舊
笑
春
風 

 
 

桃
花
舊
に
依
り
て
春
風
に
笑
う 

と
い
う
詩
を
扉
に
書
き
つ
け
た
。
數
日
後
に
ま
た
行
く
と
、
一
人
の
老
人
が
出
て
、
去
年
か
ら
娘
が
人
を
思
い
、
數
日
前
扉
の
詩
を
讀
ん
で
病
氣
に
な
っ
て
亡

く
な
っ
た
と
彼
に
傳
え
た
。
崔
は
感
動
し
、
彼
女
の
棺
の
前
で
泣
く
と
、
娘
は
生
き
返
っ
た
。
そ
し
て
二
人
は
結
婚
し
た
。 

 

こ
の
物
語
の
中
の
作
詩
の
背
景
に
あ
た
る
部
分
は
、
崔
護
が
女
子
と
桃
の
花
を
見
て
翌
年
ま
た
行
く
と
會
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で

は
、
會
え
な
か
っ
た
た
め
に
代
わ
り
に
詩
を
作
っ
た
と
い
う
作
詩
の
動
機
を
記
す
だ
け
で
は
な
く
、「
人
面
」
と
「
桃
花
」
と
い
う
詩
の
中
の
二
つ
の
重
要
な

要
素
も
提
示
し
、「
去
年
」
は
女
子
の
桃
の
枝
に
寄
り
掛
か
っ
て
、
桃
花
と
「
相
映
紅
（
相
い
映
じ
て
紅
な
り
）」
と
い
う
姿
を
見
た
が
、
今
年
は
扉
が
閉
じ
ら

れ
て
い
る
た
め
に
女
子
が
「
只
今
何
處
去
（
只
今
何
れ
の
處
に
か
去
る
）」
と
詩
で
詠
じ
た
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
桃
花
は
去
年
と
同
じ
よ
う
に
咲
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
詩
の
內
容
を
散
文
で
さ
き
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
反
應
の
部
分
は
、
詩
に
對
す
る
娘
の
評
價
を
は
っ
き
り
書
い
て
い
な
い
が
、
し
か

し
娘
が
病
氣
に
な
り
、
さ
ら
に
生
き
返
っ
て
結
婚
す
る
と
い
う
行
動
を
記
し
た
。
こ
れ
ら
の
行
動
は
す
べ
て
詩
に
よ
っ
て
發
生
し
た
た
め
、
單
純
な
評
價
よ
り

複
雜
で
あ
り
、
詩
と
の
つ
な
が
り
も
緊
密
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
物
語
は
、
初
唐
で
は
「
武
承
嗣
」
（
『
朝
野
僉
載
』）
と
「
傳
書
燕
」
が
あ
る
。「
武
承
嗣
」
の
話
は
、
『
本
事
詩
』
の
「
情
感
篇
」
の
第
二
條
に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
話
は
あ
ま
り
お
も
し
ろ
み
が
な
く
、
單
な
る
逸
話
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
傳
書
燕
」
は
節
文
し
か
殘
っ
て
い
な
い
が
、
そ

の
話
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
郭
紹
蘭
が
任
宗
に
嫁
い
だ
が
、
任
が
商
人
で
あ
る
た
め
、
南
へ
行
っ
て
長
年
歸
ら
な
か
っ
た
。
手
紙
も
通
じ
な
い
た
め
、
南
に
飛

ぼ
う
と
す
る
燕
に
詩
を
結
ん
で
夫
に
屆
け
よ
う
と
賴
ん
だ
。
任
は
詩
を
得
て
感
動
し
、
翌
年
歸
る
と
詩
を
郭
に
示
し
た
と
い
う
。
こ
の
物
語
の
特
徵
は
、
詩
の

中
に
表
す
感
情
が
背
景
の
部
分
に
あ
た
る
散
文
の
中
に
す
で
に
表
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
晚
唐
に
な
る
と
、
話
は
簡
單
に
な
る
が
、『
盧
氏
雜
說
』
の
中
で
は
こ
の
類
に
屬
す
る
物
語
が
三
篇
あ
る
。
こ
の
三
篇
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
似
て
お

り
、
す
べ
て
と
あ
る
文
人
が
妓
女
に
戀
心
を
抱
き
、
詩
を
書
き
、
妓
女
の
主
人
が
詩
を
見
て
稱
贊
し
、
妓
女
を
文
人
に
贈
與
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
ま
た
、

類
話
と
し
て
、
鮑
生
は
彼
の
妓
女
の
歌
（
詩
）
に
よ
っ
て
韋
生
か
ら
馬
を
も
ら
っ
た
と
い
う
『
纂
異
記
』
の
「
韋
鮑
生
妓
」
が
擧
げ
ら
れ
る
。『
盧
氏
雜
說
』

の
三
篇
は
『
本
事
詩
』
の
「
情
感
篇
」
の
第
七
條
の
話
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
第
七
條
で
は
詩
は
最
後
に
置
か
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
詩
を
最
後

に
置
く
こ
と
は
「
中
官
」
（
『
靈
怪
集
』
）
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
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も
う
一
種
類
は
、
詩
を
完
成
す
る
經
過
を
主
要
な
內
容
と
し
て
記
す
物
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば
最
も
有
名
な
の
は
、「
徵
異
篇
」
の
第
四
條
の
「
石
鼎
聯
句

詩
序
」
で
あ
る
。
『
本
事
詩
』
は
た
だ
槪
略
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
韓
愈
の
詩
序
が
詳
し
い
。
こ
の
物
語
は
、
異
人
が
來
て
現
實
世
界
の
人
と
聯
句
を
作

る
こ
と
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
に
し
て
お
り
、
作
詩
の
經
過
を
重
ん
じ
て
い
る
た
め
、
典
型
的
な
本
事
の
類
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
說
に
は
、
ま
た

「
梁
璟
」（
『
宣
室
志
』
）
が
あ
る
。
聯
句
以
外
に
、
詩
を
續
作
す
る
こ
と
と
詩
を
改
め
る
こ
と
も
あ
る
。『
本
事
詩
』
の
「
徵
異
篇
」
の
第
二
條
は
詩
を
續
作
す

る
物
語
で
あ
り
、
「
鄭
郊
」
（
『
集
異
記
』
）
も
同
樣
の
話
で
あ
る
。「
事
感
篇
」
の
第
六
條
は
詩
を
改
作
す
る
物
語
で
あ
り
、「
許
飛
瓊
」（『
逸
史
』）
に
も
同
じ

話
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
鄭
郊
」
も
「
許
飛
瓊
」
も
短
く
、
逸
話
に
近
い
。
ほ
か
に
も
、
詩
の
押
韻
に
つ
い
て
話
が
展
開
す
る
逸
話
の
「
梅
權
衡
」

（
『
乾
𦠆
子
』
）
が
あ
る
。 

 

以
上
は
す
べ
て
二
人
以
上
の
人
が
一
つ
の
詩
を
作
る
話
で
あ
る
が
、「
中
元
傳
」
の
中
の
詩
は
一
人
が
作
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
話
に
王
勃
が
旅
の
途
中
で

中
元
水
府
君
と
出
會
い
、
中
元
水
府
君
は
彼
に
南
昌
都
督
の
宴
會
に
參
加
す
る
こ
と
を
薦
め
、
ま
た
風
を
起
こ
し
て
王
勃
の
舟
を
速
く
動
か
し
て
一
晚
で
南
昌

に
着
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
勃
は
宴
會
で
滕
王
閣
の
序
と
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
志
怪
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
が
、
物
語
の
重
點
は
王
勃
が
序
と

詩
を
書
く
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
序
を
重
ん
じ
て
い
る
が
、
句
ご
と
に
參
會
者
の
反
應
を
記
し
、
こ
れ
も
作
詩
の
過
程
を
記
す
本
事
の
物
語
と
同

じ
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
、
『
集
異
記
』
の
「
王
渙
之
」
は
作
詩
過
程
を
記
し
て
い
な
い
が
、
詩
を
中
心
と
し
て
話
を
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
。
盛
唐
の
王
渙
之
と
王
昌
齡
、

高
適
は
當
時
有
名
な
詩
人
で
あ
り
、
三
人
が
旗
亭
で
酒
を
飮
ん
で
い
る
と
、
鄰
の
宴
席
で
妓
女
四
人
が
詩
を
歌
っ
て
い
る
。
三
人
は
、
詩
が
多
く
歌
わ
れ
た
者

を
一
位
と
す
る
と
決
め
た
。
妓
女
の
中
の
三
人
が
王
昌
齡
二
首
、
高
適
一
首
を
歌
っ
た
と
こ
ろ
、
王
渙
之
は
こ
れ
ま
で
の
妓
女
は
良
い
詩
を
知
ら
な
い
、
最
も

美
し
い
妓
女
を
指
し
て
、
最
後
に
こ
の
人
が
自
分
の
詩
を
歌
っ
た
ら
私
を
師
と
認
め
よ
と
言
っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
妓
女
は
王
渙
之
の
詩
を
歌
い
、
皆
が
笑
っ

た
。
こ
の
物
語
も
本
事
に
屬
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
の
分
析
か
ら
見
る
と
、
本
事
の
物
語
と
い
う
の
は
、
話
が
詩
を
中
心
と
し
て
展
開
し
、
詩
の
成
立
の
背
景
、
そ
し
て
詩
の
影
響
を
記
す
も
の
を
指
す
。

た
だ
し
、
詩
を
巡
っ
て
話
を
展
開
す
る
の
は
難
度
が
高
く
、
こ
の
類
の
話
は
往
々
に
し
て
、
小
說
の
レ
ベ
ル
に
辿
り
着
か
ず
、
單
な
る
逸
話
の
類
に
止
ま
る
。 

 

２
、
詩
に
關
す
る
逸
話
の
中
の
詩 

 

詩
に
關
す
る
逸
話
の
內
容
は
豐
富
で
あ
る
。
た
と
え
ば
行
卷
に
關
す
る
逸
話
は
、「
李
秀
才
」（『
大
唐
新
語
』
よ
り
一
二

）
の
條
に
見
ら
れ
る
。
李
播
が
試
驗
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官
で
あ
っ
た
時
、
あ
る
李
姓
の
秀
才
が
行
卷
の
詩
卷
を
も
っ
て
謁
見
に
來
た
。
李
播
は
詩
卷
を
見
て
驚
い
た
。
そ
れ
は
彼
が
二
十
年
前
に
作
っ
た
行
卷
の
詩
卷

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
李
秀
才
に
詰
問
し
て
も
最
初
は
自
作
だ
と
言
い
張
っ
た
が
、
李
播
が
實
情
を
傳
え
る
と
、
よ
う
や
く
そ
れ
は
書
店
で
買
っ
た
も
の
だ

と
吿
白
し
た
。
詩
に
よ
る
行
卷
に
つ
い
て
さ
ら
に
有
名
な
話
は
、「
顧
況
」（『
摭
言
』
よ
り
一
三

）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
白
居
易
が
ま
だ
有
名
で
は
な
い
時
に
詩

卷
を
持
っ
て
顧
況
に
謁
見
し
た
。
顧
況
は
彼
の
名
前
を
見
て
、
長
安
に
居
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
冗
談
を
言
っ
た
。
し
か
し
「
賦
得
原
上
草
送
友
」
詩
の

「
野
火
燒
不
盡
、
春
風
吹
又
生
（
野
火
も
燒
き
盡
く
さ
ず
、
春
風
吹
き
て
又
生
ず
）」
の
二
句
を
讀
む
に
至
っ
て
、
こ
の
詩
句
を
作
れ
る
か
ら
に
は
、
長
安
に

居
る
こ
と
も
難
し
く
な
い
と
評
價
を
改
め
た
。 

 

『
大
唐
新
語
』
も
『
摭
言
』
も
、
い
わ
ば
筆
記
小
說
で
あ
り
、「
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
小
說
の
本
質
の
特
徵
を
失
い
、
殘
っ
て
い
る
の
は
た
い
て
い
目
錄
學

上
の
「
小
說
」
の
名
義
し
か
な
い
一
四

」
。
し
か
し
『
全
唐
五
代
小
說
』
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
逸
話
小
說
が
あ
る
。
最
も
典
型
的
な
の
は
、『
朝
野
僉
載
』
の

「
權
龍
襄
」
で
あ
る
。
「
權
龍
襄
」
で
は
、
五
つ
の
詩
（
一
つ
は
一
聯
だ
け
で
あ
る
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
詩
は
赴
任
先
に
到
着
し
た
時
に
諸
官
員

に
呈
し
た
詩
で
あ
る
。
官
員
た
ち
は
彼
を
逸
才
と
稱
し
た
け
れ
ど
も
稱
し
、
彼
は
た
だ
韻
を
踏
ん
で
い
る
だ
け
だ
と
謙
遜
し
た
。
彼
は
、
自
分
は
詩
才
が
あ
る

と
思
う
が
、
し
か
し
彼
の
詩
は
、
本
當
は
「
た
だ
韻
を
踏
ん
だ
だ
け
」
の
詩
で
あ
る
。
さ
ら
に
作
者
が
二
つ
の
例
を
擧
げ
る
。
そ
の
一
つ
は
彼
の
作
っ
た
一
首

の
詩
が
ほ
か
の
人
に
は
理
解
で
き
ず
、
彼
が
解
釋
し
た
ら
、
た
だ
關
連
性
の
な
い
こ
と
を
竝
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
笑
わ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
彼
が
宴
會
で
作
っ
た
詩
句
が
皇
太
子
に
「
韻
を
踏
む
だ
け
」
と
嘲
笑
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
彼
が
作
っ
た
下
手
な
詩
を
二
首
擧
げ
た
。
作
者

は
こ
の
五
首
の
詩
を
も
っ
て
、
權
龍
襄
が
詩
を
う
ま
く
作
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
描
寫
す
る
。
さ
ら
に
作
者
は
ほ
か
の
二
つ
の
事
例
を
も
っ
て
、
權
龍
襄
の
特

異
な
個
性
を
說
明
し
、
人
物
像
を
作
り
上
げ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
實
の
竝
べ
た
て
は
、
あ
ま
り
物
語
性
が
見
ら
れ
ず
、
た
だ
の
逸
話
の
集
ま
り
に
過
ぎ

な
い
。
ま
た
、「
袁
天
綱
」（
『
定
命
論
』
）
は
、
主
人
公
の
袁
天
綱
の
さ
ま
ざ
ま
な
奇
怪
な
逸
話
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
首
の
詩
が
現
れ
る
部
分
の

內
容
は
、
李
義
府
が
唐
太
宗
の
出
題
に
應
じ
て
詩
を
作
り
、
太
宗
に
激
賞
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
袁
天
綱
の
豫
言
と
一
致
し
て
い
た
が
、
豫

言
で
は
詩
に
言
及
し
な
い
た
め
、
こ
の
詩
は
た
だ
事
實
を
詳
し
く
述
べ
る
時
に
ち
ょ
う
ど
登
場
し
た
た
め
に
記
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
詩
自
體
は
物
語
の
奇
（
こ

の
物
語
で
は
豫
言
）
と
は
關
係
が
な
い
。
こ
の
事
實
の
記
錄
の
部
分
を
單
獨
に
見
る
と
、
何
の
奇
も
な
い
た
め
、
詩
に
關
す
る
逸
話
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。 

 

ま
た
、
奇
異
な
こ
と
に
關
わ
っ
て
も
、
物
語
と
し
て
は
短
く
、
詩
の
來
源
を
記
す
だ
け
に
見
え
る
も
の
が
あ
る
。「
武
丘
寺
」（『
通
幽
記
』）
の
話
が
そ
の
典

型
と
言
え
る
。
武
丘
寺
の
僧
侶
二
人
が
樓
に
上
っ
て
も
下
り
て
來
ず
、
搜
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
が
、
題
壁
の
詩
が
三
首
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
似
て
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い
る
の
は
、「
慈
恩
寺
塔
女
仙
」（
『
河
東
記
』）
と
「
劉
方
玄
」（『
博
異
志
』）
で
あ
る
。「
劉
方
玄
」
で
は
異
人
が
建
物
に
い
る
時
の
動
き
を
詳
細
に
描
寫
し
て

い
る
。
そ
し
て
最
後
に
主
人
公
が
異
人
の
題
壁
の
詩
を
發
見
し
た
こ
と
を
記
す
が
、
あ
ま
り
前
の
プ
ロ
ッ
ト
と
關
係
が
强
く
な
い
。
作
者
が
こ
の
こ
と
を
物
語

に
書
い
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
た
だ
こ
の
事
實
が
存
在
す
る
の
で
記
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
す
べ
て
異
人
と
出
會
う
と
い
う
類

の
き
わ
め
て
簡
單
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
つ
が
、
詩
だ
け
が
詳
し
く
書
い
て
あ
る
。
ほ
か
の
類
に
も
こ
の
よ
う
な
物
語
が
あ
る
。「
王
法
智
」（『
廣
異
記
』）
が
そ

の
例
で
あ
る
。
女
子
の
王
法
智
は
突
然
、
滕
傳
胤
の
魂
に
憑
か
れ
、
多
く
の
人
と
社
交
詩
を
作
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
が
何
か
に
憑
か
れ
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
が
、
詩
が
四
首
收
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
た
し
か
に
奇
異
と
關
係
が
あ
る
が
、
志
怪
の
物
語
と
い
う
よ
り

む
し
ろ
詩
を
中
心
と
す
る
逸
話
だ
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

晚
唐
で
は
、
『
本
事
詩
』
の
後
に
、
『
雲
溪
友
議
』
と
い
う
小
說
集
も
現
れ
た
。『
雲
溪
友
議
』
の
物
語
は
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
大
部
分
が
詩
に
關
す
る
話

で
あ
る
。
『
雲
溪
友
議
』
の
物
語
は
『
本
事
詩
』
よ
り
長
く
、
全
體
の
物
語
性
も
『
本
事
詩
』
よ
り
優
れ
て
い
る
が
、
た
だ
し
收
錄
さ
れ
て
い
る
物
語
は
基
本

的
に
逸
話
に
屬
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
雲
溪
友
議
』
に
は
「
苗
夫
人
」
の
よ
う
な
物
語
が
あ
る
。「
苗
夫
人
」
の
話
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
張
延
賞
は

い
つ
も
宴
會
を
開
い
て
婿
を
探
し
て
い
る
が
な
か
な
か
氣
に
入
り
の
人
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
張
の
妻
苗
夫
人
は
人
を
見
分
け
る
才
能
が
あ
り
、
韋
皋
に

娘
を
嫁
が
せ
た
。
韋
皋
は
そ
の
時
ま
だ
放
浪
の
人
で
、
張
延
賞
を
は
じ
め
、
張
家
の
下
僕
下
女
ま
で
韋
皋
を
見
下
し
て
い
た
。
た
だ
苗
夫
人
だ
け
が
彼
を
優
遇

し
た
。
妻
が
泣
く
こ
と
に
よ
っ
て
韋
皋
は
旅
立
ち
、
張
は
彼
に
驢
馬
七
匹
の
荷
物
を
與
え
た
。
韋
皋
は
一
驛
を
經
る
と
驢
馬
一
匹
の
荷
物
を
返
し
、
旅
が
終
わ

る
時
に
す
べ
て
の
も
ら
っ
た
荷
物
を
返
し
た
。
後
に
韋
皋
は
張
に
替
わ
っ
て
張
の
官
職
に
任
命
さ
れ
、
そ
れ
を
張
延
賞
に
言
う
勇
氣
が
な
く
、「
韓
翱
」
と
名

を
改
め
た
。
韋
が
故
鄕
へ
歸
る
時
に
、
張
は
よ
う
や
く
任
命
さ
れ
た
人
が
韋
皋
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
だ
が
張
延
賞
は
信
じ
ず
、
同
名
の
別
人
だ
と
思
い
、

苗
夫
人
は
絕
對
に
婿
だ
と
思
っ
た
。
韋
皋
が
家
に
戾
る
と
張
は
よ
う
や
く
任
命
さ
れ
た
人
が
韋
皋
だ
と
確
認
し
た
。
後
に
、『
雲
溪
友
議
』
の
作
者
范
攄
は
韋

皋
が
家
に
歸
っ
た
後
の
こ
と
を
記
し
な
が
ら
、
苗
夫
人
の
賢
さ
を
稱
贊
し
、
最
後
に 

所
以
郭
泗
濱
圓
詩
曰
：
宣
父
從
周
又
適
秦
、
昔
賢
多
少
出
風
塵
。
當
時
甚
訝
張
延
賞
、
不
識
韋
皋
是
貴
人
（
所
以
に
郭
泗
濱
圓
の
詩
に
曰
く
：
宣
父
周
に

從
い
て
又
秦
に
適
き
、
昔
賢
多
少
風
塵
よ
り
出
づ
。
當
時
甚
だ
訝
る
張
延
賞
の
、
韋
皋
の
是
れ
貴
人
な
る
を
識
ら
ざ
る
を
） 

と
、
郭
圓
の
詩
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
詩
は
、
事
件
の
中
に
あ
る
詩
で
は
な
く
、
事
件
を
典
據
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
書
く

こ
と
は
、
事
件
自
體
と
は
別
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
詩
は
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
ま
っ
た
く
無
關
係
で
あ
る
。『
本
事
詩
』
の
「
情
感
篇
」
の
第
三
條
で
も

詩
と
事
件
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
が
あ
ま
り
關
係
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
詩
は
事
件
の
主
人
公
が
作
者
に
命
じ
て
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
全
く
關
係
が
な
い
と
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は
言
え
な
い
。「
苗
夫
人
」
の
よ
う
な
狀
況
は
後
に
『
劇
談
錄
』
の
「
玉
蕊
院
眞
人
降
」
に
も
見
ら
れ
る
。「
玉
蕊
院
眞
人
降
」
は
ま
ず
仙
人
が
現
實
世
界
に
來

る
と
い
う
奇
異
な
こ
と
を
記
し
、
後
に
當
時
こ
の
こ
と
を
描
く
六
首
の
詩
を
列
し
た
。 

 

ほ
か
に
も
、
『
雲
溪
友
議
』
に
は
「
盧
員
外
綸
、
作
擬
僧
之
詩
、
僧
淸
江
作
七
夕
之
詠
。
劉
隨
州
有
眼
、
作
無
眼
之
句
、
宋
雍
無
眼
、
作
有
眼
之
詩
（
盧
員

外
綸
、
擬
僧
の
詩
を
作
り
、
僧
淸
江 

七
夕
の
詠
を
作
る
。
劉
隋
州 

眼
有
り
て
、
無
眼
の
句
を
作
り
、
宋
雍 

眼
無
く
、
有
眼
の
詩
を
作
る
）」
と
い
う
、

詩
と
作
者
の
屬
性
と
が
相
反
す
る
と
い
う
お
も
し
ろ
み
の
あ
る
も
の
を
集
め
た
「
四
背
篇
」
と
い
う
一
篇
が
あ
る
。
そ
れ
は
完
全
に
小
說
か
ら
離
れ
、
文
學
評

論
に
偏
っ
て
い
る
。
後
世
の
詩
話
の
先
驅
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
本
事
詩
』
の
「
嘲
戲
篇
」
の
第
四
條
に
は
互
い
に
相
手
の
詩
句
を
も
っ
て
揶
揄
す
る
物
語
が

あ
り
、
詩
の
お
も
し
ろ
み
を
表
す
篇
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
出
來
事
に
收
ま
り
、「
四
背
篇
」
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
關
係
の
な
い
、
た
だ
文
學
趣
旨

が
同
じ
で
あ
る
も
の
を
集
め
る
篇
目
は
な
い
。 

 

ま
た
、
詩
の
直
後
に
作
者
が
解
說
を
加
え
る
「
錢
唐
論
」
の
よ
う
に
、『
雲
溪
友
議
』
は
、
事
件
を
中
心
と
す
る
『
本
事
詩
』
と
違
い
、
詩
や
話
の
文
學
性

を
重
視
し
始
め
た
。
無
論
、
『
雲
溪
友
議
』
に
は
志
怪
の
話
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
文
人
に
關
す
る
逸
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
說
集
は
六
朝
志
怪
小
說

よ
り
志
人
小
說
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
志
人
小
說
は
事
實
を
記
錄
す
る
た
め
、
眞
の
意
味
で
の
小
說
に
な
る
こ
と
が
難
し
い
。
ゆ
え
に
、

こ
の
類
の
話
は
、
眞
の
意
味
で
の
小
說
に
屬
す
る
も
の
が
少
な
い
。 

 

以
上
に
列
し
た
詩
を
巡
っ
て
話
が
展
開
す
る
物
語
は
、
本
事
の
類
に
屬
す
る
が
、
た
だ
し
、
物
語
性
が
低
い
た
め
、
小
說
よ
り
逸
話
の
分
類
に
屬
す
る
の
が

相
應
し
い
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。 

  

以
上
、
唐
代
小
說
の
中
の
詩
の
機
能
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
詩
が
小
說
に
介
入
す
る
程
度
に
よ
っ
て
、
五
つ
の
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目

は
ス
ト
ー
リ
ー
に
介
入
し
な
い
詩
と
い
う
種
類
で
あ
る
、
こ
の
類
は
さ
ら
に
當
該
小
說
中
の
出
來
事
に
つ
い
て
の
評
論
詩
あ
る
い
は
當
該
小
說
中
の
出
來
事
を

振
り
返
る
詩
と
補
足
說
明
的
な
詩
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
類
の
詩
は
假
に
削
除
し
て
も
ス
ト
ー
リ
ー
へ
の
影
響
は
ま
っ
た
く
な
い
。
二
つ
目
は
ス
ト

ー
リ
ー
の
一
プ
ロ
ッ
ト
に
あ
た
る
詩
と
い
う
種
類
で
あ
る
。
こ
の
類
は
主
に
宴
會
詩
で
あ
る
。
こ
の
類
の
詩
は
ス
ト
ー
リ
ー
中
の
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
と
な
っ
て

い
る
が
、
ほ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
と
の
關
連
性
が
な
い
。
三
つ
目
は
前
後
の
プ
ロ
ッ
ト
と
關
わ
る
詩
と
い
う
種
類
で
あ
る
。
こ
の
類
は
さ
ら
に
抒
情
の
詩
、
贈
答
の

詩
、
プ
ロ
ッ
ト
を
推
進
す
る
契
機
に
な
る
詩
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
類
の
詩
は
詩
の
前
の
一
プ
ロ
ッ
ト
に
影
響
さ
れ
た
り
、
詩
の
後
の
一
プ
ロ
ッ
ト

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
が
、
物
語
全
體
へ
の
影
響
は
次
の
類
の
詩
ほ
ど
强
く
は
な
い
。
四
つ
目
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
詩
と
い
う
種
類
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で
あ
る
。
こ
の
類
の
詩
は
ほ
と
ん
ど
暗
示
の
詩
、
豫
言
・
豫
示
の
詩
、
證
明
の
詩
と
い
う
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
類
の
詩
は
物
語
の
趣
旨
を
表
す
た
め
に

不
可
缺
な
存
在
で
あ
る
。
五
つ
目
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
體
に
な
る
詩
と
い
う
種
類
で
あ
る
。
こ
の
類
は
す
な
わ
ち
本
事
の
詩
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
類
の
詩
を

含
む
話
は
往
々
に
し
て
短
く
て
內
容
も
簡
單
で
あ
り
、
小
說
と
い
う
よ
り
も
逸
話
に
屬
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

で
は
次
に
、「
鄭
德
璘
傳
」（
『
傳
奇
』
）
を
も
っ
て
、
詩
が
一
篇
の
小
說
の
中
に
ど
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
發
揮
す
る
か
に
つ
い
て
、
具
體
的
に
分
析
し
て
み

よ
う
。 

六
、「
鄭
德
璘
傳
」（『
傳
奇
』）
を
例
と
し
て 

 

こ
こ
で
は
「
鄭
德
璘
傳
」
中
の
詩
の
機
能
と
そ
の
運
用
狀
況
を
分
析
す
る
。
晚
唐
に
な
る
と
、
唐
代
傳
奇
集
の
最
高
傑
作
、
そ
し
て
「
傳
奇
」
と
い
う
こ
の

類
の
小
說
の
名
前
の
由
來
と
言
わ
れ
る―

―

『
傳
奇
』
が
誕
生
し
た
。
裴
鉶
の
作
で
あ
る
『
傳
奇
』
は
、
傳
奇
小
說
の
み
を
收
錄
し
、
志
怪
小
說
な
ど
ほ
か
の

類
の
小
說
を
ま
っ
た
く
收
錄
し
な
い
、
現
存
の
四
つ
の
傳
奇
集
の
一
つ
で
あ
る
。
他
の
二
種
の
う
ち
、『
異
聞
集
』
は
、
先
行
の
單
篇
傳
奇
を
集
め
た
も
の
で

あ
り
、『
傳
奇
』
の
よ
う
に
一
人
に
よ
る
作
品
集
で
は
な
い
。
ま
た
、『
纂
異
記
』
と
『
甘
澤
謠
』
の
物
語
は
多
く
散
逸
し
、
今
は
小
說
集
の
原
貌
が
見
ら
れ
な

い
。『
傳
奇
』
に
は
三
十
三
篇
の
物
語
が
あ
り
、
半
分
以
上
、
二
十
一
篇
に
詩
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
首
以
上
の
詩
を
有
す
る
物
語
は
十
四
篇
あ
り
、

そ
の
數
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
の
一
篇
、
「
鄭
德
璘
傳
」
に
は
す
べ
て
で
五
首
の
詩
が
あ
る
。
數
か
ら
見
る
と
最
も
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
各
お
の
の
詩

は
、
小
說
の
中
で
異
な
る
機
能
を
發
揮
し
、
時
に
は
一
つ
の
詩
が
二
つ
以
上
の
機
能
を
發
揮
す
る
こ
と
も
あ
る
。「
鄭
德
璘
傳
」
は
ま
さ
に
小
說
の
中
に
詩
を

組
み
入
れ
た
典
型
と
言
え
る
。 

 

「
鄭
德
璘
傳
」
の
梗
槪
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
一
五

。 

 

貞
元
の
こ
ろ
、
湘
潭
縣
尉
の
長
沙
の
鄭
德
璘
は
年
に
一
度
江
夏
に
歸
省
し
て
い
た
。
そ
の
途
中
、
菱
と
芡
の
實
を
賣
る
老
人
に
出
會
う
と
、
彼
に
酒
を
ふ
る

ま
っ
た
。
鄭
が
長
沙
へ
の
歸
途
に
黃
鶴
樓
の
下
で
船
を
と
め
る
と
、
鄰
に
韋
氏
の
商
船
が
あ
っ
た
。
韋
に
は
娘
が
お
り
（
以
下
は
韋
女
と
稱
す
）、
夜
に
鄰
の

船
の
女
が
韋
女
と
別
れ
の
宴
會
を
開
い
た
時
、
あ
る
書
生
が
詩
（
詩
①
）
を
吟
じ
て
お
り
、
そ
の
聲
が
聞
こ
え
た
。
鄰
船
の
女
は
、
韋
女
の
化
粧
箱
の
紅
箋
（
赤

く
染
め
た
紙
）
に
、
聞
い
た
そ
の
詩
を
書
き
つ
け
た
。
洞
庭
湖
に
至
る
と
鄭
の
船
は
韋
の
船
の
近
く
に
停
泊
し
た
。
船
の
窗
か
ら
釣
絲
を
垂
れ
て
い
る
美
し
い

韋
女
を
鄭
が
垣
間
見
て
戀
心
に
驅
ら
れ
た
。
そ
こ
で
紅
綃
（
赤
い
絹
布
）
に
詩
（
詩
②
）
を
書
き
つ
け
、
そ
の
紅
綃
を
韋
女
の
釣
鉤
に
引
っ
か
け
た
。
韋
女
は

そ
れ
を
吟
じ
た
が
、
詩
意
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
韋
女
は
作
詩
が
得
意
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
先
日
の
紅
箋
の
詩
を
渡
し
た
。
鄭
は
そ
れ
を
韋
女
の
作
と
思
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い
喜
ん
だ
が
、
詩
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
思
い
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
韋
女
は
紅
綃
を
大
切
に
臂
に
縛
り
つ
け
、
先
に
旅
立
っ
た
。
そ
の

日
暮
れ
、
漁
師
か
ら
鄭
に
韋
氏
の
商
船
が
洞
庭
湖
に
沈
ん
だ
と
聞
い
た
。
鄭
は
驚
き
、
弔
詩
二
首
（
詩
③
④
）
を
作
り
、
韋
女
の
靈
を
祭
っ
て
そ
れ
を
水
に
投

げ
入
れ
た
と
こ
ろ
、
水
神
が
そ
の
詩
に
心
を
動
か
さ
れ
、
水
中
の
宮
殿
に
詩
を
屆
け
た
。
洞
庭
湖
の
王
は
そ
れ
を
讀
ん
で
、
鄭
の
こ
が
れ
る
人
を
見
つ
け
出
そ

う
と
し
、
役
人
が
紅
綃
を
結
ぶ
韋
女
を
發
見
し
て
王
に
報
吿
し
た
。
王
は
、
鄭
が
こ
の
地
の
長
官
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
役
人
に
韋
女
を
鄭
の
も
と
ま
で

送
り
と
ど
け
さ
せ
た
。
鄭
が
寢
つ
け
ず
に
い
た
時
、
な
に
か
が
船
緣
に
當
た
っ
た
。
引
き
上
げ
る
と
、
臂
に
紅
綃
を
結
ん
だ
韋
女
で
あ
っ
た
の
で
、
鄭
は
大
い

に
喜
ん
だ
。
蘇
生
し
た
韋
女
は
洞
庭
湖
の
王
が
あ
な
た
の
恩
義
に
感
じ
て
私
の
命
を
助
け
て
く
れ
た
と
話
し
た
。
鄭
は
王
の
こ
と
を
思
い
出
せ
な
か
っ
た
が
、

韋
女
を
妻
と
し
、
長
沙
に
歸
っ
た
。
三
年
後
、
鄭
は
洞
庭
湖
王
の
豫
言
通
り
巴
陵
令
に
轉
任
し
た
。
夫
の
も
と
に
赴
く
妻
は
、
途
中
、
老
人
の
導
き
で
水
府
の

兩
親
と
再
會
を
果
た
し
た
。
そ
の
別
れ
に
際
し
て
、
老
人
は
詩
（
詩
⑤
）
を
ハ
ン
カ
チ
に
書
し
て
去
っ
た
。
鄭
は
そ
の
詩
を
讀
ん
で
、
洞
庭
湖
の
王
が
、
菱 

芡
の
實
賣
り
の
老
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
氣
が
つ
い
た
。
一
年
餘
り
の
ち
、
秀
才
の
崔
希
周
が
鄭
の
も
と
に
自
作
の
詩
卷
を
捧
げ
た
。
そ
の
中
に
紅
箋
詩
が
あ
っ

た
。
崔
に
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
崔
は
作
詩
の
經
緯
を
答
え
た
。
妻
か
ら
も
事
情
を
知
ら
さ
れ
、
鄭
は
運
命
を
痛
感
し
た
。
そ
の
後
、
鄭
は
刺
史
に
ま
で
な

っ
た
。 

 

以
下
は
五
首
の
詩
を
一
首
ず
つ
紹
介
し
、
先
行
硏
究
に
檢
討
を
加
え
、
小
說
で
發
揮
さ
れ
て
い
る
機
能
に
つ
い
て
分
析
す
る
。 

  

詩
①
：
紅
箋
詩 

物
觸
輕
舟
心
自
知 

 
 

物 

輕
舟
に
觸
れ 

心
自
ら
知
り 

風
恬
浪
靜
月
光
微 

 
 

風
恬(

お
だ)

や
か
に
浪
靜
か
に
し
て 

月
光
微
か
な
り 

夜
深
江
上
解
愁
思 

 
 

夜
深
く
し
て 

江
上 

愁
思
を
解
き 

拾
得
紅
蕖
香
惹
衣 

 
 

紅
蕖
を
拾
得
し 

香 

衣
に
惹
く 

 

こ
の
詩
は
、
韋
女
が
鄰
の
舟
の
女
性
と
宴
會
を
し
た
時
に
、
近
く
の
秀
才
が
吟
ず
る
詩
を
聞
き
、
鄰
舟
の
女
性
が
韋
女
の
紅
箋
（
赤
く
染
め
た
紙
）
に
記
し

た
詩
で
あ
る
。
後
に
、
韋
女
は
鄭
德
璘
か
ら
詩
を
も
ら
い
、
自
分
は
詩
を
作
る
才
能
が
な
か
っ
た
た
め
、
鄭
に
答
え
る
の
に
こ
の
詩
を
送
っ
た
。
鄭
は
喜
ん
だ

が
詩
意
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
鄭
は
韋
女
の
舟
が
沈
ん
だ
こ
と
を
聞
き
、
悲
し
い
な
が
ら
こ
の
詩
を
吟
じ
て
韋
女
を
懷
か
し
ん
で
い
た
。
そ
の
時

に
何
か
物
が
輕
く
舟
を
叩
い
て
い
る
と
感
じ
、
救
い
あ
げ
る
と
そ
れ
は
韋
女
で
あ
っ
た
。
物
語
の
最
後
で
は
、
鄭
德
璘
は
こ
の
詩
の
本
當
の
作
者
と
會
う
こ
と
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と
な
る
。
秀
才
の
崔
希
周
が
行
卷
の
た
め
鄭
を
訪
れ
、
鄭
が
彼
の
詩
集
に
こ
の
詩
を
見
つ
け
て
詩
の
作
者
が
崔
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
鄭
は
驚
い
て

崔
に
訊
ね
て
、
詩
の
意
味
が
よ
う
や
く
解
け
た
。 

 

こ
の
詩
に
言
及
し
た
先
行
硏
究
は
多
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
詩
が
小
說
に
與
え
た
機
能
が
最
も
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
內
山
知
也
氏
は
「
こ
の

詩
の
「
物
」「
紅
蕖
」「
香
」
す
べ
て
後
に
事
實
と
な
っ
て
解
か
れ
る
が
最
初
は
之
を
聞
い
た
鄭
生
に
は
何
の
こ
と
や
ら
分
か
ら
な
い
一
六

」
と
述
べ
、
こ
の
小
說

の
最
後
に
崔
秀
才
に
よ
る
こ
の
詩
の
解
釋
を
論
じ
て
い
る
。
邱
昌
員
氏
も
こ
れ
に
つ
い
て
「
懸
案
で
あ
っ
た
（
詩
意
の
）
解
明
は
、
最
後
に
こ
の
詩
の
作
者
崔

希
周
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
一
七

」
と
論
じ
て
い
る
。
邱
昌
員
氏
と
石
月
淸
氏
は
ま
た
、
こ
の
詩
の
對
話
（
贈
答
）、
抒
情
の
面
に
つ
い
て
、「
こ

れ
は
非
常
に
綺
麗
な
一
首
の
詩
で
あ
る…

…

こ
れ
に
よ
り
鄭
生
と
韋
氏
と
水
府
君
の
三
方
面
に
多
く
の
誤
解
を
引
き
起
こ
し
、
三
方
面
の
情
感
を
疎
通
し
、
最

終
的
に
鄭
韋
の
婚
姻
を
成
就
し
た
一
八

」
、
「
秀
才
崔
希
周
が
作
っ
た
詩
は
、
偶
然
の
間
違
い
で
鄭
德
璘
と
韋
氏
の
間
の
良
い
仲
人
に
な
っ
た
一
九

」
と
論
じ
て
い

る
。 

 

先
行
硏
究
の
言
う
通
り
、
物
語
中
の
こ
の
詩
の
機
能
に
は
、
贈
答
、
抒
情
、
詩
に
關
す
る
逸
話
な
ど
が
あ
る
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
贈
答
と
抒
情
に
つ
い

て
、
こ
こ
は
韋
女
が
ほ
か
の
人
の
詩
を
借
り
て
行
っ
た
と
い
う
特
殊
な
狀
況
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
來
源
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
最
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
ほ
と
ん
ど
關
係
が
な
く
、
た
だ
物
語
の
最
初
で
は
、
韋
女
が
誰
か
が
吟
ず
る
詩
を
聞
い
て
書
き
留
め
、
そ
の
詩
を
鄭
德
璘
に
渡

し
た
た
め
、
誰
の
詩
か
と
い
う
問
い
が
伏
線
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
最
後
に
こ
の
問
い
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
單
に
こ
の
部
分
を
見
る
と
、

あ
ま
り
奇
が
感
じ
ら
れ
ず
、
本
事
の
物
語
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
一
つ
の
詩
に
關
す
る
逸
話
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
詩
も
ま
た
豫
言
・
豫
示
の
機
能
を
發
揮
し
て
い
る
。
そ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
先
行
硏
究
で
は
注
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
近
年
、
澤

崎
久
和
氏
の
論
文
二
〇

で
、
は
じ
め
て
「
物
觸
輕
舟
（
物 

輕
舟
に
觸
る
）」
の
「
物
」
が
物
語
の
進
行
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。

こ
の
詩
の
豫
言
・
豫
示
機
能
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
作
者
が
こ
の
機
能
に
つ
い
て
文
中
で
明
言
し
な
か
っ
た
こ
と
と
關
係
が

あ
る
。
こ
の
詩
は
、
崔
秀
才
が
川
で
偶
然
ハ
ス
の
花
を
拾
っ
た
際
の
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
狀
況
は
、
後
に
、
主
人
公
の
鄭
德
璘
が
舟
で
韋
女
の
死
を
悲
し
ん
で

い
る
時
に
、
水
府
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
韋
女
と
も
う
一
度
出
會
う
樣
子
と
非
常
に
相
似
し
て
い
る
。
鄭
德
璘
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
紅
箋
詩
を
吟
じ
て
い
る
時

に
、
「
忽
覺
有
物
觸
舟
（
忽
ち
物
の
舟
に
觸
る
る
有
る
を
覺
ゆ
）」
と
あ
る
。
こ
の
描
寫
は
、
紅
箋
詩
の
最
初
の
「
物
觸
輕
舟
（
物 

輕
舟
に
觸
る
）」
と
同
じ

で
あ
る
。
ま
た
、
拾
い
上
げ
た
人
が
韋
女
だ
と
自
か
ら
判
斷
す
る
證
據
は
、
腕
に
結
ん
で
い
る
赤
い
絹
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
紅
蕖
」
と
似
て
い
る
二
一

。
詩
の
第

二
句
と
第
三
句
は
夜
に
川
で
悲
し
ん
で
い
る
と
い
う
鄭
の
狀
態
と
一
致
し
て
い
る
。
特
に
鄭
は
こ
の
詩
を
吟
じ
て
韋
女
と
再
會
し
た
た
め
、
作
者
は
こ
の
詩
が
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後
に
發
生
し
た
こ
と
を
豫
示
し
て
い
る
と
は
っ
き
り
と
は
言
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
詩
は
豫
示
と
い
う
機
能
を
發
揮
し
て
い
る
詩
に
數
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 
た
だ
し
、
近
藤
春
雄
氏
は
こ
の
詩
を
、「
詩
を
も
と
に
奇
を
作
り
あ
げ
る
二
二

」
の
典
型
的
な
例
と
し
て
擧
げ
る
。
邱
昌
員
氏
も
「
た
と
え
ば
「
傳
奇
・
鄭
德

璘
傳
」
の
物
語
の
發
生
、
プ
ロ
ッ
ト
の
推
進
、
矛
盾
の
設
置
と
懸
念
の
設
置
は
、
す
べ
て
「
江
上
夜
拾
得
芙
蓉
」
と
い
う
詩
に
ま
つ
わ
る
二
三

」
と
、
類
似
の
論

斷
を
す
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
詩
は
物
語
の
は
じ
め
で
韋
女
と
鄭
德
璘
の
交
情
を
始
め
さ
せ
、
最
後
で
は
詩
の
來
源
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
物
語
の
中
間
で
も
、

鄭
が
こ
の
詩
を
通
し
て
悲
し
み
を
表
し
た
。
し
か
し
、
鄭
が
こ
の
詩
を
吟
ず
る
の
は
、
中
間
部
分
で
最
も
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
韋
女
が
生
き
返
っ
た
こ
と

の
契
機
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ほ
か
の
大
部
分
の
プ
ロ
ッ
ト
も
こ
の
詩
と
の
關
連
性
が
そ
れ
ほ
ど
强
く
な
い
た
め
、
『
本
事
詩
』
の
物
語
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ

ー
が
詩
に
基
づ
い
て
展
開
す
る
程
度
に
達
し
て
い
な
い
と
思
う
。
ゆ
え
に
、
こ
の
論
斷
に
は
同
意
し
が
た
い
。 

  

詩
②
：
紅
綃
詩 

纖
手
垂
鉤
對
水
窗 

 
 

纖
手
も
て
鉤
を
垂
れ 

水
窗
に
對
し 

紅
蕖
秋
色
艷
長
江 

 
 

紅
蕖
秋
色 
長
江
に
艷
た
り 

旣
能
解
珮
投
交
甫
二
四 

 

旣
に
能
く
珮
を
解
き
て
交
甫
に
投
じ 

更
有
明
珠
乞
一
雙 

 
 

更
に
明
珠
有
り
て 
一
雙
を
乞
う 

 

こ
の
詩
は
、
鄭
德
璘
が
美
し
い
韋
女
を
見
て
戀
に
落
ち
、
自
分
の
氣
持
ち
を
韋
女
に
傳
え
る
た
め
に
、
紅
綃
（
赤
い
絹
布
）
に
書
い
た
贈
詩
で
あ
る
。
韋
女

は
こ
の
詩
の
書
か
れ
て
い
る
紅
綃
を
腕
に
結
ん
だ
。
後
に
韋
女
は
舟
が
沈
ん
で
水
府
に
至
り
、
水
府
君
は
鄭
の
彼
女
を
弔
う
詩
を
讀
み
、
感
動
し
て
鄭
の
こ
が

れ
る
人
を
生
き
返
ら
せ
よ
う
と
決
め
た
。
鄭
の
こ
が
れ
る
人
を
韋
女
と
特
定
で
き
た
の
は
、
韋
女
の
腕
に
紅
綃
が
結
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
韋
女
が
水
府

か
ら
浮
か
ん
で
鄭
の
舟
を
叩
く
時
も
、
そ
の
人
の
腕
に
結
ば
れ
て
い
る
紅
綃
は
、
そ
の
人
が
韋
女
だ
と
い
う
鄭
の
判
斷
を
補
强
し
た
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
詩
の
文
中
の
作
用
に
つ
い
て
論
じ
た
先
行
硏
究
は
內
山
知
也
氏
の
論
文
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
論
點
は
贈
詩
に
よ
っ
て
感
情
を
傳
え
る
こ
と
に
あ
る
二
五

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詩
は
贈
答
の
詩
で
あ
り
、
そ
し
て
贈
答
を
通
し
て
感
情
を
傳
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
は
、
實
は
證
明
と
い
う
機
能
も
發
揮
し
て
い
る
。

こ
の
詩
に
對
す
る
先
行
硏
究
が
少
な
い
理
由
は
、
お
そ
ら
く
韋
女
を
識
別
す
る
時
に
、
證
明
と
し
て
機
能
し
た
の
が
紅
綃
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ

く
考
え
て
み
る
と
、
鄭
が
韋
女
に
紅
綃
を
與
え
た
た
め
、
そ
の
紅
綃
を
見
て
そ
の
人
が
韋
女
だ
と
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
水
府
君
は
韋
女
の
腕
に
紅

綃
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
、
彼
女
を
見
極
め
る
時
に
紅
綃
だ
け
で
は
特
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
紅
綃
の
上
に
書
い
て
い
る
詩
を
見
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て
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
紅
綃
は
證
據
の
品
に
な
っ
た
。 

  

詩
③
④
：
弔
江
姝
詩
二
首 

湖
面
狂
風
且
莫
吹 

 
 

湖
面
の
狂
風
且
く
吹
く
こ
と
莫
か
れ 

浪
花
初
綻
月
光
微 

 
 

浪
花
初
め
て
綻
び 

月
光
微
か
な
り 

沈
潛
暗
想
橫
波
淚 

 
 

沈
潛
暗
想
し
て 

橫
波
の
淚
の 

得
共
鮫
人
相
對
垂 

 
 

鮫
人
と
共
に
相
い
對
し
て
垂
る
る
を
得
た
り 

 

洞
庭
風
軟
荻
花
秋 

 
 

洞
庭
風
軟
ら
か
な
り 

荻
花
の
秋 

新
沒
靑
蛾
細
浪
愁 

 
 

新
た
に
沒
す
靑
蛾 

細
浪
愁
う 

淚
滴
白
蘋
君
不
見 

 
 

淚
は
白
蘋
に
滴
り 

君
見
え
ず 

月
明
江
上
有
輕
鷗 

 
 

月
明
る
く
し
て 
江
上
に 

輕
鷗
有
り 

 

こ
の
二
首
の
詩
は
鄭
德
璘
が
韋
女
の
溺
死
を
聞
き
、
悲
し
ん
で
作
っ
た
詩
で
あ
る
。
石
月
淸
氏
の
論
文
で
「
鄭
德
璘
が
作
っ
た
「
弔
江
姝
詩
二
首
」
は
ま
た

無
意
識
の
う
ち
に
韋
氏
を
生
き
返
ら
せ
た
二
六

」
と
述
べ
る
通
り
、
詩
を
作
っ
た
後
、
水
に
投
げ
て
韋
女
を
祭
っ
て
、
そ
れ
で
水
府
君
が
こ
の
詩
を
讀
ん
で
感
動

し
、
韋
女
を
生
き
返
ら
せ
た
。
そ
の
た
め
、
後
の
事
態
の
發
生
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
滕
瑤
氏
は
「
そ
の
中
の
二
首
の
詩
は
環
境
描
寫
に
關
連
し
て
い
る

二
七

」
と
詩
の
環
境
の
描
寫
を
通
し
て
の
抒
情
の
面
に
注
目
し
て
い
る
。
先
行
硏
究
に
示
す
通
り
、
こ
の
二
首
の
弔
詩
は
抒
情
と
後
の
プ
ロ
ッ
ト
を
引
き
出
す
と

い
う
二
つ
の
機
能
が
あ
る
。 

  

詩
⑤
：
叟
詩 

昔
日
江
頭
菱
芡
人 

 
 

昔
日 

江
頭 

菱
芡
の
人 

蒙
君
數
飮
松
醪
春 

 
 

君
の 

數
し
ば
松
醪
春
を
飮
ま
し
む
る
を
蒙
る 

活
君
家
室
以
爲
報 

 
 

君
の
家
室
を
活
か
し
て
以
て
報
と
爲
す 
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珍
重
長
沙
鄭
德
璘 

 
 

珍
重
せ
よ 

長
沙
の
鄭
德
璘 

 
こ
の
詩
は
、
韋
女
が
兩
親
に
會
う
た
め
水
府
に
再
び
來
て
、
戾
る
時
に
水
府
君
が
韋
女
の
ハ
ン
カ
チ
に
書
い
た
詩
で
あ
る
。
鄭
德
璘
は
元
々
川
で
菱
と
芡
の

實
を
賣
る
老
人
に
酒
を
ふ
る
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
老
人
が
實
は
水
府
君
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
鄭
は
詩
を
讀
ん
で
、
水
府
君
が
そ
の
老
人
で
あ
る
こ

と
が
す
ぐ
わ
か
っ
た
。 

 

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
先
行
硏
究
で
は
近
藤
春
雄
氏
が
「
鄭
德
璘
の
話
に
叟
の
「…

…

（
こ
の
詩
）」
と
い
う
詩
を
載
せ
て
、
叟
の
正
體
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
二
八

」
と
論
じ
て
お
り
、
滕
瑤
氏
は
「
小
說
の
中
に
老
叟
の
詩
が
證
據
と
な
っ
て
、
洞
庭
水
府
君
が
實
は
菱
芡
老
叟
で
あ
っ
た
の
だ
二
九

」

と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
は
小
說
の
中
で
は
、
異
人
の
正
體
を
暗
示
す
る
機
能
を
發
揮
し
て
い
る
。
ま
た
特
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
第
四
章
の

「
暗
示
の
詩
」
の
と
こ
ろ
に
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
の
中
に
作
詩
以
前
の
出
來
事
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
暗
示
の
機
能
が
發
揮
で
き
た
こ
と
は
、
こ
の
詩
の
暗
示

の
機
能
の
特
徵
で
あ
る
。 

 

「
鄭
德
璘
傳
」
は
、
こ
の
五
つ
の
詩
と
詩
に
關
す
る
內
容
を
順
番
に
竝
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
巧
み
に
一
つ
の
詩
と
關
連
す
る
內
容
と
の
間
に
ほ
か
の
詩
や

內
容
を
入
れ
、
互
い
に
交
錯
し
、
融
合
し
て
一
つ
の
物
語
を
な
し
て
い
る
。「
鄭
德
璘
傳
」
を
、
詩
に
着
目
し
て
整
理
す
る
と
、
こ
の
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
は
以

下
の
よ
う
に
竝
べ
ら
れ
る
。
（
詩
と
關
係
が
な
い
、
た
と
え
ば
水
府
君
が
鄭
の
仕
官
履
歷
の
豫
言
と
そ
の 

的
中
の
こ
と
な
ど
の
プ
ロ
ッ
ト
は
省
略
し
て
い
る
） 

● 

詩
⑤
の
前
提
：
鄭
が
菱
と
芡
の
實
を
賣
る
老
人
と
出
會
い
、
お
酒
を
ふ
る
ま
っ
た
。 

● 

詩
①
：
韋
女
と
鄰
舟
の
女
と
の
宴
會
で
秀
才
の
吟
ず
る
詩
を
聞
い
て
記
し
た
。（
こ
こ
で
詩
の
作
者
は
誰
か
と
い
う
疑
問
を
置
い
た
） 

● 

詩
②
：
鄭
は
詩
を
紅
綃
に
書
い
て
韋
女
に
渡
し
た
。 

● 

詩
①
と
詩
②
の
後
續
：
鄭
の
詩
へ
の
酬
唱
と
し
て
韋
女
は
先
日
の
秀
才
の
詩
を
鄭
に
送
っ
た
。
鄭
は
韋
女
か
ら
も
ら
っ
た
詩
の
意
味
が
理
解
で
き
な
か
っ

た
。 

● 

詩
②
の
後
續
：
韋
女
は
詩
が
書
い
て
あ
る
紅
綃
を
腕
に
結
び
つ
け
る
。 

● 

詩
③
④
：
鄭
が
韋
女
の
死
を
聞
き
、
弔
詩
を
作
っ
て
川
に
投
じ
た
。 

● 

詩
③
④
の
後
續
：
水
府
君
が
鄭
の
弔
詩
を
讀
ん
で
感
動
し
、
鄭
の
こ
が
れ
る
韋
女
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
を
決
め
た
。 

● 

詩
②
の
後
續
：
韋
女
が
鄭
の
こ
が
れ
る
人
と
判
斷
す
る
根
據
は
、
腕
に
結
び
つ
け
る
鄭
の
詩
が
書
か
れ
た
紅
綃
で
あ
る
。 
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● 

詩
①
の
後
續
：
鄭
が
韋
女
を
追
慕
す
る
と
き
に
韋
女
か
ら
も
ら
っ
た
詩
を
吟
ず
る
と
、
詩
に
詠
わ
れ
た
こ
と―

―

何
か
が
舟
を
叩
い
て
く
る
こ
と
が
實
際

に
發
生
し
た
。 

● 
詩
②
の
後
續
：
鄭
が
韋
女
に
贈
っ
た
詩
が
書
い
て
あ
る
紅
綃
を
通
し
て
、
鄭
が
舟
を
叩
く
人
が
韋
女
で
あ
る
と
確
認
で
き
た
。 

● 

詩
⑤
：
韋
女
が
も
う
一
度
水
府
に
入
っ
た
時
に
、
水
府
君
か
ら
詩
を
も
ら
っ
た
。 

● 

詩
⑤
の
後
續
：
鄭
は
水
府
君
の
詩
を
讀
み
、
彼
が
前
に
會
っ
た
老
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

● 

詩
①
の
後
續
：
韋
女
か
ら
も
ら
っ
た
詩
の
實
際
の
作
者
が
登
場
し
、
彼
の
說
明
に
よ
っ
て
鄭
は
よ
う
や
く
詩
の
內
容
を
理
解
し
た
。 

 

最
初
は
詩
⑤
と
關
係
が
あ
る
內
容
で
始
ま
り
最
後
は
詩
①
と
關
係
が
あ
る
內
容
で
結
ん
で
お
り
、
作
者
の
巧
妙
な
ア
レ
ン
ジ
が
は
っ
き
り
と
讀
み
取
れ
る
。

ほ
か
に
も
交
錯
の
巧
み
が
あ
り
、
た
と
え
ば
詩
②
に
酬
い
る
の
に
詩
①
を
用
い
た
よ
う
に
、
同
じ
プ
ロ
ッ
ト
に
二
首
の
詩
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
詩
③

④
を
讀
ん
だ
水
府
君
が
感
動
し
て
鄭
の
こ
が
れ
る
人
を
生
き
返
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
、
そ
し
て
鄭
の
こ
が
れ
る
人
を
見
つ
け
出
す
根
據
は
、
詩
②
が
書
い
て
い

る
紅
綃
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各
お
の
詩
に
關
わ
る
プ
ロ
ッ
ト
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
よ
っ
て
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
鄭

が
韋
女
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
プ
ロ
ッ
ト
で
は
、
最
初
は
詩
③
④
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
後
に
話
の
場
所
が
水
府
か
ら
鄭
の
舟
に
戾
る
時
は
、
詩
①
を
吟

ず
る
こ
と
に
變
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
前
後
を
異
な
る
詩
に
よ
っ
て
區
分
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
鄭
德
璘
傳
」
に
お
け
る
詩
の
運
用
は
非
常
に
圓
熟
し
た

も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

お
わ
り
に 

 

六
朝
最
初
の
志
怪
小
說
集
と
思
わ
れ
る
『
列
異
傳
』
の
中
に
、
詩
は
す
で
に
現
れ
て
い
る
。
六
朝
の
小
說
の
中
の
詩
に
は
、
先
行
の
詩
を
引
用
し
て
說
明
を

補
助
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
鮑
子
都
」（『
列
異
傳
』）
で
は
主
人
公
の
鮑
と
彼
の
子
孫
が
す
べ
て
公
爵
に
な
り
驄
馬
に
乘
る
こ
と
を
說

明
す
る
時
に
、
當
時
の
民
間
の
歌
を
引
用
し
た
。
ま
た
、
豫
言
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
推
進
な
ど
の
詩
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
六
朝
志
怪
小
說
の
中
に
す
で
に
そ
の

例
が
あ
り
、
た
と
え
ば
「
伯
裘
」
（
『
搜
神
後
記
』
）
で
は
卜
者
が
韻
文
の
卜
辭
を
も
っ
て
豫
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
六
朝
小
說
の
中
の
詩
は
、
唐
代
小
說
の

中
の
詩
の
狀
況
と
同
樣
に
、
抒
情
、
贈
答
の
類
に
屬
す
る
も
の
が
最
も
多
く
、
た
と
え
ば
「
杜
香
蘭
傳
」
で
の
二
首
目
の
詩
は
杜
香
蘭
の
夫
へ
の
贈
詩
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
唐
代
最
初
の
傳
奇
小
說
「
古
鏡
記
」
の
中
に
抒
情
の
詩
が
現
れ
、「
遊
仙
窟
」
の
中
の
大
部
分
の
詩
が
贈
答
詩
で
あ
る
こ
と
は
、
不
思
議
な
こ
と

で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
六
朝
小
說
中
の
詩
は
、
唐
代
小
說
の
中
に
詩
が
大
量
に
出
現
す
る
基
礎
を
作
っ
た
と
言
え
よ
う
。 
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六
朝
志
怪
小
說
の
中
に
詩
が
現
れ
た
原
因
は
、
お
そ
ら
く
史
傳
の
書
き
方
に
影
響
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
志
怪
小
說
は
最
初
、
雜
史
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

た
。
史
傳
の
中
に
、
歌
や
詩
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
時
折
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
で
は
、
項
羽
が
漢
の
兵
に
圍
ま
れ
た
時
に
、「
垓
下
の
歌
」
を
作

っ
た
こ
と
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
朝
以
前
の
雜
傳
類
古
小
說
に
も
詩
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
燕
丹
子
」
で
は
荊
軻
が
秦
國
へ
赴
く
時
、
川
邊
の

送
別
會
で
「
風
蕭
蕭
兮
易
水
寒
、
壯
士
一
去
不
復
還
（
風
蕭
蕭
と
し
て
易
水
寒
く
、
壯
士
一
た
び
去
り
て
復
た
還
ら
ず
）」
と
歌
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
影
響
を

受
け
、
六
朝
小
說
の
中
に
は
、
歌
が
多
い
。
特
に
六
朝
早
期
の
小
說
の
中
の
詩
歌
は
、
ほ
と
ん
ど
が
民
謠
、
あ
る
い
は
歷
史
上
の
有
名
人
が
作
っ
た
歌
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
、
小
說
が
成
立
す
る
以
前
に
す
で
に
世
に
存
在
し
た
歌
で
あ
ろ
う
。
志
怪
小
說
の
作
者
は
、
小
說
と
關
連
す
る
詩
を
小
說
の
中
に
記
錄
し
た
。

こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
が
作
っ
た
歌
を
事
件
の
敍
述
に
記
錄
す
る
こ
と
は
、
六
朝
志
怪
小
說
の
作
者
た
ち
が
史
傳
や
古
小
說
の
傳
統
を
繼
承
し
て
自
分
の
創
作

に
運
用
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
六
朝
小
說
で
は
古
來
の
詩
を
借
り
て
の
說
明
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ま
た
六
朝
に
旣
に
存
在
し
た
詩
の
贈
答
も
多
い

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
當
時
の
風
習
を
反
映
し
て
い
る
。
六
朝
小
說
の
作
者
た
ち
が
こ
れ
ら
の
風
習
を
小
說
に
記
し
、
詩
も
風
習
と
と
も
に
記
錄
さ
れ
た
。
唐
代

に
新
た
に
現
れ
る
小
說
の
中
の
詩
の
種
類
、
す
な
わ
ち
證
明
の
詩
も
時
代
の
新
た
な
風
習
の
反
映
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
陳
季
卿
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

題
壁
詩
は
唐
代
に
多
く
現
れ
、
「
盧
李
二
生
」
に
見
ら
れ
る
詩
を
樂
器
に
刻
む
こ
と
も
お
そ
ら
く
當
時
實
際
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
六
朝
小
說
の
中
で
は
、
「
詩
を
插
入
せ
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
三
〇

」
の
に
對
し
て
、
唐
代
に
入
る
と
、
詩
が
大
量
に
小
說
に
現
れ
た
。
六
朝

小
說
と
唐
代
小
說
の
中
の
詩
の
量
に
大
き
な
差
が
あ
る
理
由
は
、
お
そ
ら
く
物
語
の
創
作
者
と
創
作
目
的
の
變
化
に
深
く
關
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
六
朝
小

說
、
特
に
志
怪
小
說
は
、
經
籍
志
三
一

を
書
い
た
史
家
だ
け
で
は
な
く
、
小
說
の
作
者
も
、
こ
れ
ら
の
小
說
集
を
史
書
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。『
搜
神
記
』
の

作
者
干
寶
は
、
鬼
神
の
實
在
を
證
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
こ
の
書
を
撰
述
し
、
話
を
記
錄
す
る
時
に
眞
實
性
を
重
視
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
彼
は
、
ま
ず
史

書
な
ど
か
ら
歷
史
話
を
『
搜
神
記
』
に
入
れ
、
そ
し
て
民
間
か
ら
收
集
し
た
多
く
の
話
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
記
錄
し
、
潤
色
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
時
代
が
や
や
下
る
と
、
特
に
佛
敎
小
說
が
多
く
現
れ
、
そ
の
目
的
は
言
う
ま
で
も
な
く
宣
敎
で
あ
り
、
物
語
の
文
學
性
を
重
視
し
な
い
こ
と
も
想
定
さ

れ
る
。
も
し
六
朝
志
怪
小
說
に
人
神
宴
會
や
人
神
戀
愛
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
文
人
趣
味
が
溢
れ
、
詩
も
往
々
に
し
て
多
く
現
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
六
朝
時
代
で
は
こ
の
よ
う
な
話
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
三
二

。
こ
の
こ
と
も
六
朝
志
怪
小
說
の
關
心
點
を
明
ら
か
に
表
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
對
し
、
唐
代
小
說
は
文
人
に
よ
る
創
作
で
あ
る
。
そ
の
內
容
も
多
く
は
文
人
の
周
り
の
出
來
事
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
虛
構
の
話
が
多
く
あ

る
。
文
人
た
ち
は
文
學
的
才
能
が
あ
り
、
特
に
唐
代
の
文
人
は
多
く
詩
才
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
文
學
創
作
の
時
に
自
然
に
文
才
を
運
用
し
、
細
部
描

寫
を
物
語
に
多
く
入
れ
る
と
と
も
に
、
詩
も
大
量
に
插
入
し
た
。
詩
の
出
現
は
、
物
語
に
よ
り
多
く
の
細
部
描
寫
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
物
語
の
文
學
性
も
向
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上
さ
せ
た
。 

 
唐
代
小
說
の
作
者
の
創
作
目
的
に
つ
い
て
、
南
宋
の
趙
彥
衞
は
『
雲
麓
漫
鈔
』
に
お
い
て
、 

唐
之
擧
人
、
先
藉
當
世
顯
人
、
以
姓
名
達
之
主
司
、
然
後
以
所
業
投
獻
、
踰
數
日
又
投
。
謂
之
溫
卷
、
如
『
幽
怪
錄
』、『
傳
奇
』
等
皆
是
也
。
蓋
此
等
文

備
衆
體
、
可
以
見
史
才
、
詩
筆
、
議
論
（
唐
の
擧
人
、
先
に
當
世
の
顯
人
を
藉
り
、
姓
名
を
以
て
之
を
主
司
に
達
し
、
然
る
後
に
業
す
る
所
を
以
て
投
獻

し
、
數
日
を
踰
え
て
又
た
投
ず
。
之
を
溫
卷
と
謂
い
、『
幽
怪
錄
』『
傳
奇
』
等
の
如
き
は
皆
な
是
な
り
。
蓋
し
此
れ
等
の
文
は
衆
體
を
備
え
、
以
て
史
才
、

詩
筆
、
議
論
を
見
す
べ
し
）
三
三 

と
論
じ
て
い
る
。
趙
彥
衞
は
、
傳
奇
小
說
が
科
擧
の
行
卷
（
溫
卷
）
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
、
小
說
が
作
者
の
敍
事
、
作
詩
、
議
論
の
才
能
を
漏
れ
な

く
現
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
と
解
釋
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
の
硏
究
に
よ
れ
ば
、
行
卷
は
傳
奇
小
說
が
作
ら
れ
た
主
要
な
原
因
で
は
な
く
、
宴
會
が
唐

代
小
說
の
主
要
な
制
作
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
三
四

。
宴
會
の
雰
圍
氣
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
話
の
眞
實
性
よ
り
も
、
文
學
性
を
重
ん
じ
た
。
そ

し
て
詩
も
物
語
と
同
じ
く
、
宴
會
を
盛
り
上
げ
る
た
め
習
用
さ
れ
る
文
學
的
形
態
で
あ
る
。
ま
た
、
行
卷
は
も
と
よ
り
、
宴
會
の
時
に
詩
才
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
は
、
自
己
宣
傳
が
好
き
な
唐
代
の
文
人
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
變
化
に
と
も
な
い
、「
奇
」
に
對
す
る
審
美
は
、
六
朝
の
事

件
そ
の
も
の
の
「
奇
」
か
ら
、
唐
代
に
至
っ
て
「
奇
」
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
變
化
し
た
。 

 

詩
の
小
說
の
中
に
果
た
す
機
能
は
、
時
代
が
下
る
と
し
だ
い
に
豐
富
に
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
へ
の
介
入
も
だ
ん
だ
ん
と
深
く
な
っ
た
。
初
期
の
唐
代
小
說
の

中
の
詩
は
、
宴
會
、
抒
情
、
贈
答
の
類
が
多
い
。
中
唐
以
降
は
、
物
語
の
發
展
に
と
も
な
い
、
小
說
の
中
の
詩
の
作
用
も
多
樣
に
な
っ
て
き
た
。
晚
唐
の
『
傳

奇
』
に
な
る
と
、
本
事
以
外
の
類
を
全
て
備
え
て
い
る
。
ま
た
、
豫
言
、
暗
示
な
ど
の
類
の
詩
も
早
く
唐
代
小
說
の
中
に
現
れ
た
。
そ
れ
は
六
朝
小
說
の
中
に

す
で
に
同
じ
種
類
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
す
で
に
現
れ
て
い
た
の
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
豫
言
や
暗
示
の
部
分
を
散
文
三
五

か
ら
詩
に
改
め
る
と
い
う
變
化

を
起
こ
し
た
。
さ
ら
に
晚
唐
に
な
る
と
、
豫
言
、
暗
示
の
類
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
變
化
と
詩
の
運
用
も
豐
富
に
な
っ
た
。 

 

唐
代
は
詩
の
時
代
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
六
朝
小
說
で
は
散
文
で
述
べ
て
い
た
暗
示
あ
る
い
は
豫
言
の
部
分
を
、
唐
代
小
說
で
は
詩
に
改
め
る
こ
と
や
、
ま
た

證
明
の
し
る
し
を
詩
に
す
る
こ
と
が
發
生
し
た
。
詩
は
小
說
を
作
る
時
基
本
的
に
使
う
散
文
と
違
い
、
韻
文
で
あ
る
た
め
、
文
章
の
重
點
を
提
示
し
た
り
、
敍

述
の
リ
ズ
ム
を
變
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
詩
は
音
樂
性
を
備
え
る
た
め
、
さ
ら
に
宴
會
の
雰
圍
氣
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
小
說
自
體
も
包
容
性
の
あ
る
文
學
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
三
六

、
そ
の
た
め
、
詩
を
小
說
に
入
れ
る
の
は
、
文
體
自
身
の
要
求
で
は
な
く
、
唐
代
の
作
者
た

ち
の
文
學
的
創
造
力
に
よ
っ
て
現
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
小
說
は
「
文
備
衆
體
」
の
文
學
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
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注
： 

一 

本
文
で
使
う
物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
、
特
に
說
明
し
な
い
場
合
、
す
べ
て
李
時
人
『
全
唐
五
代
小
說
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
八
年
に
よ
る
。 

二 

駢
文
は
平
仄
、
對
仗
、
典
據
を
重
視
し
、
こ
れ
ら
は
詩
の
技
巧
と
共
通
す
る
。
ゆ
え
に
駢
文
と
詩
と
の
關
係
は
散
文
よ
り
近
い
。 

三 

『
四
庫
全
書
總
目
』
卷
百
四
十
「
雲
溪
友
議
」
條
に
「
詩
話
居
十
之
七
八
（
詩
話
は
十
の
七
八
居
る
）」
と
あ
る
。 

四 

滕
瑤
「
唐
人
傳
奇
小
說
中
的
詩
歌
硏
究
」、
西
北
師
範
大
學
修
士
論
文
、
二
〇
二
一
年
。 

五 

邱
昌
員
『
詩
與
唐
代
文
言
小
說
硏
究
』、
中
國
社
會
科
學
院
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。 

六 

た
と
え
ば
「
隋
煬
帝
海
山
記
」
で
は
八
首
の
「
望
江
南
」
詞
が
插
入
さ
れ
て
い
る
。 

七 

『
全
唐
詩
』
卷
二
百
八
十
三
に
こ
の
句
は
「
開
門
復
動
竹
、
疑
是
故
人
來
（
門
を
開
き
て
復
た
竹
を
動
か
し
、
疑
う
ら
く
は
是
れ
故
人
來
た
る
か
と
）」
に
作
る
。 

八 

石
昌
渝
『
中
國
小
說
源
流
論
』、
三
聯
書
店
、
一
九
九
四
年
、
頁
一
六
七
を
參
照
。 

九 

內
山
知
也
「
唐
代
小
說
に
含
ま
れ
る
詩
の
機
能
」、『
新
潟
大
學
敎
育
學
部
高
田
分
校
硏
究
紀
要
』
第
二
號
、
一
九
五
九
年
四
月
を
參
照
。 

一
〇 

錢
易
『
南
部
新
書
』
壬
（
頁
一
四
〇
）
に
「『
纂
異
記
』
記
中
有
「
噴
玉
泉
幽
魂
」
一
篇
、
卽
甘
露
之
四
相
也
（
『
纂
異
記
』
の
記
中
に
「
噴
玉
泉
幽
魂
」
の
一
篇
有
り
、

卽
ち
甘
露
の
四
相
な
り
）」
と
あ
る
。 

一
一 

本
論
に
お
け
る
本
事
の
物
語
の
分
析
の
部
分
は
、『
本
事
詩
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
物
語
に
つ
い
て
は
『
本
事
詩
』
の
テ
キ
ス
ト
を
使
う
。 

一
二 

『
太
平
廣
記
』
卷
二
百
六
十
二
。 

一
三 

『
太
平
廣
記
』
卷
二
百
五
十
一
。 

一
四 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
它
們
已
基
本
上
喪
失
了
小
說
的
本
質
特
徵
、
剩
下
的
大
抵
只
是
一
個
目
錄
學
意
義
的
「
小
說
」
名
義
了
」
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』
、

頁
四
～
五
。
た
だ
し
、
李
劍
國
は
こ
の
類
の
小
說
を
習
慣
用
語
の
「
筆
記
小
說
」
と
稱
せ
ず
、「
雜
事
小
說
」
と
名
付
け
て
い
る
。 

一
五 

こ
の
梗
槪
は
『
唐
代
傳
奇
集
１
』（
前
野
直
彬
譯
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
２
、
一
九
六
三
年
）
所
收
の
「
鄭
德
璘
の
物
語
」（
頁
二
七
八
～
二
八
五
）
を
參
照
し
た
。 

一
六 

內
山
知
也
「
唐
代
小
說
に
含
ま
れ
る
詩
の
機
能
」、『
新
潟
大
學
敎
育
學
部
高
田
分
校
硏
究
紀
要
』
第
二
號
、
一
九
五
九
年
四
月
、
頁
七
二
。 

一
七 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
懸
念
的
破
解
最
終
是
因
爲
這
首
詩
的
作
者
崔
希
周
的
出
現
」
邱
昌
員
『
詩
與
唐
代
文
言
小
說
硏
究
』、
頁
四
八
。 

一
八 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
這
是
一
首
非
常
優
美
的
詩…

…

由
此
造
成
了
鄭
生
、
韋
氏
與
水
府
君
三
方
面
之
間
的
許
多
誤
會
、
溝
通
了
三
方
面
的
情
感
、
最
終
成
就
了
鄭



 

108 

 

韋
的
聯
姻
」
邱
昌
員
『
詩
與
唐
代
文
言
小
說
硏
究
』、
頁
四
八
。 

一
九 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
秀
才
崔
西
（
希
）
周
所
作
之
詩
、
陰
差
陽
錯
地
成
爲
鄭
德
磷
（
璘
）
與
韋
氏
之
間
的
良
媒
」
石
月
淸
「
唐
傳
奇
中
的
『
詩
筆
』
敘
事
簡
論
」
、

『
廊
坊
師
範
學
院
學
報
（
社
會
科
學
版
）』
第
二
五
卷
第
六
期
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、
頁
二
八
。 

二
〇 
澤
崎
久
和
「
唐
代
小
說
の
中
の
詩
歌
」、『
國
學
院
中
國
學
會
報
』
第
六
十
七
輯
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
。 

二
一 

韋
女
に
對
す
る
描
寫
の
中
に
蓮
の
喩
え
を
用
い
た
。
ま
た
、
鄭
德
璘
の
こ
の
詩
に
對
す
る
答
詩
の
中
で
、「
紅
蕖
」
を
も
っ
て
韋
女
を
喩
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
紅

蕖
」
は
韋
女
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。 

二
二 

近
藤
春
雄
「
唐
代
小
說
と
詩
」、『
唐
代
小
說
の
硏
究
』、
頁
一
七
四
。 

二
三 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
如
「
傳
奇
・
鄭
德
璘
傳
」
的
故
事
發
生
、
情
節
推
進
、
衝
突
設
置
以
及
懸
念
架
設
都
是
圍
繞
著
「
江
上
夜
拾
得
芙
蓉
」
這
樣
一
首
詩
」
邱
昌

員
『
詩
與
唐
代
文
言
小
說
硏
究
』、
頁
四
七
～
四
八
。 

二
四 

江
妃
二
女
者
、
不
知
何
所
人
也
。
出
遊
於
江
漢
之
湄
、
逢
鄭
交
甫
。
見
而
悅
之
、
不
知
其
神
人
也
。…

遂
手
解
佩
與
交
甫
。
交
甫
悅
受
、
而
懷
之
中
當
心
。
趨
去
數
十

步
、
視
佩
、
空
懷
無
佩
。
顧
二
女
、
忽
然
不
見
。
（
江
妃
二
女
は
、
何
れ
の
所
の
人
か
は
知
ら
ざ
る
な
り
。
出
で
て
江
漢
の
湄
に
遊
び
、
鄭
交
甫
と
逢
う
。
見
え
て
之
を
悅

び
、
其
が
神
人
な
る
を
知
ら
ず
。…

遂
に
手
で
佩
を
解
き
て
交
甫
に
與
う
。
交
甫
悅
び
て
受
け
、
而
こ
れ
を
中
に
懷
き
て
心
に
當
た
る
。
趨
去
す
る
こ
と
數
十
步
、
佩
を
視

て
、
空
し
き
懷
に
佩
無
し
。
二
女
を
顧
み
て
、
忽
然
と
し
て
見
え
ず
。
）「
江
妃
二
女
」（『
列
仙
傳
』）
よ
り
。 

二
五 

內
山
知
也
「
唐
代
小
說
に
含
ま
れ
る
詩
の
機
能
」、
頁
六
七
。 

二
六 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
鄭
德
璘
所
作
「
弔
江
妹
（
姝
）
詩
二
首
」
又
無
意
之
中
使
韋
氏
死
而
復
生
」
石
月
淸
「
唐
傳
奇
中
的
『
詩
筆
』
敘
事
簡
論
」、
頁
二
八
。 

二
七 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
其
中
就
有
兩
首
詩
涉
及
到
了
環
境
描
寫
」
滕
瑤
「
唐
人
傳
奇
小
說
中
的
詩
歌
硏
究
」
、
頁
六
七
。 

二
八 

近
藤
春
雄
「
唐
代
小
說
と
詩
」、
頁
一
八
一
。 

二
九 

原
文
は
以
下
の
通
り
、「
小
說
中
有
老
叟
的
詩
歌
爲
證
、
其
實
洞
庭
水
府
君
就
是
菱
芡
老
叟
」
滕
瑤
「
唐
人
傳
奇
小
說
中
的
詩
歌
硏
究
」、
頁
六
七
。 

三
〇 

詳
し
く
は
和
田
利
男
「
唐
代
に
於
け
る
詩
と
傳
奇
と
の
結
合
」、『
群
馬
大
學
紀
要
・
人
文
科
學
編
』
第
八
號
、
一
九
五
九
年
を
參
照
。 

三
一 

『
隋
書
』『
舊
唐
書
』
の
「
經
籍
志
」
で
は
『
搜
神
記
』
な
ど
の
志
怪
小
說
集
を
史
部
雜
傳
類
に
著
錄
し
て
い
る
。 

三
二 

六
朝
早
期
の
小
說
で
は
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
物
語
が
少
し
あ
る
が
、
主
人
公
の
身
分
は
一
般
人
な
ど
で
あ
る
。
逆
に
文
學
性
が
徐
々
に
高
く
な
る
六
朝
後
期
の
小
說
で

は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
小
說
は
少
な
い
。 

三
三 

趙
衞
彥
『
雲
麓
漫
鈔
』
卷
八
、
頁
一
三
五
。 

三
四 

近
藤
春
雄
、
小
南
一
郞
、
李
劍
國
諸
氏
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
檢
討
が
あ
る
。
本
論
文
の
第
一
章
を
參
照
。 
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三
五 

散
文
で
は
あ
る
が
、
神
祕
性
を
高
め
る
た
め
に
字
數
も
整
え
る
な
ど
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
押
韻
を
使
用
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。 

三
六 

唐
代
小
說
の
中
に
は
詩
だ
け
で
は
な
く
、
辭
賦
、
銘
文
、
書
啓
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
も
插
入
さ
れ
て
い
る
。 
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結
論 

唐
代
の
代
表
的
文
學
ジ
ャ
ン
ル
と
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
詩
だ
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
實
は
唐
代
で
は
、
中
國
古
典
小
說
も
一
つ
目
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。

傳
奇
小
說
と
い
う
新
し
い
小
說
の
種
類
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
唐
代
傳
奇
小
說
の
數
は
多
く
、
質
も
高
い
。
具
體
的
に
見
る
と
、
篇
幅
は
六
朝
小
說
と
比
べ

る
と
長
く
な
り
、
內
容
も
豐
富
に
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
屈
折
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
が
、
初
め
て
意
識
し
て
虛

構
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
中
國
初
の
眞
の
小
說
で
あ
る
。 

な
ぜ
唐
代
か
ら
小
說
の
作
者
た
ち
が
小
說
に
虛
構
を
加
え
始
め
た
か
と
い
う
と
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
六
朝
の
志
怪
小
說
や
志
人
小
說
と
違
い
、
往
々
に
し
て

宴
會
と
い
う
場
で
作
ら
れ
た
が
た
め
で
あ
る
。
六
朝
志
人
小
說
は
當
時
の
有
名
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
行
な
ど
を
記
錄
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
虛

構
の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
志
怪
小
說
も
鬼
神
の
實
在
を
證
明
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
作
者
た
ち
は
實
錄
の
精
神
を
も
っ
て
怪
異
の
話
を

記
錄
し
た
。
ゆ
え
に
、
六
朝
小
說
の
作
者
た
ち
に
は
虛
構
の
意
識
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
六
朝
小
說
は
眞
の
意
味
で
の
小
說
で
は
な
く
、
小
說
の
雛
形
と
稱

す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。 

し
か
し
、
宴
會
で
作
ら
れ
た
唐
代
傳
奇
小
說
は
、
そ
の
創
作
目
的
が
基
本
的
に
宴
會
の
雰
圍
氣
を
盛
り
上
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
、
眞
實
性
よ
り
も
文
學

性
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
話
の
內
容
が
實
際
に
發
生
し
た
か
ど
う
か
を
追
究
せ
ず
、
と
に
か
く
お
も
し
ろ
い
話
が
良
い
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

物
語
の
字
數
が
多
く
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
屈
折
に
富
ん
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
話
者
か
ら
す
れ
ば
自
分
が
述
べ
た
こ
と
は
本
當
に
發
生
し
た
と
參
會
者
た
ち

に
信
じ
さ
せ
た
い
。
ゆ
え
に
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
六
朝
志
怪
小
說
に
見
ら
れ
る
話
の
眞
實
性
の
部
分
も
殘
し
た
。 

宴
會
で
奇
怪
な
話
を
す
る
の
は
、
も
し
話
し
手
に
そ
の
よ
う
な
話
が
あ
れ
ば
皆
に
自
分
か
ら
す
す
ん
で
聽
か
せ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
時
に
は
順
番

で
全
て
の
人
が
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
怪
異
な
經
驗
が
ま
っ
た
く
な
い
人
た
ち
は
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
話
を
自
ら
や
周
り
の
人
の
經
驗
に
變

え
て
宴
會
で
話
し
た
。
ま
た
、
聽
き
手
に
眞
實
性
を
高
め
る
た
め
に
、
細
部
描
寫
も
入
れ
た
。
特
に
記
憶
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
場
で
新
し

く
作
る
こ
と
も
必
ず
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
參
會
者
た
ち
に
自
分
の
文
才
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
も
、
多
く
の
細
部
描
寫
を
物
語
に
入
れ
た
。
そ

の
時
、
ほ
か
の
話
し
手
と
區
別
す
る
た
め
に
、
新
た
な
描
寫
を
作
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
の
虛
構
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

だ
ん
だ
ん
と
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
意
識
的
に
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

本
論
文
の
第
一
章
「
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
の
類
話
群―

―

細
部
描
寫
に
よ
る
虛
構
の
一
つ
の
體
現
と
し
て
」
で
は
、
「
類
話
群
」
と
い
う
唐
代
傳
奇
小
說
の



 

111 

 

中
に
存
在
す
る
現
象
を
も
っ
て
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
た
ち
が
最
初
に
細
部
描
寫
に
よ
っ
て
虛
構
を
な
し
始
め
た
こ
と
を
論
證
し
た
。「
類
話
群
」
と
い
う

の
は
、
異
な
っ
た
作
者
の
そ
れ
ぞ
れ
獨
自
の
小
說
作
品
で
、
登
場
人
物
の
名
前
、
事
件
發
生
の
時
間
と
場
所
な
ど
、
ま
た
事
件
に
對
す
る
描
寫
は
違
っ
て
い
る

が
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
の
時
代
の
作
者
が
、
先
行
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
借
用
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高

い
。
特
に
、
「
類
話
群
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
往
々
に
し
て
複
雜
で
あ
り
、
複
數
の
人
が
似
た
經
驗
を
し
た
と
解
釋
す
る
の
は
難
し
い
。
す
な
わ
ち
、
類
話
群
の

出
現
は
、
宴
席
で
奇
異
な
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、
以
前
に
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
聞
い
た
話
を
時
間
、
場
所
、
人
名
な
ど
を
變
え
て
語
る
こ
と
に
原
因

す
る
。
唐
代
傳
奇
小
說
で
は
「
類
話
群
」
と
い
う
現
象
は
稀
で
は
な
い
。
先
行
作
品
を
模
倣
す
る
こ
と
は
唐
代
で
は
一
種
の
默
認
さ
れ
た
物
語
の
創
作
方
法
と

言
え
る
。 

さ
ら
に
、
類
話
群
の
中
の
一
部
の
作
者
は
、
單
に
先
行
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
創
作
目
的
を
持
ち
、
ス

ト
ー
リ
ー
の
一
部
を
變
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
と
し
て
擧
げ
た
「
張
李
二
公
」
の
類
話
群
で
は
、
後
の
時
代
の
作
品
が
先
行
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
加
え

た
改
變
か
ら
、
各
お
の
の
作
品
の
作
者
の
創
作
目
的
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
先
行
の
「
張
李
二
公
」
で
は
、
す
で
に
宗
敎
的
訓
戒
の
色
を
呈
し
て
い
た
。
後
續
の

「
裴
諶
」
に
な
る
と
、
物
語
自
身
は
細
部
描
寫
が
多
く
、
お
そ
ら
く
宴
會
で
語
っ
た
話
と
見
な
し
得
る
。
し
か
し
作
者
の
李
復
言
は
こ
の
物
語
の
最
後
に
書
い

た
評
論
に
示
す
よ
う
に
、
や
は
り
こ
の
物
語
を
通
し
て
讀
者
た
ち
に
宗
敎
的
訓
戒
を
傳
え
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
、「
裴
諶
」
の
「
張
李
二
公
」
に
對

す
る
改
造
は
、
さ
ら
に
宗
敎
の
色
を
强
め
た
。
逆
に
「
盧
李
二
生
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
宗
敎
色
を
弱
め
、
よ
り
世
俗
の
方
向
に
改
め
た
。
た
だ
し
盧
肇
が
『
逸

史
』
を
作
る
時
に
史
書
の
要
求
を
も
っ
て
物
語
を
整
理
し
た
た
め
、
話
は
簡
潔
に
な
り
、
細
部
描
寫
は
あ
ま
り
留
め
ら
れ
て
い
な
い
。
杜
光
庭
は
、
で
き
る
だ

け
多
く
の
仙
人
の
話
を
集
め
よ
う
と
し
た
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
似
て
い
る
「
薛
肇
」
と
「
司
命
君
」
を
『
仙
傳
拾
遺
』
に
入
れ
た
が
、
特
に
「
盧
李
二
生
」

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
繼
承
し
、
世
俗
嗅
の
强
い
「
薛
肇
」
に
宗
敎
的
內
容
を
多
く
入
れ
、
再
び
物
話
の
宗
敎
色
を
濃
く
し
た
。 

ま
た
、
「
張
李
二
公
」
類
話
群
の
後
續
の
作
品
の
先
行
作
品
プ
ロ
ッ
ト
に
對
す
る
繼
承
と
改
變
か
ら
、
こ
の
類
話
群
の
シ
ス
テ
ム
の
發
展
が
わ
か
る
。
こ
の

類
話
群
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
最
初
中
唐
前
期
の
『
廣
異
記
』
の
「
張
李
二
公
」
に
現
れ
た
。
そ
し
て
中
唐
か
ら
晚
唐
の
頃
で
は
、「
裴
諶
」
と
「
盧
李
二
生
」
の

二
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
た
。
最
後
は
こ
の
二
パ
タ
ー
ン
の
物
語
は
唐
末
の
『
仙
傳
拾
遺
』
に
再
び
合
わ
さ
り
、「
司
命
君
」
は
「
裴
諶
」
の
パ
タ
ー
ン
を
繼
承

し
、「
薛
肇
」
は
「
盧
李
二
生
」
の
パ
タ
ー
ン
を
繼
承
し
た
。
さ
ら
に
、「
薛
肇
」
も
ま
た
「
裴
諶
」
の
一
部
の
プ
ロ
ッ
ト
を
參
考
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
パ

タ
ー
ン
は
ま
た
「
薛
肇
」
に
合
流
し
た
の
で
あ
る
。 

著
名
な
類
話
群
と
し
て
、
「
杜
子
春
」
の
類
話
群
が
あ
る
。
こ
の
類
話
群
の
最
初
は
『
大
唐
西
域
記
』
の
中
の
「
烈
士
池
」
の
話
で
あ
り
。
有
名
な
「
杜
子
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春
」
を
經
て
、
ま
た
『
河
東
記
』
の
「
韋
自
東
」
、
『
酉
陽
雜
俎
』
の
「
顧
玄
績
」、『
傳
奇
』
の
「
韋
自
東
」
を
生
ん
だ
。
特
に
「
顧
玄
績
」
の
最
後
に
、『
酉

陽
雜
俎
』
の
作
者
で
あ
る
段
成
式
は
、
こ
の
話
は
「
烈
士
池
」
か
ら
傳
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
傳
播
の
過
程
で
誤
っ
て
デ
ィ
テ
ー
ル
を
變
え
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
段
成
式
は
、
「
顧
玄
績
」
の
話
は
虛
構
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
型
は
「
烈
士
池
」
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
意
識
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
彼
は
依
然
と
し
て
「
顧
玄
績
」
を
『
酉
陽
雜
俎
』
に
入
れ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
見
る
と
、
唐
代
の
作
者
た
ち
に
、
す
で
に
小
說
が
虛
構
の
も

の
だ
と
意
識
し
て
い
た
人
が
現
れ
て
き
た
と
推
論
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

第
二
章
「
先
行
作
品
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
方
法―

―

「
靈
應
傳
」
を
例
と
し
て
」
で
は
、
晚
唐
中
期
に
な
っ
て
か
ら
多
く

現
れ
て
き
た
一
種
の
傳
奇
小
說
の
創
作
方
法
、
す
な
わ
ち
先
行
作
品
の
要
素
を
組
み
合
わ
る
と
い
う
方
法
の
實
態
を
詳
論
し
た
。
中
唐
か
ら
、
傳
奇
小
說
が
創

作
の
繁
榮
期
を
迎
え
、
數
多
く
の
作
品
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
や
は
り
作
者
の
意
欲
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
ま
た
作
者
が

積
極
的
に
作
り
た
く
は
な
い
が
、
時
に
は
作
者
が
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
類
話
群
」
と

い
う
現
象
が
現
れ
た
。
中
唐
以
降
生
じ
た
人
の
流
動
と
い
う
社
會
現
象
に
と
も
な
い
、
晚
唐
に
な
る
と
、
既
存
の
話
は
全
國
的
に
傳
播
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
狀
況
に
お
い
て
は
、
過
去
の
手
段
、
す
な
わ
ち
先
行
作
品
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
小
說
作
者
た
ち
の
能
力
が
さ
ら
に
要
求
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
優
れ
た
作
者
た
ち
は
ま
っ
た
く
新
し
い
作
品
を
作
り
上
げ
て
唐
代
傳
奇
小
說
の
代
表
作
と
し
て
稱
贊
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
ほ
ど
物
語
を
書
く

才
能
を
持
っ
て
い
な
い
作
者
た
ち
は
、
先
行
作
品
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
手
段
で
對
處
し
た
。 

從
來
の
硏
究
は
、
ほ
と
ん
ど
代
表
作
に
目
を
向
け
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
優
れ
て
い
る
作
品
は
硏
究
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
唐
代
傳

奇
小
說
の
最
高
成
就
で
あ
り
、
小
說
創
作
の
手
段
は
現
在
の
小
說
作
者
た
ち
に
と
っ
て
も
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
硏
究
だ
け
で

は
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
そ
れ
ら
の
作
品
し
か
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
與
え
や
す
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
優
秀
な
作
品
の
一
方
で
、
大
量
の
優
れ
て
い
な

い
作
品
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
事
實
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
も
硏
究
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
當
時
の
小
說
創
作
の
環
境
を
全
面
的

に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
小
論
が
取
り
あ
げ
た
「
靈
應
傳
」
は
ま
さ
に
硏
究
す
べ
き
作
品
に
數
え
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
「
靈
應
傳
」
の
作
者
の
名
前
は
傳
わ
ら
な
い
が
、
邊
境
藩
鎭
の
重
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
下
級
官
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
作
品
自
身
も
あ
ま
り
先

行
硏
究
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
靈
應
傳
」
は
四
千
字
か
ら
な
り
、
字
數
か
ら
見
る
と
現
存
の
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
で
二
番
目
の
雄
篇
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
獨
創
の
部
分
が
見
え
ず
、
多
く
の
先
行
作
品
の
要
素
を
集
め
て
成
立
し
た
物
語
で
あ
る
。
物
語
全
體
の
枠
と
し
て
の
求

助
譚
は
、
『
列
異
傳
』
の
「
蔡
支
」
、
『
搜
神
記
』
の
「
胡
母
班
」
な
ど
の
六
朝
志
怪
小
說
か
ら
見
ら
れ
、
さ
ら
に
『
史
記
』
の
「
奉
璧
」
の
話
に
遡
る
こ
と
が
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で
き
る
。
ま
た
、
具
體
的
な
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
異
人
が
來
る
こ
と
は
『
玄
怪
錄
』
の
「
華
山
客
」
な
ど
、
夢
は
『
廣
異
記
』
の
「
閻
陟
」
な

ど
、
冥
界
往
還
は
『
續
玄
怪
錄
』
の
「
王
國
良
」
な
ど
、
冥
界
の
官
員
に
な
る
こ
と
は
『
列
異
傳
』
の
「
蒋
濟
」
な
ど
、「
靈
應
傳
」
以
前
の
六
朝
志
怪
小
說

と
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
に
す
で
に
多
く
現
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
く
、「
幽
明
別
有
り
」
と
い
う
觀
念
も
稀
見
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
當
時
の
常

識
で
あ
っ
た
。
ま
た
龍
に
對
す
る
描
寫
、
特
に
龍
の
傳
說
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
「
梁
四
公
記
」
と
「
柳
毅
傳
」
の
設
定
を
借
り
て
い
る
。
ま
さ
に
「
靈
應
傳
」

は
先
行
作
品
の
要
素
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
た
晚
唐
小
說
の
代
表
的
作
品
と
言
え
よ
う
。 

こ
の
小
說
は
、
小
說
と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
の
創
造
性
は
乏
し
い
が
、
た
だ
し
、
こ
の
物
語
に
ま
っ
た
く
良
い
點
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
物
語
の
最
後
の
部

分
の
戰
爭
場
面
の
描
寫
は
、
評
價
す
べ
き
で
あ
る
。
戰
爭
に
對
す
る
描
寫
は
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。「
靈
應
傳
」
の
こ
の
戰
爭
に
對
す

る
描
寫
は
、
主
人
公
に
限
定
し
た
視
點
か
ら
、
鄭
承
符
の
智
謀
と
勇
猛
を
よ
く
現
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
視
覺
だ
け
で
は
な
く
、
聽
覺
、
嗅
覺
か
ら
も
描
寫
し
、

戰
場
の
狀
況
を
立
體
的
に
表
現
し
た
。
作
者
の
戰
爭
の
場
面
を
こ
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
描
寫
で
き
る
文
筆
力
か
ら
見
る
と
、
お
そ
ら
く
作
者
は
實
際
に
戰
爭

を
經
驗
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

第
三
章
「
唐
代
小
說
の
中
の
詩
の
機
能
」
で
は
、
細
部
描
寫
の
具
體
的
な
一
種
類
と
し
て
、
六
朝
志
怪
小
說
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
詩
の
插
入
を
例
と
し

て
、
細
部
描
寫
が
ど
の
よ
う
に
小
說
に
入
り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。 

こ
の
章
で
は
、
詩
が
小
說
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
介
入
す
る
程
度
に
よ
っ
て
、
五
つ
の
種
類
に
分
け
た
。
一
つ
目
の
ま
っ
た
く
ス
ト
ー
リ
ー
に
介
入
し
な
い
詩
と

い
う
種
類
に
は
、
物
語
の
出
來
事
を
復
述
し
た
り
評
論
す
る
詩
と
、
補
足
說
明
の
詩
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
完
全
に
關
係
が
な
い
た
め
、

假
に
削
除
し
て
も
全
く
影
響
が
な
い
。 

二
つ
目
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
プ
ロ
ッ
ト
に
あ
た
る
詩
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
宴
會
の
詩
で
あ
る
。
物
語
の
出
來
事
と
し
て
、
宴
會
が
開
か
れ
る
。
宴
會
の

一
つ
の
活
動
と
し
て
、
詩
を
作
る
こ
と
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
宴
會
で
作
ら
れ
た
詩
が
物
語
に
入
れ
ら
れ
た
。
中
唐
の
物
語
か
ら
、
詩
の
內
容
は
詩
を
作
る
人
自

身
の
出
來
事
と
關
係
す
る
こ
と
が
現
れ
て
き
た
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
全
く
影
響
が
な
く
、
す
な
わ
ち
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
前
後
の
プ
ロ
ッ
ト
と
關
係
が
基

本
的
に
は
な
い
。
こ
の
種
類
の
詩
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
一
環
で
あ
り
、
假
に
削
除
し
た
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
變
わ
っ
て
し
ま
う
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
か
ら
す
る

と
重
要
性
が
低
い
。 

三
つ
目
は
、
前
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
關
わ
る
詩
と
い
う
種
類
で
あ
る
。
こ
の
種
類
で
は
、
多
く
は
抒
情
と
贈
答
の
詩
で
あ
る
。
抒
情
の
詩
は
、
前
の
プ
ロ
ッ
ト

と
關
わ
り
が
あ
り
、
す
な
わ
ち
前
の
出
來
事
か
ら
惹
き
起
こ
さ
れ
た
感
情
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
贈
答
は
作
詩
者
だ
け
に
止
ま
る
抒
情
詩
よ
り
相
手
に
讀
ま
せ
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る
と
い
う
一
步
進
ん
だ
形
態
で
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
も
關
わ
る
。
す
な
わ
ち
詩
を
作
る
人
の
感
情
を
相
手
に
傳
え
、
二
人
の
感
情
を
深
め
、

そ
の
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
發
展
も
促
進
す
る
作
用
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
た
だ
感
情
を
深
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
實
際
に
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
發
展
を
促
す

こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
詩
を
吟
ず
る
と
異
人
が
來
る
と
い
う
設
定
は
、
そ
の
詩
は
異
人
を
招
く
作
用
を
起
こ
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
機
能
は
た
だ
詩

の
前
後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
關
わ
り
が
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
全
體
へ
の
影
響
は
弱
い
。 

四
つ
め
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
詩
で
あ
る
。
こ
の
種
類
に
屬
す
る
詩
の
多
く
は
暗
示
と
豫
言
・
豫
示
の
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
は
往
々

に
し
て
小
說
の
最
初
に
現
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
詩→

詩
に
よ
っ
て
暗
示
や
豫
言
・
豫
示
さ
れ
た
こ
と
が
實
際
に
發
生
す
る→

詩
の
內
容
の
檢
證
、
と
い
っ
た

順
序
で
展
開
す
る
。
こ
の
類
に
は
ま
た
證
明
の
詩
が
あ
る
。
こ
の
類
の
詩
は
小
說
に
と
っ
て
は
不
可
缺
の
存
在
で
あ
る
。 

五
つ
目
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
體
に
な
る
詩
、
す
な
わ
ち
本
事
の
詩
で
あ
る
。
詩
は
物
語
の
中
心
に
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
詩
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。
た
だ

し
、
本
事
の
物
語
は
往
々
に
し
て
複
雜
に
は
な
れ
ず
、
小
說
と
は
呼
べ
ず
、
詩
に
關
す
る
逸
話
に
止
ま
る
も
の
が
多
い
。 

全
體
の
傾
向
か
ら
見
る
と
、
唐
代
小
說
の
中
の
詩
の
機
能
は
時
代
と
と
も
に
複
雜
に
な
り
、
暗
示
や
豫
言
・
豫
示
な
ど
六
朝
志
怪
小
說
に
す
で
に
現
れ
た
機

能
を
も
つ
詩
を
含
む
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
、
時
代
が
下
る
と
變
形
が
多
く
現
れ
た
。
經
驗
を
積
み
重
ね
、
晚
唐
で
は
「
鄭
德
璘
傳
」
の
よ
う
に
複
數
首
の
詩

も
含
み
、
そ
し
て
各
お
の
の
詩
が
異
な
る
機
能
を
發
揮
し
、
さ
ら
に
巧
み
に
こ
れ
ら
の
詩
と
詩
に
關
す
る
內
容
を
絡
み
合
わ
せ
る
物
語
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
は

唐
代
小
說
の
作
者
た
ち
の
詩
を
運
用
す
る
技
術
が
だ
ん
だ
ん
と
圓
熟
し
た
こ
と
を
證
明
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

唐
代
は
小
說
が
著
し
く
發
展
し
て
き
た
時
代
で
あ
る
。
唐
代
最
初
の
小
說
で
あ
る
『
古
鏡
記
』
は
す
で
に
長
篇
物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
は
た
だ
い
く
つ

か
の
話
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
各
お
の
の
話
は
、
六
朝
志
怪
小
說
の
形
に
過
ぎ
な
い
。
唐
代
小
說
の
初
興
期
一

、
す
な
わ
ち
初
唐
、
盛
唐
の
小
說
は
、

「
遊
仙
窟
」
の
よ
う
な
異
例
の
存
在
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
六
朝
志
怪
小
說
と
同
類
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
唐
か
ら
、
唐
代
小
說
は
爆
發
的
に
發
展
し
、
字

數
が
多
く
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
題
材
も
豐
富
に
な
り
、
既
存
の
鬼
神
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
戀
愛
、
豪
侠
な
ど
の
類
も
次
々
と
現
れ
て
き
て
盛
ん

に
な
る
。
中
唐
の
後
期
か
ら
晚
唐
に
な
る
と
、
小
說
集
が
多
く
現
れ
、
中
に
は
『
異
聞
集
』
の
よ
う
な
唐
代
の
優
秀
な
單
篇
傳
奇
小
說
を
集
め
る
傳
奇
の
總
集

も
あ
り
、
『
傳
奇
』
の
よ
う
な
優
れ
た
傳
奇
別
集
も
あ
る
。
た
だ
し
、
收
錄
さ
れ
た
小
說
を
見
る
と
、
も
ち
ろ
ん
ス
ト
ー
リ
ー
が
さ
ら
に
複
雜
に
な
り
、
作
者

の
技
巧
が
し
っ
か
り
と
運
用
さ
れ
た
作
品
が
あ
る
一
方
で
、
志
怪
小
說
、
さ
ら
に
筆
記
小
說
の
よ
う
な
作
品
も
小
說
集
に
集
め
ら
れ
た
。
質
と
し
て
は
、
單
篇

傳
奇
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
か
ら
低
落
が
始
ま
っ
た
。
唐
末
五
代
に
な
る
と
、
殘
念
な
が
ら
、
唐
代
傳
奇
小
說
は
衰
退
期
に
入
り
、
秀
れ
た
作
品
は
ほ
と
ん
ど

創
作
さ
れ
ず
、
逆
に
宗
敎
者
達
に
よ
る
創
作
が
こ
の
時
期
の
特
徵
に
な
っ
て
い
る
。
宗
敎
者
達
の
小
說
の
創
作
目
的
は
も
ち
ろ
ん
宣
敎
で
あ
る
。
ゆ
え
に
小
說
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作
品
の
質
は
劣
っ
て
い
る
。
宋
代
に
入
っ
て
も
文
言
小
說
の
復
興
は
見
え
ず
、
傳
奇
小
說
の
幕
は
下
り
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
か
ら
、

も
う
一
種
類
の
小
說―

―

白
話
小
說
が
芽
生
え
て
き
た
。 

小
說
の
發
展
は
こ
の
よ
う
に
複
雜
で
あ
り
、
同
じ
時
代
の
小
說
の
狀
況
も
複
雜
で
あ
る
。
六
朝
志
怪
小
說
の
中
の
何
篇
か
は
、
す
で
に
唐
代
傳
奇
小
說
の
雛

形
に
な
っ
て
い
る
。
唐
代
で
も
、
傳
奇
小
說
が
繁
榮
す
る
陰
で
、
志
怪
小
說
や
筆
記
小
說
も
大
量
に
制
作
さ
れ
た
。
從
來
の
硏
究
の
大
部
分
は
物
語
性
の
優
れ

た
作
品
に
注
目
し
て
い
た
。
小
論
は
、
今
ま
で
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
作
品
に
着
目
し
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
た
ち
が
意
識
的
虛
構
を
な
し
始
め
た
理
由

と
い
う
從
來
の
硏
究
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
の
解
明
を
試
み
た
。 

そ
の
理
由
は
、
唐
代
で
は
宴
會
で
奇
異
な
話
を
す
る
こ
と
が
風
潮
に
な
り
、
宴
會
の
雰
圍
氣
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
、
そ
し
て
話
者
の
文
才
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
た
め
に
、
話
の
眞
實
性
を
重
ん
ぜ
ず
、
文
學
性
を
重
視
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
量
の
細
部
描
寫
が
唐
代
傳
奇
小
說
に
入
れ
ら
れ
た
。
文
學
性
を
重
視
す
る
た

め
、
細
部
描
寫
は
往
々
に
し
て
誇
張
表
現
を
と
り
、
そ
の
內
容
は
實
際
に
經
驗
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
細
部
描
寫
は
ま
さ
に
意

識
的
虛
構
を
生
む
溫
床
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
宴
會
で
も
し
自
ら
が
、
あ
る
い
は
周
り
の
人
が
奇
異
な
體
驗
の
な
い
場
合
、
他
處
で
聞
い
た
話
を
自
分
の
經
驗

に
變
え
、
參
會
者
に
聽
か
せ
た
。
ゆ
え
に
、
「
類
話
群
」
と
い
う
現
象
が
唐
代
傳
奇
小
說
の
中
に
屢
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
話
の
主
人
公
の
名
稱
と
い
う

細
部
の
設
定
を
ほ
か
の
人
か
ら
自
分
に
變
え
た
時
點
で
、
話
は
虛
構
の
も
の
に
變
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
晚
唐
に
な
る
と
こ
の
種
の
小
說
創
作
方
法
が
使
え
な
く

な
り
、
一
つ
の
小
說
を
模
倣
す
る
こ
と
か
ら
、
い
く
つ
か
の
小
說
か
ら
要
素
を
借
用
し
て
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
小
說
創
作
方
法
が
現
れ
た
。 

先
行
作
品
を
模
倣
し
た
り
、
先
行
作
品
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
り
す
る
方
法
は
、
現
在
で
は
剽
竊
と
見
な
さ
れ
る
が
、
唐
代
で
は
、
多
く
の
物
語
を
獨
創

す
る
能
力
の
乏
し
い
作
者
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
方
法
は
、
や
む
を
得
ず
物
語
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
對
處
方
法
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
對
處
方
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
は
、
文
學
創
意
の
面
か
ら
見
る
と
優
れ
た
作
品
は
多
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
作
品
の
量
は
、
ま
っ
た
く
新
し
く
作
ら
れ
た
作
品
の
量
よ
り
も
多
い
。
こ
れ
は
唐
代
傳
奇
小
說
創
作
の
も
う
一
面
の
實
態
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
實
態
と
從
來
の
硏
究
の
中
心
で
あ
る
獨
創
的
な
唐
代
傳
奇
小
說
作
品
を
倂
せ
て
見
な
け
れ
ば
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
全
貌
は
全
面
的
に
把
握
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。 

作
者
に
よ
る
意
識
的
虛
構
は
細
部
描
寫
か
ら
誕
生
し
、
そ
し
て
遲
く
と
も
晚
唐
に
至
る
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
虛
構
の
も
の
に
な
る
と
い
う
段
階
に
ま
で
發
展

し
て
き
た
。
唐
代
傳
奇
小
說
の
作
者
た
ち
の
細
部
描
寫
に
對
す
る
應
用
も
し
だ
い
に
巧
み
に
な
り
、
晚
唐
で
は
細
部
描
寫
は
完
璧
に
ス
ト
ー
リ
ー
と
融
合
し
た
。

虛
構
・
細
部
描
寫
・
類
話
群
の
三
者
は
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
細
部
描
寫
か
ら
意
識
的
虛
構
が
現
れ
た
と
い
う
現
象
を
、
唐
代
傳
奇
小
說
の
創
作
方
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法
の
一
つ
で
あ
る
類
話
群
を
も
っ
て
證
明
で
き
る
の
で
あ
る
。 

   

注
： 

一 

こ
こ
に
言
う
「
初
興
期
」「
衰
退
期
」
な
ど
唐
代
小
說
に
關
す
る
分
期
は
、
李
劍
國
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
敍
錄
』
の
分
期
を
使
用
し
て
い
る
。 

 


