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序 

  

水
滸
傳
は
氣
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
を
か
け
て
無
數
の

人
々
の
手
を
經
た
結
晶
で
あ
る
と
は
す
で
に
手
垢
の
つ
い
た
言
い
よ

う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
目
に
す
る
水
滸
傳
は
確

か
に
時
代
も
來
歷
も
こ
と
な
る
多
種
多
樣
な
素
材
の
集
積
で
あ
り
な

が
ら
、
ま
た
、
そ
の
素
材
を
有
機
的
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
べ
く
さ
ま

ざ
ま
な
處
理
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
、
完
成
さ
れ
た
一
篇

の
長
篇
小
説
で
あ
る
。 

こ
の
各
素
材
の
む
か
し
の
姿
の
研
究
、
す
な
わ
ち
本
事
研
究
、
來

歷
研
究
は
水
滸
傳
が
研
究
の
對
象
と
な
っ
た
當
初
か
ら
中
心
的
な
存

在
で
あ
っ
た
。
余
嘉
錫
の
史
實
と
宋
江
三
十
六
人
と
の
關
係
の
研

究
、
魯
迅
の
『
夷
堅
志
』
と
水
滸
傳
と
の
類
似
性
の
指
摘
な
ど
は
そ

の
初
期
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
水
滸
傳
に
現
れ
る

人
物
の
モ
デ
ル
は
誰
か
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
何
處
に
由
來
す
る
の
か
な

ど
、
各
時
代
の
水
滸
傳
研
究
の
第
一
人
者
と
稱
し
得
る
人
々
が
研
究

を
重
ね
て
き
た
成
果
が
あ
る
。
こ
こ
に
筆
者
が
あ
ら
た
に
加
え
ら
れ

る
こ
と
は
多
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
百
回
本
水
滸
傳
の
編
纂

方
針
」
と
稱
し
て
博
士
學
位
論
文
を
執
筆
す
る
理
由
は
、
な
ぜ
こ
う

し
た
人
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
水
滸
傳
に
と
り
こ
ま
れ
、
現
在
の
よ
う

な
順
序
に
配
置
さ
れ
、
い
ま
も
そ
の
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
解
消
し
き
れ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。 

水
滸
傳
に
は
幾
度
に
も
わ
た
る
改
編
が
あ
り
、
改
編
前
の
本
と
改

編
後
の
本
と
が
比
較
で
き
る
場
合
な
ら
ば
、
「
い
つ
」
、
「
な
ぜ
」
改

編
さ
れ
た
の
か
を
か
な
り
の
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿

で
考
え
た
い
の
は
、
そ
れ
よ
り
ま
え
、
い
ま
見
ら
れ
る
最
初
の
水
滸

傳
が
、
「
な
ぜ
」
そ
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
時
、

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
お
お
き
く
わ
け
て
二
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
材
料
自
体
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
水
滸
傳
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
、
地
域
、
階
層
の

人
々
の
好
み
、
望
み
、
主
張
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
ひ

と
つ
は
、
水
滸
傳
を
い
ま
の
形
に
整
え
た
人
物
の
「
編
纂
意
圖
」
で

あ
り
、
「
そ
こ
に
こ
め
た
思
い
」
で
あ
る
。
「
物
語
に
こ
め
た
思
い
」

と
は
そ
も
そ
も
抽
象
的
な
言
い
か
た
で
あ
る
し
、
物
語
は
論
文
で
は

な
い
の
だ
か
ら
明
確
に
そ
の
「
意
圖
」
や
「
思
い
」
を
傳
え
る
べ
く

書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
實
際
に
は
、
「
な
に
が
書
か
れ
て

い
る
か
」
、
「
な
に
が
採
用
さ
れ
た
の
か
」
、
「
な
に
が
捨
て
ら
れ
た
の

か
」
、
「
な
に
が
變
更
さ
れ
た
の
か
」
な
ど
の
現
象
の
觀
察
を
積
み
重

ね
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想
を
推
測
し
て
い
く
し
か

な
い
。
悠
久
の
時
を
經
、
無
數
の
人
々
の
思
い
を
蓄
積
し
た
の
が
水

滸
傳
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
思
い
を
可
能
な
限
り
探
っ
て
い
く
こ

と
は
、
水
滸
傳
の
み
な
ら
ず
、
中
國
の
小
説
史
、
文
化
史
研
究
に
も
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資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
本
稿
が
全
面
的
に
そ
の
目
的
を
果
た
せ

る
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
う
し
た
興
味
の
一
端
を
掘
り
下
げ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
水
滸
傳
の
成
立
過
程
を
「
自
然
形
成
期
」
と
「
最
終
編

纂
期
」
と
に
わ
け
る
。
前
者
は
水
滸
傳
の
前
身
と
な
っ
た
物
語
が
そ

の
時
々
の
發
信
者
な
り
受
容
者
な
り
の
興
味
や
習
慣
を
反
映
し
て
不

斷
に
變
化
を
續
け
て
い
る
時
期
、
後
者
は
「
百
八
人
の
好
漢
が
そ
れ

ぞ
れ
の
理
由
で
梁
山
泊
に
集
い
、
の
ち
に
は
招
安
を
受
け
朝
廷
の
た

め
に
力
を
尽
く
し
な
が
ら
も
非
業
の
死
を
遂
げ
る
」
と
い
う
全
體
的

な
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
整
理
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
命

名
は
議
論
を
進
め
や
す
く
す
る
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

兩
者
の
中
間
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
〝
意
圖
〟
に
よ
っ
て
お
き
た
變

化
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
自
然
形
成
期
」
、
「
最
終
編
纂
期
」
と

書
い
て
し
ま
う
と
、
水
滸
傳
は
一
直
線
に
發
展
し
て
き
た
か
の
よ
う

で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
と
は
か
よ
う
に
單
純
で
は
な
い
。
水
滸
傳

の
前
身
と
な
り
得
る
物
語
は
無
數
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
一
人

の
人
物
に
つ
い
て
相
矛
盾
し
た
複
數
の
傳
承
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
の
ご
く
一
部
が
最
終
編
纂
期
に
と
り
あ
げ

ら
れ
、
調
整
を
受
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
現
在
の
水
滸
傳
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
、
最
終
編
纂
期
が
あ
り
、
そ
の
ま
え
に
自
然
形
成

期
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
直
線
的
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
川
の
な
か

に
簗
を
仕
掛
け
て
引
き
上
げ
、
そ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
魚
群
を
見

て
、
こ
れ
ら
の
魚
は
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
來
た
の
か
を
考
え
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
簗
に
か
す
り
も
せ
ず
に
通
り
過

ぎ
て
い
っ
た
魚
も
あ
れ
ば
、
ひ
っ
か
か
り
か
け
た
も
の
の
か
ろ
う
じ

て
逃
げ
切
っ
た
魚
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ひ
っ
か
か
ら
な
か
っ
た
魚

の
多
く
は
現
在
も
う
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
水
滸
傳
に
見
え
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
く
似
た
ほ
か
の
作
品
や
、
現
在
も
中
國
各
地
に
傳

わ
る
、
水
滸
傳
と
異
な
る
人
物
像
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
有
す
る
口
頭
傳

承
な
ど
は
そ
れ
ら
簗
に
入
ら
な
か
っ
た
魚
の
影
で
あ
る
。
水
滸
傳
成

立
過
程
研
究
は
本
來
な
ら
ば
こ
う
し
た
水
滸
傳
に
な
ら
な
か
っ
た
水

滸
傳
に
も
焦
點
を
あ
て
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、
資
料
を
體
系
的
に

整
理
す
る
だ
け
の
準
備
が
現
段
階
で
は
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
篇
幅

が
膨
大
に
な
り
ま
と
ま
り
が
つ
か
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
本
稿
で
は
水
滸
傳
か
ら
さ
か
の
ぼ
れ
る
範
囲
と
そ
の
周
辺

に
対
象
を
限
定
し
議
論
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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第
一
章 

基
礎
的
狀
況
の
檢
討 

 

一.

「
成
立
」
と
は
な
に
か 

 

水
滸
傳
は
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を
集
め
つ
づ
け
て
い
る
對
象
で

あ
る
だ
け
に
、
そ
の
成
立
時
期
に
關
す
る
論
考
も
數
限
り
な
く
發
表

さ
れ
て
い
る
。
書
籍
と
し
て
の
水
滸
傳
は
明
代
中
ご
ろ
に
は
じ
め
て

刊
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
の
一
致
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
文
章
は
刊
行
直
前
に
書
か
れ
た
、
よ
り
以
前
か
ら

存
在
し
て
は
い
た
が
『
紅
楼
夢
』
の
よ
う
に
抄
本
な
ど
の
形
で
傳
わ

っ
て
い
た
た
め
に
現
存
す
る
本
が
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

あ
る
。
か
つ
て
中
國
で
は
、
元
末
に
施
耐
庵
な
い
し
羅
貫
中
の
手
に

よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
す
る
の
が
定
説
で
、
大
學
生
向
け
の
教
科
書

に
も
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
一

。
こ
の
說
は
『
録
鬼
簿
續
編
』

に
元
末
の
戲
曲
作
家
と
し
て
羅
貫
中
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

                                        

             

 

一

た
と
え
ば
章
培
恒
・
骆
玉
明
主
编
『
中
国
文
学
史
』
（
复
旦
大
学
出
版

社
、
一
九
九
六
年
）
は
水
滸
傳
を
「
第
六
編 

元
代
文
学
」
の
な
か
に

置
き
、
そ
の
完
成
者
を
元
末
明
初
の
人
、
施
耐
庵
と
し
て
い
る
。 

二

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
七
年
）
十
一

「
誰
が
水
滸
伝
を
書
い
た
の
か
？
」 

三

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
一
「
誰
が
水
滸
伝
を
書
い
た
の

か
？
」
、
二
百
五
頁 

四

李
伟
实
「
从
水
浒
戏
和
水
浒
叶
子
看
《
水
浒
传
》
的
成
书
年
代
」

が
ひ
と
つ
の
根
據
で
あ
る
ほ
か
、
高
島
俊
男
の
說
く
よ
う
に
政
治
的

な
要
因
も
後
押
し
て
い
る
た
め
、
長
い
間
權
威
を
持
ち
つ
づ
け
て
い

る
二

。 

 

し
か
し
や
は
り
、
「
一
人
の
天
才
が
早
く
も
元
の
末
に
、
百
五
十

年
も
の
ち
の
明
の
後
期
に
い
た
っ
て
出
て
く
る
よ
う
な
長
篇
小
説
を

数
十
種
も
ち
ゃ
ん
と
書
き
あ
げ
て
い
て
、
ど
こ
か
に
う
ず
も
れ
て
一

般
世
間
が
追
い
つ
い
て
く
る
の
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
た
と
い
う
の

は
、
道
理
に
あ
わ
な
い
三

」
と
考
え
る
研
究
者
が
多
か
っ
た
の
か
、

成
立
時
期
を
引
き
下
げ
る
論
が
徐
々
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
比
較

的
早
い
も
の
と
し
て
、
李
偉
實
が
一
九
八
八
年
に
、
水
滸
傳
の
成
書

は
成
化
年
間
よ
り
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
す
る
說
を
發
表
し
て
い
る

四

。
こ
の
論
は
あ
ま
り
廣
泛
な
議
論
を
呼
ば
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

（
『
社
会
科
学
战
线
』
一
九
八
八
年
第
一
期
）
。
そ
の
後
、
「
从
杜
堇
的<

水
浒
人
物
全
图>

看<

水
浒
传>

的
成
熟
年
代
」
（
『
社
会
科
学
战
线
』
一

九
九
一
年
第
三
期
）
、
「<

水
浒
传>

成
书
于
元
末
明
初
之
说
不
能
成
立—

—
兼
论<

水
浒
传>

的
作
者
为
罗
贯
中
非
施
耐
庵
」
（
『
社
会
科
学
战
线
』

一
九
九
三
年
第
六
期
）
、
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
明
朝
中
叶
可
以
定
论
」

（
『
广
东
技
术
师
范
学
院
学
报
（
社
会
科
学
）
』
二
〇
一
一
年
第
六
期
）

を
發
表
し
、
水
滸
傳
は
弘
治
正
徳
年
間
に
書
か
れ
た
と
い
う
説
の
補
強

を
行
っ
て
い
る
。 
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二
〇
〇
一
年
、
石
昌
渝
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
嘉
靖
初
年
考
」
五

が
發

表
さ
れ
る
や
、
こ
れ
に
反
駁
す
る
論
、
石
昌
渝
の
さ
ら
な
る
反
論

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
文
が
數
年
に
わ
た
っ
て
陸
續
と
發
表
さ
れ
、
百

家
爭
鳴
の
様
相
を
呈
し
た
。
こ
の
間
の
論
文
は
筆
者
が
目
睹
し
得
た

も
の
だ
け
で
も
十
數
種
に
の
ぼ
り
、
實
際
に
は
よ
り
多
く
の
論
文
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
こ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
觸
れ
る

こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
論
爭
の
中
心
に
あ
る
「
成
書
」
、
「
成
立
」

と
い
う
語
の
定
義
に
つ
い
て
は
整
理
を
試
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い
て
「
成
書
」
、
「
成
立
」

の
定
義
を
明
確
に
說
明
し
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

の
論
文
が
ど
の
よ
う
な
狀
態
を
そ
う
稱
し
て
い
る
の
か
は
文
脈
か
ら

判
斷
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
筆
者
が
推
測
し
得
た
含
意
は
さ
ま
ざ

ま
あ
り
、
一
定
で
は
な
い
。
自
明
の
ご
と
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
っ

と
も
大
事
な
用
語
の
含
意
に
ず
れ
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
議
論
が
か
み

合
わ
な
い
の
も
當
然
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
論
考
で
用
い
ら
れ
る
「
成
書
」
、
「
成
立
」
の
含
意
は
次

の
四
種
に
大
別
で
き
る
。 

 

一
．
現
在
見
ら
れ
る
水
滸
傳
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
も
の
が
完
成
す 

 

                                        

             

 

五

石
昌
渝
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
嘉
靖
初
年
考
」
（
『
上
海
师
范
大
学
学
报

る
こ
と
。 

二
．
現
在
見
ら
れ
る
水
滸
傳
と
お
お
む
ね
お
な
じ
も
の
が
あ
ら
わ 

 

れ
る
こ
と
。 

三
．
現
在
見
ら
れ
る
水
滸
傳
の
主
要
部
分
が
出
そ
ろ
い
、
ひ
と
つ

ら
な
り
の
も
の
が
た
り
を
形
成
す
る
こ
と
。 

四
．
水
滸
傳
と
い
う
名
の
長
篇
小
說
が
登
場
す
る
こ
と
。 

  

一
が
も
っ
と
も
嚴
格
な
判
斷
基
準
で
あ
る
。
水
滸
傳
に
現
れ
る
事

物
、
制
度
、
人
名
、
地
名
な
ど
を
根
據
に
成
立
時
期
の
上
限
を
推
定

し
て
い
く
石
昌
渝
の
論
法
が
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
準
を
つ
き

つ
め
て
い
け
ば
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
水
滸
傳
と
認
め
る
も
の
と
一
字

一
句
お
な
じ
文
章
で
な
け
れ
ば
水
滸
傳
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

二
は
、
や
や
判
斷
基
準
を
ゆ
る
め
、
一
字
一
句
お
な
じ
で
あ
る
こ

と
ま
で
は
求
め
な
い
態
度
で
あ
る
。
陸
容
（
一
四
三
六
～
一
四
九

六
）
の
『
菽
園
雜
記
』
に
見
え
る
梁
山
泊
好
漢
の
綽
名
と
姓
名
に
は

水
滸
傳
と
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
り
、
潘
之
恒
（
一
五
五
六
～
一
六

二
二
）
「
水
滸
葉
子
」
の
そ
れ
は
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
水
滸
傳
の

成
立
時
期
は
こ
の
二
者
の
間
に
あ
る
と
す
る
王
齊
洲
・
王
麗
娟
の
考

（
社
会
科
学
版
）
』
第
三
十
巻
第
五
期
、
二
〇
〇
一
年
） 
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え
方
六

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。 

 

三
は
、
現
在
の
水
滸
傳
と
比
べ
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
出
入
り
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
全
體
の
構
成
が
お
お
む
ね
お
な
じ
で
あ
れ
ば
水
滸
傳

の
成
立
と
認
め
る
態
度
で
あ
る
。
現
存
す
る
い
く
つ
か
の
版
本
に
記

さ
れ
る
「
施
耐
庵
撰 

羅
貫
中
編
」
に
も
と
づ
き
、
施
耐
庵
が
ま
ず

水
滸
傳
の
原
型
を
つ
く
り
、
羅
貫
中
が
手
を
加
え
て
い
ま
の
形
に
し

た
と
考
え
る
場
合
、
こ
の
基
準
を
採
用
し
な
け
れ
ば
「
施
耐
庵
が
水

滸
傳
を
つ
く
っ
た
」
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
し
一
の
基

準
で
あ
れ
ば
、
「
水
滸
傳
の
作
者
」
は
羅
貫
中
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
基
準
で
は
、
成
立
時
の
水
滸
傳
と
現
行
水
滸
傳
の
間
に
は

相
當
の
隔
た
り
が
あ
り
得
る
。
か
つ
て
水
滸
傳
は
現
在
の
第
十
三
回

に
當
た
る
部
分
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
る
聶
紺
弩
七

、
征
遼

故
事
を
含
ま
な
い
水
滸
傳
が
あ
っ
た
と
考
え
る
鄭
振
鐸
、
『
宋
江
演

義
』
な
る
書
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
陳
松
柏
八

ら
の
各
說
が
そ
う
で

あ
る
。 

 

四
は
、
文
獻
上
に
水
滸
傳
と
い
う
題
名
が
見
え
れ
ば
そ
の
時
點
で

す
で
に
水
滸
傳
は
あ
っ
た
す
る
考
え
で
あ
る
。 

                                        

             

 

六

王
齐
洲
・
王
丽
娟
「
从
《
菽
园
杂
记
》
、
《
叶
子
谱
》
所
记”

叶
子
戏

“

看
《
水
浒
传
》
成
书
时
间
」
（
『
南
开
学
报
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
二

〇
一
一
年
第
三
期
）
。 

七

聂
绀
弩
『
《
水
浒
》
四
议
』
（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
第

 

一
九
八
八
年
時
點
で
李
偉
實
が
元
末
明
初
說
を
評
し
て
、
「
元
末

明
初
に
百
八
將
を
描
い
た
百
回
本
水
滸
傳
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う

な
ら
、
そ
れ
を
宣
徳
初
年
ま
で
の
六
十
年
間
誰
も
見
る
こ
と
が
で
き

ず
、
さ
ら
に
三
十
數
年
経
た
成
化
初
年
の
人
々
も
見
て
お
ら
ず
、
そ

の
後
ま
た
六
十
數
年
過
ぎ
嘉
靖
初
年
に
至
っ
て
突
如
現
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
無
茶
苦
茶
な
理
屈
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
た
よ
う

に
、
か
つ
て
元
末
成
立
說
を
と
る
研
究
者
は
一
の
立
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
が
非
現
實
的
で
あ
る
こ
と
が
感
覺
的
に
も
資
料
面
で
も

明
ら
か
に
な
り
、
少
な
か
ら
ぬ
元
末
說
の
學
者
が
い
ま
で
は
二
、

三
、
四
の
基
準
に
移
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
元
末
に
成
立
し
た
の

は
現
在
の
水
滸
傳
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
で
は
な
い
が
水
滸
傳
と
呼
び

得
る
も
の
だ
と
の
立
場
で
あ
る
。 

 

さ
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
新
た
な
元
末
說
は
石
昌
渝
の
嘉
靖
初
年
說

な
ど
と
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
兩
立
す
る
こ
と
も

十
分
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
鄭
振
鐸
は
元
末
明
初
成
立
論

者
で
あ
る
が
、
そ
の
論
を
詳
し
く
見
れ
ば
、
水
滸
傳
の
「
祖
本
」
は

施
耐
庵
、
羅
貫
中
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
そ
れ
を
現
在
の
姿
に
し
た
の

二
议
「
《
水
浒
》
的
思
想
性
和
艺
术
性
是
逐
渐
提
高
的
」
。 

八

陈
松
柏
「
宋
江
演
义
是
连
接
宋
江
等
三
十
六
人
故
事
与
水
浒
传
必
不

可
少
的
链
条
」
（
『
明
清
小
说
研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
一
期
）
。 
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は
嘉
靖
年
間
の
「
あ
る
無
名
作
家
」
で
あ
る
と
い
う
九

。
鄭
振
鐸
は

こ
の
「
祖
本
」
を
も
っ
て
水
滸
傳
の
成
立
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
元
末

明
初
成
立
說
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
說
と
、
石
昌
渝
の
、
高

俅
、
王
進
、
林
冲
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
嘉
靖
期
の
作
者
の
獨
創
で
、
新

た
に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
と
す
る
說
十

と
の
間
に
い
か
ほ
ど
の
本
質

的
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
嘉
靖
以
前
に
現
在
の
水
滸
傳
の
主

要
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
が
た
り
が
あ
っ
た
と
考
え
る
點
で
、

兩
者
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
は
な
い
。
嘉
靖
期
の
改
編
が
い
つ
ご
ろ

な
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
か
で
い
く
ら
か
時
間
差
が
生
じ
る
程
度

で
あ
る
。 

わ
が
國
に
は
こ
の
成
書
論
争
に
正
面
切
っ
て
參
加
す
る
研
究
は
な

い
よ
う
で
あ
り
、
ま
ず
「
原
水
滸
傳
」
と
呼
び
得
る
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
を
核
に
水
滸
傳
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
說
が
ひ
ろ
く
行

わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
「
原
水
滸
傳
」
が
あ
っ
た
と
い
う
考
え
は
胡

適
が
は
や
く
に
提
唱
し
て
い
る
。 

 

し
て
み
れ
ば
、
先
に
舉
げ
た
成
立
の
定
義
三
種
（
第
四
種
は
性
質

が
異
な
る
た
め
除
外
）
は
、
ほ
ぼ
お
な
じ
過
程
の
ど
の
段
階
を
成
立

                                        

             

 

九

鄭
振
鐸
『
中
國
文
學
史(

下)

』
（
五
南
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
「
第
六
十

章 

長
篇
小
説
的
進
展
」
、
三
百
九
十
八
頁 

十

石
昌
渝
「
林
冲
与
高
俅
‐
‐
《
水
浒
传
》
成
书
研
究
」
（
『
文
学

评

と
稱
す
る
か
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
現
在
の
水
滸
傳
の
核

と
な
っ
た
物
語
を
「
水
滸
傳
」
と
稱
す
る
か
、
「
原
水
滸
」
な
ど
と

稱
す
る
か
の
差
異
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ

て
水
滸
傳
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
成
立
過
程
研
究
に
お
い
て

は
、
そ
の
各
段
階
の
呼
稱
に
研
究
者
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
ろ
う

と
、
甲
論
文
が
Ａ
と
稱
す
る
段
階
を
乙
論
文
で
は
ａ
と
稱
し
て
い
る

こ
と
が
明
確
に
で
き
れ
ば
大
き
な
支
障
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

侯
會
は
作
中
人
物
の
登
場
詩
に
着
目
し
、
か
つ
て
現
行
本
の
第
十

三
回
に
あ
た
る
部
分
に
は
じ
ま
る
も
の
が
た
り
が
あ
っ
た
と
の
聶
紺

弩
の
論
を
支
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
侯
會
は
か
つ
て
あ
っ
た
と
想

定
す
る
本
を
「
帶
詩
本
」
、
現
在
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
「
今
本
」

と
称
し
、
「
水
滸
傳
の
成
書
」
な
ど
の
語
を
用
い
な
い
十

一

。
本
題
か

ら
そ
れ
た
成
書
論
爭
に
ま
き
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
の
考
え
が
あ
っ

て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
事
實
、
侯
會
は
「
今
本
」
は
嘉
靖
年
間

に
書
か
れ
た
と
、
石
昌
渝
と
同
樣
の
說
を
唱
え
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
批
判
的
な
論
文
を
次
々
と
發
表
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
は

至
っ
て
い
な
い
。 

论
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
） 

十

一

侯
会
『
《
水

浒
》
源
流
新

证
』
（

华
文
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
第
五

章
「
《
水
浒
传
》
的
最
终
写
定
」

48
「
从
”
带
诗
本
”
到
今
本
」 
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聶
紺
弩
も
ま
た
石
昌
渝
同
樣
、
高
俅
が
王
進
、
林
冲
を
迫
害
す
る

話
は
現
行
本
水
滸
傳
が
つ
く
ら
れ
る
と
き
に
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た
と

想
定
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
追
加
が
水
滸
傳
成
書
後
に
行
わ
れ
た

と
言
っ
て
い
る
だ
け
の
違
い
で
あ
る
。 

こ
の
違
い
を
も
っ
て
侯
會
、
聶
紺
弩
の
兩
名
と
石
昌
渝
と
を
「
元

末
明
初
成
立
說
」
と
「
嘉
靖
成
立
說
」
の
兩
說
に
わ
け
る
こ
と
に
意

義
が
あ
る
と
は
筆
者
に
は
思
え
な
い
。
い
ま
の
水
滸
傳
と
ほ
ぼ
同
じ

内
容
を
も
つ
水
滸
傳
が
書
か
れ
た
の
は
明
中
期
で
あ
る
と
い
う
點

で
、
ほ
と
ん
ど
の
學
者
の
說
に
お
お
き
な
差
は
な
い
の
で
あ
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
中
期
な
い
し
明
後
期
成
立
說
が
現
れ
る
た

び
に
、
そ
の
内
容
と
い
う
よ
り
も
「
元
末
明
初
成
立
で
は
な
い
」
と

い
う
こ
と
ば
に
反
應
し
て
強
烈
な
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
る
構
圖
は
基

本
的
に
變
わ
ら
ず
、
時
に
そ
の
批
判
は
ほ
と
ん
ど
信
仰
に
近
い
気
配

す
ら
漂
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
蕭
相
凱
、
苗
懷
明
が
「
『
水
滸
傳
』

が
元
末
明
初
に
成
書
し
た
と
す
る
結
論
は
い
ま
も
な
お
く
つ
が
え
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
元
末
明
初
成
書
と
い
う
結
論
は

十
分
信
ず
る
に
足
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
十

二

と
、
石
昌
渝
の
言

を
完
全
に
否
定
す
る
文
言
で
反
論
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
よ
う
に
、

                                        

             

 

十

二

萧
相
凯
、
苗

怀
明
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
嘉
靖
说
辩
证
‐
‐
与
石
昌

渝
先
生
商
榷
」
（
《
文
学

遗
产
》
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）
「
《
水
浒
传
》
成

基
準
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
成
立
」
を
あ
た
か
も
お
な
じ
概
念
で

あ
る
か
の
よ
う
に
あ
つ
か
う
論
が
多
い
の
が
「
成
立
過
程
論
争
」
の

特
徵
と
言
え
る
。 

無
論
、
「
原
水
滸
」
を
も
っ
て
成
立
と
す
る
か
否
か
、
文
學
論
と

し
て
は
輕
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
そ

も
そ
も
成
立
と
は
な
に
か
と
い
う
議
論
が
必
要
で
あ
り
、
成
立
の
定

義
が
ゆ
ら
い
だ
ま
ま
で
き
る
論
爭
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
定
義

し
な
け
れ
ば
水
滸
傳
の
成
立
過
程
は
ま
っ
た
く
議
論
で
き
な
い
と
い

う
も
の
で
も
な
い
。 

 

ま
た
、
い
ま
ひ
と
つ
筆
者
が
違
和
を
覺
え
る
の
は
、
現
在
の
水
滸

傳
の
も
と
に
な
る
も
の
が
た
り
は
書
物
の
形
を
と
っ
て
い
た
と
信
ず

る
說
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
先
行
研
究
の
言
う
よ
う
に
水
滸

傳
以
前
に
宋
江
を
中
心
と
す
る
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
物
語
が
あ

っ
た
と
筆
者
も
考
え
る
が
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
書
物
の
形
で
あ

っ
た
と
は
限
る
ま
い
。
た
と
え
ば
侯
會
の
言
う
「
帶
詩
本
」
は
、

詩
、
す
な
わ
ち
韻
文
を
中
心
と
す
る
以
上
、
書
物
の
形
を
と
ら
な
い

語
り
物
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
水
滸
傳

は
元
末
明
初
に
成
立
し
た
小
說
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
た
め

书
于
元
末
明
初
的
结
论
迄
今
为
止
尚
不
能
推
翻
：
不
仅
不
能
推
翻
，
其

成
书
于
元
末
明
初
的
结
论
还
应
该
说
是
相
当
可
靠
的
。
」 
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に
、
無
意
識
裡
に
元
末
明
初
の
こ
ろ
か
ら
本
が
あ
っ
た
と
思
い
こ
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

本
稿
は
こ
の
論
爭
を
解
決
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

こ
の
論
爭
を
他
山
の
石
と
な
し
、
本
稿
に
お
け
る
「
成
立
」
の
定
義

を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

先
行
研
究
で
「
成
立
」
、
「
成
書
」
を
明
確
に
定
義
し
て
い
る
も
の

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

  

馬
幼
垣 

 

現
在
の
第
七
十
回
ま
で
と
招
安
部
分
を
合
わ
せ
た
も
の
が
た
り

の
完
成
を
も
っ
て
成
書
と
す
る
十

三

。 

  

李
偉
實 

 

水
滸
傳
と
は
百
八
將
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
の
規
模
は
現
在
見

ら
れ
る
水
滸
傳
に
近
い
。
三
十
六
人
だ
け
を
描
い
た
平
話
の
類
の

こ
と
で
は
な
い
。
十

四 

                                         

             

 

十

三

馬
幼
垣
『
水
滸
論
衡
』
（
臺
北
：
聯
經
、
一
九
九
二
年
）
「
從
招
安
部

分
看
水
滸
傳
的
成
書
過
程
」
。 

十

四

李
伟
实
「<

水
浒
传>

成
书
于
元
末
明
初
之
说
不
能
成
立
‐
‐
兼
论<

水
浒
传>

的
作
者
为
罗
贯
中
非
施
耐
庵
」 

 

齊
裕
焜 

 

水
滸
傳
の
成
書
時
期
と
は
、
梁
山
泊
百
八
人
の
好
漢
、
林
冲
ら

の
逼
上
梁
山
、
英
雄
排
席
次
、
全
夥
受
招
安
な
ど
主
要
な
故
事
を

含
む
水
滸
傳
が
書
か
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
十

五

。 

  

そ
れ
ぞ
れ
に
定
義
は
異
な
る
が
、
「
成
立
」
、
「
成
書
」
を
議
論
す

る
以
上
、
こ
の
三
氏
の
ご
と
き
斷
り
は
缺
か
せ
な
い
。
で
は
本
稿
で

は
い
か
な
る
狀
態
を
も
っ
て
「
成
立
」
と
さ
だ
め
る
か
。 

 

水
滸
傳
の
成
立
過
程
は
お
お
む
ね
、
資
料
や
傳
承
が
雜
多
に
存
在

し
て
い
た
だ
け
の
段
階
、
そ
れ
ら
の
一
部
が
ま
と
ま
っ
て
水
滸
傳
の

核
と
な
る
物
語
を
形
成
し
て
い
く
段
階
、
現
在
見
ら
れ
る
水
滸
傳
の

う
ち
も
っ
と
も
古
い
も
の
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
段
階
を
た
ど
っ
て
き

た
と
す
る
見
方
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
が
共
有
す
る
も
の
で
あ

る
。 

 

本
稿
の
目
的
は
水
滸
傳
を
現
在
の
姿
に
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
環

境
要
因
、
人
的
要
因
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
雜
多
で

さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
い
か
に
し
て
首
尾
整
っ
た
形
に
整
理
さ
れ
た
の

十

五

齐
裕
焜
・
冯
如
常
等
『
水

浒
学
史
』
（
上
海
三
联
书
店
、
二
〇
一
五

年
）
第
三
章
「
本
文
生
成—

—

丰
厚
的

积
累
与
杰
出
的
创
造
」
第
二
節

「
未
完
的
考

证—
—

成

书
时
间
」 
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か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
各
部
分
は
長
い
時
間
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
の
影
響
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
首
尾
整
っ
た
形
に
な
る
段
階
で
は
、
あ
る
時
期
に
、
一
定
の
方

針
を
も
っ
て
整
理
が
す
す
め
ら
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の

段
階
に
、
編
纂
者
が
な
に
を
考
え
、
い
か
な
る
作
業
を
お
こ
な
っ
た

の
か
。
本
稿
で
は
こ
の
段
階
を
水
滸
傳
の
最
終
編
纂
期
と
稱
し
、
そ

の
結
果
を
水
滸
傳
の
「
成
立
」
と
定
め
る
。
こ
の
定
義
は
中
國
語
の

論
考
で
用
い
ら
れ
る
「
寫
定
」
の
意
に
近
い
が
、
筆
者
は
こ
の
段
階

に
お
け
る
材
料
の
取
捨
選
擇
、
書
き
換
え
、
創
作
な
ど
の
作
業
を
重

視
し
た
い
た
め
、
「
文
字
化
」
に
意
味
の
重
點
が
あ
る
「
寫
定
」
の

語
は
採
用
し
な
い
。 

 

本
稿
に
お
け
る
「
成
立
」
は
、
現
在
の
水
滸
傳
に
限
り
な
く
近
づ

く
改
編
が
な
さ
れ
た
時
點
の
こ
と
で
あ
る
が
、
通
俗
小
說
の
テ
キ
ス

ト
は
流
動
的
で
常
な
き
も
の
で
あ
り
、
一
語
、
一
字
單
位
ま
で
追
求

す
れ
ば
、
こ
の
世
に
同
じ
テ
キ
ス
ト
は
ふ
た
つ
と
な
い
と
い
う
こ
と

に
す
ら
な
り
か
ね
な
い
。
先
に
整
理
し
た
「
成
立
」
の
定
義
の
う

ち
、
一
の
立
場
を
と
れ
ば
、
あ
る
人
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
字
句
の
修

正
を
ほ
ど
こ
し
た
こ
と
で
現
在
の
も
の
と
一
字
一
句
お
な
じ
水
滸
傳

が
で
き
あ
が
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
水
滸
傳
の
「
成
立
」
に
な
っ
て
し

ま
う
。
假
に
嘉
靖
年
間
以
前
に
存
在
し
な
か
っ
た
官
職
名
が
水
滸
傳

中
に
見
え
た
と
し
て
、
そ
の
語
が
嘉
靖
以
降
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
て
も
、
水
滸
傳
の
文
章
全
體
が
嘉
靖
以
降
の
も
の
で
あ
る

と
す
る
根
據
に
は
足
り
な
い
。
極
端
な
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
そ
の

一
語
の
み
が
嘉
靖
以
降
に
加
筆
さ
れ
た
可
能
性
も
ま
っ
た
く
な
い
と

は
言
い
切
れ
ま
い
。
こ
の
基
準
を
適
用
す
れ
ば
、
最
後
の
加
筆
が
な

さ
れ
る
ま
え
の
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
「
水
滸
傳
で
は
な

い
」
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
議
論
し
た
い
最
終
編
纂
の
意

圖
と
は
最
後
の
わ
ず
か
な
加
筆
修
正
の
意
圖
の
こ
と
で
は
な
い
。 

 

ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
こ
の
種
の
わ
ず
か
な
加
筆
修
正
は
水
滸
傳
成

立
後
、
版
本
流
傳
の
過
程
で
生
じ
た
差
異
と
み
な
し
、
最
終
編
纂
と

は
み
な
さ
な
い
。
も
う
少
し
具
體
的
に
定
義
す
る
と
、
梁
山
泊
を
根

據
地
と
す
る
、
宋
江
を
頭
領
に
あ
お
ぐ
集
團
の
物
語
で
、
百
八
人
の

顔
ぶ
れ
が
そ
ろ
い
、
全
百
回
の
構
成
を
有
し
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
過
不

足
な
く
現
在
の
順
に
配
列
が
完
了
し
た
物
語
が
書
き
あ
げ
ら
れ
た
時

點
を
も
っ
て
水
滸
傳
の
「
成
立
」
と
み
な
す
。
こ
れ
以
降
に
こ
の
構

成
を
動
か
さ
な
い
範
圍
で
の
加
筆
、
削
除
、
修
正
な
ど
が
な
さ
れ
、

そ
れ
が
現
在
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
あ
る
が
、

そ
れ
は
み
な
「
成
立
」
以
降
の
出
來
事
と
見
な
す
。
ま
た
、
假
に
こ

の
「
成
立
」
時
の
物
語
が
當
時
「
水
滸
傳
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
本
稿
で
は
「
水
滸
傳
の
成
立
」
と
稱
す
る
。
反
對

に
、
か
つ
て
「
水
滸
傳
」
と
稱
さ
れ
て
い
た
物
語
が
存
在
し
た
と
し

て
も
、
上
記
の
條
件
を
滿
た
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
は
本
稿
の
對
象
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と
す
る
「
水
滸
傳
」
で
は
な
い
。
結
果
と
し
て
、
先
に
整
理
し
た
各

種
の
定
義
の
う
ち
で
は
「
二
」
に
も
っ
と
も
近
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 

二.

使
用
す
る
テ
キ
ス
ト 

１ 

初
期
の
テ
キ
ス
ト
の
変
遷 

 

宋
江
と
梁
山
泊
集
團
の
物
語
が
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
て
水
滸
傳

に
な
っ
た
の
か
を
考
え
る
に
は
、
成
立
時
の
形
式
、
文
章
を
も
っ
と

も
よ
く
保
存
し
て
い
る
版
本
を
參
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
單
純
に
考

え
れ
ば
そ
れ
は
現
存
す
る
も
っ
と
も
古
い
版
本
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 

周
知
の
ご
と
く
水
滸
傳
の
版
本
は
文
繁
本
系
統
と
文
簡
本
系
統
と

に
わ
か
れ
る
（
以
下
「
繁
本
」
、
「
簡
本
」
と
略
稱
）
。
繁
本
は
文
章

が
相
對
的
に
長
く
、
描
寫
も
細
微
に
至
っ
て
い
る
。
簡
本
は
詳
細
な

描
寫
は
少
な
く
、
物
語
を
お
お
ま
か
に
追
う
こ
と
を
主
眼
に
作
ら
れ

た
も
の
と
思
し
い
。
兩
者
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
文

                                        

             

 

十

六

大
内
田
三
郎
「
水
滸
伝
版
本
考
―
繁
本
と
簡
本
の
關
係
を
中
心
に

―
」
（
『
天
理
大
學
学
報
』
二
十
巻
二
号
、
一
九
六
八
年
）
、
「
『
水
滸

伝
』
版
本
考
―
再
び
繁
本
と
簡
本
の
關
係
に
つ
い
て
―
」
（
『
伊
藤
漱

平
教
授
退
官
記
念
中
國
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
）
。
繁
本

と
簡
本
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
、
丸
山
浩
明
「
水
滸
傳
簡
本
淺

言
を
丹
念
に
比
較
す
る
研
究
が
行
わ
れ
た
結
果
、
簡
本
に
見
え
る
文

言
は
ほ
と
ん
ど
が
繁
本
の
な
か
に
も
見
え
る
だ
け
で
な
く
、
簡
本
だ

け
で
は
文
意
が
不
通
な
部
分
も
繁
本
を
見
る
と
意
味
が
わ
か
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
繁
本
が
先
に

成
立
し
、
そ
の
文
章
を
削
る
こ
と
で
成
立
し
た
の
が
簡
本
で
あ
り
、

そ
の
際
無
茶
な
削
り
か
た
を
し
た
た
め
に
文
意
不
通
の
箇
所
が
生
じ

て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
十

六

。
簡
本
系
統
內
に
も
文
章
の
繼
承
、
變
更
な
ど
複
雜
な
關
係

は
あ
る
も
の
の
、
簡
本
の
本
文
の
由
來
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
必
ず
繁
本

に
つ
き
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
水
滸
傳
と
稱
し
得
る
版
本
で
、
ほ
ぼ

完
全
な
形
で
現
存
し
、
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
萬
暦
二
十
二
年
刊
行

の
『
京
本
増
補
校
正
全
像
忠
義
水
滸
志
傳
評
林
』
で
あ
る
。
こ
れ
は

上
圖
下
文
形
式
の
簡
本
で
あ
り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
自
体
は
先
行
す
る

簡
本
を
ひ
き
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
行
す
る
簡
本
の
文

章
は
現
存
す
る
繁
本
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章
を
削
っ
て
で
き
た
も
の
と
考

え
て
間
違
い
な
く
、
こ
の
本
以
前
に
現
存
す
る
繁
本
と
ほ
ぼ
同
じ
文

探
―
劉
興
我
本
、
藜
光
堂
本
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
日
本
中
國
學
會
報
』

第
四
十
集
、
一
九
八
八
年
）
、
范
宁
「
《
水

浒
传
》
版
本
源
流
考
」
（
『
范

宁
古
典
文
学
研
究
论
文
集
』
、
重
庆
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照

し
た
。 
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章
の
繁
本
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
た
と
え
現
存
す
る
簡
本

の
刊
行
年
が
繁
本
よ
り
早
か
ろ
う
と
も
、
水
滸
傳
完
成
時
の
様
子
を

う
か
が
う
た
め
の
テ
キ
ス
ト
の
筆
頭
に
擧
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

こ
の
ほ
か
、
か
つ
て
は
『
大
宋
宣
和
遺
事
』
に
記
さ
れ
る
宋
江
と

梁
山
泊
集
團
の
物
語
を
水
滸
傳
版
本
系
統
の
源
泉
と
す
る
見
方
も
あ

っ
た
十

七

。
た
し
か
に
水
滸
傳
に
は
『
大
宋
宣
和
遺
事
』
に
あ
る
も
の

と
よ
く
似
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
、
か
つ
重
要
な
位
置
に
据
え
ら
れ

て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
現
れ
る
文
言
は
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
ず
、
人
名

も
地
名
も
異
な
り
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
構
成
に
も
違
い
が
あ
る
。
『
大

宋
宣
和
遺
事
』
を
水
滸
傳
の
テ
キ
ス
ト
繼
承
の
な
か
に
位
置
づ
け
る

の
は
妥
當
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
水
滸
傳
の
重
要
な
材
料
の
ひ
と
つ

で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

上
海
圖
書
館
で
『
京
本
忠
義
傳
』
殘
葉
が
發
見
さ
れ
た
際
に
は
こ

れ
ぞ
水
滸
傳
版
本
の
原
型
で
あ
る
と
す
る
說
も
あ
っ
た
。
『
京
本
忠

義
傳
』
は
繁
本
よ
り
文
字
數
は
少
な
い
が
、
簡
本
の
よ
う
に
極
端
に

                                        

             

 

十

七

魯
迅
『
中
國
小

说
史
略
』
（
『
鲁
迅
全
集 

 

第
九
卷
』
人
民
文
學
出
版

社
、
一
九
八
九
年
）
「
第
十
五
篇 

 

元
明
传
来
之
讲
史
（
下
）
」
百
四
十

五
頁
、
鄭
振
鐸
「
水
滸
傳
的
演
化
」
（
『
中
國
文
學
論
集 

 

上
集
』
開
明

書
店
、
一
九
四
九
年
）
二
百
二
十
六
〜
二
百
二
十
七
頁
、
聶
紺
弩

「
《
水
浒
》
的
思
想
性
和
艺
术
性
是
逐
渐
提
高
的
」
『
《
水

浒
》
四

议
』
、

八
十
一
～
八
十
二
頁 

十

八

刘
冬
、
欧
阳
健
「
『
京
本
忠
义
传
』
评
价
商
兑
」
（
『
贵
州
文
史
丛

字
數
が
少
な
く
、
描
寫
が
粗
雜
で
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
れ
を
簡

本
と
見
な
す
べ
き
か
、
初
期
の
繁
本
と
し
て
扱
う
べ
き
か
な
ど
の
議

論
も
あ
っ
た
十

八

。
し
か
し
本
稿
で
注
目
し
て
い
る
の
は
い
づ
れ
の
グ

ル
ー
プ
に
屬
さ
せ
る
か
と
い
っ
た
整
理
上
の
問
題
で
は
な
い
。
『
京

本
忠
義
傳
』
と
繁
本
と
を
比
べ
る
と
、
『
京
本
忠
義
傳
』
は
先
行
す

る
繁
本
の
文
字
を
削
る
こ
と
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
も
っ
と
も
高
い

十

九

。
ゆ
え
に
こ
の
本
も
水
滸
傳
の
成
書
時
の
さ
ま
を
傳
え
る
も
っ
と

も
よ
い
テ
キ
ス
ト
と
は
な
ら
な
い
。 

 

繁
本
に
は
分
巻
百
回
本
、
不
分
巻
百
回
本
、
百
二
十
回
本
、
七
十

回
本
が
現
存
す
る
。
か
つ
て
百
回
本
と
し
て
ま
と
め
て
考
え
ら
れ
て

い
た
諸
本
も
、
文
章
の
類
似
度
か
ら
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ

け
ら
れ
る
こ
と
に
氣
づ
い
た
の
が
齋
藤
護
一
二

十

で
あ
り
、
そ
の
各
グ

ル
ー
プ
は
そ
れ
ぞ
れ
分
巻
、
不
分
巻
の
別
に
あ
た
る
こ
と
を
白
木
直

刊
』
一
九
八
五
年
第
二
期
、
総
第
十
七
期
）
、
刘
世
德
「
论
『
京
本
忠

义
传
』
的
时
代
、
性
质
和
地
位
」
（
『
明
清
小

说
研
究
』
一
九
九
三
年
第

二
期
、
総
第
二
十
八
期
）
參
照
。 

十

九

中
川
諭
「
上
海
圖
書
館
藏
『
京
本
忠
義
傳
』
に
つ
い
て
」
（
『
新
大
国

語
』
第
二
十
二
号
、
一
九
九
六
年
） 

二

十

齋
藤
護
一
「
百
回
水
滸
傳
考
」
（
『
漢
學
會
雜
誌
』
第
六
卷
第
一
號
、

一
九
三
八
年
） 
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也
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
二

十

一

。
不
分
巻
百
回
本
は
百
二
十
回
本

か
ら
二
十
回
を
と
り
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
と
す
る
說
が

あ
っ
た
が
二

十

二

、
笠
井
直
美
の
檢
證
に
よ
り
、
分
巻
百
回
本
に
次
い

で
不
分
巻
百
回
本
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
二
十
回
加
え
る
こ
と
で
百
二

十
回
本
が
で
き
た
と
い
う
順
序
の
ほ
う
が
よ
り
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
二

十

三

。
七
十
回
本
の
成
立
は
よ
り
遲
れ
、
百

二
十
回
本
に
大
幅
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ

る
二

十

四

。
し
た
が
っ
て
、
成
立
時
の
も
の
に
も
っ
と
も
近
い
水
滸
傳

                                        

             

 

二

十

一

白
木
直
也
「
一
百
二
十
回
水
滸
全
伝
の
研
究
―
發
凡
を
通
じ
て
試

み
た
―
」
（
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
二
十
五
集
、
一
九
七
三
年
）
。
聶

紺
弩
は
ほ
ぼ
同
じ
分
類
を
し
、
分
巻
系
統
を
「
李
卓
吾
本
」
、
不
分
巻

系
統
を
「
非
李
卓
吾
本
」
と
稱
し
て
い
る
（
聶
紺
弩
「
《
水
浒
》
的
版

本
斗
争
」
『
《
水

浒
》
四

议
』
、
百
五
十
二
頁
）
。 

二

十

二

神
山
閠
次
「
水
滸
傳
諸
本
」
（
『
斯
文
』
第
二
十
編
第
三
號
、
一
九

三
〇
年
）
、
白
木
直
也
「
一
百
二
十
回
水
滸
全
傳
の
研
究
―
發
凡
を
通

じ
て
試
み
た
―
」
、
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
四
「
『
天
都
外

臣
』
と
は
誰
ぞ
や
？
」
（
二
百
五
十
六
頁
）
、
聶
紺
弩
「
《
水
浒
》
的
版

本
斗
争
」
（
『
《
水

浒
》
四

议
』
、
百
五
十
二
頁
） 

二

十

三

笠
井
直
美
「
李
宗
侗
（
玄
伯
）
旧
藏
『
忠
義
水
滸
傳
』
」
（
『
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
三
十
一
册
、
一
九
九
六
年
）
、
「
北
京
大
學
圖

書
館
藏
『
忠
義
水
滸
全
傳
』
―
『
萬
曆
袁
無
涯
原
刊
』
情
報
の
一
人
步

き
―
」
（
『
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
二
十
一
輯
、
二
〇
〇

九
年
）
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
順
序
は
、
そ
の
文
章
が
は
じ
め
て
書
か

れ
た
順
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
學
バ
ー
ク
レ
ー
校
東
ア

ジ
ア
圖
書
館
に
は
百
二
十
回
本
に
改
變
を
加
え
て
百
回
本
に
仕
立
て
直

を
參
照
せ
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
分
巻
百
回
本
の
う
ち
な
る
べ
く
古
い

も
の
を
見
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。 

 

現
存
す
る
分
巻
百
回
本
と
し
て
は
現
在
、
容
與
堂
本
、
嘉
靖
殘

本
、
石
渠
閣
補
刻
本
、
四
知
館
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
種

は
、
數
文
字
の
脱
落
、
入
れ
替
わ
り
程
度
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、

文
章
は
一
致
し
、
同
一
系
統
の
版
本
で
あ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。

こ
の
な
か
か
ら
本
稿
の
目
的
に
も
っ
と
も
か
な
う
テ
キ
ス
ト
を
選
定

し
た
い
。 

し
た
も
の
（
巻
頭
題
『
忠
義
水
滸
全
書
』
）
が
、
東
京
大
學
文
學
部
に

は
同
じ
く
百
二
十
回
本
か
ら
最
後
の
二
十
回
を
削
る
こ
と
で
百
回
本
に

見
せ
か
け
た
も
の
（
同
）
が
藏
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
百
二
十
回
本
か

ら
作
ら
れ
た
百
回
本
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
前
者
は
百
二
十

回
本
の
版
木
を
改
造
し
て
不
分
巻
百
回
本
の
文
章
を
復
元
し
た
だ
け
で

あ
り
、
後
者
は
文
章
自
體
に
は
手
を
加
え
て
お
ら
ず
、
新
た
な
文
章
が

誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
章
と
し
て
の
版
本
（
テ
キ
ス
ト
）
と
、

實
體
と
し
て
存
在
す
る
書
物
と
し
て
の
版
本
（
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
）
と
は

嚴
に
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
た
な
テ
キ
ス
ト
の
出
現
と
い
う

意
味
で
は
百
二
十
回
本
か
ら
生
ま
れ
た
百
回
本
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
拙
稿
「
两
种
《
水

浒
传
》

为
何
〝
再
造
〟
一
百
回
本—

—

加
州
大

学
柏
克
莱
校
藏
本
与

东
京
大
学
文
学
部
藏
本
」
（
『
河
北
学
刊
』
二
〇
一

六
年
第
一
期
）
參
照
。 

二

十

四

小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
諸
本
考
」
（
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告 

人
文
』
第
六
十
八
号
、
二
〇
一
六
年
） 
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四
種
の
う
ち
、
容
與
堂
本
、
石
渠
閣
補
刻
本
、
四
知
館
本
は
一
巻

一
回
仕
立
て
、
全
百
巻
百
回
の
形
式
を
有
す
。
嘉
靖
殘
本
は
第
四
十

七
回
か
ら
第
四
十
九
回
、
第
五
十
一
回
か
ら
第
五
十
五
回
ま
で
の
全

八
回
分
が
殘
る
の
み
で
あ
る
が
二

十

五

、
第
五
十
一
回
回
頭
に
「
第
十

一
巻
」
の
文
字
が
見
え
る
。
つ
ま
り
第
五
十
回
ま
で
が
十
巻
に
収
め

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
單
純
に
計
算
す
れ
ば
全
二
十
巻
百
回
の
仕
立

て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
分
巻
本
は
、
二
十
巻
本
が
先
に
あ
ら

わ
れ
、
の
ち
に
百
巻
本
に
仕
立
て
な
お
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
百
巻
本
よ
り
成
立
時
に
近
い
姿
を
と
ど
め
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
二

十

六

。 

四
知
館
本
は
巻
頭
題
を
『
鍾
伯
敬
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』
二

十

七

と
す
る
。
こ
の
本
は
、
文
章
が
容
與
堂
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
み

                                        

             

 

二

十

五

『
國
立
北
平
圖
書
館
館
刊
』
第
八
巻
第
二
号
（
一
九
三
四
年
）
が

こ
の
本
の
第
五
十
回
と
思
わ
れ
る
見
開
き
寫
真
一
葉
を
載
せ
る
が
、
筆

者
が
二
〇
一
一
年
に
中
國
國
家
圖
書
館
に
て
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲

覽
し
た
際
に
も
、
二
〇
一
五
年
に
同
所
に
て
原
本
を
閲
覽
し
た
際
に
も

こ
の
第
五
十
回
一
葉
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

二

十

六

嘉
靖
殘
本
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
晴
彦
「
『
水
滸
伝
』
〝
嘉
靖
〟
残

巻
に
つ
い
て
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
四
十
二
巻
三
号
、
一
九
九
一

年
）
、
大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
伝
』
版
本
考
―
容
與
堂
本
に
つ
い
て

（
二
）
」
（
『
大
阪
市
立
大
學
文
學
部
紀
要 

人
文
研
究
』
第
四
十
五
巻

第
五
分
册
、
一
九
九
三
年
）
、
马
幼
垣
「
嘉
靖
残
本
『
水
浒
传
』
非
郭

武
定
刻
本
辨
」
（
『
明
代
小
说
面
面
观 

明
代
小
说
国
际
学
术
研
讨
会
论

な
ら
ず
、
評
語
も
容
與
堂
本
の
も
の
に
多
少
手
を
加
え
つ
つ
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
容
與
堂
本
に
も
と
づ
い

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

二

十

八

。 

石
渠
閣
補
刻
本
は
發
見
以
來
毀
誉
褒
貶
の
激
し
い
版
本
で
あ
る
。

發
見
直
後
、
鄭
振
鐸
ら
が
こ
れ
を
現
存
最
古
の
百
回
本
善
本
と
認
め

た
一
方
、
清
代
に
入
っ
て
か
ら
の
補
刻
葉
が
多
數
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
補
刻
葉
の
み
な
ら
ず
も
と
の
テ
キ
ス
ト
も
清
代
に
刊
行
さ
れ

た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
持
つ
研
究
者
も
あ
っ
た
。

た
し
か
に
補
刻
葉
の
な
か
に
は
か
な
り
時
期
の
遅
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
も
あ
る
が
、
補
刻
に
攜
わ
っ
た
石
渠
閣
は
明
天
啓
年
間
に
は

南
京
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
明
代
の
版
本
を
う
け
つ

い
だ
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
テ
キ
ス
ト
面
や
版
面

文
集
』
学
林
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
、
馬
幼
垣
「
嘉
靖
殘
本
『
水
滸

傳
』
非
郭
武
定
刻
本
辨
」
『
水
滸
二
論
』
（
生
活·

讀
書·

新
知
三
聯
書

店
、
二
〇
〇
七
年
。
前
項
と
同
一
論
文
だ
が
、
二
〇
〇
三
年
付
「
後

記
」
が
附
さ
れ
て
い
る
）
、
佐
藤
晴
彦
「
國
家
圖
書
館
藏
『
水
滸
傳
』

殘
巻
に
つ
い
て
―
〝
嘉
靖
〟
本
か
？
」
（
『
日
本
中
國
学
会
報
』
第
五
十

七
集
、
二
〇
〇
五
年
）
、
拙
稿
「
〝
嘉
靖
本
〟
『
水
滸
傳
』
と
初
期
の

『
水
滸
傳
』
文
繁
本
系
統
」
（
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
四
集
、
二

〇
一
二
年
）
參
照
。 

二

十

七

「
古
本
小
説
集
成
二
輯
」
に
収
め
る
影
印
本
（
一
九
九
一
年
刊
）

を
使
用
し
た
。 

二

十

八

齋
藤
護
一
「
百
回
水
滸
傳
考
」
參
照
。 
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の
特
徴
か
ら
見
て
も
、
古
い
百
回
本
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
部
分
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
あ
る

二

十

九

。 

容
與
堂
本
は
百
回
本
水
滸
傳
の
研
究
の
際
に
も
っ
と
も
よ
く
用
い

ら
れ
る
版
本
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
全
巻
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
、

現
存
す
る
繁
本
の
な
か
で
も
早
い
時
期
で
あ
る
萬
曆
三
十
八
年
の
刊

行
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
影
印
本
が
參
照
し
や
す
い
こ
と
な
ど

で
あ
る
。 

                                        

             

 

二

十

九

石
渠
閣
補
刻
本
に
つ
い
て
は
、
黄
俶
成
「
《
水
浒
》
版
本
衍
变
考
论
」

（
『
扬
州
大
学
学
报
（
人
文
社
会
科
学
版
）
』
第
５
卷
第
１
期
、
二
〇
〇
一

年
）
、
高
島
俊
男
「
水
滸
傳
石
渠
閣
補
刊
本
研
究
敘
説
」
（
『
伊
藤
漱
平
教

授
退
官
記
念
中
國
學
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）
、
范
寧
「
《
水

浒

传
》
版
本
源
流
考
」
、
拙
稿
「
石
渠
閣
出
版
活
動
和
《
水
滸
傳
》
之
補
刻
」

（
『
漢
學
研
究
』
三
十
五
卷
三
期
、
二
〇
一
七
年
）
參
照
。
石
渠
閣
に
つ

い
て
筆
者
は
か
つ
て
「
水
滸
傳
と
石
渠
閣
」
（
中
國
古
典
小
説
研
究
會
二

〇
一
四
年
度
大
会
、
二
〇
一
四
年
九
月
三
日
）
、「
石
渠
閣
補
刻
本
水
滸
傳

與
明
清
出
版
業
」（
國
家
圖
書
館
漢
學
研
究
中
心
主
辦
「
寰
宇
漢
學
講
座
」
、

二
〇
一
五
年
三
月
十
二
日
）
と
い
う
口
頭
報
告
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
成

果
も
利
用
し
て
い
る
。
上
原
究
一
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
の
版

本
に
つ
い
て
」（
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
三
集
、
二
〇
一
一
年
）
の

ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
通
俗
小
說
の
刊
行
に
は
時
期
に
よ
る
流
行
が
あ
り
、

 

容
與
堂
本
は
現
在
七
部
の
こ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
筆
者
が
目
睹
し

得
た
も
の
に
は
中
國
國
家
圖
書
館
藏
本
二
部
（
以
下
「
北
圖
Ａ

本
」
、
「
北
圖
Ｂ
本
」
と
稱
す
三

十

。
Ａ
本
は
原
本
、
Ｂ
本
は
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
て
閲
覧
）
、
天
理
圖
書
館
藏
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

（
「
天
理
容
本
」
）
、
國
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
藏
本
（
「
内
閣
容

本
」
）
、
上
海
圖
書
館
藏
本
（
「
上
海
容
本
」
）
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
中

國
社
会
科
學
院
文
學
研
究
所
、
北
京
大
學
に
も
各
一
部
を
藏
す
る
由

萬
曆
三
十
年
代
、
四
十
年
代
に
は
江
南
地
域
で
版
式
に
共
通
の
特
徵
を

有
す
る
李
卓
吾
評
『
三
國
志
演
義
』
、『
水
滸
傳
』
、『
西
遊
記
』
が
次
々
と

出
版
さ
れ
て
い
て
、
李
卓
吾
批
評
を
謳
う
容
與
堂
本
も
こ
の
時
期
の
刊

行
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
西
遊
記
」
、「
三
國
志
演
義
」
は
萬
曆
二
十

年
前
後
に
こ
れ
ら
李
卓
吾
評
本
に
先
立
つ
版
本
が
南
京
で
刊
行
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
今
後
の
研
究
次
第
で
は
石
渠
閣

補
刻
本
と
萬
曆
二
十
年
前
後
の
南
京
刊
通
俗
小
說
と
の
關
聯
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。 

三

十

「
Ａ
本
」
、
「
Ｂ
本
」
の
別
は
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
三

「
い
ち
ば
ん
い
い
テ
キ
ス
ト
」
に
よ
る
。
高
島
は
「
北
京
Ａ
本
」
、
「
北

京
Ｂ
本
」
と
稱
す
る
が
、
お
な
じ
く
北
京
に
あ
る
社
科
院
容
本
、
北
大

容
本
と
區
別
す
る
た
め
本
稿
で
は
「
北
圖
Ａ
本
」
、
「
北
圖
Ｂ
本
」
と
し

た
。
高
島
が
二
十
回
を
缺
く
ほ
う
を
Ａ
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
北
京

圖
書
館
に
歸
し
た
順
序
を
優
先
し
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。 
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で
あ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
「
社
科
院
容
本
」
、
「
北
大
容
本
」
と
稱
す

る
）
。
内
閣
容
本
の
序
文
に
萬
暦
三
十
八
年
の
署
名
が
あ
る
こ
と
か

ら
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
容
與

堂
本
に
は
こ
の
序
が
な
い
た
め
、
こ
れ
を
疑
う
研
究
者
も
あ
る
。
た

だ
、
容
與
堂
の
活
動
時
期
や
版
本
の
版
式
、
出
版
業
界
の
状
況
な
ど

か
ら
、
萬
曆
三
十
年
代
の
刊
行
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
で
あ

る
三

十

一

。 

北
圖
Ａ
本
は
第
十
一
回
か
ら
第
三
十
回
を
缺
い
て
い
る
。
Ｂ
本
は

全
百
回
を
備
え
る
完
本
で
あ
る
。
兩
者
の
最
大
の
相
違
は
、
各
巻

頭
、
巻
末
に
記
さ
れ
る
「
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
」
お
よ
び

版
心
上
部
に
記
さ
れ
る
「
李
卓
吾
批
評
水
滸
傳
」
が
、
Ａ
本
の
一
部

で
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
名
家
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
」
お
よ
び
「
諸
名
家

水
滸
傳
」
に
な
っ
て
い
る
點
、
版
心
下
部
の
「
容
與
堂
藏
板
」
五
文

字
が
、
Ｂ
本
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
葉
に
見
え
る
の
に
對
し
、
Ａ
本
で

は
一
部
の
葉
に
し
か
見
ら
れ
な
い
點
で
あ
る
。
ま
た
、
第
百
回
、
梁

山
泊
の
一
員
で
あ
っ
た
關
勝
の
最
期
を
描
く
場
面
が
、
Ｂ
本
で
は

「
關
勝
在
北
京
大
／
名
府
總
管
兵
馬
甚
得
軍
心
衆
皆
欽
伏
一
日
操
練

                                        

             

 

三

十

一

上
原
究
一
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
の
版
本
に
つ
い
て
」 

三

十

二

大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
傳
』
版
本
考
―
『
容
與
堂
本
』
に
つ
い

て
」
（
『
ビ
ブ
リ
ア
』

No
．

79
、
一
九
八
二
年
）
、
高
島
俊
男
『
水
滸
伝

の
世
界
』
十
三
「
一
番
い
い
テ
キ
ス
ト
」 

軍
馬
回
來
／
因
大
醉
失
脚
落
馬
得
病
身
亡
」
（
「
／
」
は
改
行
を
示

す
）
で
あ
る
の
に
對
し
、
Ａ
本
で
は
「
關
勝
在
北
京
大
／
名
府
總
管

兵
馬
甚
得
軍
心
衆
皆
欽
伏
後
來
劉
豫
欲
降
兀
术
／
關
勝
執
義
不
從
竟

為
所
害
」
と
な
っ
て
い
る
。 

天
理
容
本
は
全
百
回
を
備
え
る
が
缺
葉
や
補
抄
が
ま
ま
見
ら
れ
る

三

十

二

。
天
理
容
本
と
北
圖
Ａ
本
と
は
、
「
容
與
堂
藏
板
」
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
「
諸
名
家
先
生
」
、
第
百
回
の
改
刻
な
ど
の
特

徵
が
一
致
す
る
。
北
圖
Ａ
本
と
天
理
容
本
は
ひ
と
つ
の
系
統
と
し
て

ま
と
め
て
よ
か
ろ
う
。 

内
閣
容
本
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
葉
に
「
容
與
堂
藏
板
」
を
有
し
、
巻

頭
お
よ
び
巻
末
の
題
も
「
李
卓
吾
先
生
批
評
」
で
あ
る
。
ま
た
、
北

圖
Ｂ
本
が
小
字
雙
行
方
式
で
文
字
の
修
改
を
行
っ
て
い
る
部
分
も
同

樣
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
内
閣
容
本
に
は
さ
ら
に
多
く
の
小
字
雙

行
の
修
正
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
北
圖
Ｂ
本
の
版
木
に
修
正
を

加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
三

十

三

。 

上
海
容
本
は
第
五
十
一
回
途
中
か
ら
第
五
十
五
回
途
中
ま
で
の
殘

本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
巻
頭
、
巻
末
、
回
末
總
評
、
版
心
題
に
見
え

三

十

三

大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
傳
』
版
本
考
―
『
容
與
堂
本
』
に
つ
い

て
」
、
氏
岡
真
士
「
容
与
堂
本
『
水
滸
伝
』
３
種
に
つ
い
て
」
（
『
中
国

古
典
小
説
研
究
』
第
十
九
号
、
二
〇
一
六
年
）
、
小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』

諸
本
考
」 
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る
「
李
卓
吾
」
お
よ
び
李
卓
吾
を
指
す
異
稱
を
す
べ
て
削
り
と
っ
て

い
る
點
に
特
徵
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
内
閣
容
本
に
一
致

す
る
た
め
、
内
閣
容
本
に
手
を
加
え
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
。 

 

つ
ま
り
容
與
堂
本
に
は
Ｂ
本
系
統
と
Ａ
本
系
統
と
が
あ
る
の
だ

が
、
Ｂ
本
系
統
で
も
っ
と
も
古
い
形
を
殘
す
と
考
え
ら
れ
る
北
圖
Ｂ

本
と
、
Ａ
本
系
統
で
最
も
古
い
文
章
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
天
理
容

本
と
の
關
係
が
か
ね
て
か
ら
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
。 

 

た
と
え
ば
、
上
に
あ
げ
た
北
圖
Ｂ
本
と
天
理
容
本
と
の
相
違
の
三

點
は
、
い
ず
れ
も
Ｂ
本
が
Ａ
本
に
先
立
つ
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
。
「
容
與
堂
藏
板
」
は
も
と
あ
っ
た
も
の
が
消
さ
れ
た
と
考
え
れ

ば
よ
い
。
Ａ
本
に
お
い
て
版
心
題
が
「
諸
名
家
」
に
な
っ
て
い
る
箇

所
は
ほ
ぼ
巻
の
最
終
葉
で
あ
り
、
も
し
「
諸
名
家
」
を
「
李
卓
吾
」

に
改
め
た
の
だ
と
す
れ
ば
な
ぜ
も
っ
と
も
目
立
つ
巻
頭
巻
末
に
「
諸

名
家
」
を
殘
し
、
文
字
が
小
さ
く
修
正
の
手
間
も
か
か
る
う
え
あ
ま

り
讀
者
の
注
意
も
引
か
な
い
版
心
題
を
「
李
卓
吾
」
に
改
め
た
の
か

と
い
う
疑
問
が
殘
る
。
Ａ
本
第
百
回
の
「
關
勝
執
義
不
從
」
は
文
字

の
間
隔
が
不
自
然
に
廣
く
と
ら
れ
、
七
格
分
の
空
間
に
六
文
字
し
か

配
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
果
こ
の
行
の
み
二
十
一
字
に
な
っ
て
い
る
。

あ
と
か
ら
改
刻
し
た
結
果
だ
と
見
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
大

内
田
三
郎
の
諸
論
考
に
述
べ
ら
れ
る
通
り
、
文
字
の
修
正
が
な
さ
れ

て
い
る
箇
所
を
比
べ
る
と
、
天
理
容
本
の
ほ
う
が
古
い
形
に
近
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
た
め
、
大
内

田
は
天
理
容
本
の
ほ
う
が
古
い
姿
に
近
い
と
考
え
、
高
島
俊
男
は
北

圖
Ｂ
本
が
原
刻
に
近
い
と
述
べ
る
と
い
う
よ
う
に
研
究
者
の
見
解
は

一
致
し
な
か
っ
た
。 

ま
た
、
北
圖
Ｂ
本
の
後
修
本
で
あ
る
は
ず
の
内
閣
容
本
は
、
第
百

回
に
Ａ
本
系
統
と
同
じ
「
關
勝
在
北
京
大
／
名
府
總
管
兵
馬
甚
得
軍

心
衆
皆
欽
伏
後
來
劉
豫
欲
降
兀
术
／
關
勝
執
義
不
從
竟
為
所
害
」
と

い
う
文
言
を
有
し
、
「
關
勝
執
義
不
從
」
六
文
字
の
配
置
も
そ
っ
く

り
で
あ
る
。
こ
れ
を
Ａ
本
と
ま
っ
た
く
無
關
係
と
見
な
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
さ
れ
ば
北
圖
Ｂ
本
か
ら
内
閣
容
本
へ
の
修
改
の
過
程
に
枝

分
か
れ
が
あ
り
、
そ
の
枝
の
先
に
天
理
容
本
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ

い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
で
は
天
理
容
本
が
北
圖
Ｂ
本
よ
り
原
刻
本
に

近
い
と
見
ら
れ
る
箇
所
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
說
明
が
つ
か
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
狀
況
下
、
近
年
容
與
堂
本
に
つ
い
て
新
た
な
論
考
が

相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。
氏
岡
真
士
「
容
與
堂
本
『
水
滸
傳
』
３
種

に
つ
い
て
」
お
よ
び
小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
諸
本
考
」
で
あ
る
。
氏

岡
は
、
本
文
の
修
改
の
み
な
ら
ず
版
面
や
字
体
、
字
形
ま
で
廣
く
比

較
を
し
た
う
え
で
、
北
圖
Ｂ
本
は
容
與
堂
原
刻
本
の
後
修
本
、
天
理

容
本
は
原
刻
本
の
覆
刻
本
で
あ
り
、
北
圖
Ｂ
本
と
直
接
の
繼
承
關
係

を
持
た
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
小
松
は
こ
の
基
礎
に
立
ち
、
天
理
容
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本
は
原
刻
者
の
許
可
を
得
て
作
製
さ
れ
た
覆
刻
版
で
あ
り
、
Ｂ
本
系

統
の
修
改
作
業
と
連
動
し
て
修
正
を
經
た
結
果
の
版
本
で
あ
ろ
う
と

推
定
し
た
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
容
與
堂
本
を
覆
刻
し
た
板
木
が
あ

り
、
こ
れ
が
Ａ
本
系
統
の
祖
と
な
り
、
そ
の
Ａ
本
系
統
が
重
印
さ
れ

る
際
、
そ
の
同
時
點
で
存
在
し
た
Ｂ
本
系
統
の
後
修
本
を
參
照
し
て

修
正
を
加
え
た
の
が
天
理
容
本
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

際
、
Ｂ
本
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
修
正
を
す
べ
て
引
き
寫
す
こ
と
な
く
未

改
變
の
ま
ま
の
こ
し
た
部
分
が
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
天
理
容
本
に

北
圖
Ｂ
本
よ
り
古
い
箇
所
が
あ
る
こ
と
も
了
解
で
き
る
。
二
氏
の
論

考
に
よ
り
三
種
の
容
與
堂
本
間
の
關
係
は
か
な
り
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
筆
者
は
、
天
理
容
本
が
參
照
し
た
の
は
北
圖
Ｂ
本
と
内

閣
容
本
と
の
中
間
の
狀
態
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。 

北
大
容
本
お
よ
び
社
科
院
容
本
に
つ
い
て
は
聶
紺
弩
「
论
《
水

浒
》
的
版
本
斗
争
」
に
紹
介
が
あ
る
。
聶
紺
弩
は
容
與
堂
本
を
北
京

大
學
圖
書
館
と
北
京
圖
書
館
の
藏
す
る
「
有
序
本
」
と
、
社
会
科
学

院
文
学
研
究
所
の
「
無
序
本
」
と
に
分
け
て
い
る
。
「
北
京
图
书
馆

〔
不
全
〕
」
三

十

四

、
「
北
京
图
书
馆
一
部
已
残
」
三

十

五

と
の
記
述
か

ら
、
こ
の
北
京
圖
書
館
藏
本
と
は
北
圖
Ａ
本
の
こ
と
で
あ
る
と
察
せ

                                        

             

 

三

十

四

聶
紺
弩
「
论
《
水
浒
》
的
版
本
斗
争
」
、
百
五
十
一
頁 

三

十

五

聶
紺
弩
「

论
《
水

浒
》
的
版
本
斗
争
」
、
百
五
十
三
頁 

ら
れ
る
。
聶
紺
弩
は
、
第
三
十
回
に
見
え
る
蘇
軾
「
水
調
歌
」
詞
の

一
節
が
「
有
序
本
」
で
は
「
轉
珠
簾
低
綺
戸
」
、
「
無
序
本
」
で
は

「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
と
な
っ
て
い
る
點
を
擧
げ
、
「
無
序
本
」
に

修
正
を
加
え
た
も
の
が
「
有
序
本
」
で
あ
る
と
言
う
。
北
圖
Ａ
本
は

第
三
十
回
を
缺
く
か
ら
、
こ
の
「
有
序
本
」
は
す
な
わ
ち
北
大
容
本

の
は
ず
で
あ
る
。
北
圖
Ｂ
本
と
天
理
容
本
は
「
無
序
本
」
す
な
わ
ち

社
科
院
容
本
と
同
じ
く
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
對

し
内
閣
容
本
で
は
「
轉
朱
閣
低
綺
戸
」
と
一
文
字
少
な
く
、
七
格
分

に
六
文
字
を
入
れ
た
不
自
然
な
字
配
り
に
な
っ
て
い
る
。
北
圖
Ｂ
本

と
天
理
容
本
の
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
に
は
字
配
り
に
不
自
然
さ
は

な
く
、
容
與
堂
本
本
來
の
一
行
二
十
二
字
の
行
款
も
守
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
ち
ら
が
原
刻
本
の
文
字
な
の
だ
ろ
う
。
北
大
容
本
も
六
文

字
で
あ
る
か
ら
、
内
閣
容
本
と
同
樣
不
自
然
な
字
配
り
に
な
っ
て
い

る
可
能
性
が
高
い
。 

 

な
お
實
際
の
蘇
軾
「
水
調
歌
頭
」
の
文
句
は
内
閣
容
本
と
同
じ

「
轉
朱
閣
低
綺
戸
」
で
あ
る
三

十

六

。
つ
ま
り
北
大
容
本
は
北
圖
Ｂ

本
、
天
理
容
本
と
内
閣
容
本
と
の
中
間
の
狀
況
を
呈
し
て
い
る
ら
し

い
。
本
来
の
詞
牌
通
り
で
あ
れ
ば
六
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ

三

十

六

鄒
同
慶
・
王
宗
堂
『
蘇
軾
詞
編
年
校
注
』
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇

二
年 
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ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

先
に
筆
者
は
、
天
理
容
本
が
參
照
し
た
の
は
北
圖
Ｂ
本
と
内
閣
容

本
の
中
間
狀
態
の
テ
キ
ス
ト
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
參
照
し

た
の
が
内
閣
容
本
以
降
の
Ｂ
本
系
統
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
っ
た

ん
消
さ
れ
た
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
を
再
び
元
に
戻
し
た
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
は
蘇
軾
の
原
作

と
異
な
る
文
字
で
あ
り
、
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
當
た

ら
な
い
。
ゆ
え
に
内
閣
容
本
よ
り
前
に
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
の
ま

ま
の
本
が
あ
り
、
こ
れ
を
參
照
し
て
天
理
容
本
が
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
聶
紺
弩
の
紹
介
す
る
北
大
容
本
に
關
す
る
情
報
は
非
常
に

少
な
く
、
多
く
を
想
像
に
頼
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
「
水
調
歌
頭
」

を
手
が
か
り
と
す
る
限
り
で
は
、
原
刻
本
以
來
の
「
高
捲
珠
簾
低
綺

戸
」
を
版
式
に
逆
ら
っ
て
ま
で
六
文
字
に
改
め
て
い
る
點
で
北
大
容

本
と
内
閣
容
本
と
は
な
ん
ら
か
の
關
係
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
可
能
性
と
し
て
は
、
①
Ｂ
本
系
統
の
補
修
本
で
あ
り
、
「
水
調

歌
頭
」
の
字
數
を
詞
牌
に
合
わ
せ
て
削
っ
た
が
、
文
言
を
誤
っ
て
し

ま
い
、
こ
れ
を
修
改
し
た
の
が
内
閣
容
本
、
②
Ｂ
本
系
統
で
、
内
閣

                                        

             

 

三

十

七

二
〇
一
五
年
に
北
京
大
學
に
留
學
さ
れ
て
い
た
京
都
大
學
大
學
院

人
間
環
境
學
研
究
科
博
士
課
程
（
當
時
）
の
中
原
理
惠
さ
ん
に
北
京
大

學
圖
書
館
藏
本
お
よ
び
社
会
科
學
院
圖
書
館
藏
本
に
つ
い
て
問
い
合
わ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
北
京
大
學
圖
書
館
は
、
目
錄
に
容
與
堂
本
が
掲
載

容
本
が
正
し
く
直
し
た
「
水
調
歌
頭
」
を
彫
り
間
違
え
た
、
③
Ａ
本

系
統
の
後
修
本
で
あ
り
、
天
理
容
本
を
修
正
す
る
際
に
「
水
調
歌

頭
」
の
文
字
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
北
圖
Ｂ

本
、
天
理
容
本
、
北
大
容
本
と
は
「
珠
簾
低
綺
戸
」
の
五
字
が
一
致

す
る
か
ら
、
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
を
削
っ
て
「
轉
珠
簾
低
綺
戸
」

に
し
、
さ
ら
に
「
轉
朱
閣
低
綺
戸
」
へ
修
正
し
た
と
い
う
①
の
順
序

が
も
っ
と
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

そ
う
な
る
と
北
大
容
本
は
Ｂ
本
系
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
で
は
聶
紺
弩
が
北
大
容
本
と
北
圖
Ａ
本
と
を
同
一
種
と
み
な
す
立

場
と
一
見
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
聶
紺
弩
が
北
大
容
本
と
北
圖
Ａ
本

と
を
同
一
種
と
見
な
す
理
由
に
「
有
序
」
以
外
の
要
素
は
な
い
の
だ

か
ら
、
北
大
容
本
が
「
序
」
以
外
の
北
圖
Ａ
本
の
要
素
、
す
な
わ
ち

「
諸
名
家
先
生
批
評
」
、
「
容
與
堂
藏
板
」
、
第
百
回
の
相
違
ま
で
を

も
含
ん
で
い
る
こ
と
ま
で
が
保
證
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
原
本
を

目
睹
し
得
な
い
以
上
、
結
局
北
大
容
本
が
Ｂ
本
系
統
な
の
か
Ａ
本
系

統
な
の
か
を
斷
定
す
る
決
め
手
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
詮
索
は

や
め
て
お
き
た
い
三

十

七

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
北
圖
Ｂ
本
や
天
理
容
本

さ
れ
て
い
な
い
以
上
そ
の
よ
う
な
本
は
収
藏
し
て
い
な
い
は
ず
で
あ

り
、
聶
紺
弩
の
記
述
は
誤
り
で
あ
ろ
う
と
回
答
し
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
聶
紺
弩
が
「
有
序
本
」
と
し
て
北
京
大
學
圖
書
館
藏
本
と

北
京
圖
書
館
藏
本
を
と
も
に
擧
げ
、
一
箇
所
と
は
い
え
北
京
圖
書
館
藏
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よ
り
修
改
が
進
ん
だ
狀
態
の
本
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。 

社
科
院
容
本
に
つ
い
て
は
、
聶
紺
弩
に
よ
れ
ば
序
の
ほ
か
、
他
の

容
與
堂
本
で
は
冒
頭
に
附
さ
れ
て
い
る
「
文
字
優
劣
」
、
「
人
物
優

劣
」
を
有
さ
ず
、
ま
た
、
「
有
序
本
」
と
の
間
に
「
插
图
和
别
的
微

小
的
差
别
」
三

十

八

が
あ
る
と
い
う
。
挿
繪
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

社
科
院
容
本
と
北
圖
Ａ
本
と
は
異
版
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
文

の
差
異
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
回
の
「
水
調
歌
」
が
「
高
捲
珠
簾
低

綺
戸
」
と
な
っ
て
い
る
以
外
、
具
體
的
な
言
及
は
な
い
。
こ
の
情
報

                                        

             

 

本
で
は
確
認
で
き
な
い
特
徵
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
京
大
學
圖

書
館
藏
本
は
烏
有
本
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
自
身
で
實
見
し
た
の
で

は
な
く
傳
聞
に
よ
っ
て
書
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
が
）
。
も
し
い
ま
だ

か
つ
て
北
京
大
學
圖
書
館
に
容
與
堂
本
が
収
藏
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
他
處
に
藏
さ
れ
る
本
を
聶
紺
弩
が
北
京
大
學
圖
書
館
藏
と

書
き
違
え
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
水
調
歌
頭
」
を
「
轉
珠
簾
低
綺

戸
」
と
す
る
容
與
堂
本
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
さ
ら

に
、
『
中
國
古
代
体
育
文
物
图
录
』
（
中

华
书
局
、
二
〇
〇
〇
年
）
「
角

力
」
項
に
「
武
松
酔
打
蔣
門
神
」
の
挿
繪
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

引
用
元
と
し
て
「
《
李
卓
吾
先
生
批
评
忠
义
水
浒
传
》
插
图
・
武
松
醉

打
蒋
门
神 

明 

框
纵

2
2

.5

厘
米
，
横

1
3

.3

厘
米 

北
京
大
学
图
书
馆
藏

书
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
南
京
圖
書
館
製
作
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
中
國

传
统
体
育
图
片
数
据
库
」
（
最
終
閲
覧
日
は
平
成
二
十
八
年
二
月
三

日
）
の
「
角
力
」
項
は
、
『
中
国
古
代
体
育
文
物
图
录
』
の
圖
像
を
轉

載
し
た
う
え
で
、
「
北
京
大
學
图
书
馆
藏
书
。
框
纵

2
2

.5

厘
米
，
横

1
3

.3

厘
米
，
《
李
卓
吾
先
生
批
评
忠
义
水
浒
传
》
一
百
回
，
明
吴
凤

台
、
黄
应
光
刻
图
，
万
历
间(

公
元

1
5

7
3

‐1
6

2
0

年)

武
林
容
与
堂
刊

の
み
で
推
測
す
る
な
ら
ば
、
社
科
院
容
本
は
Ｂ
本
系
統
の
本
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
北
圖
Ｂ
本
と
ま
っ
た
く
同
段
階
の
版
本
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
「
優
劣
」
を
も
有
す
る
北
圖
Ｂ
本
の
ほ

う
が
よ
り
完
本
に
近
い
こ
と
に
な
る
。 

結
局
、
現
在
本
文
を
確
認
で
き
る
容
與
堂
本
の
な
か
で
最
も
原
刻

本
に
近
い
の
は
北
圖
Ｂ
本
、
つ
づ
い
て
天
理
容
本
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
三

十

九

。 

 

水
滸
傳
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
の
記
載
は
嘉
靖
年
間
か
ら
確
認
で

本
」
と
記
し
て
い
る
。
本
の
大
き
さ
、
刻
工
の
名
な
ど
は
聶
論
文
に
は

記
さ
れ
な
い
か
ら
、
聶
論
文
以
外
に
も
「
北
京
大
學
圖
書
館
藏
容
與
堂

本
」
に
關
す
る
情
報
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
轉
載
さ
れ
た
挿
繪
が
真
實

北
京
大
學
圖
書
館
藏
本
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
北
京
大
學
圖

書
館
に
容
與
堂
本
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

や
は
り
北
京
大
學
圖
書
館
は
か
つ
て
實
際
に
容
與
堂
本
を
藏
し
て
い
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
本
が
い
ま
だ
北
京
大
學
圖
書
館
の
い
ず
こ

か
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
流
出
し
て
他
者
に
歸
し
た
の
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、
本
稿
の
言
及
し
た
他
の
ど
の
容
與
堂
本
で
も
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
社
会
科
學
院
は
容
與
堂
本
を
所
藏
し
て
は
い
る
も
の

の
、
閲
覧
許
可
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
中
原
さ
ん
の

ご
盡
力
に
深
謝
す
る
。 

三

十

八

聶
紺
弩
「
《
水

浒
》
的
版
本
斗
争
」
、
百
四
十
四
頁 

三

十

九

四
知
館
本
に
つ
い
て
、
范
寧
「
《
水

浒
传
》
版
本
源
流
考
」
は
内

閣
容
本
が
底
本
で
あ
る
と
し
、
大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
伝
』
版
本
考
―
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き
る
た
め
、
容
與
堂
本
よ
り
古
い
版
本
を
特
定
せ
ん
と
す
る
研
究
も

多
數
あ
る
。
な
か
で
も
名
高
い
も
の
が
郭
武
定
本
と
天
都
外
臣
序
本

で
あ
る
。
郭
武
定
本
は
嘉
靖
年
間
に
武
官
・
郭
勛
が
彫
ら
せ
た
版

で
、
『
晁
氏
寶
文
堂
書
目
』
四

十

子
雜
類
に
は
「
忠
義
水
滸
傳
」
と

「
水
滸
傳
武
定
版
」
の
二
種
が
記
さ
れ
て
い
る
。
著
者
晁
瑮
は
嘉
靖

二
十
年
の
進
士
四

十

一

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
版
本
は
容
與
堂
本
よ
り
五

十
年
か
ら
八
十
年
ほ
ど
古
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
現
存
す
る

                                        

             

 

『
鍾
伯
敬
先
生
批
評
水
滸
伝
』
に
つ
い
て
―
」
（
『
人
文
研
究
』
第
四
十

六
巻
九
号
、
一
九
九
四
年
）
は
北
圖
Ｂ
本
に
も
と
づ
い
た
も
の
だ
と
す

る
。
四
知
館
本
の
第
三
十
回
「
水
調
歌
頭
」
の
一
節
は
「
高
捲
珠
簾
低

綺
戸
」
で
、
北
圖
Ｂ
本
、
天
理
容
本
に
お
な
じ
。
第
百
回
の
關
勝
の
最

期
の
場
面
は
北
圖
Ａ
本
、
天
理
容
本
、
内
閣
容
本
に
見
え
る
十
八
字
に

及
ぶ
改
刻
後
の
文
字
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
四
知
館
本
は
、
Ａ

本
系
統
あ
る
い
は
内
閣
容
本
以
前
の
Ｂ
本
系
統
を
參
照
し
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。
小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
諸
本
考
」
は
四
知
館
本
に
も
修
改
の

痕
跡
が
見
ら
れ
、
そ
の
修
改
方
法
が
天
理
容
本
と
一
致
す
る
こ
と
か

ら
、
四
知
館
本
は
Ａ
本
系
統
と
協
同
作
業
の
關
係
に
あ
り
、
Ａ
本
系
統

の
本
が
修
改
さ
れ
る
た
び
に
連
動
し
て
修
改
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
四
知
館
本
は
容
與
堂
原
刻
本
の

狀
態
を
う
か
が
う
た
め
の
最
適
な
版
本
で
は
な
い
。 

版
本
の
い
づ
れ
か
を
郭
武
定
本
な
い
し
そ
の
忠
實
な
後
繼
本
と
認
め

よ
う
と
す
る
試
み
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
四

十

二

、
決
定
的
な
證
據

は
い
ま
だ
出
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
郭
武
定
本
に
つ
い
て
の
諸
記
録

四

十

三

を
見
比
べ
て
、
郭
武
定
本
は
不
分
巻
百
回
系
統
の
テ
キ
ス
ト
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
成
立
時
の
水
滸
傳
に
極
力

近
い
テ
キ
ス
ト
と
い
う
定
義
に
そ
も
そ
も
合
わ
な
い
こ
と
に
も
な
る

四

十

四

。 

四

十

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
（
莊
嚴
文
化
事
業
、
一
九
九
六
年
）
史
部

目
錄
類
第
二
百
七
十
七
册 

四

十

一

『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
（
河
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

に
よ
る 

四

十

二

た
と
え
ば
、
排
印
本
『
水
滸
全
傳
』
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九

五
四
年
）
鄭
振
鐸
「
序
」
は
「
『
忠
義
水
滸
傳
』
二
十
巻
（
一
百
回
，

殘
存
第
十
一
巻
一
巻
，
即
第
五
十
一
回
到
第
五
十
五
回
）
，
明
嘉
靖
間

武
定
侯
郭
勛
刻
本
」
と
記
す
。 

四

十

三

錢
希
言
『
戲
瑕
』
巻
一
「
水
滸
傳
」
（
『
戲
瑕
』
三
巻
、
万
暦
四
十

一
年
自
序
、
國
立
故
宮
博
物
院
藏
明
萬
曆
四
十
一
年
新
野
馬
之
駿
刊

本
）
、
周
亮
工
『
因
樹
屋
書
影
』
巻
一
（
『
續
修
四
庫
全
書
』
子
部
雜
家

類
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
、
『
忠
義
水
滸
全
書
』
（
東
京

大
學
文
學
部
藏
本
）
「
發
凡
」
、
張
鳳
翼
「
水
滸
傳
序
」
（
『
續
修
四
庫
全

書
』
集
部
別
集
類
『
處
實
堂
集
』
續
集
巻
六
） 

四

十

四

范
宁
「
《
水

浒
传
》
版
本
源
流
考
」
が
こ
の
立
場
で
あ
る
。
ま

た
、
諸
記
録
の
記
す
郭
武
定
本
に
も
っ
と
も
近
い
特
徵
を
有
す
る
本
に

無
窮
會
藏
本
が
あ
る
。
こ
の
本
は
不
分
巻
百
回
本
で
あ
る
。
佐
藤
錬
太

郎
「
無
窮
會
圖
書
館
所
藏
、
織
田
覺
齋
舊
藏
李
卓
吾
評
『
忠
義
水
滸
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天
都
外
臣
序
本
は
、
沈
徳
符
『
萬
暦
野
獲
編
』
四

十

五

巻
五
「
武
定

侯
進
公
」
に
お
い
て
郭
武
定
の
善
本
を
繼
承
し
た
本
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
石
渠
閣
補
刻
本
こ
そ
が
こ
の
天
都
外
臣
序
本
で
あ
る
と

す
る
説
も
あ
る
が
四

十

六

、
確
た
る
證
據
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

四

十

七

。
石
渠
閣
補
刻
本
は
分
巻
百
回
本
で
あ
る
か
ら
、
郭
武
定
本
は

不
分
巻
百
回
本
で
あ
る
と
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
な
お
さ
ら

首
肯
で
き
な
い
。 

郭
武
定
本
は
、
水
滸
傳
受
容
史
に
お
い
て
廣
く
讀
者
を
有
し
か
つ

毀
誉
褒
貶
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
を
残
し
た
點
で
、
水
滸
傳
演
變
史
に
お

い
て
も
そ
の
後
の
版
本
に
影
響
を
與
え
た
重
要
な
版
本
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
を
容
れ
ぬ
。
ま
た
、
郭
武
定
本
に
せ
よ
、
天
都
外
臣
序
本
に

                                        

             

 

傳
』
一
百
回
」
（
『
汲
古
』
第
八
号
、
一
九
八
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
無
窮

会
藏
本
は
清
代
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特
徵
が
多
々
あ
り
、
郭
武

定
本
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
郭
武
定
本
の
嫡
流
で
あ
る
可
能

性
は
高
い
。
一
方
、
小
松
謙
「
水
滸
傳
諸
本
考
」
は
、
明
清
の
諸
記
録

は
郭
武
定
本
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
か
ら
離
れ
た
時
期
の
も
の
ば
か
り
で

現
物
を
見
て
記
録
し
た
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
特
徵
に

關
す
る
記
述
は
臆
測
や
他
書
と
の
混
同
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
全

面
的
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
證
言
を
疑
っ

て
か
か
る
こ
と
で
、
郭
武
定
本
を
嘉
靖
殘
本
、
容
與
堂
本
と
同
系
統
の

版
本
と
し
て
再
檢
討
す
る
餘
地
が
生
ま
れ
、
嘉
靖
殘
本
や
容
與
堂
本
の

祖
先
に
あ
た
る
本
で
あ
る
可
能
性
す
ら
浮
上
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
。 

せ
よ
、
現
存
す
る
容
與
堂
本
よ
り
は
や
い
刊
行
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

が
出
て
く
れ
ば
優
先
し
て
底
本
と
し
て
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も

の
で
は
あ
る
が
、
郭
武
定
本
、
天
都
外
臣
序
本
な
い
し
そ
の
後
繼
本

で
あ
る
と
信
ず
る
に
足
る
版
本
が
特
定
で
き
て
い
な
い
以
上
、
本
稿

で
は
こ
れ
以
降
は
こ
れ
ら
の
名
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
論
を
進
め
て

い
く
ほ
か
な
い
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
各
本
の
う
ち
百
回
本
成
立
時
點
の
テ

キ
ス
ト
に
近
い
可
能
性
が
あ
る
も
の
は
、
容
與
堂
本
北
圖
Ｂ
本
、
天

理
容
本
、
嘉
靖
殘
本
、
石
渠
閣
補
刻
本
で
あ
る
。
嘉
靖
殘
本
は
、
も

っ
と
も
古
い
姿
を
と
ど
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
八
回
分

し
か
殘
っ
て
い
な
い
た
め
、
水
滸
傳
全
體
を
檢
討
す
る
た
め
の
テ
キ

四

十

五

『
野
獲
編
三
十
卷
補
遺
四
卷
』
（
『
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
』
史
部
４
、

四
庫
禁
燬
書
叢
刊
編
纂
委
員
會
、
北
京
出
版
社
、
一
九
八
七
年
） 

 

四

十

六

排
印
本
『
水
滸
全
傳
』
鄭
振
鐸
「
序
」
に
「
『
忠
義
水
滸
傳
』
一

百
巻
（
一
百
回
）
，
明
萬
暦
十
七
年
己
丑
（
一
五
八
九
年
）
天
都
外
臣

（
汪
道
昆
）
序
刻
本
」
と
記
す
の
が
こ
の
本
で
あ
る
。
こ
の
『
水
滸
全

傳
』
を
「
天
都
外
臣
（
序
）
本
」
と
し
て
引
用
す
る
研
究
者
は
鄭
序
に

し
た
が
っ
て
こ
の
本
を
郭
武
定
本
の
後
繼
本
と
見
な
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
。 

四

十

七

高
島
俊
男
「
水
滸
傳
石
渠
閣
補
刊
本
研
究
敘
説
」
は
、
石
渠
閣
補

刻
本
を
天
都
外
臣
序
本
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ

て
い
る
。 
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ス
ト
に
は
で
き
な
い
。
石
渠
閣
補
刻
本
は
補
刻
、
印
刷
が
清
代
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
補
刻
の
正
確
性
が
い
ま
だ
保
證
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
選
定
し
に
く
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
回
の
「
水
調
歌

頭
」
が
「
高
捲
珠
簾
低
綺
戸
」
、
第
百
回
の
關
勝
の
最
期
の
部
分
が

「
關
勝
在
北
京
大
／
名
府
總
管
兵
馬
甚
得
軍
心
衆
皆
欽
伏
一
日
操
練

軍
馬
回
來
／
因
大
醉
失
脚
落
馬
得
病
身
亡
」
と
な
っ
て
い
て
、
容
與

堂
本
の
な
か
で
も
北
圖
Ｂ
本
に
近
い
。
今
後
、
石
渠
閣
補
刻
本
が
水

滸
傳
の
初
期
の
テ
キ
ス
ト
の
姿
に
近
づ
く
た
め
に
重
要
な
版
本
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
一
言
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。 

 

北
圖
Ｂ
本
と
天
理
容
本
と
は
、
雙
方
と
も
に
容
與
堂
原
刻
本
に
近

と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
ど
ち
ら
が
真
に
原
刻
本
に
近
い
の
か
は

わ
か
ら
な
い
。
本
稿
で
は
水
滸
傳
の
成
立
は
現
存
す
る
も
の
と
一
字

一
句
お
な
じ
文
章
の
出
現
を
指
す
の
で
は
な
く
、
現
存
す
る
も
の
と

お
な
じ
登
場
人
物
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
物
語
構
成
の
出
現
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
點
で
ま
っ
た
く
差
の
な
い
北
圖
Ｂ
本
と
天

理
容
本
は
と
も
に
本
稿
の
テ
キ
ス
ト
と
す
る
に
足
る
。
し
か
し
一
本

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
み
た
と
き
、
補
鈔
、
補
刻
葉
の
あ
る
天
理
容
本

よ
り
そ
れ
が
な
い
北
圖
Ｂ
本
の
ほ
う
が
完
整
な
姿
を
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
北
圖
Ｂ
本
を
主
テ
キ
ス
ト
と
す

                                        

             

 

四

十

八

王
稱
『
東
都
事
略
』
（
國
立
中
央
圖
書
館
善
本
叢
刊
第
４
種
）
（
國

る
。
次
節
以
降
で
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
「
容
與
堂
本
」
と
い
え

ば
北
圖
Ｂ
本
を
指
す
。 

 

三.

史
實
か
ら
説
唱
ま
で 

１
．
史
實
か
ら
南
宋
の
傳
説
ま
で 

つ
づ
い
て
、
水
滸
傳
成
立
以
前
に
存
在
し
た
材
料
に
つ
い
て
お
お

ま
か
に
追
っ
て
い
く
。 

 

宋
江
率
い
る
集
團
の
名
が
現
れ
る
も
っ
と
も
は
や
い
文
獻
は
南

宋
・
王
稱
に
よ
る
『
東
都
事
略
』
四

十

八

で
あ
ろ
う
。 

 

三
年
…
…
二
月
…
…
癸
已
、
大
赦
天
下
。
方
臘
陷
楚
州
。
淮
南
盜

宋
江
犯
淮
陽
軍
、
又
犯
京
東
、
河
北
、
入
楚
海
州
。
夏
四
月
…
…

庚
寅
、
童
貫
以
其
將
辛
興
宗
與
方
臘
戰
于
青
溪
擒
之
。
五
月
丙
申

宋
江
就
擒
。
（
巻
十
一
） 

（
宣
和
）
三
年
…
…
二
月
…
…
癸
已
、
天
下
に
大
赦
を
下
す
。

方
臘
が
楚
州
を
陷
す
。
淮
南
の
盜
・
宋
江
淮
陽
軍
を
犯
し
、
ま

た
京
東
、
河
北
を
犯
し
、
楚
、
海
州
に
入
る
。
夏
四
月
…
…
庚

寅
、
童
貫
の
部
將
辛
興
宗
が
青
溪
に
て
方
臘
と
戰
い
、
捕
ら
え

た
。
五
月
丙
申
宋
江
が
擒
に
就
い
た
。 

立
中
央
圖
書
館
、
一
九
九
一
年
） 
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於
時
宋
江
㓂
京
東
、
䝉
上
書
陳
制
賊
計
。
曰
「
宋
江
以
三
十
六
人

横
行
河
朔
京
東
、
官
軍
數
萬
無
敢
抗
者
。
其
材
必
過
人
、
不
若
赦

過
招
降
、
使
討
方
臘
以
自
贖
、
或
足
以
平
東
南
之
亂
。
」
徽
宗
曰

「
䝉
居
閒
不
忘
君
、
忠
臣
也
。
」
（
巻
一
百
三
「
侯
蒙
」
） 

宋
江
が
京
東
を
犯
す
と
、
侯
蒙
は
書
を
た
て
ま
つ
っ
て
賊
を
制

す
計
略
を
述
べ
た
。
曰
く
「
宋
江
は
三
十
六
人
を
ひ
き
つ
れ
て

河
朔
、
京
東
に
橫
行
し
、
官
軍
數
萬
、
こ
れ
に
あ
ら
が
お
う
と

す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宋
江
の
能
力
は
人
並
み
す
ぐ
れ
た

も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ぬ
ゆ
え
、
罪
を
許
し
て
招
き
、
方
臘
を

討
伐
し
て
み
ず
か
ら
罪
を
償
わ
せ
れ
ば
平
東
南
の
亂
を
平
ら
げ

る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」
徽
宗
曰
く
「
蒙

は
隱
居
し
て
は
い
て
も
主
君
を
忘
れ
ぬ
忠
臣
で
あ
る
」
と
。 

 

出
知
海
州
、
㑹
劇
賊
宋
江
剽
掠
至
海
、
趨
海
岸
劫
巨
艦
十
數
。
叔

夜
募
死
士
千
人
、
距
十
數
里
大
張
旗
幟
誘
之
、
使
戰
密
伏
壯
士
匿

海
旁
、
約
候
兵
合
即
焚
其
舟
、
舟
既
焚
、
賊
大
恐
、
無
復
闘
志
、

                                        

             

 

四

十

九

百
衲
本
二
十
四
史
『
宋
史
』
（
臺
灣
商
務
院
書
館
、
一
九
八
八

年
） 

五

十

史
實
の
張
叔
夜
お
よ
び
傳
承
や
通
俗
文
藝
に
お
け
る
宋
江
な
い
し
梁

山
泊
集
團
と
張
叔
夜
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
馬
場
昭
佳
「
『
水
滸

伏
兵
乗
之
、
江
乃
降
。
（
巻
一
百
四
） 

轉
出
し
て
知
海
州
に
な
る
や
、
劇
賊
宋
江
が
海
州
ま
で
掠
奪
に

や
っ
て
く
る
の
に
出
く
わ
し
た
。
海
岸
ま
で
押
し
寄
せ
て
巨
艦

十
數
隻
を
襲
っ
た
。
張
叔
夜
は
決
死
隊
千
人
を
募
り
、
十
數
里

離
れ
た
と
こ
ろ
で
大
き
な
旗
を
掲
げ
て
宋
江
を
お
び
き
寄
せ
る

一
方
、
海
邊
に
壯
士
を
潛
伏
さ
せ
て
お
き
、
作
戰
通
り
誘
導
隊

が
宋
江
と
戰
い
は
じ
め
る
や
宋
江
の
船
を
燒
い
た
。
船
が
燃
え

て
い
る
の
を
見
て
賊
は
動
搖
し
、
戰
意
を
失
っ
た
。
伏
兵
が
こ

れ
に
乘
じ
て
現
れ
る
と
、
宋
江
は
つ
い
に
投
降
し
た
。 

 

『
宋
史
』
四

十

九

に
も
ほ
ぼ
お
な
じ
記
述
が
あ
る
。 

史
書
で
あ
る
が
ゆ
え
、
集
團
の
出
没
地
や
時
期
、
官
側
の
對
應
が

記
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
頭
領
の
名
が
宋
江
で
あ
る
こ
と
、
三
十

六
人
と
い
う
人
數
は
確
か
に
水
滸
傳
に
影
響
を
與
え
て
い
る
だ
ろ

う
。
水
滸
傳
で
、
朝
廷
内
に
お
け
る
宋
江
の
數
少
な
い
理
解
者
で
あ

り
、
招
安
に
盡
力
す
る
人
物
の
名
が
張
叔
夜
で
あ
る
の
も
、
こ
の
記

錄
と
關
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
五

十

。
も
っ
と
も
こ
こ
に
見
え
る
宋
江
集

伝
』
の
成
立
と
受
容―

―

宋
代
忠
義
英
雄
譚
を
軸
に
」
（
東
京
大
学
大
学

院
人
文
社
会
系
研
究
科
二
〇
一
三
年
度
博
士
学
位
論
文
）
第
一
部
第
三

章
「
張
叔
夜
か
ら
見
る
『
水
滸
伝
』
宋
江
の
忠
義
化
」
に
詳
し
い
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
張
叔
夜
は
水
滸
傳
で
こ
そ
端
役
に
す
ぎ
ぬ
け
れ
ど
も
、
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團
は
張
錦
池
の
考
察
五

十

一

の
と
お
り
據
點
を
持
た
ぬ
、
少
數
の
、
機

動
性
の
高
い
流
賊
で
あ
り
、
山
東
と
も
梁
山
泊
と
も
深
い
關
係
は
見

出
せ
な
い
（

補

注

一

）

。
三
十
六
人
と
い
う
人
數
も
宋
江
を
含
む
の
か
含

ま
ぬ
の
か
わ
か
り
に
く
い
。 

史
書
の
記
載
以
外
で
は
、
は
や
く
も
北
宋
末
の
李
若
水
（
一
〇
九

三
～
一
一
二
七
）
の
「
捕
盗
偶
成
」
詩
五

十

二

に 

 

去
年
宋
江
起
山
東 

白
晝
横
戈
犯
城
郭 

殺
人
紛
紛
翦
草
如 

九
重
聞
之
慘
不
樂 

大
書
黄
紙
飛
敕
來 

三
十
六
人
同
拜
爵 

獰
卒
肥
驂
意
氣
驕 

士
女
駢
觀
猶
駭
愕 

 

な
る
一
節
が
あ
り
、
山
東
で
暴
れ
て
い
た
宋
江
率
い
る
三
十
六
人
の

賊
が
赦
さ
れ
て
歸
順
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も

                                        

             

 

水
滸
傳
以
外
の
宋
江
集
團
の
物
語
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
担
う
こ

と
が
多
く
、
物
語
の
語
り
手
や
受
容
者
か
ら
は
宋
江
の
物
語
に
深
く
關

わ
る
重
要
人
物
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

五

十

一

张
锦
池
「
《
水
浒
传
》
考
论
」
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
第

一
章
「
一
支
流

动
的
盗
侠
武
装
」 

補

注

一 

本
論
文
の
口
頭
試
問
の
際
、
小
松
謙
先
生
よ
り
、
こ
の
上
書
の

の
ち
候
蒙
は
知
東
平
府
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も

こ
の
時
點
で
は
宋
江
集
團
の
主
要
活
動
地
域
は
山
東
で
あ
る
と
考
え
ら

っ
と
も
、
李
若
水
は
科
擧
に
及
第
し
た
官
僚
で
は
あ
る
が
、
靖
康
元

年
に
太
常
博
士
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
は
各
地
の
官
を
轉
々
と
し
て
い

た
か
ら
五

十

三

、
ど
こ
ま
で
正
確
な
情
報
か
は
わ
か
ら
な
い
。 

 

上
の
各
資
料
に
は
投
降
し
て
の
ち
の
宋
江
の
事
績
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
『
皇
宋
十
朝
綱
要
』
五

十

四

巻
十
八
に
は
次
の
ご
と
き
記
載

が
あ
る
。 

 

宣
和
三
年
…
…
二
月
…
…
庚
辰
、
宋
江
犯
淮
陽
軍
、
又
犯
京
東
河

北
路
、
入
楚
州
界
。
知
州
張
叔
夜
招
撫
之
、
江
出
降
。
…
…
六

月
…
…
辛
丑
、
辛
幸
宗
與
宋
江
破
賊
上
苑
洞
。 

宣
和
三
年
…
…
二
月
…
…
庚
辰
、
宋
江
淮
陽
軍
を
犯
し
、
ま
た

京
東
、
河
北
路
を
犯
し
、
楚
州
界
に
入
る
。
知
州
の
張
叔
夜
が

招
撫
す
る
と
宋
江
は
降
っ
た
。
…
…
六
月
…
…
辛
丑
、
辛
幸
宗

と
宋
江
は
上
苑
洞
の
賊
を
破
っ
た
。 

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
「
山
東
と
深
い
關
係
は
見
出
せ
な
い
」
は

言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。 

五

十

二

李
若
水
『
忠
愍
集
』
（
四
庫
全
書
珍
本
四
集
、
臺
灣
商
務
印
書

館
、
一
九
七
三
年
）
巻
二 

五

十

三

『
東
都
事
略
』
第
百
十
一
「
忠
義
傳
九
十
四
」 

五

十

四

『
皇
宋
十
朝
綱
要
』
（
『
續
修
四
庫
全
書
』
三
四
七
）
、
上
海
古
籍

出
版
社
、
一
九
九
七
年
） 
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投
降
し
た
宋
江
が
即
方
臘
討
伐
戰
に
投
入
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
え

る
。
こ
の
ほ
か
、
徐
夢
莘
『
三
朝
北
盟
会
編
』
五

十

五

、
楊
仲
良
『
續

通
鑑
長
編
記
事
本
末
』
五

十

六

巻
百
四
十
一
「
討
方
賊
」
が
方
臘
討
伐

戰
に
宋
江
の
名
を
記
錄
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
、
こ
の
宋
江
は

元
流
賊
の
宋
江
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
宮
崎

市
定
「
宋
江
は
二
人
い
た
か
」
五

十

七

、
高
島
俊
男
「
宋
江
実
録
」

五

十

八

の
考
察
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
流
賊
宋
江
が
投
降
後
即
方
臘
討

伐
に
從
軍
し
て
功
を
擧
げ
る
に
は
時
間
的
に
も
地
理
的
に
も
無
理
が

あ
り
、
現
實
に
は
流
賊
宋
江
と
官
軍
宋
江
は
同
一
人
物
で
は
あ
り
え

な
い
。
し
か
し
、
史
書
の
記
載
を
き
っ
か
け
と
し
て
流
賊
宋
江
が
降

伏
後
た
だ
ち
に
方
臘
討
伐
に
向
い
手
柄
を
た
て
た
と
考
え
る
讀
者
が

少
な
か
ら
ず
あ
り
、
噂
話
、
物
語
の
領
域
で
は
そ
の
「
事
實
」
に
も

と
づ
い
て
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

                                         

             

 

五

十

五

南
宋
・
徐
夢
莘
『
三
朝
北
盟
会
編
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

八
七
年
）
巻
五
十
二
、
巻
二
百
一
十
二 

五

十

六

『
續
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
（
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三

年
） 

五

十

七

宮
崎
市
定
「
宋
江
は
二
人
い
た
か
」
（
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸

２
．
南
宋
の
傳
説
と
藝
能 

 

宋
江
集
團
の
名
は
南
宋
領
域
で
も
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
周
密
『
癸
辛
雜
識
』
五

十

九

に
引
用
さ
れ
る
龔
聖
與
「
宋
江
三

十
六
贊
」
は
、
宋
江
集
團
の
成
員
ひ
と
り
ひ
と
り
の
繪
に
四
字
四
句

計
十
六
字
か
ら
な
る
贊
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
殘
念
な
が
ら
『
癸

辛
雜
識
』
に
そ
の
繪
は
な
く
、
序
と
贊
が
引
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。

序
に
は
「
宋
江
事
街
談
巷
語
」
と
あ
り
、
ま
た
『
東
都
事
略
』
の

「
宋
江
以
三
十
六
人
橫
行
河
朔
京
東
、
官
軍
數
萬
無
敢
抗
者
。
其
材

必
有
過
人
、
不
若
赦
過
招
降
使
討
方
臘
、
以
此
自
贖
。
或
可
平
東
南

之
亂
」
と
い
う
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
宋
江
三
十
六
」
は
こ

こ
で
は
「
宋
江
と
そ
の
手
下
三
十
六
人
」
を
指
す
。
龔
聖
與
の
聞
い

た
宋
江
三
十
六
人
は
ど
の
よ
う
な
集
團
だ
っ
た
の
か
。
水
滸
傳
で
宋

江
集
團
の
根
城
と
い
え
ば
梁
山
泊
で
あ
る
が
、
「
宋
江
三
十
六
賛
」

に
は
山
西
太
行
山
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
人
物
が
五
名
も
い
る
の
に
對

し
て
梁
山
泊
の
三
字
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
も

伝
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
） 

五

十

八

高
島
俊
男
「
宋
江
実
録
」
（
『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

百
二
十
二
、
一
九
九
三
年
） 

五

十

九

周
密
『
癸
辛
雜
識
』
（
『
百
部
叢
書
集
成
・
學
津
討
原
』
）
、
藝
文
印

書
館
、
一
九
六
五
年 
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っ
て
當
時
宋
江
集
團
の
根
據
地
が
太
行
山
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と

は
言
え
な
い
が
、
と
も
か
く
龔
聖
與
の
聞
い
た
宋
江
集
團
は
梁
山
泊

と
は
緣
も
ゆ
か
り
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

南
宋
・
羅
燁
『
醉
翁
談
錄
』
六

十

甲
集
卷
一
「
小
説
開
闢
」
に
南
宋

の
皇
都
・
杭
州
で
演
じ
ら
れ
た
物
語
の
題
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
見
え
る
「
青
面
獸
」
、
「
花
和
尚
」
、
「
武
行
者
」
は
そ
れ
ぞ
れ
水

滸
傳
の
青
面
獸
楊
志
、
花
和
尚
魯
智
深
、
行
者
武
松
と
關
係
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
「
宋
江
三
十
六
贊
」
に
も
青
面
獸
楊

志
、
花
和
尚
魯
智
深
、
行
者
武
松
の
名
が
見
え
、
お
な
じ
人
物
を
指

す
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
聶
紺
弩
が
、
水
滸
傳
の
成
立
過
程
に

は
「
水
滸
傳
承
外
の
人
物
を
水
滸
の
人
物
に
語
り
な
お
す
」
作
業

と
、
「
水
滸
傳
承
外
の
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
水
滸
の
人
物
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
語
る
」
作
業
と
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
と
お
り

六

十

一

、
『
酔
翁
談
錄
』
の
物
語
が
宋
江
の
部
下
と
し
て
の
物
語
で
あ

っ
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
余
嘉
錫
の
考
證
に
よ
れ
ば
、
北
宋

                                        

             

 

六

十

羅
燁
『
醉
翁
談
錄
』
、
古
典
文
學
出
版
社
、
一
九
五
七
年 

六

十

一

「
把
非
《
水
浒
》
人
物
说
成
《
水
浒
》
人
物
」
、
「
把
非
《
水
浒
》

人
物
的
故
事
说
成
《
水
浒
》
人
物
的
故
事
」
（
聂
绀
弩
「
《
水
浒
》
是
怎

样
写
成
的
」
『
《
水
浒
》
四
议
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
。
四

十
一
頁
） 

六

十

二

余
嘉
錫
『
宋
江
三
十
六
人
考
實
』
（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
五

年
）
「
青
面
獣
楊
志
」 

末
、
も
と
賊
軍
で
朝
廷
の
招
安
を
受
け
て
方
臘
征
伐
に
從
軍
し
た
楊

志
な
る
人
物
が
實
在
し
た
六

十

二

。
小
松
謙
は
「
青
面
獸
」
は
こ
の
楊

志
が
語
り
も
の
に
な
っ
た
も
の
で
、
『
醉
翁
談
錄
』
が
こ
れ
を
「
桿

棒
」
と
い
う
、
武
人
が
馬
上
で
武
器
を
ふ
り
か
ざ
し
て
戰
う
よ
う
な

話
柄
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
滸
傳
第
十
二
回
の
演
武
場
で

の
武
術
比
べ
の
も
と
と
な
る
話
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る

六

十

三

。 

杭
州
の
瓦
舎
は
も
と
も
と
軍
隊
の
娯
樂
施
設
と
し
て
設
け
ら
れ

た
。
設
置
し
た
の
は
西
北
出
身
の
將
軍
楊
和
王
で
、
そ
の
軍
隊
に
は

西
北
出
身
で
、
轉
戰
の
果
て
南
宋
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
兵
士
が
多
數

い
た
た
め
、
彼
ら
の
好
む
西
北
の
武
人
の
話
が
よ
く
か
け
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
六

十

四

。
楊
和
王
の
軍
の
み
な
ら
ず
、
南
宋
軍
の

主
力
は
北
方
出
身
の
將
軍
と
兵
士
で
あ
り
、
西
北
出
身
の
將
軍
で
あ

る
韓
世
忠
や
張
俊
の
も
の
が
た
り
も
瓦
舎
で
語
ら
れ
て
い
た
六

十

五

。

そ
こ
に
は
聽
衆
の
み
な
ら
ず
、
北
方
か
ら
移
っ
て
き
た
藝
人
も
多
く

六

十

三

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
水
滸
傳
』
成
立
前

史
―
」
（
『
中
國
文
學
報
』
第
七
十
九
冊
、
二
〇
一
〇
年
） 

六

十

四

金
文
京
「
『
戲
』
考
―
中
国
に
お
け
る
芸
能
と
軍
隊
」
（
『
未
名
』
第

八
号
、
一
九
八
九
年
）
、
小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―

『
水
滸
傳
』
成
立
前
史
―
」 

六

十

五

松
浦
智
子
「
楊
家
将
『
五
郎
為
僧
』
故
事
に
関
す
る
一
考
察
」

（
『
日
本
ア
ジ
ア
研
究
（
埼
玉
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
博
士
後
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あ
り
、
北
方
の
語
り
物
が
臨
安
に
大
量
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
六

十

六

。
地
理
的
に
は
南
方
で
あ
る
が
、
杭
州
瓦
舎
の
藝
能
に
は
北

方
の
傳
承
の
後
繼
者
と
い
え
る
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
實
在
の

楊
志
は
一
時
太
行
山
を
據
點
と
し
て
い
た
と
も
傳
え
ら
れ
る
。
楊
和

王
が
楊
家
將
の
末
裔
を
名
乘
っ
て
い
た
た
め
、
同
じ
楊
姓
の
楊
志
が

抗
遼
英
雄
と
し
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
と
の
說
も
あ
る
。
水
滸
傳
で
も

楊
志
は
み
ず
か
ら
楊
業
の
子
孫
と
言
っ
て
い
る
。
お
な
じ
く
山
西
に

あ
る
五
臺
山
は
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
期
に
か
け
て
抗
金
勢
力
の
最
前

線
で
、
そ
の
戰
い
に
は
五
臺
山
の
僧
も
加
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。

『
夢
粱
錄
』
に
見
え
る
「
花
和
尚
」
は
、
西
北
で
異
民
族
と
戦
う
僧

の
活
躍
を
語
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
說
が
あ
る

六

十

七

。
水
滸
傳
の
青
面
獸
楊
志
と
花
和
尚
魯
智
深
も
「
關
西
」
つ
ま

り
山
西
出
身
者
で
あ
り
、
彼
ら
が
用
い
る
一
人
稱
「
洒
家
」
は
、
南

方
の
人
が
物
語
內
の
「
北
方
出
身
者
」
に
用
い
た
ラ
ベ
ル
で
あ
る
と

い
う
か
ら
六

十

八

、
杭
州
の
說
話
と
同
じ
く
南
方
に
い
る
人
か
ら
見
た

北
方
人
と
い
う
視
點
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
武
行
者
」

に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
水
滸
傳
の
武
松
の
材
料
の

                                        

             

 

期
課
程
紀
要
）
』
八
号
、
二
〇
一
一
年
） 

六

十

六

李
永
祜
「
《
水
浒
传
》
语
言
的
地
域
色
彩
与
南
北
文
化
融
合
」

（
『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
二
期
） 

ひ
と
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、
水
滸
傳
の
武
松
が
山
東
清
河
縣
出
身
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
北
方
人
の
英
雄
物
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
「
宋
江
三
十
六
賛
」
に
太
行
山
が
よ
く
見
え
る
の
も
杭
州
の
藝

能
と
同
じ
理
由
な
の
だ
ろ
う
。
南
宋
時
期
、
宋
江
集
團
の
メ
ン
バ
ー

お
よ
び
の
ち
に
宋
江
集
團
の
メ
ン
バ
ー
と
さ
れ
る
英
雄
た
ち
は
北
方

に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
が
多
く
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に

梁
山
泊
の
影
は
見
え
ず
、
山
西
の
太
行
山
や
五
臺
山
と
い
っ
た
抗

遼
、
抗
金
の
據
點
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

３
．
宋
江
集
團
の
説
話 

 

『
夢
粱
錄
』
に
見
え
る
說
話
は
個
人
の
活
躍
を
あ
つ
か
っ
た
も
の

に
相
違
な
く
、
「
宋
江
三
十
六
賛
」
も
集
團
と
し
て
の
行
動
は
『
東

都
事
略
』
を
引
く
の
み
で
、
中
心
は
宋
江
集
團
に
參
じ
た
個
性
的
な

強
人
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

宋
江
集
團
が
官
軍
に
抵
抗
し
、
の
ち
に
招
安
を
う
け
て
外
敵
と
戰

う
ス
ト
ー
リ
ー
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
陳
松
柏
は
、
山
と

湖
に
守
ら
れ
た
天
然
の
要
害
を
根
據
地
と
し
、
官
軍
と
戰
っ
て
こ
れ

六

十

七

松
浦
智
子
「
楊
家
将
『
五
郎
為
僧
』
故
事
に
関
す
る
一
考
察
」 

六

十

八

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
水
滸
傳
』
成
立
前

史
―
」 
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を
さ
ん
ざ
ん
に
打
ち
破
り
、
の
ち
に
歸
順
し
て
官
軍
と
な
り
異
民
族

と
戰
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
岳
飛
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
南
宋
期
、
岳
飛
の
物
語
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
時
期
に
岳

飛
が
宋
江
に
お
き
か
え
ら
れ
て
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

六

十

九

。
中
鉢
雅
量
は
、
水
滸
傳
の
対
遼
戰
爭
と
楊
家
將
も
の
が
た
り

と
が
、
（
一
）
君
側
の
姦
と
の
對
立
と
遼
と
の
戰
い
、
（
二
）
綠
林
英

雄
や
地
方
の
勢
力
家
を
味
方
に
引
き
入
れ
る
、
（
三
）
北
宋
期
を
舞

台
と
す
る
物
語
で
あ
る
、
（
四
）
北
方
、
特
に
山
西
、
山
東
、
河

北
、
河
南
を
舞
台
と
す
る
、
な
ど
の
共
通
點
を
有
し
て
お
り
、
兩
者

は
南
宋
の
藝
能
の
時
期
以
來
「
共
通
の
場
で
成
長
し
た
兄
弟
分
」
で

あ
る
ゆ
え
、
「
そ
の
成
長
の
過
程
で
相
互
に
影
響
し
合
」
っ
た
と
說

明
し
て
い
る
七

十

。
馬
場
昭
佳
は
、
個
別
の
物
語
が
直
接
影
響
し
た
の

で
は
な
く
、
宋
朝
に
仕
え
る
忠
義
の
士
が
夷
狄
と
の
戰
い
で
手
柄
を

あ
げ
な
が
ら
奸
臣
に
疎
ま
れ
て
非
業
の
死
を
遂
げ
る
と
い
う
物
語
類

型
「
宋
代
忠
義
英
雄
譚
」
が
あ
り
、
こ
の
型
が
宋
江
集
團
に
適
用
さ

                                        

             

 

六

十

九

陈
松
柏
『
水
浒
传
源
流
考
论
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年
）
第
三
章
「
宋
江
三
十
六
人
故
事
的
历
史
性
变
革
」
第
一
节
「
话
本

《
宋
江
》
的
形
成
与
发
展
」 

七

十

中
鉢
雅
量
『
中
国
小
説
史
研
究
―
水
滸
伝
を
中
心
と
し
て
―
』
（
汲

古
書
院
、
一
九
九
六
年
）
第

Ⅱ
部
「
水
滸
伝
研
究
」
第
三
章
「
楊
家
将

演
義
と
水
滸
伝
」
二
「
両
者
の
構
成
上
の
類
似
」
、
百
六
十
頁 

れ
た
と
見
て
い
る
七

十

一

。
中
鉢
說
は
、
宋
江
集
團
が
招
安
を
受
け
て

異
民
族
と
戰
う
筋
書
き
が
も
と
よ
り
あ
り
、
そ
れ
が
楊
家
將
の
故
事

を
と
り
こ
む
こ
と
で
よ
り
豐
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
陳

松
柏
や
馬
場
昭
佳
は
、
朝
廷
の
た
め
に
異
民
族
と
戰
う
と
い
う
筋
書

き
自
体
が
ほ
か
か
ら
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
で
、

若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
す
で
に
流
行
し
て
い
た
藝
能
が
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
る
點
で
は
一
致
し
て
い
る
。
侯
會
は
、
水
滸

傳
で
蓼
児
洼
と
い
う
地
名
が
梁
山
泊
内
と
楚
州
兩
方
に
見
え
る
こ

と
、
蓼
児
洼
は
そ
も
そ
も
淮
南
の
地
名
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
宋

江
集
團
が
淮
南
を
根
據
地
と
し
て
金
と
戰
う
物
語
が
か
つ
て
存
在

し
、
根
據
地
を
山
東
梁
山
泊
と
す
る
物
語
に
變
じ
た
の
ち
に
も
そ
の

設
定
が
一
部
の
こ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
七

十

二

。
水
滸
傳
の
宋
江
は

死
後
蓼
児
洼
に
葬
ら
れ
、
廟
を
建
て
ら
れ
て
地
元
の
守
り
神
と
な
る

の
で
あ
る
が
、
山
東
鄆
城
出
身
で
山
東
梁
山
泊
を
根
據
地
と
し
た
人

物
が
、
死
の
直
前
に
一
時
任
官
し
た
だ
け
の
楚
州
で
祀
ら
れ
た
と
い

七

十

一

馬
場
昭
佳
「
『
水
滸
伝
』
の
成
立
と
受
容―

―

宋
代
忠
義
英
雄
譚
を

軸
に
」
第
一
部
「
『
水
滸
伝
』
の
成
立
―
―
宋
代
忠
義
英
雄
譚
へ
の
転

換
」 

七

十

二

侯
会
「
从
南
北
蓼
儿
洼
看
《
水
浒
》
故
事
与
淮
南
之
关
系
」
（
『
文

学
遗
产
增
刊
』
十
八
辑
、
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
） 
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う
よ
り
も
、
淮
南
を
據
點
に
夷
狄
と
戰
っ
た
英
雄
が
死
後
そ
の
地
の

守
り
神
と
な
る
話
の
ほ
う
が
た
し
か
に
自
然
で
あ
る
し
、
わ
か
り
や

す
い
。
史
書
に
も
宋
江
集
團
の
活
動
範
圍
と
し
て
淮
南
が
あ
げ
ら

れ
、
「
淮
南
盗
」
と
記
す
も
の
も
あ
る
。
宋
江
集
團
が
宋
金
對
立
の

最
前
線
で
あ
っ
た
淮
南
を
據
點
と
し
て
金
と
戰
っ
た
と
す
る
故
事
が

あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
水
滸
傳
第
七
十
一
回
で
百
八
人
が
勢

ぞ
ろ
い
し
た
際
、
宋
江
は
「
替
天
行
道
、
保
境
安
民
」
を
誓
い
、

「
中
心
愿
平
擄
、
保
民
安
國
」
な
る
句
を
含
む
滿
江
紅
詞
を
作
る
。

宋
江
は
終
始
朝
廷
へ
の
忠
義
を
標
榜
し
、
招
安
を
待
ち
望
ん
で
い
る

が
、
こ
の
時
點
で
は
招
安
實
現
の
氣
配
す
ら
な
い
盗
賊
集
團
に
す
ぎ

ず
、
契
丹
や
方
臘
の
影
も
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
段
階
で
一
足
飛

び
に
「
境
を
安
ん
ず
る
」
、
「
虜
を
平
ら
げ
る
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
掲
げ
る
の
は
氣
が
早
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
侯
會
は
こ
れ
を
、

北
宋
末
南
宋
初
の
政
府
が
お
墨
付
き
を
與
え
た
民
間
組
織
「
忠
義
巡

社
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
そ
の
ま
ま
轉
用
し
た
も
の
だ
と
す
る
。
な
ぜ

轉
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
宋
江
集
團
を
忠
義
軍
と
す
る
物

語
が
か
つ
て
あ
り
、
そ
れ
が
水
滸
傳
の
材
料
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る

七

十

三

。
對
金
戰
争
の
最
前
線
に
根
據
地
が
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
賊
軍

                                        

             

 

七

十

三

侯
会
「
从
南
北
蓼
儿
洼
看
《
水
浒
》
故
事
与
淮
南
之
关
系
」 

七

十

四

呉
從
先
『
小
窗
自
紀
』
（
國
家
圖
書
館
藏
明
萬
暦
末
年
刊
本
マ
イ

で
あ
ろ
う
が
官
軍
で
あ
ろ
う
が
、
仲
間
一
同
が
生
死
を
と
も
に
す
る

誓
い
を
立
て
る
際
、
も
っ
と
も
身
近
に
迫
っ
た
敵
を
意
識
す
る
の
は

不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。 

 

明
後
期
の
呉
從
先
に
「
讀
水
滸
傳
」
と
題
す
る
一
文
が
あ
る

七

十

四

。
呉
從
先
が
感
想
や
考
證
を
ま
じ
え
な
が
ら
水
滸
傳
の
あ
ら
す

じ
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
わ
れ
わ
れ
の
知
る
水
滸
傳
と

は
い
く
ら
か
異
な
る
。
宋
江
を
中
心
と
し
、
梁
山
泊
に
據
っ
た
強
人

集
團
の
物
語
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
肝
腎
の
梁
山
泊
が
「
淮
」
に

あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
う
え
、
宋
江
ら
は
宋
室
を
支
え
て
金
人

を
討
つ
と
誓
っ
て
お
り
、
は
っ
き
り
宋
室
南
渡
後
の
物
語
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
（

補

注

二

）

。
淮
南
の
宋
江
集
團
の
傳
承
は
明
後
期
ま
で

の
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

宋
江
集
團
の
物
語
に
は
楊
家
將
、
岳
飛
、
忠
義
軍
の
よ
う
な
史
書

の
支
え
が
な
い
。
集
團
全
體
の
形
成
、
發
展
、
衰
退
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
は
、
先
に
發
展
し
て
い
た
英
雄
物
語
か
ら
移
植
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
南
宋
期
、
宋
江
集
團
は
先
に
あ
げ
た
英
雄
た
ち
に
人
氣
面
で
相

當
に
水
を
あ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
先
行
す

る
諸
傳
説
の
い
い
と
こ
ろ
を
吸
収
し
て
よ
り
人
氣
の
あ
る
物
語
に
仕

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
巻
三 
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立
て
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
同
時
期
に
、
複
數
の
、
設
定
の
異
な
る
、

時
に
は
相
矛
盾
す
る
内
容
の
物
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り

得
る
。
遼
と
戰
う
北
宋
の
宋
江
も
、
金
と
戰
う
南
宋
の
宋
江
も
、
同

時
期
に
平
行
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
水
滸
傳
最

終
編
纂
者
が
採
用
し
た
の
は
北
宋
、
梁
山
泊
に
據
り
、
遼
と
戰
う
と

い
う
設
定
で
あ
っ
た
。 

 

４
．
大
宋
宣
和
遺
事 

 

こ
こ
ま
で
と
り
あ
げ
た
宋
江
集
團
の
傳
説
の
起
源
は
み
な
、
水
滸

傳
に
見
え
る
痕
跡
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
過
去
の

姿
が
觀
察
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
對
し
、
宋
江
集
團
の
ス

ト
ー
リ
ー
の
原
初
的
な
狀
態
が
見
ら
れ
る
資
料
が
『
大
宋
宣
和
遺

事
』
七

十

五

（
以
下
、
『
宣
和
遺
事
』
）
で
あ
る
。 

 

『
宣
和
遺
事
』
は
北
宋
末
の
歷
史
を
題
材
に
し
た
讀
物
で
あ
る
。

そ
の
な
か
に
、
宋
江
集
團
の
物
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
構
成

                                        

             

 

補

注

二

本
論
文
の
口
頭
試
問
の
際
、
小
松
謙
先
生
よ
り
、
呉
從
先
の
記
述

は
、
見
て
い
な
い
も
の
を
で
た
ら
め
に
書
い
た
と
い
う
可
能
性
も
排
除

し
き
れ
ず
、
慎
重
に
扱
う
必
要
が
あ
ろ
う
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い

た
。 

は
次
の
と
お
り
。 

 

（
一
）
花
石
綱
運
搬
の
歸
り
、
殺
人
事
件
を
起
こ
し
て
つ
か
ま
っ
て

し
ま
っ
た
楊
志
が
、
花
石
綱
運
搬
の
仲
間
に
助
け
ら
れ
、
と
も

に
太
行
山
に
落
草
す
る
。 

（
二
）
北
京
留
守
梁
師
寶
が
蔡
太
師
の
誕
生
日
祝
い
に
送
ろ
う
と
し

た
金
銀
財
宝
を
奪
い
犯
罪
者
と
な
っ
た
晁
蓋
一
味
が
宋
江
の
助

け
を
得
て
捕
縛
を
逃
れ
、
太
行
山
梁
山
泊
へ
落
ち
の
び
て
楊
志

と
合
流
す
る
。 

（
三
）
宋
江
が
四
人
の
豪
傑
を
梁
山
泊
に
推
薦
し
、
送
り
こ
む
。
宋

江
は
娼
妓
の
閻
婆
惜
を
殺
し
た
こ
と
で
捕
り
方
に
追
わ
れ
る

が
、
九
天
玄
女
の
廟
に
隠
れ
て
事
な
き
を
得
る
。
そ
こ
で
宋
江

ら
三
十
六
人
の
姓
名
と
「
忠
義
を
行
い
姦
邪
を
滅
ぼ
せ
」
と
の

命
が
記
さ
れ
た
天
書
を
得
る
。
さ
ら
に
九
人
の
仲
間
を
連
れ
て

梁
山
泊
へ
赴
く
と
晁
蓋
は
す
で
に
死
ん
で
い
た
た
め
、
頭
領
の

座
に
収
ま
っ
た
。 

七

十

五

『
新
刊
大
宋
宣
和
遺
事
』
四
巻
（
國
家
圖
書
館
（
臺
北
）
藏
）
、

『
古
本
宣
和
遺
事
』
二
巻
（
中
央
研
究
院
（
臺
北
）
歷
史
語
言
研
究
所

藏
デ
ジ
タ
ル
畫
像
デ
ー
タ
）
、
『
新
刊
宣
和
遺
事
前
後
集
』
（
『
百
部
叢
書

集
成
・
士
禮
居
叢
書
』
、
藝
文
印
書
館
、
一
九
六
六
年
）
排
印
本 
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（
四
）
梁
山
泊
集
團
が
州
県
を
襲
い
掠
奪
を
お
こ
な
っ
た
た
め
朝
廷

は
討
伐
軍
を
送
っ
た
が
、
逆
に
そ
の
將
二
人
が
宋
江
に
投
降
す

る
。
さ
ら
に
魯
智
深
が
加
わ
り
、
三
十
六
人
そ
ろ
っ
た
た
め
、

東
嶽
參
拝
を
行
う
。 

（
五
）
朝
廷
の
使
者
と
し
て
張
叔
夜
が
お
と
ず
れ
、
宋
江
集
團
は
朝

廷
に
歸
順
。
方
臘
征
伐
に
從
っ
た
。 

 

「
太
行
山
」
、
「
太
行
山
梁
山
泊
」
、
「
梁
山
泊
」
と
根
據
地
の
名
が
一

定
し
な
い
な
ど
、
安
定
し
た
物
語
と
は
言
え
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

宋
江
を
中
心
と
す
る
梁
山
泊
集
團
の
形
成
過
程
と
招
安
を
語
っ
て
お

り
、
水
滸
傳
の
重
要
な
材
料
と
認
め
ら
れ
る
。 

『
宣
和
遺
事
』
の
成
立
時
期
に
は
南
宋
末
か
ら
明
初
ま
で
さ
ま
ざ

                                        

             

 

七

十

六

國
家
圖
書
館
の
古
籍
調
査
を
行
っ
た
阿
部
隆
一
（
調
査
當
時
の
名

稱
は
國
立
中
央
圖
書
館
）
も
こ
の
本
を
宋
末
元
初
に
福
建
で
刊
行
さ
れ

た
も
の
と
し
て
い
る
。
筆
者
が
國
家
圖
書
館
善
本
書
室
の
職
員
に
う
か

が
っ
た
と
こ
ろ
、
善
本
の
書
誌
情
報
は
阿
部
の
調
査
結
果
に
し
た
が
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
國
家
圖
書
館
が
本
書

を
「
宋
末
刊
本
」
と
す
る
の
も
黄
丕
烈
お
よ
び
阿
部
說
を
採
用
し
た
結

果
な
の
だ
ろ
う
。 

七

十

七

大
塚
秀
高
「
水
滸
説
話
に
つ
い
て―

『
宣
和
遺
事
』
を
端
緒
と
し

ま
な
說
が
あ
る
。
現
存
す
る
な
か
で
も
っ
と
も
古
い
と
思
わ
れ
る

『
新
刊
宣
和
遺
事
』
前
後
集
を
所
有
し
て
い
た
黃
丕
烈
は
こ
れ
を
宋

刊
本
と
み
な
し
（
以
下
、
黄
藏
本
と
稱
す
）
、
自
身
の
士
禮
居
叢
書

で
こ
れ
を
重
刻
し
た
際
に
宋
本
重
刊
と
稱
し
た
（
以
下
、
士
禮
居
本

と
稱
す
）
。
現
在
こ
の
本
を
所
藏
す
る
國
家
圖
書
館
（
臺
北
）
で
も

「
宋
刊
本
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
本
書
中
に
刊
行
時
期
を
う
か
が

わ
せ
る
刊
記
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
七

十

六

。
一
般
に
は
元
代
刊
行
說

を
と
る
研
究
者
が
多
く
、
そ
の
な
か
に
は
、
單
に
元
代
に
完
成
し
た

と
い
う
說
七

十

七

も
、
宋
代
か
ら
あ
っ
た
物
語
が
元
代
に
な
っ
て
か
ら

刊
刻
さ
れ
た
と
い
う
說
七

十

八

も
あ
る
。
成
立
、
刊
行
時
期
は
限
定
せ

ず
に
、
宋
江
集
團
の
部
分
は
南
宋
時
期
の
藝
能
で
語
ら
れ
て
い
た
内

容
が
と
り
こ
ま
れ
た
も
の
だ
と
す
る
說
も
あ
る
七

十

九

。
明
代
成
立
と

て―

」
（
『
中
国
古
典
小
説
研
究
動
態
』
第
二
号
、
一
九
八
八
年
）
、
馬
幼

垣
「
『
宣
和
遺
事
』
中
水
滸
故
事
考
釈
」
（
『
水
滸
二
論
』
臺
北
：
聯
経

出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
中
鉢
雅
量
『
中
国
小
説
史
研
究
―
水
滸
伝
を

中
心
と
し
て
―
』
第Ⅱ

部
「
水
滸
伝
研
究
」
第
一
章
「
水
滸
伝
の
成
立

と
杭
州
」
二
「
水
滸
伝
成
立
の
三
段
階
」
、
新
江
「
九
天
玄
女
授
天

书―

水
浒
札
记
」
（
『
世
界
宗
教
文
化
』
一
九
九
六
年
第
四
期
（
总
八
号
） 

七

十

八

胡
士
莹
『
话
本
小
说
史
』
（
中
华
书
局
、
一
九
八
〇
年
）
第
十
七

章
「
关
于
讲
史
」
、
董
国
炎
『

扬
州
评
话
研
究
』
（
社
会
科
学
文
献
出
版

社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
二
章
「
『
水

浒
传
』

评
话
演
变
与
『
武
松
』
」 

七

十

九

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て―

『
水
滸
伝
』
成
立
前
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見
る
說
は
少
な
い
八

十

。 
『
宣
和
遺
事
』
冒
頭
部
分
は
藝
能
の
語
り
口
風
で
、
殷
の
紂
王
、

周
の
幽
王
、
陳
の
後
主
、
隋
の
煬
帝
、
唐
の
玄
宗
な
ど
亡
國
の
皇
帝

な
ら
び
に
道
樂
で
國
を
傾
け
た
皇
帝
を
た
て
つ
づ
け
に
語
り
、
宋
代

に
及
ぶ
。
そ
こ
で 

 

徽
宗
即
位
、
…
…
朝
歡
暮
樂
、
依
稀
似
劍
閣
孟
蜀
王
論
愛
色
貪

盃
、
彷
彿
如
金
陵
陳
後
主
。 

 
 

徽
宗
は
即
位
す
る
や
、
…
…
朝
に
歡
び
夕
に
樂
し
み
、
劍
閣
の

後
蜀
後
主
が
色
を
好
み
酒
を
貪
っ
た
の
に
も
似
、
金
陵
の
陳
後

主
を
彷
彿
し
た
。 

 

と
、
徽
宗
を
も
亡
國
の
皇
帝
の
列
に
つ
ら
ね
、
花
石
綱
が
民
衆
を
苦

し
め
、
宋
江
や
方
臘
の
叛
乱
を
招
い
た
と
語
る
。
つ
づ
い
て
蔡
京
、

童
貫
、
楊
戩
、
朱
勔
ら
奸
臣
佞
臣
が
語
ら
れ
、
徽
宗
は
政
治
を
顧
み

ず
音
樂
を
樂
し
み
、
妓
女
李
師
師
の
も
と
へ
忍
ん
で
い
く
さ
ま
が
描

か
れ
る
。
當
時
の
人
に
と
っ
て
北
宋
と
南
宋
と
は
ひ
と
つ
ら
な
り
の

                                        

             

 

史―

」
、
李
永
祜
「
《
水
浒
传
》
三
题
」
（
『
明
清
小
说
研
究
』
二
〇
一
五

年
第
三
期
） 

八

十

管
見
の
限
り
で
は
佐
竹
靖
彦
が
明
初
成
立
說
を
と
っ
て
い
る
。 

王
朝
で
あ
り
、
徽
宗
の
失
政
が
天
下
の
半
分
を
失
う
原
因
で
あ
っ
た

と
認
識
す
る
人
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
、
現
王
朝
の
皇
帝
を
こ
れ
ほ

ど
無
能
な
も
の
に
描
き
、
さ
ら
に
印
刷
し
て
本
に
す
る
こ
と
な
ど
そ

う
で
き
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
士
禮
居
本
で
は
趙
匡
胤
の
「
胤
」

の
一
画
が
缺
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
黄
藏
本
で
は
缺
筆
さ
れ
て
い
な

い
。
宋
末
刊
本
だ
と
信
ず
る
黄
丕
烈
が
「
あ
る
べ
き
姿
」
に
改
め
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
ほ
か
に
も
士
禮
居
本
で
改
め
ら
れ
た
表
記
は

少
な
く
な
い
八

十

一

。 

 

『
宣
和
遺
事
』
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
通
俗
藝
能
の
ご
と
き
文
體
が

見
え
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
「
建
中
靖
國
元
年
」
、
「
崇
寧
元
年
」

な
ど
年
號
を
見
出
し
に
立
て
、
そ
の
年
に
起
き
た
出
来
事
を
記
し
て

い
く
編
年
體
史
書
の
體
裁
を
と
っ
て
い
る
。
氏
岡
真
士
「
平
話
の
基

づ
い
た
史
書
―
平
話
の
作
り
手
に
つ
い
て
の
試
論
―
」
八

十

二

は
、
そ

の
材
料
と
な
っ
た
史
書
を
特
定
し
、
史
書
に
よ
る
編
年
記
述
を
主
體

に
、
民
間
傳
承
な
ど
他
の
資
料
を
加
え
て
作
っ
た
も
の
だ
と
述
べ

る
。
宋
江
集
團
や
徽
宗
と
李
師
師
の
く
だ
り
な
ど
は
、
民
間
傳
承
が

と
り
こ
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
八

十

三

。 

八

十

一

特
に
俗
字
、
異
體
字
は
徹
底
し
て
正
字
に
な
お
さ
れ
て
い
る
。 

八

十

二

氏
岡
真
士
「
平
話
の
基
づ
い
た
史
書―

平
話
の
作
り
手
に
つ
い
て

の
試
論―
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
九
集
、
一
九
九
七
年
） 

八

十

三

胡
士
莹
『
话
本
小
说
史
』
第
十
七
章
「
关
于
讲
史
」 
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複
數
の
史
書
の
記
載
を
拾
い
集
め
、
さ
ら
に
民
間
傳
承
を
加
え
る

こ
と
で
作
ら
れ
た
歷
史
書
と
い
え
ば
ほ
か
に
も
例
が
あ
る
。
小
松
謙

は
、
い
わ
ゆ
る
全
相
平
話
シ
リ
ー
ズ
は
そ
も
そ
も
通
俗
小
説
と
し
て

作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
通
俗
歷
史
書
と
民
間
傳
承
と
を
組
み
合
わ

せ
、
教
養
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
に
わ
か
り
や
す
く
歷
史
を
說
く
こ
と

を
目
的
と
し
た
通
俗
教
養
書
で
あ
っ
た
と
い
う

八

十

四

。
全
相
平
話
や

五
代
史
平
話
な
ど
、
初
期
の
通
俗
小
説
と
言
わ
れ
る
も
の
が
歷
史
も

の
ば
か
り
で
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
通
俗
小
説
で
は
な
く
、

歷
史
を
學
ぶ
た
め
の
教
養
書
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
作

り
話
に
よ
る
娯
楽
書
を
出
版
す
る
と
い
う
發
想
は
も
と
よ
り
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

『
宣
和
遺
事
』
の
作
ら
れ
方
は
全
相
平
話
に
よ
く
似
て
い
る
。
そ

れ
な
ら
ば
出
版
目
的
も
似
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
『
宋
史
』

史
部
故
事
類
に
は
「
開
元
天
宝
遺
事
」
、
「
令
狐
澄
貞
陵
遺
事
」
、
「
柳

玭
續
貞
陵
遺
事
」
な
ど
、
「
遺
事
」
の
つ
く
書
物
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
「
遺
事
」
は
「
歷
史
故
事
の
本
」
な
る
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
表
す

の
だ
ろ
う
。
明
・
高
儒
『
百
川
書
志
』
も
史
部
故
事
類
に
『
宣
和
遺

事
』
を
著
録
し
て
い
る
。
高
級
な
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
『
宣
和

遺
事
』
が
史
書
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

                                        

             

 

八

十

四

小
松
謙
『
「
現
実
」
の
浮
上―

「
せ
り
ふ
」
と
「
描
写
」
の
中
国
文

 

編
纂
方
法
の
み
な
ら
ず
、
黃
藏
本
は
年
號
部
分
を
黒
地
白
抜
き
に

す
る
な
ど
、
版
面
に
も
全
相
平
話
シ
リ
ー
ズ
に
似
た
特
徵
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
點
を
考
え
合
わ
せ
、
筆
者
は
現
存
す
る
『
宣
和
遺
事
』

は
、
元
代
に
、
宋
江
集
團
の
く
だ
り
な
ど
、
藝
能
由
來
の
材
料
も
一

部
採
用
し
な
が
ら
、
通
俗
的
な
史
書
と
し
て
編
纂
、
刊
行
さ
れ
た
も

の
と
考
え
る
。 

 

そ
の
宋
江
集
團
部
分
に
は
、
三
十
六
人
を
星
の
生
ま
れ
變
わ
り
と

し
て
い
る
こ
と
、
九
天
玄
女
が
宋
江
の
守
り
神
と
し
て
登
場
す
る
こ

と
な
ど
、
水
滸
傳
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
設
定
や
事
件
の
多
く

が
、
現
存
資
料
の
な
か
で
も
っ
と
も
早
く
現
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け

重
要
な
の
は
宋
江
集
團
の
根
據
地
が
梁
山
泊
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。 

 

『
宣
和
遺
事
』
の
宋
江
集
團
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
グ
ル
ー
プ

と
、
個
別
に
仲
間
入
り
し
た
數
名
か
ら
な
る
。
楊
志
グ
ル
ー
プ
は
太

行
山
、
晁
蓋
グ
ル
ー
プ
は
太
行
山
梁
山
泊
、
宋
江
グ
ル
ー
プ
は
梁
山

泊
に
落
草
す
る
。
と
は
い
え
、
宋
江
が
梁
山
泊
に
落
草
し
て
楊
志
グ

ル
ー
プ
、
晁
蓋
グ
ル
ー
プ
と
合
流
し
た
の
だ
か
ら
、
三
グ
ル
ー
プ
が

別
々
の
場
所
に
落
草
し
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
場
所
の
名
稱
が
途
中

で
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
宣
和
遺
事
』
の
宋
江
集
團
は
、
天

学
史
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
第
六
章
「
白
話
文
学
の
確
立
」 
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書
と
本
文
と
で
人
物
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
、
宋
江
を
人
數
に
含
め

る
か
ど
う
か
が
わ
か
り
に
く
く
計
算
が
合
わ
な
い
と
い
う
指
摘
が
古

く
か
ら
あ
る
。
馬
幼
垣
は
こ
れ
を
、
本
來
は
三
十
六
人
の
な
か
に
入

っ
て
い
な
か
っ
た
宋
江
が
、
自
ら
を
無
理
に
三
十
六
人
の
一
員
で
あ

る
こ
と
に
し
て
自
ら
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示

す
る
描
寫
で
あ
り
、
宋
江
の
た
く
ら
み
深
い
性
格
を
表
現
し
得
て
い

る
と
言
う
が
八

十

五

、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
落
草
し
た
地

點
の
名
が
違
っ
て
い
た
り
、
名
簿
と
本
文
が
あ
っ
て
い
な
か
っ
た
り

す
る
の
は
、
物
語
内
部
の
人
物
の
あ
ず
か
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な

く
、
異
な
る
材
料
を
す
り
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
な
く
並
べ
た
こ
と
が

原
因
で
あ
ろ
う
。
『
宣
和
遺
事
』
に
は
ほ
か
に
も
二
箇
所
、
宋
江
の

名
が
見
え
る
。
最
初
は
徽
宗
即
位
記
事
の
直
後
で
、
「
宋
江
三
十
六

人
鬨
州
劫
縣
、
方
臘
一
十
三
寇
放
火
殺
人
」
を
擧
げ
る
。
二
度
目
は

宣
和
二
年
の
記
事
で
「
又
宋
江
等
犯
京
西
河
北
等
州
、
劫
掠
孫
子
女

金
帛
殺
人
甚
永
眾
之
」
八

十

六

と
あ
る
。
盗
賊
集
團
と
し
て
簡
潔
に
記

錄
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
の
ち
の
宋
江
集
團
物
語
部
分
と
の
關
連
性

は
微
塵
も
見
え
な
い
。
『
宣
和
遺
事
』
に
は
前
後
の
記
述
を
照
應
さ

                                        

             

 

八

十

五

馬
幼
垣
「
『
宣
和
遺
事
』
中
的
水
滸
故
事
考
釋
」 

八

十

六

文
字
は
兩
例
と
も
黄
藏
本
に
よ
る
。 

八

十

七

大
塚
秀
高
「
水
滸
説
話
に
つ
い
て―

『
宣
和
遺
事
』
を
端
緒
と
し

せ
よ
う
と
い
う
編
纂
方
針
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宋
江

集
團
の
く
だ
り
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
む
し
ろ
「
太
行
山
梁
山

泊
」
な
る
地
名
を
仲
立
ち
に
根
據
地
を
統
一
し
て
い
る
分
だ
け
工
夫

さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

楊
志
は
先
に
見
た
と
お
り
そ
も
そ
も
太
行
山
と
ゆ
か
り
が
深
い
人

物
で
、
楊
志
の
グ
ル
ー
プ
が
太
行
山
入
り
す
る
の
は
南
宋
の
語
り
も

の
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

晁
蓋
グ
ル
ー
プ
の
落
草
し
た
太
行
山
梁
山
泊
と
は
、
楊
志
の
太
行

山
と
宋
江
の
梁
山
泊
と
を
つ
な
ぐ
た
め
に
作
ら
れ
た
地
名
で
あ
ろ
う

か
ら
、
『
宣
和
遺
事
』
に
と
り
こ
ま
れ
る
以
前
の
物
語
で
晁
蓋
が
ど

こ
に
落
草
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
大
塚
秀
高
は
晁
蓋
は
泰

山
と
因
緣
の
ふ
か
い
「
泰
山
系
」
と
も
い
う
べ
き
グ
ル
ー
プ
の
首
領

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
八

十

七

。
晁
蓋
グ
ル
ー
プ
も
そ
も
そ

も
梁
山
泊
と
關
係
が
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
梁
山
泊
と
緣
が
あ

っ
た
の
は
楊
志
グ
ル
ー
プ
と
晁
蓋
グ
ル
ー
プ
と
を
除
い
た
十
六
人
の

み
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

楊
志
の
物
語
も
晁
蓋
の
物
語
も
堅
氣
の
世
界
か
ら
落
草
し
て
盗
賊

て―
」
。
ま
た
、
水
滸
傳
と
泰
山
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
「
天
書
と
泰
山

―
『
宣
和
遺
事
』
よ
り
見
る
『
水
滸
傳
』
成
立
の
謎
」
（
『
東
洋
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
百
四
十
冊
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
も
分
析
を
し
て
い
る
。 
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に
な
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
宋
江

と
同
種
の
物
語
で
あ
る
。
三
十
六
人
を
一
箇
所
に
集
め
る
に
は
、
ひ

と
り
ひ
と
り
の
來
歷
を
語
っ
て
い
く
よ
り
は
何
人
が
ま
と
ま
っ
て
仲

間
入
り
し
て
く
れ
る
ほ
う
が
語
り
手
と
し
て
は
助
か
る
。
楊
志
と
晁

蓋
の
物
語
が
、
似
た
も
の
同
士
で
あ
る
宋
江
を
中
心
と
す
る
物
語
に

合
流
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
な
ぜ
彼
ら
で
は
な
く
宋

江
が
首
領
に
な
る
の
か
の
理
由
づ
け
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
九
天

玄
女
の
場
面
な
の
で
は
な
い
か
。 

 

ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
屬
さ
ず
、
最
後
に
名
前
だ
け
紹
介
さ
れ
る
三

人
は
、
も
と
も
と
宋
江
と
も
梁
山
泊
と
も
關
わ
り
が
な
か
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
特
に
花
和
尚
魯
智
深
は
個
人
の
活
躍
の
物
語
が
す
で
に

あ
り
、
人
數
あ
わ
せ
な
ら
び
に
人
氣
者
を
導
入
し
て
聽
衆
を
引
き
つ

け
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
宋
江
の
推
薦
を
得

て
、
あ
る
い
は
宋
江
に
率
い
ら
れ
て
梁
山
泊
入
り
す
る
十
五
人
も
、

楊
志
グ
ル
ー
プ
、
晁
蓋
グ
ル
ー
プ
と
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
前
者

は
楊
志
の
救
出
と
逃
亡
、
後
者
は
生
辰
綱
強
奪
と
い
う
犯
罪
行
為
を

と
も
に
し
た
面
々
が
う
ち
そ
ろ
っ
て
山
寨
に
入
る
。
對
し
て
宋
江

は
、
閻
婆
惜
を
殺
し
て
逃
亡
す
る
道
す
が
ら
知
り
合
っ
た
豪
傑
四
人

に
梁
山
泊
へ
の
推
薦
狀
を
わ
た
し
、
つ
づ
い
て
天
書
に
あ
る
三
十
六

人
の
名
簿
と
す
で
に
梁
山
泊
に
い
る
面
々
と
を
比
べ
て
足
り
な
い
人

物
を
探
し
、
そ
の
う
ち
九
人
を
梁
山
泊
へ
連
れ
て
い
く
の
だ
が
、
宋

江
が
こ
の
九
人
と
い
か
に
し
て
出
會
っ
た
の
か
に
は
言
及
が
な
い
。

他
の
二
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
に
苦
難
を
と
も
に
す
る
こ
と
で
結
ば
れ
た

關
係
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
宋
江
の
經
驗
し
た
重
要
な
事
件
、
閻

婆
惜
殺
し
と
九
天
玄
女
と
の
邂
逅
は
い
づ
れ
も
單
獨
で
行
動
し
て
い

る
と
き
に
起
き
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
と
は
言
い
條
、
實
際
に
は
宋
江

個
人
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
實
質
「
梁
山
泊
グ
ル

ー
プ
」
は
宋
江
一
人
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
宋
江
一
人
の
た
め
に
楊
志
や
晁
蓋
の
グ
ル
ー
プ

は
梁
山
泊
へ
移
籍
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
う
か
が
え
る
南

宋
時
期
の
語
り
物
か
ら
は
梁
山
泊
の
影
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
、

『
宣
和
遺
事
』
は
宋
江
集
團
の
物
語
が
梁
山
泊
集
團
の
物
語
に
變
化

し
て
い
く
初
期
の
狀
態
を
傳
え
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

『
宣
和
遺
事
』
は
そ
の
後
も
幾
度
も
版
を
あ
ら
た
め
て
流
通
し
て

い
た
ら
し
い
。
筆
者
が
目
睹
し
得
た
も
の
に
は
、
國
家
圖
書
館
（
臺

北
）
藏
『
新
刊
大
宋
宣
和
遺
事
』
四
巻
、
中
央
研
究
院
（
臺
北
）
歷

史
語
言
研
究
所
藏
『
古
本
宣
和
遺
事
』
二
巻
（
デ
ジ
タ
ル
畫
像
デ
ー

タ
）
が
あ
る
。
前
者
は
巻
頭
に
「
金
陵
王
氏
洛
川
校
正
重
刊
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
毎
半
葉
九
行
毎
行
二
十
字
。
後
者
は
本
文
毎
半
葉
九

行
毎
行
二
十
字
、
眉
批
と
圏
點
が
施
さ
れ
、
さ
ら
に
各
巻
頭
に
見
開

き
の
繪
が
そ
れ
ぞ
れ
六
幅
と
八
幅
附
さ
れ
た
豪
華
な
も
の
で
あ
る
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八

十

八

。
宋
江
集
團
の
部
分
の
眉
批
に
水
滸
傳
と
の
違
い
が
注
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
水
滸
傳
刊
行
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
八

十

九

。
胡
士
瑩
『
话
本
小
说
概
论
』
に
、
「
中
国
科
学
院
图
书

馆
」
に
「
璜
川
吴
氏
旧
藏
明
季
刊
本
」
の
『
宣
和
遺
事
』
が
所
藏
さ

れ
て
い
る
と
記
さ
れ
る
九

十

。
二
卷
、
半
葉
九
行
毎
行
二
十
字
、
卷
首

に
圖
あ
り
、
「
旌
德
郭
卓
然
刻
」
の
署
名
あ
り
、
と
胡
士
瑩
の
あ
げ

る
特
徴
す
べ
て
が
中
研
院
史
語
所
藏
本
と
一
致
す
る
た
め
、
同
一
の

版
本
、
少
な
く
と
も
同
一
系
統
の
本
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
葉

盛
『
菉
竹
堂
書
目
』
「
史
」
に
「
宣
和
遺
事
一
冊
」
、
晁
瑮
（
嘉
靖
癸

丑
進
士
）
『
寶
文
堂
書
目
』
「
子
雜
」
に
「
宣
和
遺
事
」
と
「
宣
和
遺

事
𦾔
刻
」
、
嘉
靖
庚
子
序
を
有
す
高
儒
『
百
川
書
志
』
巻
五
「
史
・

傳
記
」
に
「
宣
和
遺
事
二
巻
」
が
著
錄
さ
れ
て
い
る
。
『
宣
和
遺

                                        

             

 

八

十

八

本
来
は
そ
れ
ぞ
れ
八
幅
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る 

八

十

九

こ
の
本
の
詳
細
な
書
誌
は
陳
兆
南
「
讀
『
明
刊
古
本
宣
和
遺

事
』
」
（
『
書
目
季
刊
』
十
八
巻
三
期
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。
陳
兆
南

は
、
こ
の
本
の
序
を
書
い
た
錢
允
治
の
卒
年
を
姜
亮
夫
『
歴
代
人
物
年

里
碑
傳
綜
表
』
（
『
姜
亮
夫
全
集
』
十
九
、
雲
南
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇

二
年
）
に
從
っ
て
成
化
十
七
年
（
一
四
八
一
年
）
と
み
な
し
、
序
文
末

尾
に
「
八
十
老
人
錢
允
治
功
父
甫
題
」
と
署
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

水
滸
傳
は
成
化
年
間
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し

錢
保
塘
『
歴
代
名
人
生
卒
録
』
（
北
京
圖
書
館
出
版
社
影
印
民
国
二
十

五
年
五
月
海
寧
錢
氏
清
風
堂
刊
本
、
二
〇
〇
二
年
）
は
「
錢
允
治 

成

化
十
七
年
十
二
月
四
日
生
」
と
し
て
い
る
（
巻
七
）
。
こ
の
場
合
錢
允

事
』
は
明
中
期
に
な
っ
て
も
供
給
さ
れ
續
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

百
二
十
回
本
水
滸
傳
で
あ
る
『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
全

傳
』
、
『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
全
書
』
は
そ
の
巻
頭
に
『
宣
和

遺
事
』
の
宋
江
集
團
の
く
だ
り
を
附
し
て
い
る
。
水
滸
傳
の
登
場
に

よ
っ
て
『
宣
和
遺
事
』
が
あ
ら
た
め
て
脚
光
を
浴
び
た
と
い
う
面
も

あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
そ
も
そ
も
『
宣
和
遺
事
』
が
知
識
人
向

け
の
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
起
き
た
現
象
で
あ
ろ

う
。
黄
藏
本
『
宣
和
遺
事
』
に
は
黄
丕
烈
の
手
跋
が
殘
っ
て
お
り
、

そ
こ
で
黄
丕
烈
は
、
こ
の
本
を
手
に
入
れ
る
や
手
元
に
あ
っ
た
別
の

版
本
と
比
較
し
た
と
言
っ
て
い
る
。
清
末
に
も
複
數
の
異
な
る
版
の

『
宣
和
遺
事
』
が
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
最
終
編
纂

者
が
『
宣
和
遺
事
』
そ
の
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で

治
は
嘉
靖
年
間
に
八
十
歳
を
む
か
え
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
錢
謙
益

『
列
朝
詩
集
小
傳
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
丙
集
「
朱

處
士
存
理
」
に
「
余
は
こ
れ
（
朱
存
理
の
手
稿
）
を
錢
允
治
功
甫
よ
り

得
」
云
々
と
あ
る
。
錢
謙
益
は
萬
曆
十
年
（
一
五
八
二
年
）
の
生
れ
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
『
四
庫
全
書
總
目
』
巻
百
九
十
五
「
文
心
雕
龍
」
に

は
「
明
末
常
熟
の
錢
允
治
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
成
化
に
卒
し
た
人

物
を
「
明
末
」
と
稱
す
と
も
思
え
な
い
。
『
古
本
宣
和
遺
事
』
序
を
根

據
に
水
滸
傳
が
成
化
年
間
に
す
で
に
存
在
し
た
と
見
る
の
は
早
計
で
あ

ろ
う
。 

九

十

胡
士
莹
『
话
本
小
说
史
』
第
十
七
章
「
关
于
讲
史
」
、
七
百
十
四
頁 
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あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
『
宣
和
遺
事
』
と
水
滸
傳
の
直
接
比
較

は
、
最
終
編
纂
の
意
圖
を
さ
ぐ
る
有
効
な
方
法
と
な
り
得
る
は
ず
で

あ
る
。 

 

５
．
元
人
雜
劇 

 

南
宋
の
傳
承
か
ら
水
滸
傳
に
至
る
ま
で
の
期
間
の
も
の
で
、
あ
る

程
度
ま
と
ま
っ
た
量
が
の
こ
っ
て
い
る
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き

た
の
が
梁
山
泊
を
舞
台
に
し
た
元
人
雜
劇
、
い
わ
ゆ
る
「
水
滸
戲
」

で
あ
る
。
現
在
で
も
六
種
の
テ
キ
ス
ト
が
殘
っ
て
い
る
ほ
か
、
梁
山

泊
の
好
漢
に
關
係
の
あ
り
そ
う
な
劇
目
が
い
く
ら
か
傳
わ
っ
て
お

り
、
元
代
、
梁
山
泊
の
好
漢
の
活
躍
が
雜
劇
の
題
材
の
ひ
と
つ
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

し
か
ら
ば
そ
れ
ら
が
い
か
ほ
ど
水
滸
傳
の
材
料
に
な
っ
た
の
か
と

み
れ
ば
、
水
滸
傳
に
は
こ
れ
ら
を
直
接
と
り
こ
ん
だ
部
分
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
確
實
な
の
は
わ
ず
か
に
「
梁
山
泊
李
逵
負
荊
」
雜
劇
が
第

七
十
三
回
後
半
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
劇
目

の
み
が
傳
わ
る
作
品
の
う
ち
、
『
太
和
正
音
譜
』
、
『
録
鬼
簿
』
に
見

え
る
「
黑
旋
風
喬
斷
案
」
雜
劇
と
「
黑
旋
風
喬
教
學
」
雜
劇
の
二
種

は
第
七
十
四
回
「
燕
青
止
智
撲
擎
天
柱 

李
逵
壽
張
喬
坐
衙
」
の
材

料
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
た
っ
た
三
種
、

全
百
回
中
の
一
回
半
に
す
ぎ
な
い
。 

 

雜
劇
作
品
と
水
滸
傳
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
す
で
に

あ
る
程
度
共
通
の
認
識
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
高
島
俊
男
の
說
明

を
例
に
あ
げ
る
。 

 

元
代
水
滸
戯
と
水
滸
伝
と
は
あ
ま
り
似
て
い
な
い
。
あ
る
い

は
、
血
縁
關
係
が
濃
く
な
い
。 

水
滸
伝
の
中
心
は
豪
傑
た
ち
が
梁
山
泊
へ
集
ま
っ
て
ゆ
く
過
程

で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
を
あ
つ
か
っ
た
水
滸
戯
は
な
い
。
水
滸
戯

で
は
、
は
じ
め
か
ら
豪
傑
た
ち
は
も
う
梁
山
泊
に
い
る
。
さ
り
と

て
官
軍
に
な
る
の
盗
賊
や
外
国
を
討
伐
に
ゆ
く
の
と
い
っ
た
話
も

な
く
、
そ
れ
ら
し
い
気
配
も
な
い
。 

で
は
水
滸
戯
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
と
、
梁
山
泊

の
豪
傑
た
ち
の
一
人
も
し
く
は
数
人
が
山
を
お
り
て
下
界
へ
行

き
、
事
件
に
出
あ
っ
た
り
解
決
し
た
り
し
て
山
へ
も
ど
っ
て
く

る
、
と
い
う
話
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
要
人
物
の
所
属
は
た

し
か
に
梁
山
泊
な
の
だ
が
、
話
の
内
容
は
梁
山
泊
と
は
そ
れ
ほ
ど

關
係
は
な
い
。 

水
滸
伝
は
、
梁
山
泊
集
團
の
形
成
、
発
展
、
衰
滅
の
も
の
が
た

り
で
あ
る
。
し
か
る
に
水
滸
戯
の
ほ
う
は
、
梁
山
泊
自
体
に
動
き

が
な
い
。
事
件
の
ほ
う
は
関
係
の
な
い
下
界
で
お
こ
る
こ
と
だ
か

ら
、
ど
ん
な
事
件
で
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
く
、
た
だ
そ
れ
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に
、
た
ま
た
ま
山
を
お
り
て
き
た
豪
傑
が
か
ら
む
と
い
う
だ
け

で
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
単
発
の
話
は
い
く
ら
で
も
作
れ
る
わ
け
だ

が
、
い
く
ら
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
梁
山
泊
に
は
な
ん
の
変
化
も
お

よ
ぼ
さ
な
い
。
水
滸
戯
と
水
滸
伝
が
似
て
な
い
と
い
う
の
は
そ
う

い
う
意
味
で
あ
る
。
（
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
「
講
釈

か
ら
芝
居
ま
で
」
、
百
八
十
頁
） 

 

細
か
い
點
で
は
誤
り
も
あ
る
。
「
た
ま
た
ま
山
を
お
り
て
き
た
豪

傑
」
と
い
う
の
は
不
十
分
で
、
小
松
謙
の
よ
う
に
「
梁
山
泊
か
ら
出

た
好
漢
が
民
間
人
に
恩
を
受
け
、
そ
の
民
間
人
の
危
機
に
駆
け
つ
け

て
恩
返
し
を
す
る
」
型
と
「
無
法
な
目
に
あ
わ
さ
れ
た
庶
民
の
訴
え

を
聞
い
て
悪
者
を
退
治
す
る
」
型
が
あ
る
と
言
っ
て
は
じ
め
て
十
全

で
あ
り
九

十

一

、
こ
の
說
明
は
前
者
の
型
に
し
か
當
て
は
ま
ら
な
い
。

し
か
し
概
要
は
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
高
島
の
解
說
に
見

え
る
「
梁
山
泊
集
団
の
形
成
、
発
展
、
衰
滅
の
も
の
が
た
り
」
を

「
變
化
型
」
、
「
梁
山
泊
に
は
な
ん
の
變
化
も
お
よ
ぼ
さ
な
い
」
話
を

「
安
定
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

梁
山
泊
も
の
雜
劇
が
現
在
の
水
滸
傳
に
ほ
と
ん
ど
と
り
こ
ま
れ
て

                                        

             

 

九

十

一

小
松
謙
「
水
滸
雜
劇
の
世
界
―
『
水
滸
伝
』
成
立
以
前
の
梁
山
泊

物
語
」
（
『
水
滸
伝
の
衝
撃 

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
触
と
文
化
受

い
な
い
最
大
の
理
由
は
こ
の
「
變
化
型
」
と
「
安
定
型
」
と
い
う
筋

立
て
の
違
い
に
あ
ろ
う
。
豪
傑
個
人
の
銘
々
傳
、
梁
山
泊
集
團
の
形

成
、
官
軍
と
の
集
團
戦
か
ら
朝
廷
へ
の
歸
順
を
經
て
崩
壊
ま
で
と
い

う
變
化
型
ス
ト
ー
リ
ー
が
軸
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
安
定
型

の
故
事
が
入
り
込
む
餘
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
水
滸
傳
に
お
い
て
梁

山
泊
集
團
が
完
成
し
、
安
定
し
た
狀
態
を
維
持
し
て
い
る
の
は
第
七

十
二
回
か
ら
第
七
十
五
回
の
四
回
分
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考

え
る
と
、
そ
の
四
回
の
う
ち
一
回
半
分
に
採
用
さ
れ
た
梁
山
泊
も
の

雜
劇
は
な
か
な
か
健
闘
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。 

 

な
ぜ
水
滸
傳
は
變
化
型
の
物
語
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
か
。
ど
こ

の
誰
が
構
想
し
た
な
ど
と
指
摘
で
き
な
い
以
上
、
明
確
な
解
答
は
望

む
べ
く
も
な
い
が
、
『
宣
和
遺
事
』
な
ど
の
變
化
型
物
語
を
原
型
に

し
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
最
終
編
纂
期
に
變
化
型
と
安
定

型
と
を
天
秤
に
か
け
て
前
者
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
『
宣

和
遺
事
』
よ
り
詳
細
か
つ
豐
富
な
内
容
の
變
化
型
の
ス
ト
ー
リ
ー
が

形
成
さ
れ
、
質
量
と
も
に
相
當
充
實
し
て
き
た
段
階
に
い
た
っ
て
よ

う
や
く
雜
劇
の
要
素
が
入
っ
て
き
た
も
の
と
思
し
い
。
で
は
な
ぜ
そ

の
段
階
ま
で
安
定
型
故
事
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
の
か
。
安
定
型

容
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
三
十
一
頁
） 
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故
事
の
ほ
う
が
發
生
が
遲
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
思
わ

せ
る
證
據
は
な
い
。 

 

こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
な
の
が
北
方
系
故
事
と
南
方
系
故
事
の
別
で

あ
る
。 

 

史
書
に
記
さ
れ
る
宋
江
集
團
の
活
動
時
期
は
北
宋
末
宣
和
年
間
で

あ
り
、
そ
の
後
ま
も
な
く
金
の
進
攻
に
よ
っ
て
北
宋
の
都
汴
京
は
陥

落
、
逃
げ
延
び
た
皇
族
ら
が
南
渡
し
て
朝
廷
を
建
て
な
お
し
、
金
と

南
宋
に
よ
る
南
北
分
裂
の
時
代
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
と
き
、
宋
江
と

そ
の
集
團
に
ま
つ
わ
る
物
語
の
傳
播
も
南
北
に
分
か
れ
、
別
々
の
變

化
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
九

十

二

。 

 

北
宋
か
南
宋
か
、
敵
は
遼
か
金
か
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
宋
江
集
團

の
形
成
、
招
安
、
奸
臣
と
の
對
立
、
異
民
族
と
の
戰
い
を
經
て
壞
滅

へ
向
か
う
と
い
う
變
化
型
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
が
南
宋
期
に
形
成
さ
れ

た
と
い
う
點
で
陳
松
柏
、
中
鉢
雅
量
、
侯
會
の
見
方
は
一
致
す
る
。

                                        

             

 

九

十

二

胡
以
存
「
南
、
北
支
水
浒
故
事
与
《
水
浒
传
》
成
书
」
（
『
明
清
小

说
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
三
期
）
は
、
雜
劇
を
「
北
支
故
事
」
の
代

表
、
『
宣
和
遺
事
』
を
「
南
支
故
事
」
の
代
表
と
見
な
し
、
呉
從
先
の

讀
ん
だ
『
水
滸
傳
』
を
南
支
故
事
が
北
支
故
事
の
影
響
を
受
け
た
姿
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
水
滸
故
事
の
南
北
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
、
孫

楷
第
「
水
滸
傳
舊
本
考
」
、
小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て―

『
水
滸
伝
』
成
立
前
史―

」
に
も
議
論
が
あ
る
。 

九

十

三

國
家
圖
書
館
（
臺
北
）
藏
抄
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。

そ
し
て
こ
の
集
團
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
、
個
別
に
活
躍
を
語
ら
れ
て
い

た
好
漢
が
續
々
と
加
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
對
し
、
北
方
系
故
事
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。 

 

先
に
、
南
方
系
故
事
で
宋
江
と
梁
山
泊
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
樣
子

が
う
か
が
え
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
北
方
系
の
故
事
に
お
い
て
は
ど

う
で
あ
っ
た
の
か
。 

 

李
若
水
「
捕
盗
偶
成
」
詩
冒
頭
の
句
「
去
年
宋
江
起
山
東
」
は
、

史
書
に
見
え
る
河
北
や
淮
南
で
は
な
く
山
東
と
宋
江
と
が
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
宋
江
は
山
東
を
活
動

領
域
と
す
る
賊
で
あ
る
と
李
若
水
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
上
に
具
体
的
な
地
名
は
擧
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
宋
江
と

梁
山
泊
が
た
し
か
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
最
初
期
の
記
錄
は
お
そ

ら
く
『
楚
石
大
師
北
遊
詩
』
九

十

三

で
あ
る
。
こ
こ
に
「
宋
江
分
贓

こ
の
ほ
か
、
朱
一
玄
、
刘
毓
忱
『
水

浒
传
资
料

汇
编
』
（
四
十
九
頁
）
、

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
な
ど
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
至
治
二
年

（
一
三
二
三
年
）
、
梁
山
泊
の
近
く
で
船
頭
が
こ
こ
が
宋
江
の
い
た
と

こ
ろ
だ
と
語
っ
た
と
い
う
『
所
安
遺
集
補
遺
』
の
記
述
を
紹
介
す
る

が
、
筆
者
は
原
本
、
影
印
問
わ
ず
こ
の
書
を
い
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な

い
。 
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臺
」
と
題
す
る
詩
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
序
に
「
宋
徽
宗
時
大
盜
三
十

六
人
同
日
拜
官
。
見
李
若
水
詩
集
。
在
梁
山
泊
中
」
と
あ
る
。
歐
陽

江
琳
「
兩
首
稀
見
的
元
代
水
滸
詩
」
九

十

四

に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
楚

石
大
師
が
至
治
三
年
（
一
三
二
三
年
）
に
大
都
に
行
き
、
翌
泰
定
元

年
（
一
三
二
四
年
）
に
南
へ
戻
る
途
上
作
っ
た
も
の
で
、
詩
は
作
成

順
に
な
ら
べ
ら
れ
、
直
前
に
「
梁
山
泊
」
と
い
う
詩
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
詩
も
梁
山
泊
を
通
っ
た
際
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
の
こ

と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
梁
山
泊
周
辺
で
は
宋
江
の
根
據
地
が
そ
こ

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
す
で
に
元

に
よ
る
南
北
統
一
が
果
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
宋
江
を
梁
山
泊
の
主

と
す
る
物
語
が
南
方
へ
傳
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

北
方
に
傳
わ
っ
て
い
た
宋
江
集
團
の
故
事
を
知
る
最
大
の
手
が
か

り
は
や
は
り
雜
劇
で
あ
る
。
小
松
謙
に
よ
れ
ば
、
元
代
水
滸
戲
の
作

者
は
み
な
北
方
人
で
あ
り
、
「
北
方
人
の
観
客
を
想
定
し
て
、
北
方

で
傳
承
さ
れ
て
い
る
物
語
を
も
と
に
作
ら
れ
た
」
九

十

五

。
も
っ
と
も

盛
ん
に
作
ら
れ
た
の
は
東
平
府
で
、
梁
山
泊
も
の
雜
劇
は
い
わ
ば
ご

當
地
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
演
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た

                                        

             

 

九

十

四

欧
阳
江
琳
「
两
首
希

见
的
元
代
水

浒
诗—

—

楚
石
梵
琦
《
梁
山

泊
》
、
《
宋
江
分

赃
台
》
考

释
」
（
『
中
国
典
籍
与
文
化
』
二
〇
一
四
年
第

三
期
） 

環
境
で
作
ら
れ
た
雜
劇
作
品
は
み
な
安
定
型
の
構
成
を
有
す
る
。
北

方
の
作
者
、
観
衆
に
と
っ
て
梁
山
泊
は
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
現
實
の

場
所
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
助
け
が
必
要
な
時
に
「
義
賊
」

が
お
り
て
き
て
、
「
問
題
が
解
決
す
れ
ば
、
後
腐
れ
の
な
い
形
で
消

え
て
く
れ
る
」
の
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
筋
書
き
で
あ
っ
た
九

十

六

。

そ
れ
は
明
初
に
つ
く
ら
れ
た
朱
有
燉
の
雜
劇
で
も
變
わ
ら
な
い
。
明

朝
の
宮
廷
演
劇
は
元
朝
の
雜
劇
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
朱
有

燉
の
王
府
は
河
南
の
開
封
に
あ
り
、
北
方
系
傳
承
が
身
近
に
あ
っ

た
。
朱
有
燉
の
梁
山
泊
も
の
雜
劇
は
元
代
の
そ
の
基
本
設
定
を
踏
襲

し
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。 

 

現
在
殘
る
梁
山
泊
も
の
元
人
雜
劇
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
の
ほ
ぼ
す
べ

て
の
冒
頭
で
宋
江
が
、
自
身
が
梁
山
泊
入
り
す
る
ま
で
の
来
歷
と
し

て
『
宣
和
遺
事
』
に
似
た
變
化
型
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
を
語
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
根
據
に
元
代
の
雜
劇
作
者
は
變
化
型
ス
ト
ー
リ
ー
を
共

通
認
識
と
し
て
持
っ
て
い
た
と
す
る
考
え
か
た
も
あ
ろ
う
が
、
現
在

見
ら
れ
る
雜
劇
テ
キ
ス
ト
が
元
代
に
書
か
れ
た
時
點
で
の
文
字
を
ど

れ
ほ
ど
傳
え
て
い
る
か
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

九

十

五

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
水
滸
伝
』
成
立
前

史
―
」
、
三
十
五
～
三
十
六
頁 

九

十

六

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て―

『
水
滸
伝
』
成
立
前

史―

」
、
四
十
二
頁 
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現
存
す
る
雜
劇
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
明
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る

九

十

七

。
わ
ず
か
に
の
こ
る
元
刊
本
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
元
代
の
テ

キ
ス
ト
に
は
白
や
科
が
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
九

十

八

。
現
存
す
る
元

刊
雜
劇
テ
キ
ス
ト
に
は
梁
山
泊
も
の
が
な
い
た
め
類
推
で
し
か
な
い

が
、
元
代
に
梁
山
泊
も
の
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て

も
、
冒
頭
の
宋
江
の
白
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

さ
す
れ
ば
そ
こ
に
語
ら
れ
る
宋
江
の
經
歷
も
、
梁
山
泊
の
威
容
も
、

明
人
の
手
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
文
字
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
元
代
に
上
演
さ
れ
た
と
き
に
も
あ
る
程
度
内
容
の

定
ま
っ
た
白
が
あ
っ
て
明
人
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
書
い
た
の
か
も

し
れ
ず
、
あ
る
い
は
元
代
の
事
情
を
踏
ま
え
ず
に
ほ
ぼ
創
作
の
ご
と

く
書
き
下
ろ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
馬
幼
垣
は
、
宋
江
の
白
に
見

え
る
「
大
夥
三
十
六
、
小
夥
七
十
二
」
の
う
ち
、
「
七
十
二
」
と
い

                                        

             

 

九

十

七

吉
川
幸
次
郎
『
元
雜
劇
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
）
「
序

説
」
四
「
元
雑
劇
の
資
料
」
、
笠
井
直
美
「
白
話
小
説
・
戯
曲
版
本
の

分
化
と
特
徴
」
（
『
東
ア
ジ
ア
書
誌
学
へ
の
招
待
』
第
二
巻
、
東
方
書

店
、
二
〇
一
一
年
） 

九

十

八

吉
川
幸
次
郎
『
元
雑
劇
研
究
』
「
序
説
」
四
「
元
雑
劇
の
資
料
」
。

小
松
謙
『
「
現
実
」
の
浮
上―

「
せ
り
ふ
」
と
「
描
写
」
の
中
国
文
学

史
』
第
六
章
「
白
話
文
学
の
確
立
」
は
、
雜
劇
の
テ
キ
ス
ト
は
も
と
は

曲
を
鑑
賞
す
る
こ
と
を
主
目
的
に
刊
行
さ
れ
た
た
め
に
セ
リ
フ
や
ト
書

き
が
充
實
し
て
い
な
く
て
も
差
し
支
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
說

明
し
て
い
る
（
百
六
十
六
～
百
六
十
七
頁
）
。 

う
數
は
明
代
に
な
っ
て
か
ら
水
滸
傳
に
合
わ
せ
て
書
き
加
え
た
の
で

は
な
い
か
と
見
て
い
る
九

十

九

。
た
し
か
に
明
・
宣
徳
八
年
（
一
四
三

三
年
）
刊
行
の
朱
有
燉
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
で
は
梁
山
泊
の
頭

領
は
三
十
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
お
な
じ
く
朱
有
燉
「
黑
旋
風
仗
義

疏
財
」
雜
劇
は
二
種
の
テ
キ
ス
ト
で
比
較
が
で
き
る
が
、
周
藩
原
刻

本
に
近
い
呉
梅
の
『
奢
摩
他
室
曲
叢
』
所
収
テ
キ
ス
ト
で
は
冒
頭
に

宋
江
の
白
が
な
く
、
宮
廷
内
で
改
編
さ
れ
た
後
の
狀
態
を
反
映
す
る

脈
望
館
抄
本
テ
キ
ス
ト
百

で
は
他
の
雜
劇
と
ほ
ぼ
同
様
の
白
が
書
き

加
え
ら
れ
て
い
て
、
頭
領
の
數
も
三
十
六
プ
ラ
ス
七
十
二
で
あ
る

百

一

。
宣
德
八
年
の
原
作
刊
行
時
點
で
三
十
六
人
だ
っ
た
も
の
が
、
改

編
に
あ
た
っ
て
そ
の
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
デ
ー
タ
に
書
き
換
え
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。
朱
有
燉
が
依
據
し
た
先
行
作
品
や
北
方
系
傳
承
で

九

十

九

馬
幼
垣
『
水
滸
論
衡
』
「
從
招
安
部
分
看
水
滸
傳
的
成
書
過
程
」 

百

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
小
松
謙
『
中
国
古
典
演
劇
研
究
』
（
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
一
年
）

Ⅱ
「
明
代
に
お
け
る
元
雑
劇
」
第
一
章
「
明
本
の

性
格
」
參
照
。 

百

一

「
黑
旋
風
仗
義
疏
財
」
雜
劇
は
白
だ
け
で
は
な
く
筋
書
き
ま
で
含
め

て
大
幅
に
テ
キ
ス
ト
の
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。
笠
井
直
美

「
『
義
賊
』
の
誕
生
―
雜
劇
『
水
滸
』
か
ら
小
説
『
水
滸
』
へ
―
」

（
『
東
洋
文
化
』
第
七
十
一
号
、
一
九
九
〇
年
）
、
小
松
謙
『
中
国
古
典

演
劇
研
究
』

Ⅱ
「
明
代
に
お
け
る
元
雑
劇
」
第
一
章
「
明
本
の
性
格
」

參
照
。 
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は
梁
山
泊
の
頭
領
は
三
十
六
人
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
百

二

。
ま

た
、
梁
山
泊
も
の
雜
劇
の
曲
辭
に
は
梁
山
泊
、
三
十
六
は
出
て
く
る

も
の
の
、
七
十
二
は
見
え
な
い
。
曲
辭
に
し
て
も
明
人
の
編
集
を
經

た
も
の
で
あ
る
か
ら
百

三

注
意
は
必
要
だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
白
と

は
異
な
り
、
元
刊
本
の
時
點
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
に
手
を
加
え

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
な
か
に
は
元
刊
本
か
ら
あ
っ
た
文
字
が

殘
留
し
た
も
の
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
曲
辭
に
す
ら
七
十
二
と

い
う
數
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
元
人
雜
劇
で
は
梁
山
泊
の
豪

傑
の
數
は
や
は
り
百
八
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
七
十
二
」
が

明
人
に
よ
る
編
集
の
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
前
後
の
文
章
も
そ
の
時
點
で
の
認
識
に
合
わ
せ
て
書
か
れ
た
可

能
性
が
高
い
。 

ゆ
え
に
、
現
存
テ
キ
ス
ト
に
依
據
す
る
限
り
で
は
、
元
代
雜
劇
の

                                        

             

 

百

二

「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
に
見
え
る
三
十
六
人
の
名
簿
は
水
滸
傳
よ
り

『
宣
和
遺
事
』
と
共
通
す
る
點
が
多
く
、
こ
の
時
點
で
す
で
に
北
方
に

『
宣
和
遺
事
』
そ
の
も
の
、
な
い
し
『
宣
和
遺
事
』
系
の
故
事
が
伝
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

百

三

笠
井
直
美
「
白
話
小
説
・
戯
曲
版
本
の
分
化
と
特
徴
」
が
「
楚
昭
王

疎
者
下
船
」
の
元
刊
本
と
明
刊
本
と
違
い
を
詳
細
に
比
較
し
、
こ
の
劇

で
は
曲
辭
ま
で
も
が
大
幅
の
入
れ
替
え
、
變
更
を
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。 

背
景
に
宋
江
集
團
の
形
成
過
程
と
そ
の
後
の
運
命
を
語
る
變
化
型
の

ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
は
證
明
で
き
な
い
。
南
宋
と
金
、
南
宋

と
元
と
、
南
北
に
異
な
る
支
配
者
が
あ
り
相
互
の
移
動
が
困
難
で
あ

っ
た
時
期
の
北
方
系
傳
承
は
、
梁
山
泊
と
い
う
根
據
地
を
有
す
る
三

十
六
人
の
盗
賊
集
團
の
存
在
を
前
提
と
す
る
安
定
型
物
語
が
中
心
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

 

三
十
六
人
の
傳
承
は
い
つ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
の
か
、
百
八
人
に

な
っ
た
の
は
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
な
の
か
。 

水
滸
傳
第
七
十
八
回
回
頭
に
、
好
漢
た
ち
の
活
躍
を
詠
ん
だ
詩
が

あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
天
庭
三
十
六
員
」
と
し
か
言
わ
ず
、
水
滸
傳

本
文
の
描
寫
と
符
合
し
な
い
人
物
も
い
る
。
こ
の
詩
は
水
滸
傳
以
前

か
ら
傳
わ
る
宋
江
集
團
の
傳
承
を
そ
の
ま
ま
轉
用
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
な
の
だ
ろ
う
百

四

。
こ
こ

百

四

陈
松
柏
「
宋
江
演

义
是

连
接
宋
江
等
三
十
六
人
故
事
与
水

浒
传
必
不

可
少
的

链
条
」
は
、
こ
の
詩
に
地
煞
星
七
十
二
人
が
ま
っ
た
く
出
て
こ

な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
は
水
滸
傳
の
原
作
に
あ
た
る
「
宋
江
演
義
」

か
ら
ひ
き
つ
い
だ
も
の
だ
と
述
べ
る
。
水
滸
傳
以
前
に
「
宋
江
演
義
」

な
る
書
物
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
說
に
は
筆
者
は
懷
疑
的
で
あ
る

が
、
こ
の
詩
が
現
在
の
水
滸
傳
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
先
行
す
る
三
十
六
人
の
物
語
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
の
轉
用
で
あ

る
と
い
う
指
摘
は
的
確
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。 



43 
 

に
見
え
る
三
十
六
人
は
次
の
と
お
り
。 

 

混
江
龍
、
九
紋
龍
、
玉
麒
麟
、
靑
面
獸
、
索
超
急
先
鋒
、
劉
唐
赤

髮
鬼
、
小
李
廣
、
病
關
索
、
黑
旋
風
、
舩
火
兒
、
花
和
尚
、
武
行

者
、
短
命
二
郎
、
立
地
太
歲
、
兩
頭
蛇
、
䨇
尾
蝎
、
阮
小
七
活
閻

羅
、
秦
明
霹
靂
火
、
穆
弘
没
遮
攔
、
董
一
撞
、
朱
仝
雲
長
、
林
冲

翼
德
、
李
應
撲
天
鵰
、
雷
横
挿
翅
虎
、
燕
靑
徐
寧
、
公
孫
勝
入
雲

龍
、
石
秀
、
張
順
浪
裡
白
跳
、
戴
宗
走
神
行
太
保
、
關
勝
、
呼
延

灼
、
没
羽
箭
、
小
旋
風
、
智
多
吳
學
究
、
替
天
行
道
宋
公
明 

  

水
滸
傳
で
は
緣
が
薄
い
盧
俊
義
（
玉
麒
麟
）
と
楊
志
（
青
面
獣
）

が
一
組
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
二
人
が
と
も
に
太
行
山
グ
ル
ー
プ

に
屬
し
て
い
た
『
宣
和
遺
事
』
に
近
い
。
一
方
、
水
滸
傳
で
は
盧
俊

義
の
忠
實
な
部
下
で
あ
る
燕
青
は
雷
横
と
對
に
な
っ
て
い
る
。
水
滸

傳
で
雷
横
と
コ
ン
ビ
を
組
む
朱
仝
は
關
羽
張
飛
に
な
ぞ
ら
え
て
「
林

冲
翼
徳
」
と
對
に
な
っ
て
い
る
。
關
勝
を
關
羽
の
末
裔
と
す
る
設
定

は
な
か
っ
た
と
思
し
い
。
小
旋
風
は
没
羽
箭
と
組
み
で
、
「
弓
馬
熟

閑
」
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
お
そ
ら
く
武
將
で
、
水
滸
傳
の
よ
う
な

後
周
皇
族
の
末
裔
・
小
旋
風
柴
進
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま

た
、
宋
公
明
と
の
三
字
對
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
呉
學
究
と
い

う
呼
稱
も
『
宣
和
遺
事
』
と
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
「
兩
贏
童
貫
、

水
戰
三
敗
高
俅
、
施
恩
報
國
、
幽
州
城
下
殺
遼
兵
、
仗
義
興
師
淸
溪

洞
裡
擒
方
臘
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
官
軍
と
の
戰
い
、

遼
へ
の
遠
征
、
方
臘
討
伐
な
ど
の
要
素
は
三
十
六
人
の
傳
承
の
こ
ろ

に
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

 

梁
山
泊
に
關
す
る
傳
承
は
同
時
多
發
的
に
無
數
に
つ
く
ら
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
水
滸
傳
以
前
に
百
八
人
の
物
語
が
な
か
っ
た
と

言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
明
代
に
入
っ
て
も
三
十
六

人
の
物
語
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
水
滸
傳
に
も
そ

の
影
響
が
殘
っ
て
い
る
點
か
ら
考
え
て
、
最
終
編
纂
者
は
三
十
六
人

の
物
語
を
軸
に
水
滸
傳
を
編
ん
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
整
理
す
る
と
、
お
お
ま
か
に
は
、
「
南
方
／
淮
南
な
い

し
山
西
／
集
團
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
と
そ
の
後
の
行
動

／
變
化
型
」
と
「
北
方
／
梁
山
泊
を
根
拠
地
と
す
る
／
集
團
に
屬
す

る
個
々
の
英
雄
の
活
動
、
個
別
の
事
件
を
あ
つ
か
う
／
安
定
型
」
と

い
う
區
分
が
見
出
せ
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
傳
承
に
お
い
て
も
な
が

ら
く
集
團
の
人
數
は
三
十
六
で
あ
っ
た
。 

 

元
に
よ
っ
て
南
宋
が
滅
ぼ
さ
れ
た
一
二
七
九
年
以
降
は
、
主
に
藝

人
、
商
人
、
軍
隊
な
ど
移
動
を
常
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
南
北
の
宋

江
集
團
の
故
事
も
移
動
、
交
流
し
、
融
合
や
吸
収
に
よ
っ
て
そ
の
形

を
變
え
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
か
に
は
強
い
支
持
を
受
け
た
故

事
に
押
さ
れ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
故
事
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
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て
、
變
化
型
ス
ト
ー
リ
ー
の
枠
組
み
を
有
し
て
い
た
南
方
系
故
事
が

北
方
系
故
事
の
要
素
を
吸
収
し
た
先
に
あ
る
も
の
が
水
滸
傳
な
の
だ

と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
南
北
故
事
相
互
の
影
響
に
は
交
通
の
大
動

脈
で
あ
る
大
運
河
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
は
ず
で
あ
る
。
大
運

河
は
大
都
か
ら
梁
山
泊
を
有
す
る
山
東
を
縱
斷
し
、
長
江
を
經
て
杭

州
に
至
る
。
そ
の
中
間
に
あ
る
淮
南
地
方
に
は
淮
陰
、
宿
遷
、
徐
州

な
ど
重
要
な
宿
駅
が
あ
る
。
こ
の
山
東
、
淮
南
、
杭
州
各
地
の
傳
承

の
名
殘
と
思
わ
れ
る
要
素
が
す
べ
て
現
在
の
水
滸
傳
に
見
ら
れ
る
の

は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。 

 

筆
者
は
『
宣
和
遺
事
』
の
宋
江
集
團
部
分
は
、
南
宋
以
來
の
傳
承

に
、
元
代
に
入
っ
て
か
ら
北
方
系
の
「
宋
江
の
根
據
地
は
梁
山
泊
で

あ
る
」
と
い
う
傳
承
が
流
れ
込
ん
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
。
『
宣
和
遺
事
』
で
晁
蓋
グ
ル
ー
プ
が
「
太
行
山
梁
山

                                        

             

 

百

五

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
水
滸
傳
』
成
立
前
史

―
」
、
四
十
三
～
四
十
四
頁 

百

六

宮
崎
市
定
「
水
滸
伝
と
江
南
民
屋
」
（
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸

伝
』
）
は
、
水
滸
傳
の
武
松
の
故
事
に
描
寫
さ
れ
る
家
屋
の
構
造
が
江

南
地
方
の
そ
れ
と
類
似
し
、
北
方
と
は
似
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

部
分
を
完
成
さ
せ
た
人
物
は
南
方
に
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。

高
島
俊
男
「
『
小
嘍
囉
』
小
考
」
（
『
中
哲
文
學
會
報
』
第
七
號
、
一
九

八
二
年
）
は
、
雜
劇
で
「
抜
け
目
な
い
」
、
「
ず
る
賢
い
」
な
ど
の
意
味

で
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
嘍
囉
」
と
い
う
語
が
水
滸
傳
で
は
同
じ
意
味
で

泊
」
な
る
場
所
に
落
草
す
る
の
は
、
「
北
方
の
地
理
を
ほ
と
ん
ど
知

ら
な
い
人
々
」
が
「
兩
グ
ル
ー
プ
に
か
か
わ
る
地
名
を
そ
の
ま
ま
つ

な
げ
た
」
と
い
う
小
松
謙
の
指
摘
百

五

ど
お
り
で
あ
ろ
う
。
北
方
系
の

設
定
の
影
響
を
受
け
た
と
は
い
え
、
物
語
構
成
の
基
礎
は
南
方
系
で

あ
り
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
豐
富
に
し
、
水
滸
傳
の
直
接
の
原
型
と

な
っ
た
物
語
も
ま
た
南
方
で
作
ら
れ
た
百

六

。
呉
從
先
の
讀
ん
だ
水
滸

傳
は
お
そ
ら
く
そ
の
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
梁
山
が
「
淮
」
あ

た
り
に
あ
る
と
い
う
設
定
は
、
南
北
故
事
の
接
觸
の
様
子
を
示
し
て

い
る
。 

こ
う
し
て
、
江
南
な
い
し
浙
江
地
方
に
お
い
て
、
南
方
系
故
事
を

主
體
に
宋
江
集
團
の
成
員
の
来
歷
、
集
團
の
形
成
過
程
と
完
成
後
を

語
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
形
成
さ
れ
、
内
容
が
そ
れ
な
り
に
充
實
し
て
き

た
段
階
百

七

で
よ
う
や
く
雜
劇
が
と
り
こ
ま
れ
は
じ
め
た
た
め
、
安
定

は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ぬ
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
物
語
が
は
ぐ
く
ま
れ
練

り
上
げ
ら
れ
て
行
っ
た
時
・
所
に
お
い
て
は
、
そ
の
概
念
を
こ
の
語
で

は
表
さ
な
か
っ
た
」
と
考
え
、
雜
劇
の
「
嘍
囉
」
は
北
方
の
言
葉
で
あ

り
、
水
滸
傳
は
南
方
で
育
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
。 

百

七

た
だ
し
そ
れ
が
現
在
の
水
滸
傳
の
ご
と
く
ひ
と
つ
の
長
篇
物
語
に
仕

立
て
ら
れ
て
い
た
確
證
は
な
い
。
「
變
化
」
の
一
部
を
と
り
あ
げ
て
語

る
故
事
が
い
く
つ
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
あ
つ
め
る
こ
と
で
「
變
化
」
の

全
容
が
想
像
で
き
る
と
い
っ
た
狀
態
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 
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型
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
あ
ま
り
紙
幅
が
割
か
れ
な
い
構
成
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
最
終
編
纂
期
に
と
り
こ
ま
れ
た
雜
劇
は
、
「
回
数
あ
わ

せ
」
で
「
散
漫
」
な
部
分
と
酷
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
百

八

、
水
滸

傳
の
思
想
性
や
藝
術
性
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
與
え
た
と
評
価
さ
れ

る
場
合
も
あ
る
。
雜
劇
が
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
水
滸
傳
全

體
に
い
か
な
る
變
化
が
生
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
た
い
し
た
變
化
は

生
じ
な
か
っ
た
の
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

６
．
明
前
期
か
ら
中
期
～
宋
江
集
團
傳
承
か
ら
水
滸
傳
へ 

 

明
代
に
入
る
と
宋
江
集
團
に
關
す
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
は
一
氣
に

と
ぼ
し
く
な
る
。
雜
劇
冒
頭
に
書
き
込
ま
れ
た
宋
江
お
よ
び
集
團
の

經
歷
は
明
初
期
の
傳
承
の
反
映
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
内
容
は
『
宣
和

遺
事
』
と
大
き
く
變
わ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

明
中
期
に
は
文
人
の
筆
記
、
書
目
な
ど
に
宋
江
集
團
に
關
わ
る
も

の
が
少
し
づ
つ
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
。
主
な
も
の
を
お
お
む
ね
時
代

順
に
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

                                        

             

 

百

八

「
宋
江
三
十
六
人
の
話
、
す
な
わ
ち
水
滸
説
話
は
、
い
ろ
ん
な
形
で

つ
た
え
ら
れ
、
小
説
水
滸
伝
は
そ
れ
ら
を
取
捨
選
択
し
、
つ
な
ぎ
合
わ

せ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
元
代
の
水
滸
戲
は
そ
れ
ら
の

材
料
の
一
種
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
た
だ
し
あ
ま
り
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
。
な
に
し
ろ
、
た
し
か
な
の
は
、
…
…
『
李
逵
負
荊
』
が
水
滸
伝
の

 

陸
容
（
成
化
二
年
進
士
）
『
菽
園
雜
記
』 

鬪
葉
子
之
戱
、
吾
崑
城
上
自
士
夫
下
至
僮
豎
皆
能
之
。
予
游
崑

庠
八
年
、
獨
不
解
此
、
人
以
拙
嗤
之
。
近
得
閱
其
形
製
、
一
錢

至
九
錢
各
一
葉
、
一
百
至
九
百
各
一
葉
、
自
萬
貫
以
上
皆
圖
人

形
。 葉

子
で
戰
う
遊
び
は
、
わ
が
崑
城
で
は
士
大
夫
か
ら
子
ど
も

ま
で
み
な
で
き
る
。
わ
た
し
は
崑
城
の
學
校
に
遊
學
し
て
八

年
に
な
る
の
に
一
人
だ
け
わ
か
ら
な
い
の
で
み
な
に
バ
カ
に

さ
れ
る
。
近
ご
ろ
葉
子
を
見
る
機
會
を
得
た
。
一
錢
か
ら
九

錢
ま
で
一
枚
づ
つ
、
百
か
ら
九
百
ま
で
一
枚
づ
つ
、
萬
貫
以

上
は
み
な
人
物
が
描
い
て
あ
る
。 

 

萬
萬
貫
呼
保
義
宋
江
、
千
萬
貫
行
者
武
松
、
百
萬
貫
阮
小
五
、

九
十
萬
貫
活
閻
羅
阮
小
七
、
八
十
萬
貫
混
江
龍
李
俊
、
七
十
萬

貫
病
尉
遲
孫
立
、
六
十
萬
貫
鐵
鞭
呼
延
灼
、
五
十
萬
貫
花
和
尚

第
七
十
三
回
の
後
半
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
し
か
も
こ

の
あ
た
り
は
、
百
八
人
が
勢
揃
い
し
て
か
ら
招
安
を
受
け
る
ま
で
の
、

最
も
散
漫
な
、
回
数
あ
わ
せ
と
評
さ
れ
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
」
（
高
島

俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
「
講
釈
か
ら
芝
居
ま
で
」
、
百
八
十
三

頁
） 
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魯
智
深
、
四
十
萬
貫
賽
闗
索
王
雄
、
三
十
萬
貫
青
面
獸
楊
志
、

二
十
萬
貫
一
丈
青
張
横
、
九
萬
貫
插
翅
虎
雷
横
、
八
萬
貫
急
先

鋒
索
超
、
七
萬
貫
霹
靂
火
秦
明
、
六
萬
貫
混
江
龍
李
海
、
五
萬

貫
黑
旋
風
李
逵
、
四
萬
貫
小
旋
風
柴
進
、
三
萬
貫
大
刀
闗
勝
、

二
萬
貫
小
李
廣
花
榮
、
一
萬
貫
浪
子
燕
青
。 

 

…
…
葢
宋
江
等
皆
大
盗
。
詳
見
宣
和
遺
事
及
癸
辛
雜
識
。 

宋
江
ら
は
み
な
大
盗
で
あ
る
。
宣
和
遺
事
と
癸
辛
雜
識
に
詳

し
い
。 

 

田
汝
成
（
嘉
靖
五
年
進
士
）
『
西
湖
遊
覧
誌
餘
』
巻
二
十
五 

錢
塘
羅
貫
中
本
者
南
宋
時
人
。
編
撰
小
説
數
十
種
而
水
滸
傳
叙

宋
江
等
事
。
姦
盜
、
脱
騙
、
機
械
、
甚
詳
。
然
變
詐
百
端
、
壊

人
心
術
、
其
子
孫
三
代
皆
啞
、
天
道
好
還
之
報
如
此
。 

錢
塘
羅
貫
中
は
南
宋
の
人
で
あ
る
。
小
說
數
十
種
を
編
纂

し
、
水
滸
傳
で
は
宋
江
ら
の
こ
と
を
述
べ
た
。
盗
み
、
騙

し
、
か
ら
く
り
な
ど
非
常
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
騙
し

ご
ま
か
し
言
い
く
る
め
る
方
法
ば
か
り
で
、
人
の
心
を
損
な

う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
子
孫
は
三
代
に
わ
た
っ
て
み

な
口
が
聞
け
な
く
な
っ
た
、
天
の
報
い
と
は
か
く
な
る
も
の

で
あ
る
。 

 

高
儒
『
百
川
書
志
』
（
嘉
靖
十
九
年
序
）
巻
六 

忠
義
水
滸
傳
一
百
巻 

錢
塘
施
耐
菴
的
本
、
羅
貫
中
編
次
。
宋
寇
宋
江
三
十
六
人
之
事

并
從
副
百
有
八
人
當
世
尚
之
。
周
草
窗
癸
辛
雜
志
中
具
百
八
人

混
名
。 

 

忠
義
水
滸
傳
一
百
巻 

 

錢
塘
施
耐
菴
的
本
、
羅
貫
中
編
次
。
宋
の
賊
宋
江
三
十
六
人

の
事
績
と
、
そ
れ
に
次
ぐ
百
八
人
（
の
物
語
）
は
現
在
流
行

し
て
い
る
。
周
草
窗
の
癸
辛
雜
志
は
百
八
人
の
綽
名
を
そ
な

え
て
い
る
。 

 

周
弘
祖
（
嘉
靖
三
十
八
年
）
『
古
今
書
刻
』
上
編
「
都
察
院
」 

 
 

水
滸
傳 

 

郎
瑛
（
成
化
二
十
三
年
生
、
嘉
靖
四
十
五
年
卒
）
『
七
修
類
稿
』

巻
二
十
三
「
三
國
宋
江
演
義
」 

三
國
宋
江
二
書
乃
杭
人
羅
本
貫
中
所
編
。
予
意
舊
必
有
本
、
故

曰
編
。
宋
江
又
曰
錢
塘
施
耐
庵
的
本
。
昨
於
舊
書
肆
中
得
抄
本

錄
鬼
簿
、
乃
元
大
梁
鍾
繼
先
作
、
載
元
宋
傳
記
之
名
而
于
二
書

之
事
尤
多
。
據
此
尤
見
原
亦
有
迹
、
因
而
增
益
編
成
之
耳
。 
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三
國
と
宋
江
の
二
書
は
杭
州
の
羅
本
貫
中
の
編
ん
だ
も
の
で

あ
る
。
も
と
づ
く
本
が
あ
る
か
ら
編
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
宋

江
は
ま
た
錢
塘
施
耐
庵
的
本
と
も
言
う
。
先
ご
ろ
古
本
屋
で

抄
本
錄
鬼
簿
を
手
に
入
れ
た
。
元
大
梁
の
鍾
繼
先
の
作
で
、

そ
こ
に
載
っ
て
い
る
宋
元
傳
記
は
、
こ
の
二
書
に
關
わ
る
も

の
が
も
っ
と
も
多
い
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
も
と
づ
く
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
増
や
し
た
り
補
っ
た
り
し
て
編
纂
し
た
の

だ
ろ
う
。 

 

同
巻
二
十
五
「
宋
江
原
數
」 

史
稱
宋
江
三
十
六
人
橫
行
齊
魏
、
官
軍
莫
抗
、
而
侯
蒙
舉
討
方

臘
。
周
公
謹
載
其
名
贊
于
癸
辛
雜
志
。
羅
貫
中
演
爲
小
説
、
有

替
天
行
道
之
言
。
今
揚
子
濟
寧
之
地
皆
爲
立
廟
。
據
是
逆
料
當

時
非
禮
之
禮
、
非
義
之
義
。
江
必
有
之
、
自
亦
异
于
他
賊
也
。

但
貫
中
欲
成
其
書
、
以
三
十
六
爲
天
罡
、
添
地
煞
七
十
二
人
之

名
。
又
易
尺
八
腿
爲
赤
發
鬼
、
一
直
撞
爲
雙
槍
將
、
以
至
淫
辭

詭
行
飾
詐
眩
巧
、
聳
動
人
之
耳
目
。
是
雖
足
以
溺
人
而
傳
久
失

其
實
也
多
矣
。
今
特
書
其
當
時
之
名
三
十
六
于
左
。 

 
 

 

史
書
に
宋
江
三
十
六
人
が
齊
魏
に
橫
行
し
、
官
軍
も
逆
ら
わ

な
か
っ
た
が
、
侯
蒙
が
方
臘
を
討
た
せ
よ
う
と
進
言
し
た
と

あ
る
。
周
公
謹
が
そ
の
名
と
贊
を
癸
辛
雜
志
に
記
し
た
。
羅

貫
中
が
敷
衍
し
て
小
說
と
し
、
替
天
行
道
の
言
を
書
い
た
。

今
揚
子
、
濟
、
寧
の
地
で
は
宋
江
の
た
め
に
廟
を
立
て
て
い

る
。
當
時
か
ら
非
禮
の
禮
、
非
義
の
義
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
宋
江
は
實
在
し
、
ほ
か
の
賊
と
は
違
っ
て
い

た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
羅
貫
中
が
本
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
三

十
六
を
天
罡
と
し
、
地
煞
七
十
二
人
を
追
加
し
た
。
ま
た
、

尺
八
腿
を
赤
發
鬼
、
一
直
撞
を
雙
槍
將
に
改
め
る
な
ど
、
い

い
加
減
に
脚
色
し
た
り
僞
り
を
書
い
た
り
し
て
人
々
の
耳
目

を
集
め
た
。
人
を
引
き
込
み
、
長
く
傳
わ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
は
で
き
た
と
は
い
え
、
失
わ
れ
た
事
實
も
多
い
。
特
に
こ

こ
に
當
初
の
三
十
六
人
の
名
を
記
し
て
お
く
。 

 

宋
江 

晁
蓋 

吳
用 

盧
俊
義 

關
勝 

史
進 

柴
進 

阮
小

二 

阮
小
五 

阮
小
七 

劉
唐 

張
青 

燕
青 

孫
立 

張
順 

張
橫 

呼
延
綽 

李
俊 

花
榮 

秦
明 

李
逵 

雷
橫 

戴
宗 

索
超 

楊
志 

楊
雄 

董
平 

解
珍 

解
寶 

朱
仝 

穆
橫 

石
秀 

徐
寧 

李
英 

花
和
尚 

武
松 

 
李
開
先
（
嘉
靖
八
年
進
士
。
弘
治
十
五
年
生
、
隆
慶
二
年
卒
）

『
詞
虐
』 

崔
後
渠
、
熊
南
沙
、
唐
荊
川
、
王
遵
嚴
、
陳
後
岡
謂
、
水
滸
傳
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委
曲
詳
盡
、
血
脈
貫
通
、
史
記
而
下
便
是
此
書
。
且
古
來
更
無

有
一
事
而
二
十
冊
者
。 

 
 

 

崔
後
渠
、
熊
南
沙
、
唐
荊
川
、
王
遵
嚴
、
陳
後
岡
が
言
っ

た
。
水
滸
傳
の
文
章
は
委
曲
を
盡
く
し
、
た
い
へ
ん
詳
細

で
、
し
か
も
首
尾
一
貫
、
史
記
に
次
ぐ
も
の
と
い
え
ば
こ
の

書
で
あ
る
。
古
來
よ
り
ひ
と
つ
の
物
語
で
二
十
册
に
も
な
る

も
の
な
ど
は
な
か
っ
た
。 

 

張
丑
（
萬
暦
間
の
人
）
『
清
河
書
畫
舫
』
巻
十
二
上 

又
一
好
事
家
收
文
徵
仲
小
楷
古
本
水
滸
傳
。
全
部
法
歐
陽
詢
、

未
及
見
之
。 

 
 

 

あ
る
好
事
家
が
文
徵
仲
の
小
楷
古
本
水
滸
傳
を
手
に
入
れ

た
。
歐
陽
詢
の
書
體
に
な
ら
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
私
は
ま

だ
見
て
い
な
い
。 

  

ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
の
が
『
菽
園
雜
記
』
で
あ
る
。
李
偉
實

は
、
著
者
陸
容
の
讀
書
へ
の
興
味
、
交
友
關
係
な
ど
を
總
合
す
れ

ば
、
も
し
水
滸
傳
が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
そ
れ
を
知

ら
な
い
は
ず
が
な
く
、
こ
の
記
事
に
水
滸
傳
の
名
が
見
え
な
い
以

                                        

             

 

百

九

李
伟
实
「
从
水
浒
戏
和
水
浒
叶
子
看
《
水
浒
传
》
的
成
书
年
代
」 

上
、
當
時
水
滸
傳
は
ま
だ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う

百

九

。
「
あ
れ
ば
讀
ん
で
い
た
は
ず
」
、
「
讀
ん
で
い
れ
ば
書
い
た
は

ず
」
と
い
う
假
定
に
假
定
を
重
ね
た
推
論
で
あ
る
か
ら
慎
重
に
と
り

あ
つ
か
う
必
要
が
あ
る
が
、
『
菽
園
雜
記
』
か
ら
は
陸
容
が
「
宋
江

三
十
六
賛
」
と
『
宣
和
遺
事
』
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
に
わ

か
る
し
、
水
滸
傳
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
。 

 

田
汝
成
の
記
す
水
滸
傳
は
、
全
何
回
な
の
か
、
根
據
地
は
ど
こ

で
、
何
人
の
集
團
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
羅
貫
中
を
編
者
と

し
て
い
る
か
ら
、
「
羅
貫
中
編
次
」
を
掲
げ
る
嘉
靖
殘
本
と
同
一
系

統
の
本
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

興
味
深
い
の
が
『
百
川
書
誌
』
で
あ
る
。
「
忠
義
水
滸
傳
」
、
全
百

回
、
施
耐
庵
、
羅
貫
中
の
名
、
百
八
人
と
い
う
人
數
か
ら
現
行
百
回

本
と
お
な
じ
も
の
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
高
儒
は
史
實

の
宋
江
を
つ
た
え
る
資
料
と
し
て
『
癸
辛
雜
識
』
を
あ
げ
る
の
だ

が
、
そ
こ
に
百
八
人
の
あ
だ
な
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
單
な

る
誤
記
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
水
滸
傳
の
百
八
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

く
、
『
癸
辛
雜
識
』
も
そ
う
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
水
滸
傳
は
高
儒
に
相
當
な
影
響
力
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を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
れ
と
好
對
照
を
な
す
の
が
郎
瑛
の
記
事
で
あ
る
。
郎
瑛
は
、
百

八
人
の
名
は
水
滸
傳
が
捏
造
し
た
も
の
で
あ
る
と
斷
罪
し
て
い
る
。

郎
瑛
は
高
儒
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
宋
江
集
團
は
も
と
よ
り

百
八
人
で
あ
っ
た
と
誤
解
し
て
い
た
高
儒
の
よ
う
な
人
が
多
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
李
開
先
も
ま
た
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
大
木
康

は
、
『
詞
謔
』
の
記
事
が
水
滸
傳
に
つ
い
て
新
鮮
な
驚
き
を
も
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
て
水
滸
傳
を
讀
ん
だ
感
想
を
記

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
水
滸
傳
の
完
成
も
嘉
靖
の
頃
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
百

十

。
李
開
先
が
は
じ
め
て
讀
ん

だ
こ
と
と
、
水
滸
傳
が
は
じ
め
て
世
に
出
た
こ
と
と
は
も
ち
ろ
ん
イ

コ
ー
ル
で
は
な
い
が
、
こ
の
記
事
に
名
の
見
え
る
崔
後
渠
、
熊
南

沙
、
唐
荊
川
、
王
遵
嚴
、
陳
後
岡
ら
が
み
な
そ
れ
ま
で
讀
ん
だ
こ
と

が
な
か
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
水
滸
傳
の
出
版
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い

時
期
の
こ
と
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。 

以
上
を
綜
合
す
る
と
、
「
梁
山
泊
」
の
「
百
八
人
」
の
水
滸
傳
は

弘
治
の
終
わ
り
か
ら
嘉
靖
の
前
半
に
か
け
て
知
識
人
の
目
に
觸
れ
る

よ
う
に
な
り
、
嘉
靖
中
期
に
は
か
な
り
の
知
名
度
と
影
響
力
を
有
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
直
前
ま
で
は
三
十
六
人

                                        

             

 

百

十

大
木
康
「
明
清
文
学
に
お
け
る
道
教
・
神
仙
思
想
に
関
す
る
覚
え
書

の
故
事
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。 

 

い
ま
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
上
に
列
記
し
た
面
々
が
宋
江
集

團
の
物
語
を
記
し
た
書
籍
と
し
て
擧
げ
る
も
の
が
『
癸
辛
雜
識
』
、

『
宣
和
遺
事
』
、
水
滸
傳
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
（
雜
劇
は
「
集

團
」
の
物
語
と
は
言
え
な
い
）
。
つ
ま
り
、
集
團
の
物
語
に
關
す
る

限
り
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
參
照
で
き
る
資
料
と
、
彼
ら
が
目
に
し
た

書
籍
の
種
類
と
は
基
本
的
に
は
大
差
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
（
無

論
、
書
籍
の
量
や
同
一
書
籍
の
版
本
の
種
類
に
は
大
き
な
差
が
あ

る
）
。 

『
菽
園
雜
記
』
に
見
え
る
人
名
が
『
宣
和
遺
事
』
と
水
滸
傳
の
ど

ち
ら
に
似
て
い
る
か
と
い
え
ば
『
宣
和
遺
事
』
に
近
い
。
賽
關
索
王

雄
、
混
江
龍
李
海
は
水
滸
傳
に
は
見
え
ず
『
宣
和
遺
事
』
に
見
え
る

名
で
あ
る
し
、
一
丈
青
が
扈
三
娘
で
は
な
い
の
も
水
滸
傳
と
異
な

る
。
黒
旋
風
李
逵
と
小
旋
風
柴
進
と
が
並
ん
で
い
る
の
は
「
宋
江
三

十
六
賛
」
、
『
宣
和
遺
事
』
と
同
樣
こ
の
二
人
が
一
組
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
反
映
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
宣
和
遺
事
』
と
ま

っ
た
く
一
致
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
『
宣
和
遺
事
』
に
い
た
關
必
勝

は
な
く
、
水
滸
傳
と
お
な
じ
關
勝
が
い
る
し
、
李
海
と
は
別
に
混
江

龍
李
俊
と
い
う
水
滸
傳
と
お
な
じ
名
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
記

き
」
（
『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』
第
二
十
三
号
、
二
〇
〇
四
年
） 
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事
が
陸
容
の
聞
き
間
違
い
、
記
憶
違
い
な
ど
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
こ
の
「
葉
子
戯
」
は
『
宣
和
遺
事
』
と
水
滸
傳
の
中
間
、
や
や

『
宣
和
遺
事
』
よ
り
の
狀
態
の
物
語
を
反
映
し
て
い
る
と
言
い
得
る

の
だ
が
、
陸
容
は
こ
の
中
間
的
な
物
語
を
記
し
た
書
籍
に
は
言
及
し

て
い
な
い
。 

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
文
獻
は
、
書
目
や
筆
記
を
記
し
、
そ
れ
が
い
ま

に
ま
で
傳
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
知
識
人
が
「
印
刷
さ
れ
て
本
に
な
っ
た

宋
江
集
團
物
語
」
を
目
に
す
る
機
會
は
當
時
か
ら
『
癸
辛
雜
識
』
、

『
宣
和
遺
事
』
、
水
滸
傳
し
か
な
く
、
書
籍
に
關
す
る
限
り
、
『
宣
和

遺
事
』
か
ら
水
滸
傳
ま
で
が
長
い
空
白
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆

す
る
の
で
は
な
い
か
。
陳
松
柏
は
郎
瑛
の
「
三
國
宋
江
二
書
」
と
い

う
言
い
か
た
に
注
目
し
、
水
滸
傳
以
前
に
宋
江
を
主
人
公
と
し
た

「
宋
江
演
義
」
な
る
書
が
あ
っ
た
と
見
て
い
る
百

十

一

。
し
か
し
郎
瑛

の
舉
げ
る
書
誌
情
報
は
高
儒
の
も
っ
て
い
た
水
滸
傳
と
一
致
し
、
郎

瑛
の
記
事
の
み
を
も
っ
て
「
宋
江
演
義
」
の
存
在
を
證
明
す
る
の
は

勇
み
足
で
あ
ろ
う
。
水
滸
傳
の
成
立
を
假
に
最
大
限
引
き
上
げ
て
弘

                                        

             

 

百

十

一

陈
松
柏
「
宋
江
演
义
是
连
接
宋
江
等
三
十
六
人
故
事
与
水
浒
传
必

不
可
少
的
链
条
」 

百

十

二

孫
楷
第
「
水
滸
傳
𦾔
本
考
」
（
『
滄
州
集
』
中
華
書
局
、
一
九
六
五

年
） 

治
年
間
と
し
て
も
數
十
年
、
嘉
靖
中
期
だ
と
考
え
れ
ば
百
年
ほ
ど
が

そ
っ
く
り
文
獻
資
料
の
空
白
期
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
間
の
宋
江
集

團
物
語
の
變
化
の
様
子
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。 

 

か
つ
て
孫
楷
第
「
水
滸
傳
𦾔
本
考
」

百

十

二

は
、
水
滸
傳
は
書
物
に

な
る
以
前
に
詞
話
の
形
式
で
廣
ま
っ
て
い
た
と
推
測
し
た
。
近
年
に

お
い
て
も
紀
德
君
「
『
水
滸
伝
』
与
説
唱
詞
話
之
關
係
新
証
」

百

十

三

が

水
滸
傳
に
韻
文
と
散
文
が
交
互
に
現
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
、
錢
希

言
『
戯
瑕
』
巻
一
に
水
滸
傳
に
は
毎
回
冒
頭
に
韻
文
が
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
文
徵
明
が
宋
江
の
故
事
を
聞
い
た
と
語
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
根
據
に
孫

說
を
支
持
し
て
い
る
。
本
邦
で
も
高
野
陽

子
・
小
松
謙
「
『
水
滸
伝
』
成
立
考
―
語
彙
と
テ
ク
ニ
カ
ル
・
タ
ー

ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」

百

十

四

が
、
水
滸
傳
に

說
唱
で
常
用
さ
れ

る
語
彙
や
常
套
句
が
頻
出
す
る
部
分
が
あ
る
と
の
分
析
結
果
を
出
し

て
い
る
。 

文
獻
が
現
存
し
な
い
こ
と
が
卽
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
は
な
ら

百

十

三

纪
德
君
「
《
水

浒
传
》
与

说
唱
此
话
之
关
系
新
证
」
（
『
广
州
大
学

学

报
（
社
会
科
学
版
）
』
第
十
一
卷
第
三
期
、
二
〇
一
二
年
） 

百

十

四

高
野
陽
子
・
小
松
謙
「
『
水
滸
伝
』
成
立
考―

語
彙
と
テ
ク
ニ
カ

ル
・
タ
ー
ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ―

」 

（
『
中
国
文
学
報
』
第
六
十
五

冊
、
二
〇
〇
二
年
） 
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な
い
が
、
語
り
物
と
し
て
流
行
し
て
い
た
た
め
そ
の
期
間
の
文
獻
が

存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
は
た
し
か
に
合
理
的
で
あ
る
。
文
字
に
固

定
さ
れ
な
い
以
上
そ
の
内
容
は
不
斷
に
變
化
を
續
け
て
い
た
だ
ろ
う

し
、
そ
の
變
化
も
單
線
的
、
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
く
多
樣
性
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
一
部
が
最
終
編
纂
者
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
水
滸
傳
に
殘
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

同
樣
の
環
境
で
流
行
し
た
物
語
は
人
物
や
故
事
の
類
型
の
み
な
ら

ず
、
語
り
手
や
聞
き
手
の
嗜
好
、
思
想
、
知
識
ま
で
共
有
す
る
可
能

性
が
高
い
。
そ
し
て
、
數
少
な
い
な
が
ら
も
語
り
物
を
材
料
と
し
た

出
版
物
が
參
照
で
き
る
。
元
代
に
刊
行
さ
れ
た
「
全
相
平
話
」
シ
リ

ー
ズ
、
『
新
編
五
代
史
平
話
』
お
よ
び
明
成
化
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

說
唱
詞
話
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る

百

十

五

。
な
か
で
も

說
唱
詞
話
の
刊
行
時

期
は
宋
江
集
團
物
語
の
空
白
期
と
重
な
り
、
注
目
に
値
す
る
。
刊
行

さ
れ
た
の
は
實
際
に
演
じ
ら
れ
た
數
々
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
讀
書
に
適
す
る
よ
う
整
理
を
經
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
語
り
物
の
さ
ま
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
に
は

違
い
な
い
。 

 

陳
松
柏
は
元
代
に
『
全
相
平
話
宋
江
』
が
出
版
さ
れ
て
い
た
と
主

                                        

             

 

百

十

五

『
明
成
化
説
唱
詞
話
叢
刊
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
九
年
） 

百

十

六

葉
德
輝
『
戯
曲
小
説
叢
考
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）
巻
下

張
し
、
具
体
的
に
回
數
と
回
目
ま
で
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
葉
德

輝
は
、
元
代
の
評
話
、
平
話
は
宋
代
の
講
史
に
つ
ら
な
る
も
の
で
、

内
容
は
歷
史
物
語
に
限
定
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
し
百

十

六

、
既
に
発

見
さ
れ
て
い
る
全
相
平
話
シ
リ
ー
ズ
は
す
べ
て
歷
史
を
軸
に
構
成
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
狀
況
か
ら
、
史
書
を
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い

い
ほ
ど
引
用
で
き
な
い
宋
江
集
團
物
語
が
單
獨
で
平
話
と
し
て
出
版

さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
全
相
平
話
も
五
代
史
平
話

も
、
物
語
の
單
位
に
「
回
」
は
用
い
な
い
。
「
回
」
は
明
中
期
に
な

っ
て
か
ら
用
い
ら
れ
た
比
較
的
新
し
い
單
位
で
あ
ろ
う
。
陳
松
柏
の

論
は
水
滸
傳
元
代
成
立
說
（
「
宋
江
平
話
」
を
も
っ
て
成
立
す
る
）

と
明
代
成
立
說
（
最
終
編
纂
を
も
っ
て
完
成
と
す
る
）
と
を
兩
立
さ

せ
る
た
め
の
苦
肉
の
策
と
言
え
る
。
『
宣
和
遺
事
』
が
出
版
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
葉
德
輝
が
「
宋
徽
宗
花
石
綱
、
秦
檜
東
窗

事
犯
等
」
が
語
ら
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
よ
う
に
、
宋
江
を
主
人
公

と
す
る
物
語
で
は
な
く
、
北
宋
末
の
歷
史
を
語
る
な
か
で
部
分
的
に

宋
江
が
登
場
す
る
書
籍
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
と

て
も
水
滸
傳
の
核
に
は
な
り
え
ま
い
。 

こ
れ
に
對
し
て
成
化
説
唱
詞
話
は
、
史
書
の
裏
づ
け
が
な
い
、
あ

「
宋
元
明
講
唱
文
学
」
、
六
百
五
十
九
頁 
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る
い
は
史
書
に
合
致
し
な
い
荒
唐
無
稽
な
要
素
で
構
成
さ
れ
た
物
語

で
あ
る
。
そ
れ
が
實
際
に
刊
本
の
形
で
殘
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
宋

江
の
説
唱
詞
話
も
印
刷
さ
れ
、
知
識
人
の
目
に
觸
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
三
國
志
演
義
」
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
顔
を
見
せ
る
關
索
な
る
人
物

が
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
、
說
唱
詞
話
が
出
土
す
る
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
知
識
人
の
著
す
史

書
、
筆
記
な
ど
に
は
見
え
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
說
唱
詞
話
に
よ
っ

て
よ
う
や
く
關
索
の
傳
説
が
く
わ
し
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
百

十

七

。
そ
し
て
こ
れ
が
民
間
傳
承
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、

地
方
志
な
ど
、
民
間
傳
承
を
反
映
し
や
す
い
資
料
に
關
索
に
関
す
る

記
載
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
百

十

八

。
成
化
說
唱
詞

話
は
官
人
の
墓
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
し
、
花
關
索
や
楊
文
廣
の
說

唱
詞
話
を
好
む
知
識
人
が
す
く
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
資
料
も
あ
る
百

十

九

。
成
化
說
唱
詞
話
の
よ
う
に
印
刷
さ
れ
た
も

の
を
讀
ん
だ
知
識
人
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
讀
書
記
錄
な
ど
は
殘
す

に
値
し
な
い
、
程
度
の
低
い
も
の
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
宋
江

                                        

             

 

百

十

七

井
上
泰
山
・
大
木
康
・
金
文
京
・
氷
上
正
・
古
屋
昭
弘
『
花
關
索

伝
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
）

Ⅰ
「
解
説
篇
」
一
「
成
化

本
説
唱
詞
話
に
つ
い
て
」
（
金
文
京
） 

集
團
の
說
唱
詞
話
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
知
識
人
が
そ
れ

を
記
す
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
知
識
人
に
と
っ
て
、
宋
江
集
團

に
つ
い
て
記
し
た
、
書
き
と
め
る
に
値
す
る
資
料
は
依
然
『
癸
辛
雜

識
』
、
『
宣
和
遺
事
』
止
ま
り
で
あ
っ
た
。
記
錄
す
る
に
値
す
る
文
獻

を
も
た
な
か
っ
た
宋
江
集
團
の
物
語
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
定
型
を
得
る

こ
と
な
く
不
斷
に
そ
の
形
を
變
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

語
り
物
自
体
が
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
藝
能
で
あ
る
。
宋
江
集
團

の
說
唱
詞
話
が
印
刷
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
の
ひ
と
つ
が
偶
然
文
字
と
な
っ
た
だ
け
で
あ

り
、
そ
の
後
語
ら
れ
る
話
の
筋
書
き
を
固
定
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
定
型
を
有
さ
ず
、
演
じ
ら
れ
る
場
所
・
時
間
・
聽
衆
・

語
り
手
な
ど
諸
要
素
に
應
じ
て
變
幻
自
在
に
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
の
文
獻
空
白
期
が
水
滸
傳
の
「
自
然

形
成
期
」
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
物
語
の
な
か
で
、
最

終
編
纂
者
の
眼
鏡
に
か
な
っ
た
も
の
が
水
滸
傳
編
纂
の
核
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
物
語
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
。
ま
ず

は
こ
の
件
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

百

十

八

『
花
關
索
伝
の
研
究
』

Ⅲ
「
資
料
篇
」
（
大
木
康
） 

百

十

九

宮
紀
子
「
花
関
索
と
楊
文
広
」
（
『
汲
古
』
第
四
十
六
号
、
二
〇
〇

四
年
） 
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第
二
章 

宋
江
形
象
演
變
考 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一.

主
人
公
宋
江 

 

水
滸
傳
の
編
纂
に
あ
た
り
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、

全
體
の
軸
と
な
る
主
人
公
、
宋
江
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
完
成
さ
せ
る
こ

と
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
際
最
終
編
纂
者
は
史

書
や
『
宣
和
遺
事
』
な
ど
も
參
照
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
と
て
も
十
分
な
材
料
と
は
言
え
な
い
。
核
と
な
っ
た
の
は
語
り
物

と
し
て
廣
ま
っ
て
い
た
宋
江
の
物
語
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
當
時
、
宋

江
の
物
語
は
無
數
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
編
纂
者
が
選
び
出

し
た
宋
江
像
は
史
書
や
『
宣
和
遺
事
』
か
ら
想
像
さ
れ
る
も
の
と
は

大
き
な
徑
庭
が
あ
る
。
こ
の
宋
江
像
は
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
成
立

し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
な
ぜ
編
纂
者
は
こ
の
宋
江
像
を
採
用
し
た

の
だ
ろ
う
か
。 

 

二.

宋
江
像
の
變
遷 

水
滸
傳
前
史
の
資
料
群
か
ら
宋
江
の
人
物
形
象
に
關
わ
る
部
分
を

抜
き
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

ま
ず
、
史
書
で
は
盗
賊
集
團
の
首
領
の
名
と
し
て
あ
げ
る
の
み

で
、
宋
江
そ
の
人
に
つ
い
て
の
評
価
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
わ
ず
か
に

『
東
都
事
略
』
に
「
其
材
必
過
人
」
と
い
う
人
物
評
が
あ
る
が
、
具

體
的
な
人
物
像
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。 

 

『
醉
翁
談
録
』
の
語
り
物
の
題
目
に
は
宋
江
ら
し
き
も
の
も
、
宋

江
集
團
ら
し
き
も
の
も
見
當
た
ら
な
い
。 

「
宋
江
三
十
六
贊
」
に
お
い
て
よ
う
や
く
當
時
傳
え
ら
れ
て
い
た

宋
江
の
人
物
像
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
序
文
は
、
宋
江
は
柳

盜
跖
に
迫
る
能
力
が
あ
る
が
僭
稱
は
し
な
か
っ
た
、
ひ
ど
い
の
は
事

理
も
わ
か
ら
ず
災
厄
を
ま
き
ち
ら
す
乱
臣
賊
子
の
ほ
う
だ
と
述
べ
、

「
與
其
逢
聖
公
之
徒
孰
若
跖
與
江
也
（
〝
聖
公
〟
の
連
中
に
出
く
わ

す
ぐ
ら
い
な
ら
盜
跖
や
宋
江
の
ほ
う
が
ま
し
で
は
な
い
か
）
」
と
結

ぶ
。
宋
江
個
人
に
つ
い
て
は
「
不
假
稱
王 

 

而
呼
保
義 

豈
若
狂
卓 

專
犯
諱
忌
（
假
り
て
王
を
稱
さ
ず
保
義
と
呼
ぶ
。
豈
に
狂
卓
の
ご
と

く
專
ら
諱
忌
を
犯
さ
ん
や
）
」
と
言
う
。
龔
聖
與
は
宋
江
を
積
極
的

に
肯
定
し
て
は
い
な
い
。
董
卓
の
よ
う
に
天
子
を
輕
ん
じ
名
分
秩
序

を
亂
す
企
み
の
な
い
だ
け
ま
し
だ
と
、
奸
臣
批
判
の
引
き
合
い
に
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
橫
行
天
下
、
侵
暴
諸
侯
、
穴
室
樞
戶
、
驅

人
牛
馬
、
取
人
婦
女
、
…
…
萬
民
苦
之
（
天
下
に
橫
行
し
、
諸
侯
を

侵
暴
し
、
室
を
穴
し
戸
を
枢
し
、
人
の
牛
馬
を
驅
り
人
の
婦
女
を
取
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り
、
…
…
萬
民
之
に
苦
し
む
）
」
一

と
い
う
盜
跖
と
併
稱
し
て
い
る
以

上
、
宋
江
も
ま
た
猖
獗
を
極
め
た
盗
賊
の
首
領
な
の
で
あ
る
。 

 

『
宣
和
遺
事
』
で
は
も
う
少
し
く
わ
し
く
宋
江
の
個
人
像
が
う
か

が
え
る
。
鄆
城
縣
の
「
把
筆
司
吏
」
（
文
書
係
の
下
吏
）
で
あ
っ

た
。
義
兄
の
晁
蓋
が
逮
捕
さ
れ
る
と
の
情
報
を
本
人
に
通
知
し
逃
亡

さ
せ
る
。
娼
妓
の
閻
婆
惜
と
そ
の
間
男
を
殺
し
逃
亡
す
る
。
官
兵
が

逮
捕
に
來
る
も
九
天
玄
女
の
廟
に
隱
れ
て
助
か
る
。
九
天
玄
女
よ
り

天
書
を
賜
り
、
そ
の
記
載
に
從
っ
て
人
を
集
め
梁
山
泊
に
の
ぼ
る
。

晁
蓋
が
死
ん
で
い
た
た
め
跡
目
を
つ
い
で
首
領
と
な
る
。
三
十
六
人

の
手
下
を
率
い
て
州
縣
を
掠
奪
し
、
放
火
殺
人
を
は
た
ら
く
。
朝
廷

の
招
安
を
受
け
方
臘
征
伐
に
從
う
。 

 

元
人
雜
劇
に
は
宋
江
を
主
役
と
し
た
も
の
は
現
存
し
な
い
。
現
存

す
る
梁
山
泊
も
の
元
人
雜
劇
で
は
ど
の
劇
で
も
宋
江
は
冒
頭
に
登
場

し
、
自
身
の
經
歷
と
梁
山
泊
の
威
容
を
語
る
。
そ
の
内
容
は
お
お
む

ね
同
じ
で
あ
る
。
姓
は
宋
、
名
は
江
、
字
は
公
明
、
綽
名
は
順
天
呼

保
義
。
も
と
鄆
城
縣
の
押
司
。
天
下
の
英
雄
と
交
際
す
る
の
を
好

む
。
醉
っ
て
娼
妓
の
閻
婆
惜
を
殺
し
、
燭
台
を
蹴
飛
ば
し
て
役
所
を

燒
い
た
。
押
送
の
途
上
晁
蓋
ら
に
助
け
ら
れ
、
梁
山
泊
第
二
の
頭
領

と
な
っ
た
。
晁
蓋
が
陣
没
す
る
や
頭
領
の
座
を
引
き
繼
ぐ
。
手
下
を

                                        

             

 

一

『
荘
子
集
釋
』
（
河
洛
圖
書
、
一
九
七
四
年
）
卷
九
「
盜
跖
第
二
十

率
い
て
放
火
殺
人
を
は
た
ら
い
て
い
る
。
『
宣
和
遺
事
』
と
似
た
部

分
が
多
い
が
、
こ
れ
は
明
代
に
『
宣
和
遺
事
』
系
の
物
語
の
影
響
を

受
け
て
書
か
れ
た
ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
宋
江
の
人
物
像
は
、
血
の
氣
の
多
い
、
凶

悪
な
人
物
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

 

呉
從
先
「
讀
水
滸
傳
」
に
は
閻
婆
惜
殺
し
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て

い
な
い
が
、
罪
を
得
て
江
州
に
流
さ
れ
る
途
上
梁
山
泊
の
強
人
に
救

わ
れ
頭
領
の
座
に
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
筋
は
ほ
ぼ
變
わ
ら
な
い
。 

水
滸
傳
に
お
い
て
宋
江
は
大
き
く
姿
を
變
え
て
現
れ
る
。
初
登
場

の
描
寫
は
次
の
通
り
。 

 

那
押
司
、
姓
宋
、
名
江
、
表
字
公
明
、
排
行
第
三
、
祖
㞐
鄆
城
縣

宋
家
村
人
氏
。
爲
他
面
黑
身
矮
、
人
都
喚
他
做
黑
宋
江
。
又
且
于

家
大
孝
、
爲
人
仗
義
疎
財
、
人
皆
稱
他
做
孝
義
黑
三
郎
。 

そ
の
押
司
、
姓
は
宋
、
名
は
江
、
字
は
公
明
、
排
行
は
第
三
、

代
々
鄆
城
縣
宋
家
村
の
人
。
顔
は
黑
く
背
は
低
く
、
人
は
み
な

黑
宋
江
と
呼
ぶ
。
家
に
あ
っ
て
は
孝
子
、
人
と
な
り
は
仗
義
疏

財
、
人
は
み
な
孝
義
黑
宋
江
と
呼
ん
で
い
る
（
第
十
八
回
） 

 

九
」 
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こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
要
素
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
個
人
像

が
窺
え
る
言
動
と
し
て
、
豪
傑
と
の
交
際
を
好
む
、
慈
悲
深
い
こ
と

か
ら
及
時
雨
と
あ
だ
名
さ
れ
る
、
閻
婆
に
棺
桶
代
を
與
え
、
謝
禮
と

し
て
娘
の
閻
婆
惜
を
妾
に
贈
ら
れ
る
、
晁
蓋
が
逮
捕
さ
れ
る
と
の
通

知
を
受
け
、
義
兄
弟
の
誼
を
重
ん
じ
て
晁
蓋
に
知
ら
せ
る
、
梁
山
泊

と
の
關
係
を
告
發
す
る
と
閻
婆
惜
に
脅
さ
れ
て
も
み
合
い
に
な
り
殺

し
て
し
ま
う
、
逮
捕
さ
れ
護
送
の
途
上
晁
蓋
ら
に
救
出
さ
れ
る
が
朝

廷
へ
の
忠
と
父
親
へ
の
孝
を
理
由
に
仲
間
入
り
を
斷
り
刑
に
服
す
、

梁
山
泊
入
り
後
も
忠
を
訴
え
、
朝
廷
へ
の
歸
順
を
目
標
と
す
る
、
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
以
前
の
宋
江
と
表
面
上
似
通
っ
た
言
動
も

あ
る
が
、
そ
の
性
格
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
同
じ
妾
殺
し
で

も
、
間
男
の
存
在
に
怒
っ
た
り
酒
に
醉
っ
た
り
し
て
殺
す
の
と
、
脅

迫
さ
れ
て
押
し
問
答
の
末
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
そ
の
兇
悪
性
は

か
な
り
異
な
る
。
「
一
騎
当
千
の
つ
わ
も
の
た
ち
を
統
率
す
る
総
大

将
な
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
強
い
や
つ
か
と
思
う
と
、
こ
れ
が
ち
っ

と
も
強
く
な
い
。
…
…
頭
が
い
い
の
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は

な
い
。
…
…
せ
め
て
見
か
け
く
ら
い
は
立
派
な
の
か
と
い
う
と
、
そ

れ
も
そ
う
で
な
い
。
…
…
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
百
七
人
の
豪
傑
た
ち

                                        

             

 

二

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
二
「
総
大
将
宋
江
」
二
十
一
～
二
十

五
頁
） 

は
み
な
宋
江
を
尊
敬
し
、
異
論
な
く
大
将
と
し
て
立
て
て
い
る
。
あ

ん
な
や
つ
を
大
将
に
し
て
お
い
て
い
い
の
か
、
な
ど
と
言
い
出
す
者

は
決
し
て
い
な
い
」
二

、
「
宋
江
は
な
ぜ
か
ま
っ
た
く
取
柄
の
な
い
人

物
に
形
象
さ
れ
て
い
る
。
知
力
や
戦
闘
力
の
な
さ
は
い
た
し
か
た
な

い
に
せ
よ
、
…
…
風
采
も
『
面
黒
身
矮
』
と
、
ま
っ
た
く
あ
が
ら
な

い
」
三

と
言
う
と
お
り
、
亂
暴
者
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
ひ
弱
な
印
象
す

ら
與
え
る
、
一
見
盗
賊
の
親
玉
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
物
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
人
物
像
を
編
纂
者
が
あ

え
て
採
用
し
た
こ
と
も
ま
た
事
實
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
意

味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

三.

宋
江
故
事
流
傳
環
境 

こ
の
宋
江
の
人
物
像
が
誕
生
し
た
と
思
わ
れ
る
元
末
か
ら
明
中
期

は
ち
ょ
う
ど
水
滸
傳
前
史
の
文
獻
資
料
空
白
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、

そ
の
大
轉
換
の
様
子
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

宋
江
の
傳
承
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
、
時
代

や
種
類
の
近
い
資
料
を
參
照
し
て
語
り
手
、
聞
き
手
に
好
ま
れ
た
主

人
公
像
を
觀
察
す
る
こ
と
を
通
じ
、
宋
江
像
の
轉
換
の
原
因
の
一
端

三

大
塚
秀
高
「
瘟
神
の
物
語
―
宋
江
の
字
は
な
ぜ
公
明
な
の
か
」
（
宋
代

史
研
究
会
編
『
宋
代
の
規
範
と
習
俗
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
） 
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を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

た
と
え
ば
、
同
時
期
の
語
り
物
で
あ
る
説
唱
詞
話
で
活
躍
す
る
花

關
索
に
つ
い
て
金
文
京
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
広
く
見
ら
れ
る
小
柄
な

い
し
童
子
姿
の
英
雄
の
傳
説
と
類
似
點
が
多
い
と
指
摘
す
る
四

。
宋

江
も
小
柄
で
あ
り
、
大
男
の
李
逵
と
對
を
な
し
て
描
か
れ
る
點
も
こ

の
小
童
英
雄
の
特
徵
に
合
致
す
る
。
一
方
で
花
關
索
ら
と
は
異
な

り
、
宋
江
は
突
出
し
た
武
力
も
武
器
に
ま
つ
わ
る
神
秘
的
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
も
持
た
な
い
。
宋
江
も
こ
の
傳
説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は

思
わ
れ
る
が
、
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
。 

 

説
唱
詞
話
に
は
も
う
一
人
著
名
な
英
雄
が
い
る
。
包
公
で
あ
る
。

宋
江
と
包
公
に
は
「
富
農
出
身
」
、
「
三
男
坊
」
、
「
黒
臉
」
、
「
星
の
轉

生
」
、
「
天
界
、
特
に
女
神
の
庇
護
を
得
る
」
な
ど
の
共
通
要
素
が
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
詞
話
の
包
公
像
を
詳
し
く
觀
察
し
た
い
。 

 

四.

包
公
傳
説 

『
宋
史
』
巻
三
百
十
六
の
包
公
は
、
名
を
拯
、
字
を
希
仁
、
孝
心

に
あ
つ
く
、
相
手
が
皇
族
や
高
官
で
あ
ろ
う
と
ひ
る
ま
な
い
剛
毅
な

                                        

             

 

四

金
文
京
「
關
羽
之
子
與
孫
悟
空
―
明
成
化
説
唱
詞
話
『
花
關
索
傳
』

的
神
話
意
義
」(

『
中
外
文
學
』
第
十
五
巻
第
四
期
、
一
九
八
六
年) 

五

根
ケ
山
徹
「
明
代
に
お
け
る
包
公
説
話
の
展
開
」
（
『
中
国
文
学
論

集
』
第
十
五
号
、
一
九
八
六
年
） 

人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
名
裁
き
で
有
名
に
な
る
が
、
包
公
の

裁
い
た
事
件
は
一
件
を
記
錄
す
る
の
み
で
あ
る
。 

包
公
は
早
く
も
南
宋
期
に
は
物
語
に
登
場
し
て
い
る
が
、
包
公
を

主
役
と
す
る
も
の
は
殘
ら
な
い
。
『
醉
翁
談
錄
』
壬
集
卷
一
に
見
え

る
話
本
「
紅
綃
密
約
張
生
負
李
氏
女
」
で
は
最
後
の
場
面
で
よ
う
や

く
現
れ
、
「
物
語
の
結
末
を
団
円
に
導
く
副
次
的
役
割
」
五

を
果
た
す

に
す
ぎ
ず
、
元
人
雜
劇
で
も
「
語
り
手
、
乃
至
聴
衆
の
関
心
は
、
裁

判
官
が
誰
で
あ
る
か
よ
り
は
、
む
し
ろ
事
件
の
推
移
な
り
顛
末
な
り

に
多
く
か
け
ら
れ
」
六

る
の
が
常
で
あ
る
。
包
拯
が
事
件
を
裁
く

「
合
同
文
字
記
」
は
雜
劇
と
話
本
と
、
二
種
の
文
體
で
殘
っ
て
い

る
。
明
嘉
靖
年
間
刊
行
の
話
本
「
合
同
文
字
記
」
七

で
は
全
篇
の
三

分
の
二
以
上
が
事
件
の
經
緯
の
描
寫
で
、
包
公
は
最
後
に
原
告
の
提

出
し
た
證
據
に
も
と
づ
き
爭
い
を
收
め
る
の
み
で
あ
る
。
「
合
同
文

字
記
」
雜
劇
で
は
筋
は
も
う
少
し
詳
し
く
な
り
、
被
告
が
隱
し
た
證

據
の
文
書
を
包
拯
が
計
略
を
も
っ
て
提
出
さ
せ
る
く
だ
り
が
あ
り
、

包
拯
に
活
躍
の
場
が
與
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
人
と
な
り
や
生

い
立
ち
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
包
拯
を
、
清
廉
で

六

岩
城
秀
夫
『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）
「
元

の
裁
判
劇
に
お
け
る
包
拯
の
特
異
性
」
、
四
百
六
十
一
頁 

七

『
清
平
山
堂
話
本
校
注
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年 
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公
平
無
私
な
官
僚
と
し
て
登
場
さ
せ
る
も
の
の
、
一
般
的
な
清
官
の

印
象
を
具
現
化
し
た
人
物
と
し
て
描
く
に
す
ぎ
ず
、
包
拯
個
人
の
物

語
を
傳
え
よ
う
と
の
意
圖
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
雜
劇

や
南
戯
に
現
れ
る
包
公
は
、
名
は
史
書
と
同
じ
く
拯
、
字
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
が
現
れ
る
と
き
は
希
文
と
な
っ
て
い
る
。
説
唱
詞

話
、
『
清
平
山
堂
話
本
』
お
よ
び
後
發
の
小
説
『
百
家
公
案
』
で
は

包
公
、
包
相
、
包
待
制
な
ど
と
稱
し
名
も
字
も
現
れ
な
い
話
が
多
い

が
、
名
が
見
え
る
場
合
は
文
拯
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
引
用
部

分
を
除
き
、
史
上
の
人
物
を
包
拯
、
物
語
内
の
人
物
を
包
公
と
稱
し

て
區
別
す
る
。 

 

重
要
な
脇
役
と
い
う
立
場
を
一
變
さ
せ
、
主
役
と
し
て
活
躍
さ
せ

て
い
る
の
が
説
唱
詞
話
、
な
か
で
も
「
包
待
制
出
身
傳
」
、
「
包
龍
圖

陳
州
糶
米
記
」
の
二
種
で
あ
る
。
説
唱
詞
話
に
は
八
種
（
上
下
に
分

か
れ
る
も
の
は
合
わ
せ
て
一
種
と
數
え
た
）
の
包
公
の
物
語
が
見
え

る
が
、
殘
る
六
種
は
ま
ず
包
公
に
關
わ
り
な
く
事
件
が
発
生
、
そ
の

後
包
公
が
事
件
解
決
に
盡
力
す
る
と
い
う
筋
書
き
で
、
活
躍
場
面
は

十
分
に
あ
る
も
の
の
終
始
包
公
を
中
心
に
展
開
す
る
話
で
は
な
い
。

そ
の
生
い
立
ち
、
人
と
な
り
、
容
貌
は
「
出
身
傳
」
で
詳
し
く
語
ら

れ
る
。
出
生
直
後
の
さ
ま
は
次
の
如
く
歌
わ
れ
る
。 

  

听
唱
清
官
包
待
制 

家
住
廬
州
保
信
軍 

 
 

离
了
廬
州
十
八
里 

 

鳳
凰
橋
畔
小
包
村 

 

爺
是
有
錢
包
十
万 

媽
々
称
呼
呌
太
君 

 

 
 

…
…
… 

 

十
万
親
生
三
个
子 

頭
生
兩
子
甚
超
群 

 

未
遇
三
郎
生
得
醜 

八
分
像
鬼
二
分
人 

 

面
生
三
拳
三
角
眼 

太
公
一
見
怒
生
嗔 

 

包
太
公
一
見
弟
三
个
児
生
得
醜
陋
、
呌
童
ヶ
便
抱
去
南
山
下
澗
水

中
渰
殺
免
得
后
来
千
年
之
害
。
…
…
大
嫂
拜
告
免
把
三
叔
渰
杀
。 

 

正
義
の
役
人
包
待
制
の
歌
物
語
を
お
聞
き
な
さ
れ
、
住
ま
い
は

廬
州
保
信
軍
。
廬
州
を
離
る
こ
と
十
八
里
、
鳳
凰
橋
畔
小
包

村
。
父
は
金
持
ち
包
十
万
、
母
は
太
君
と
呼
ば
れ
ま
す
…
…
十

万
儲
け
し
三
男
子
、
上
の
二
人
は
人
な
み
優
れ
。
な
ん
と
三
郎

醜
く
生
ま
れ
、
八
割
化
け
物
二
割
人
。
三
つ
の
瘤
に
三
角
眼
、

太
公
見
る
な
り
怒
り
心
頭
。 

包
太
公
は
三
男
が
醜
い
の
を
見
る
や
、
下
男
に
南
山
の
谷
川
に

沈
め
て
殺
し
、
千
年
の
害
を
拂
う
よ
う
命
じ
た
。
…
…
大
嫂
は

拝
し
て
三
男
を
殺
さ
ぬ
よ
う
頼
ん
だ
。 

 
そ
の
後
包
十
萬
は
包
公
を
畑
に
や
っ
た
。
す
る
と
太
白
金
星
が
占

い
師
に
化
け
て
包
公
の
前
に
現
れ
、
將
來
高
位
高
官
に
登
る
こ
と
に

な
る
と
預
言
す
る
。
包
公
を
救
っ
た
大
嫂
こ
と
汪
氏
は
こ
の
こ
と
を
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聞
き
、
包
公
に
讀
書
を
さ
せ
、
都
へ
受
驗
に
や
る
。
包
公
は
實
は
文

曲
星
の
轉
生
で
あ
っ
た
た
め
城
隍
神
に
導
か
れ
、
下
界
に
謫
せ
ら
れ

て
い
た
仙
女
張
行
首
に
出
會
い
援
助
を
受
け
る
。
狀
元
及
第
し
郷
里

に
戻
る
が
、
農
民
の
姿
を
し
て
い
た
の
で
誰
に
も
氣
づ
か
れ
ず
、
輕

ん
じ
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
仕
打
ち
を
恨
む
こ
と
な
く
父
母
を
拝
し
て

謝
す
る
（
以
上
「
出
身
傳
」
）
。
赴
任
の
道
中
で
も
身
分
を
明
か
さ
ず

書
生
の
な
り
を
し
て
い
た
た
め
各
地
で
役
人
や
權
力
者
な
ど
に
侮
ら

れ
る
（
以
上
「
陳
州
糶
米
記
」
）
。 

こ
れ
ら
は
こ
れ
以
前
の
資
料
に
見
え
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

孔
繁
敏
『
包
拯
年

谱
』
八

が
早
世
し
た
兄
が
二
人
あ
る
と
記
し
て
い

る
か
ら
三
郎
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
が
、
『
宋

史
』
に
は
「
廬
州
合
肥
人
」
と
あ
る
の
み
で
父
母
以
外
の
家
族
は
記

さ
れ
な
い
。
嘉
慶
八
年
刊
『
廬
州
府
志
』
九

巻
十
三
「
選
擧
表
上
」

に
よ
る
と
包
拯
の
父
・
包
令
儀
は
太
平
興
國
年
間
（
九
七
六
―
九
八

四
年
）
に
進
士
及
第
し
て
い
る
。
包
拯
は
天
聖
五
年
（
一
〇
二
七

年
）
の
進
士
で
あ
る
。
太
平
興
國
元
年
か
ら
天
聖
五
年
ま
で
の
間
、

廬
州
治
下
で
進
士
及
第
し
た
も
の
は
七
名
あ
る
。
包
氏
父
子
以
外

                                        

             

 

八

孔
繁
敏
『
包
拯
年

谱
』
（
黄
山

书
社
、
一
九
八
六
年
） 

九

『
廬
州
府
志
』
（
中
国
方
志
叢
書
・
華
中
地
方
・
第
七
二
六
号
、
成
文

は
、
同
じ
く
合
肥
縣
籍
の
馬
亮
（
太
平
興
国
年
間
）
、
馬
仲
甫
（
天

聖
五
年
）
父
子
と
姚
鉉
（
太
平
興
国
八
年
）
、
無
為
州
に
咸
平
三
年

（
一
〇
〇
〇
年
）
の
徐
起
と
大
中
祥
符
五
年
（
一
〇
一
二
年
）
の
徐

越
の
五
名
で
あ
る
。
徐
起
と
徐
越
は
名
に
「
走
」
を
共
有
す
る
こ

と
、
及
第
年
が
近
い
こ
と
か
ら
兄
弟
か
い
と
こ
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
こ
の
五
十
二
年
間
、
廬
州
で
進
士
を
出
し
た
の
は
わ
ず
か
四
つ
の

家
の
み
で
あ
り
、
う
ち
三
家
は
二
人
づ
つ
輩
出
し
て
い
る
。
包
拯
は

ま
ぎ
れ
も
な
く
書
香
の
家
の
子
で
あ
り
、
包
氏
は
地
元
で
數
少
な
い

望
族
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
説
唱
詞
話
に
描
か
れ
る

よ
う
な
、
進
士
及
第
の
捷
報
の
使
者
を
盗
賊
と
勘
違
い
し
て
あ
た
ふ

た
す
る
よ
う
な
家
で
は
あ
り
え
な
い
。
包
公
の
出
身
も
ま
た
虛
構
の

産
物
で
あ
る
。
万
曆
二
十
二
年
刊
『
包
龍
圖
判
百
家
公
案
』
十

は
包

公
の
物
語
を
集
大
成
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
の
包
公
物
語
に
影
響
を

與
え
た
。
そ
の
冒
頭
近
く
に
収
め
ら
れ
る
「
包
待
制
出
身
源
流
」
は

「
出
身
傳
」
詞
話
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
説
唱
詞
話
の
人
物
形
象
が

そ
の
後
も
ひ
き
つ
が
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

出
版
社
、
一
九
六
六
年
） 

十

『
包
龍
圖
判
百
家
公
案
』
（
「
古
本
小
説
集
成
二
集
」
、
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
九
一
年
） 
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五.
包
公
と
宋
江 

同
時
期
に
同
様
の
環
境
で
育
ま
れ
た
虛
構
の
主
人
公
が
共
通
點
を

有
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
同
様
の
含
意
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
よ

う
。
ふ
た
り
の
共
通
點
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

１
．
天
界
と
の
関
係 

 

宋
江
と
天
と
の
關
係
は
『
宣
和
遺
事
』
に
す
で
に
見
え
る
。
宋
江

は
九
天
玄
女
廟
に
て
天
書
を
得
、
忠
義
を
行
い
奸
邪
を
滅
ぼ
す
よ
う

命
を
受
け
る
。
李
豊
懋
「
暴
力
修
行
：
道
教
謫
凡
神
話
与
水
滸
的
忠

義
敘
述
」
十

一

は
、
こ
の
天
書
に
「
天
罡
院
」
の
語
が
あ
る
た
め
、
こ

の
時
す
で
に
宋
江
ら
は
星
の
轉
生
と
さ
れ
て
い
た
と
見
て
い
る
。
無

名
氏
「
爭
報
恩
三
虎
下
山
」
雜
劇
十

二

に
は
宋
江
は
天
上
の
悪
魔
星
で

あ
る
と
記
さ
れ
る
。
し
か
し
他
の
現
存
す
る
雜
劇
に
は
見
え
ず
、
こ

の
設
定
が
雜
劇
作
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。

水
滸
傳
で
は
九
天
玄
女
が
現
れ
、
宋
江
は
星
の
轉
生
で
「
替
天
行
道

を
主
と
な
し
、
全
忠
仗
義
を
從
と
な
し
、
國
を
助
け
民
を
安
ん
じ
、

邪
気
を
取
り
去
り
正
に
歸
す
」
こ
と
が
使
命
で
あ
る
と
告
げ
る
（
第

                                        

             

 

十

一

李
豐
懋
「
暴
力
修
行
：
道
教
謫
凡
神
話
與
水
滸
的
忠
義
敘
述
」
（
『
人

文
中
國
學
報
』
第
十
九
期
、
二
〇
一
三
年
） 

十

二

王
季
思
主
編
『
全
元
戲
曲
』
第
六
巻
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
九

〇
年
） 

四
十
二
回
）
な
ど
、
宋
江
と
天
界
と
の
關
係
が
よ
り
は
っ
き
り
と
示

さ
れ
る
。 

 

包
公
の
説
唱
詞
話
で
も
天
界
と
の
關
係
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。
太

白
金
星
、
城
隍
神
、
玉
帝
、
仙
女
の
庇
護
に
加
え
、
二
種
の
物
語
冒

頭
で
文
武
の
官
は
み
な
天
上
の
星
と
、
ま
た
他
の
二
種
で
は
包
公
を

文
曲
星
の
、
狄
青
を
武
曲
星
の
轉
生
で
あ
る
と
唱
う
。
各
詞
話
冒
頭

の
唱
は
す
べ
て
ま
ず
歷
代
皇
帝
の
名
を
並
べ
、
「
約
束
で
も
あ
る
か

の
よ
う
に
四
帝
仁
宗
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
の
有
道
と
天
下
太
平
と
が

称
え
ら
れ
る
」
十

三

。
う
ち
五
種
で
は
つ
づ
け
て
能
臣
と
し
て
文
の
包

公
と
武
の
狄
青
な
い
し
楊
氏
（
お
そ
ら
く
楊
文
廣
）
を
あ
げ
る
。
包

公
の
物
語
に
は
「
時
代
背
景
と
し
て
仁
宗
皇
帝
と
そ
の
治
世
の
太
平

と
を
説
く
こ
と
が
必
須
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
」
十

四

と
見
ら
れ
る
。 

 

水
滸
傳
「
引
首
」
で
も
宋
太
祖
か
ら
仁
宗
ま
で
の
歷
代
皇
帝
が
紹

介
さ
れ
、
仁
宗
は
赤
脚
大
仙
の
轉
生
で
、
文
曲
星
包
拯
と
武
曲
星
狄

青
が
補
佐
役
と
し
て
送
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
齊
言
體
と

散
文
と
い
う
文
體
の
相
違
ゆ
え
字
句
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
内
容
は

包
公
の
詞
話
冒
頭
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
水
滸
傳
は
冒
頭
こ
そ
仁
宗

十

三

澤
田
瑞
穂
「
『
四
帝
仁
宗
有
道
君
』
―
明
代
説
唱
詞
話
の
開
場
慣
用

句
に
つ
い
て
―
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
第
四
期
、
一
九
七
八
年
） 

十

四

澤
田
瑞
穂
「
『
四
帝
仁
宗
有
道
君
』
―
明
代
説
唱
詞
話
の
開
場
慣
用

句
に
つ
い
て
―
」 
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の
時
代
で
あ
る
が
舞
台
は
ま
も
な
く
徽
宗
の
治
世
に
移
り
、
そ
の
ま

ま
最
後
ま
で
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
仁
宗
の
降
誕
傳
説
や

包
拯
と
狄
青
の
傳
説
に
つ
い
て
詳
し
く
語
る
必
要
な
ど
な
さ
そ
う
に

思
え
る
。
宋
代
の
故
事
を
語
る
の
に
必
須
の
要
素
な
の
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
三
遂
平
妖
傳
』
十

五

の
物
語
は

ま
さ
に
仁
宗
の
治
世
に
は
じ
ま
る
が
、
「
さ
て
大
宋
仁
宗
の
時
代
に

…
」
と
言
う
の
み
で
時
代
背
景
の
説
明
は
な
い
。
『
楊
家
府
世
代
忠

勇
演
義
志
傳
』
十

六

で
は
物
語
の
途
中
で
仁
宗
が
即
位
す
る
や
儂
智
高

の
亂
が
起
き
る
。
こ
こ
で
討
伐
の
將
と
し
て
ま
ず
狄
青
、
次
に
楊
文

廣
を
推
薦
す
る
の
が
包
公
だ
が
、
脇
役
に
す
ぎ
ず
、
文
曲
星
の
傳
説

な
ど
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。
討
伐
終
了
後
の
八
巻
冒
頭
で
も
「
さ
て

仁
宗
の
在
位
四
十
一
年
間
、
英
宗
の
在
位
四
年
間
、
國
は
太
平
で
民

も
安
ら
か
で
あ
っ
た
が
…
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
悪
役
と
な
っ
て
い

る
狄
青
は
と
も
か
く
、
仁
宗
や
包
公
を
稱
え
る
一
言
半
句
も
な
い
。

『
大
宋
演
義
中
興
英
烈
傳
』
十

七

は
冒
頭
に
天
地
開
闢
以
来
の
歷
史
を

述
べ
る
説
唱
詞
話
と
同
じ
一
句
七
言
の
詩
を
置
く
が
、
宋
太
祖
の
事

績
を
歌
っ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
り
、
本
文
の
徽
宗
の
失
政
に
つ
づ
く
。

                                        

             

 

十

五

『
三
遂
平
妖
傳
』
（
「
古
本
小
説
叢
刊
第
三
十
三
輯
」
、
中
華
書
局
、

一
九
九
一
年
） 

十

六

『
楊
家
府
世
代
忠
勇
演
義
志
傳
』
（
「
古
本
小
説
集
成
第
四
集
」
、
上

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
代
後
期
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前

も
仁
宗
や
包
公
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
斷
言
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
少
な
く
と
も
小
説
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
事
實
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
物
語
の
展
開
上
不
要
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
物

語
展
開
に
は
關
係
な
い
は
ず
の
水
滸
傳
が
、
冒
頭
で
丁
寧
に
仁
宗
と

包
公
の
傳
説
に
觸
れ
、
そ
れ
が
明
末
に
刊
行
さ
れ
た
本
に
ま
で
殘
っ

て
い
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
か
の
理
由
を
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

そ
れ
は
第
一
に
物
語
世
界
構
造
の
類
似
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
兩
者
と

も
、
宋
代
に
天
か
ら
下
さ
れ
た
星
の
生
ま
れ
變
わ
り
が
皇
帝
を
補
佐

せ
ん
と
努
め
る
と
い
う
設
定
を
持
ち
、
包
公
に
は
張
行
首
、
宋
江
に

は
九
天
玄
女
と
い
う
女
神
が
そ
の
後
押
し
を
す
る
。
根
ケ
山
徹
が
、

包
公
物
語
の
太
白
金
星
や
玉
帝
、
宋
江
に
と
っ
て
の
九
天
玄
女
、
毘

沙
門
天
の
化
身
・
托
塔
天
王
晁
蓋
の
よ
う
な
虛
構
成
分
が
ス
ト
ー
リ

ー
を
展
開
さ
せ
る
の
は
當
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
よ
う
に
、

構
造
自
体
に
直
接
の
模
倣
關
係
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

わ
ざ
わ
ざ
冒
頭
の
紙
幅
を
割
い
て
他
の
物
語
の
人
物
を
説
明
す
る
行

為
に
は
、
そ
の
知
名
度
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
意
圖
が
う
か
が
え
ま

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
） 

十

七

『
大
宋
中
興
演
義
』
（
「
古
本
小
説
叢
刊
第
三
十
七
輯
」
、
中
華
書

局
、
一
九
九
一
年
） 
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い
か
。
こ
れ
が
理
由
の
第
二
で
あ
る
。
水
滸
傳
は
楚
漢
、
三
國
、
説

唐
、
五
代
、
楊
家
將
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
の
人
名
、
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
引
用
し
た
り
、
そ
の
登
場
人
物
の
子
孫
を
登
場
さ
せ
た
り
す
る
。

宋
江
の
物
語
は
こ
れ
ら
英
雄
の
物
語
に
比
べ
て
知
名
度
も
人
氣
も
劣

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
有
名
人
ゆ
か
り
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て

聽
衆
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し
た
り
、
他
の
物
語
の
英
雄
を
引
き
合
い

に
出
し
て
登
場
人
物
の
容
貌
や
性
格
を
想
像
し
や
す
く
し
た
り
と
工

夫
を
こ
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
引
首
に
關
し
て
も
同
様
で
、
す
で
に
有

名
で
あ
っ
た
仁
宗
と
包
公
を
借
り
て
こ
れ
か
ら
展
開
す
る
物
語
世
界

の
構
造
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

２
．
容
貌
一
―
―
黒
臉 

 

第
六
十
八
回
で
梁
山
泊
の
頭
領
に
推
さ
れ
た
宋
江
は
、
自
分
が
頭

領
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
理
由
の
第
一
に
「
色
黑
で
背
が
低
く
不
格

好
」
を
擧
げ
る
。
水
滸
傳
に
は
宋
江
の
容
貌
を
「
黑
」
、
「
矮
」
、

「
胖
」
と
形
容
す
る
例
が
多
出
す
る
が
、
そ
の
多
く
は
宋
江
だ
と
氣

づ
か
ぬ
人
物
や
敵
對
者
の
口
か
ら
罵
語
と
し
て
吐
か
れ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
宋
江
と
知
り
な
が
ら
面
と
向
か
っ
て
「
山
東
黑
宋
江
」
と
言
っ

                                        

             

 

十

八

阿
部
泰
記
『
包
公
伝
説
の
形
成
と
展
開
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四

年
）
第
一
章
「
民
衆
か
ら
生
ま
れ
た
清
官
」
第
一
節
「
剛
毅
な
醜
貌
の

た
李
逵
は
、
粗
野
だ
と
叱
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
第
三
十
八
回
）
。

他
の
人
物
を
見
る
と
、
盧
俊
義
が
「
九
尺
の
體
驅
、
銀
の
ご
と
く
凛

と
し
て
」
と
正
反
對
の
姿
で
あ
る
ほ
か
、
「
身
長
八
尺
、
腰
周
り
十

圍
」
（
魯
智
深
）
、
「
身
長
八
尺
」
（
林
冲
）
は
背
の
高
さ
を
、
「
銀
の

器
の
よ
う
な
顔
」
（
史
進
）
、
「
全
身
雪
の
よ
う
な
肉
體
」
（
燕
青
）
は

真
っ
白
な
皮
膚
を
稱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
豪
傑
ら
し
い
容
貌

だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
本
人
の
辯
で
あ
る
以
上
幾
分
か
の
自
己
卑
下

も
含
ま
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
豪
傑
の
間
で
は
と
て
も
誇
れ
ぬ
容
貌
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
宋
江
は
こ
と
さ
ら
豪
傑
ら
し
く
な
い
姿

に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
黑
い
顔
に
つ
い
て
は
大
塚
秀
高
が

黑
臉
の
道
教
神
・
趙
公
明
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
說
を
唱
え
て
い

る
。
雜
劇
で
も
宋
江
の
字
は
公
明
と
な
っ
て
い
る
が
、
黑
臉
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。 

 

現
在
の
戲
曲
、
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
黑
臉
で
知
ら
れ
る
包
公
だ
が
、

元
雜
劇
の
時
點
で
黒
臉
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
確
實
な
證

據
は
な
い
と
い
う
十

八

。
說
唱
詞
話
で
も
黑
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
『
百
家
公
案
』
に
至
っ
て
よ
う
や
く
「
黑
臉
」
、
「
黑
漢
」
と
明

記
さ
れ
る
（
第
七
十
四
回
公
案
「
斷
斬
王
御
史
之
贓
」
）
。
と
は
い
え

三
男
坊
‐
‐
黒
面
伝
説
」
三
「
明
の
説
唱
詞
話
と
演
劇
」 
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「
包
龍
圖
断
白
虎
精
傳
」
詞
話
に
は
「
從
来
只
道
包
清
正
、
元
來
却

是
麪
烏
盆
」
、
「
張
龍
李
虎
將
言
罵
、
相
公
正
是
面
烏
盆
」
（
傍
線
は

筆
者
に
よ
る
）
と
の
文
言
が
見
え
る
。
「
清
正
」
に
對
し
て
の
「
烏

盆
」
で
あ
る
か
ら
「
能
な
し
」
、
「
理
不
盡
」
と
い
っ
た
罵
語
な
の
だ

ろ
う
が
、
「
烏
帽
」
、
「
烏
雲
」
な
ど
の
よ
う
に
、
「
烏
」
は
「
黑
」
を

表
す
語
と
し
て
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
「
麪
」
は
「
面
」
に
通
じ
よ

う
。
根
ケ
山
徹
に
よ
れ
ば
成
化
說
唱
詞
話
は
一
度
に
刊
行
さ
れ
た
の

で
は
な
い
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
他
の
物
語
で
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
「
斷
白
虎
精
傳
」
詞
話
の
語
り
手
は
包
公
は
黑
い
顔

だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
よ
し
そ
う
で
な
く
と
も
、
聽
衆
が

「
烏
」
か
ら
黑
臉
を
想
像
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。 

呉
真
「
红
黑
脸
谱
与
戏
曲
角
色
类
型
化
的
形
成
」

十

九

に
よ
れ
ば
黑

臉
は
祭
祀
演
劇
に
發
す
る
。
黑
は
本
來
、
病
、
恐
怖
、
醜
さ
な
ど
人

が
恐
れ
る
も
の
の
象
徵
で
あ
り
、
ゆ
え
に
瘟
神
は
黑
臉
で
演
じ
ら
れ

た
。
そ
の
後
、
疫
病
か
ら
護
っ
て
く
れ
る
よ
う
人
々
が
瘟
神
を
崇
拝

す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
黑
臉
は
邪
を
拂
う
意
味
を
獲
得
し
、
驅
邪

の
神
に
黑
臉
が
多
く
な
っ
た
。
鍾
馗
、
趙
公
明
な
ど
の
神
仙
、
張

飛
、
周
倉
な
ど
の
武
將
が
そ
れ
で
あ
り
、
包
公
は
數
少
な
い
黑
臉
の

                                        

             

 

十

九

吴
真
「
红
黑
脸
谱
与
戏
曲
角
色
类
型
化
的
形
成
」
（
『
民
族
艺
术
』
二

〇
〇
一
年
第
三
期
） 

文
人
で
あ
る
と
い
う
。
人
々
を
害
す
る
悪
人
を
罰
す
る
包
公
は
驅
邪

の
神
の
投
影
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
水
滸
傳
第
百
回
で
宋
江
は
死

後
廟
に
祀
ら
れ
、
「
人
々
は
四
季
祭
祀
を
絶
や
さ
ず
、
梁
山
泊
で
は

風
を
祈
れ
ば
風
、
雨
を
祈
れ
ば
雨
が
得
ら
れ
た
。
楚
州
蓼
兒
洼
も
ま

た
靈
驗
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
二

十

」
と
い
う
民
衆
の
神
と
な
っ
た
。
大

塚
秀
高
も
ま
た
、
黑
は
病
の
象
徵
ゆ
え
瘟
神
は
黑
臉
な
の
だ
と
考

え
、
本
疫
病
を
ま
き
散
ら
し
人
々
を
懲
ら
し
め
る
役
割
だ
っ
た
瘟
神

が
、
そ
の
病
を
自
ら
の
體
で
引
き
受
け
る
こ
と
で
人
々
を
守
る
「
善

な
る
瘟
神
」
へ
と
變
化
し
た
と
論
じ
た
。
包
公
は
強
い
力
を
持
つ
驅

邪
の
神
、
宋
江
は
人
々
を
守
る
心
優
し
い
神
と
そ
の
表
情
は
異
な
る

も
の
の
、
い
ず
れ
も
瘟
神
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
顔
つ
き
の
ひ
と
つ
で

あ
る
と
言
え
る
。
黒
臉
は
二
人
が
神
と
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

３
．
容
貌
二
―
―
貴
相 

 

小
川
陽
一
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
占
卜
書
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
宋

二

十

「
百
姓
四
時
享
祭
不

絕
。
梁
山
泊

內
祈
風
得
風
禱
雨
得
雨
。
又
在
楚

州
蓼
兒
洼
亦
顯
靈
驗
。
」 
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江
の
顔
は
「
大
富
貴
」
の
相
に
あ
た
る
二

十

一

。
聽
衆
の
な
か
に
は
そ

れ
に
氣
づ
く
者
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

包
公
の
狀
況
も
こ
れ
に
よ
く
似
る
。
父
は
顔
の
醜
さ
を
嫌
っ
た

が
、
汪
氏
は
「
兩
耳
は
肩
ま
で
垂
れ
、
歯
は
銀
の
よ
う
、
鼻
す
じ
ま

っ
す
ぐ
口
は
四
角
で
額
は
広
い
、
國
家
太
平
の
相
二

十

二

」
と
い
う
貴

相
で
あ
る
と
見
拔
い
た
。
同
樣
に
占
卜
書
と
照
合
し
て
み
る
と
そ
の

見
立
て
通
り
で
、
『
新
刻
天
下
四
民
便
覽
三
台
萬
用
正
宗
』
二

十

三

卷

三
十
「
相
法
門
」
に
は
「
肩
ま
で
垂
れ
た
耳
」
は
「
天
下
第
一
人
、

大
貴
」
の
、
「
四
角
い
口
」
は
「
厚
祿
を
食
み
、
富
貴
に
し
て
榮

華
」
の
相
だ
と
あ
り
、
『
新
刊
校
正
増
釋
合
併
麻
衣
先
生
人
相
編
』

二

十

四

巻
二
も
「
肩
に
垂
れ
た
耳
は
大
貴
、
天
下
一
の
人
」
、
「
方
口
は

貴
相
、
厚
祿
を
食
む
」
と
記
す
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
書
を
徵
せ
ず

と
も
「
肩
ま
で
垂
れ
た
耳
」
と
聞
け
ば
即
座
に
劉
備
を
想
起
す
る
人

は
多
か
っ
た
ろ
う
。
『
三
國
志
』
二

十

五

巻
三
十
二
「
蜀
書
」
「
先
主

傳
」
は
「
顧
れ
ば
自
ら
其
の
耳
を
見
る
」
と
す
る
の
み
だ
が
、
『
三

                                        

             

 

二

十

一

小
川
陽
一
『
日
用
類
書
に
よ
る
明
清
小
説
の
研
究
』
（
研
文
出

版
、
一
九
九
五
年
）
第
三
篇
「
明
代
小
説
と
占
卜
」
第
一
章
「
明
代
小

説
に
お
け
る
相
法
」 

二

十

二

「
两
耳
垂
肩
齒
似
銀 

鼻
直
口
方
天
倉
滿 

面
有
安
邦
定
國
紋
」 

二

十

三

『
新
刻
天
下
四
民
便
覽
三
台
萬
用
正
宗
』
（
明
代
通
俗
日
用
類
書

集
刊
６
、
西
南
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
） 

國
志
平
話
』
二

十

六

巻
之
上
で
初
め
て
劉
備
に
出
會
っ
た
張
飛
は
「
盛

り
上
が
っ
た
鼻
、
小
さ
く
つ
り
あ
が
っ
た
目
、
肩
よ
り
も
垂
れ
さ
が

る
耳
、
手
は
膝
の
下
ま
で
届
く
、
親
分
に
す
べ
き
相
だ
」
と
言
う
。

劉
備
の
容
貌
も
語
り
物
に
お
い
て
定
着
し
、
廣
ま
っ
た
も
の
な
の
だ

ろ
う
。
汪
氏
や
張
飛
の
臺
詞
は
こ
の
人
物
が
出
世
を
と
げ
る
こ
と
を

聽
衆
に
早
め
に
知
ら
せ
て
お
く
効
果
を
も
つ
。
一
見
奇
妙
な
外
見
な

が
ら
わ
か
る
人
に
は
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
場
面
は
、
う
わ
べ
の
み
で

判
斷
す
る
人
物
の
見
る
目
の
な
さ
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ
と
だ

ろ
う
。
ま
た
、
「
鼻
す
じ
ま
っ
す
ぐ
口
は
四
角
」
は
水
滸
傳
の
魯
智

深
の
容
貌
「
丸
い
顔
に
大
き
な
耳
、
鼻
す
じ
ま
っ
す
ぐ
口
四
角
」

（
第
三
回
）
と
共
通
す
る
。
魯
智
深
は
酒
を
飲
み
肉
を
食
ら
う
破
戒

僧
で
あ
る
が
、
非
業
の
死
を
と
げ
る
多
く
の
豪
傑
と
異
な
り
、
自
ら

死
期
を
悟
る
や
坐
禅
を
組
ん
だ
ま
ま
死
ん
で
行
く
、
神
秘
的
な
最
期

を
と
げ
る
人
物
で
あ
る
。 

 

し
か
し
包
公
の
容
貌
に
は
い
さ
さ
か
疑
問
も
残
る
。
「
三
角
眼
」

二

十

四

『
新
刊
校
正
増
釋
合
併
麻
衣
先
生
人
相
編
』
（
劉
永
明
主
編
『
四

庫
未
收
術
數
古
籍
大
全
』
第
七
集
㈢
、
黃
山
書
社
、
一
九
九
五
年
） 

二

十

五

『
三
國
志
』
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年 

二

十

六

『
歷
史
通
俗
演
義 

全
相
平
話
武
王
伐
紂
書
．
全
相
平
話
楽
毅
図

斉
七
国
春
秋
後
集
．
全
相
秦
併
六
国
平
話
．
全
相
平
話
前
漢
書
続
集
．

全
相
平
話
三
国
志
』
國
立
中
央
圖
書
館
編
印
、
一
九
七
一
年 
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は
『
麻
衣
先
生
人
相
編
』
巻
二
で
「
目
が
三
角
の
者
は
必
ず
悪
」
と

さ
れ
る
凶
相
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
『
董
解
元
西
廂
記
』
二

十

七

巻
二
で
寺
を
襲
撃
す
る
孫
飛
虎

は
「
眼
は
三
角
で
鼻
は
大
き
く
唇
は
厚
い
」
と
描
寫
さ
れ
る
。
確
か

に
強
暴
な
悪
人
役
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
漢
天
師
世
家
』
二

十

八

巻
二

で
は
初
代
天
師
張
道
陵
が
「
大
き
な
眉
に
広
い
額
、
赤
い
頭
に
綠
の

瞳
、
盛
り
上
が
っ
た
鼻
す
じ
に
四
角
い
顎
、
目
は
三
角
、
美
し
い
ひ

げ
、
手
は
膝
よ
り
下
に
と
ど
き
、
す
わ
る
姿
は
龍
、
歩
く
さ
ま
は

虎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
第
四
十
二
代
天
師
の
張

正
常
で
、
祖
師
を
こ
と
さ
ら
凶
相
に
描
く
必
然
性
も
な
い
。
案
ず
る

に
目
が
三
角
と
は
鋭
い
目
つ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
刺
す
よ
う

な
眼
光
は
人
に
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
勉
學
に
励
み
、

嚴
し
い
環
境
で
の
修
行
に
耐
え
た
張
天
師
の
強
靭
な
精
神
力
が
「
三

角
の
目
」
に
表
れ
、
そ
れ
が
悪
人
の
目
つ
き
と
一
致
し
た
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
。
神
將
を
召
喚
し
て
驅
邪
、
治
病
、
祈
雨
な
ど

を
行
う
雷
法
は
元
明
期
に
は
正
統
な
道
教
の
法
術
と
み
な
さ
れ
盛
ん

に
行
わ
れ
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
雷
法
を
掲
載
す
る
『
清
微
元
降
大

                                        

             

 

二

十

七

『
董
解
元
西
廂
記
』
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
六
二
年
） 

二

十

八

『
漢
天
師
世
家
』
（
『
中
華
道
藏
』
第
四
十
六
冊
、
華
夏
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
） 

法
』
二

十

九

に
は
羅
元
札
（
巻
十
三
「
九
天
煙
都
太
乙
五
雷
」
）
、
楊
顯

（
巻
十
七
「
二
楊
真
君
召
用
符
」
）
な
ど
「
三
角
目
」
を
有
す
る
神

將
が
見
え
る
。
神
將
は
強
い
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
役
に
立
た
な

い
の
だ
か
ら
眼
光
鋭
い
恐
ろ
し
げ
な
顔
と
さ
れ
る
の
も
道
理
で
あ

る
。
悪
は
力
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
。
腕
力
に
せ
よ
權
力
に
せ
よ
、

こ
れ
を
も
っ
て
無
辜
の
人
を
害
す
れ
ば
悪
と
な
る
。
ベ
ク
ト
ル
が
逆

を
向
き
人
々
に
害
を
も
た
ら
す
も
の
と
戰
え
ば
守
り
の
神
と
な
る
。

力
は
二
面
性
を
も
っ
た
諸
刃
の
劍
で
あ
る
。
さ
ら
に
巻
二
十
三
「
上

清
西
靈
宏
元
大
法
」
の
趙
公
明
も
ま
た
「
赤
黑
い
顔
に
盛
り
上
が
っ

た
眉
、
三
角
の
目
」
で
あ
る
。
か
つ
て
瘟
神
で
あ
っ
た
趙
公
明
は
元

明
期
に
は
元
帥
神
の
一
員
と
し
て
民
間
で
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
た
。
瘟

神
も
ま
た
、
病
で
人
を
苦
し
め
る
か
、
病
か
ら
人
を
守
る
か
と
い
う

二
面
性
を
も
つ
存
在
で
あ
っ
た
。
同
樣
に
「
三
角
眼
」
を
も
つ
曹
操

三

十

は
「
治
世
の
能
臣
、
乱
世
の
奸
雄
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
二
面
性
の

表
れ
の
よ
う
に
思
え
る
。
包
公
は
決
し
て
に
こ
や
か
に
人
民
を
見
守

る
福
の
神
で
は
な
い
。
犯
人
と
疑
う
や
「
三
尖
眼
」
を
つ
り
あ
げ
て

「
皮
膚
は
破
れ
、
全
身
血
ま
み
れ
」
に
な
る
ま
で
拷
問
を
つ
づ
け
自

二

十

九

『
正
統
道
藏
』
第
六
冊
（
新
文
豐
出
版
公
司
、
一
九
七
七
年
） 

三

十

小
川
陽
一
『
日
用
類
書
に
よ
る
明
清
小
説
の
研
究
』
第
三
篇
「
明
代

小
説
と
占
卜
」
第
一
章
「
明
代
小
説
に
お
け
る
相
法
」 
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白
を
迫
る
、
暴
力
の
行
使
者
で
あ
る
（
「
歪
烏
盆
傳
」
）
。
包
公
の
父

は
人
を
害
す
る
凶
悪
な
力
の
表
れ
と
見
誤
っ
た
が
、
實
は
畏
怖
す
べ

き
正
義
の
味
方
に
な
る
貴
相
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

宋
江
に
は
攻
撃
的
な
面
は
目
立
た
な
い
。
大
塚
秀
高
は
宋
江
と
李

逵
が
正
と
負
の
力
を
分
け
合
っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
る
。
金
文
京
が

指
摘
す
る
、
小
童
英
雄
の
物
語
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
大
き
な
體
、
負

の
力
を
持
つ
大
男
と
い
う
の
も
ま
た
李
逵
に
符
合
す
る
。
李
逵
の
お

か
げ
で
宋
江
は
二
面
性
を
背
負
わ
ず
に
濟
み
、
明
確
な
貴
相
に
収
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
正
負
の
力
の
分
け
合
い
は
、
屈
強
な
盗
賊
の

親
分
か
ら
ひ
弱
な
頭
領
へ
の
變
化
と
も
關
わ
ろ
う
。 

 

４
．
家
庭
―
―
富
農
の
三
男 

 

作
中
人
物
の
さ
ま
を
想
像
す
る
に
は
家
庭
環
境
、
生
育
環
境
も
重

要
な
情
報
と
な
る
。
宋
江
の
出
身
地
は
史
書
、
「
三
十
六
賛
」
で
は

全
く
語
ら
れ
な
い
。
『
宣
和
遺
事
』
、
雜
劇
で
は
鄆
城
縣
の
下
吏
で
あ

る
こ
と
か
ら
地
元
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
『
宣
和
遺
事
』

で
は
縣
城
内
出
身
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。
兄
弟
は
影
も
形
も
見

え
な
い
。 

 

水
滸
傳
に
至
り
設
定
は
俄
然
詳
細
に
な
る
。
宋
家
莊
出
身
で
單
身

鄆
城
縣
に
勤
め
に
出
て
い
る
。
郷
里
で
は
父
・
宋
太
公
と
弟
の
宋
四

郎
こ
と
宋
清
が
「
農
業
に
は
げ
み
、
田
畑
を
守
る
」
生
活
を
し
て
い

る
。
第
二
十
二
回
、
殺
人
を
犯
し
た
宋
江
が
宋
家
莊
の
家
に
逃
げ
込

ん
だ
際
、
四
十
あ
ま
り
の
兵
が
家
を
と
り
圍
み
二
手
に
分
か
れ
捜
索

を
し
た
。
そ
の
際
都
頭
の
朱
仝
は
兵
に
氣
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
佛
堂

の
地
下
に
隱
れ
て
い
た
宋
江
を
見
つ
け
、
こ
と
ば
を
交
わ
し
て
い

る
。
宋
家
は
廣
大
な
敷
地
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

初
登
場
時
に
「
排
行
第
三
」
と
明
記
さ
れ
、
「
宋
三
郎
」
と
も
呼

ば
れ
る
宋
江
だ
が
、
宋
清
以
外
に
兄
弟
は
現
れ
な
い
。
同
姓
で
年
上

の
い
と
こ
が
二
人
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
「
第
三
」
と
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
兄
弟
も
い
と
こ
も
姿

を
見
せ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
郎
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
に

は
何
か
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。 

 

包
公
の
家
庭
環
境
は
具
體
的
に
描
か
れ
る
。
「
家
有
水
田
三
千
頃 

每
雇
長
工
千
百
人 

好
養
耕
牛
千
百
个 

鳴
鑼
便
是
放
牛
人
（
家
は
有

す
水
田
三
千
頃
、
住
み
込
み
下
男
は
千
百
人
、
養
う
耕
牛
千
百
頭
、

銅
鑼
を
鳴
ら
す
は
こ
れ
牧
童
）
」
（
「
包
待
制
出
身
傳
」
）
。
豪
農
と
言

っ
て
よ
い
。
二
人
の
兄
も
登
場
す
る
。
父
は
兄
二
人
に
は
讀
書
を
さ

せ
な
が
ら
包
公
に
は
放
牧
、
刈
入
れ
な
ど
の
勞
働
を
さ
せ
た
。
と
こ

ろ
が
科
擧
に
及
第
し
た
の
は
包
公
で
あ
っ
た
。
包
公
は
「
陳
州
糶
米

記
」
で
「
江
南
八
十
一
州
轉
運
使
」
、
「
西
川
五
十
四
州
都
督
使
」
等

の
高
官
に
任
じ
ら
れ
る
。
包
公
が
得
た
官
に
は
現
實
と
虛
構
の
官
職

が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
「
江
南
八
十
一
州
」
、
「
西
川
五
十
四
州
」
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は
正
史
に
見
え
な
い
語
で
あ
る
が
、
『
三
國
志
演
義
』
に
は
見
え
、

そ
れ
ぞ
れ
孫
權
と
劉
備
の
支
配
領
域
を
表
す
。
そ
の
地
域
の
王
や
帝

で
あ
る
こ
と
と
、
轉
運
使
な
り
都
督
使
と
い
う
官
で
あ
る
こ
と
に
は

雲
泥
の
差
が
あ
る
が
、
三
國
の
物
語
に
親
し
ん
で
い
る
聽
衆
が
そ
の

影
響
力
の
廣
さ
を
想
起
し
や
す
い
語
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
實
の
父

に
す
ら
虐
げ
ら
れ
る
末
っ
子
か
ら
、
「
天
下
第
一
人
」
へ
の
躍
進
と

い
う
筋
書
き
は
あ
る
故
事
類
型
を
想
起
さ
せ
る
。
「
發
跡
」
故
事
で

あ
る
。 

 

六.

飛
黄
騰
達 

 

故
事
類
型
「
發
跡
」
は
貧
し
か
っ
た
人
、
身
分
の
低
か
っ
た
人
、

能
力
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
人
が
苦
勞
の
す
え
高
貴
な
地
位
に
昇
り

つ
め
た
り
名
譽
を
手
に
し
た
り
す
る
筋
書
き
を
有
す
る
。
本
稿
で

は
、
当
時
發
跡
故
事
に
分
類
さ
れ
て
い
た
り
話
の
中
に
發
跡
の
語
が

現
れ
た
り
し
て
い
な
く
と
も
こ
の
筋
書
き
に
適
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば

發
跡
故
事
と
み
な
す
。
「
平
話
で
は
智
者
策
士
、
知
識
人
、
英
雄
が

                                        

             

 

三

十

一

卢
世
华
『
元
代
平

话
研
究
―
―
原
生
态
的
通
俗
小
说
』
（
中
华
书

局
、
二
〇
〇
九
年
）
第
三
章
「
平
话
分
析
」
第
三
節
「
平
话
的
思
想
意

识
」
五
「
渴
望

发
迹
」
、
二
百
二
十
一
〜
二
百
二
十
三
頁 

三

十

二

王
学
泰
『
游
民
文
化
与
中
国
社
会
〔
增
修
版
〕
』
（
同
心
出
版
社
、

下
層
出
身
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
帝
王
ま
で
も
が
平
民
の
出

で
あ
る
。
帝
王
が
平
民
出
身
で
あ
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
重
要
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
描
か
れ
る
」
三

十

一

、
「
最
下
層
出
身
の
遊
民
が
一

躍
皇
帝
專
制
社
會
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
上
の
人
と
な
ろ
う
と
し
た
ら
、
い

か
ほ
ど
の
苦
闘
や
、
い
か
ほ
ど
の
傳
説
的
な
巡
り
あ
わ
せ
が
あ
り
、

ど
れ
ほ
ど
の
權
謀
術
數
を
用
い
、
い
く
た
び
信
義
に
背
き
、
残
忍
非

道
な
手
を
使
え
ば
實
現
で
き
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
刺

激
に
富
ん
だ
通
俗
小
説
の
題
材
で
あ
る
」
三

十

二

と
説
明
さ
れ
る
よ
う

に
、
發
跡
故
事
は
語
り
物
や
通
俗
小
説
に
廣
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

こ
の
話
柄
で
は
主
人
公
の
當
初
の
身
分
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
苦

勞
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
ま
た
苦
し
け
れ
ば
苦
し
い
ほ
ど
、
物
語

の
魅
力
は
増
す
こ
と
に
な
る
。 

 

詞
話
の
包
公
は
こ
の
型
に
あ
て
は
ま
る
。
生
家
こ
そ
富
農
で
あ

れ
、
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
父
に
見
捨
て
ら
れ
、
一
族
の
集
ま
り
に

も
呼
ば
れ
な
い
さ
ま
は
繼
子
あ
る
い
は
下
僕
同
然
の
立
場
と
い
え

る
。
し
か
し
黑
臉
、
貴
相
、
太
白
金
星
の
預
言
は
こ
の
ま
ま
の
身
分

二
〇
〇
七
年
）
第
五
章
「
江
湖

艺
人
与
通
俗
文
艺
作
品
」
三
「
早
期
通

俗
文
艺
作
品
所
反
映
的
游
民
生
活
与
游
民
意
识
」
３
「
〝

发
迹
变
态
〟

的
故
事
」
、
二
百
七
十
頁 
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で
は
終
わ
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
包
公
の
出
身
、
容
貌
、
天
界

と
の
關
係
は
全
て
發
跡
物
語
を
魅
力
的
に
す
る
要
素
な
の
で
あ
る
。

こ
の
後
い
か
な
る
危
機
に
見
舞
わ
れ
よ
う
と
も
後
に
成
功
を
つ
か
む

こ
と
は
約
束
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
五
代
史
平
話
』
三

十

三

「
漢
史
平
話
」
に
は
劉
知
遠
が
庶
民
か
ら

皇
帝
と
な
る
發
跡
が
描
か
れ
る
。
劉
知
遠
は
繼
父
と
の
不
仲
か
ら
家

出
す
る
が
、
そ
の
發
跡
す
べ
き
運
命
を
見
拔
い
た
李
長
者
に
婿
に
迎

え
ら
れ
る
。
し
か
し
李
長
者
の
死
後
、
そ
の
實
の
息
子
で
あ
る
義
理

の
兄
二
人
に
虐
げ
ら
れ
、
ま
た
家
を
出
る
羽
目
に
な
る
。
金
海
南

『
水
戸
黄
門
「
漫
遊
」
考
』
は
劉
知
遠
と
包
公
の
物
語
の
類
似
性
に

着
目
し
、
「
英
雄
物
語
の
同
一
の
原
型
と
そ
の
各
要
素
が
、
こ
と
な

る
歴
史
上
の
人
物
に
投
影
さ
れ
た
結
果
」
で
あ
る
と
言
う
三

十

四

。 

 

お
な
じ
く
『
五
代
史
平
話
』
「
梁
史
平
話
」
に
は
、
の
ち
の
朱
全

忠
で
あ
る
朱
温
が
父
の
死
後
兄
弟
三
人
そ
ろ
っ
て
劉
崇
と
い
う
人
の

家
で
牛
飼
い
、
小
作
人
、
豚
飼
い
と
し
て
生
き
て
い
く
場
面
が
あ

り
、
「
唐
史
平
話
」
の
石
敬
瑭
も
ま
た
家
出
し
て
羊
飼
い
を
し
て
い

た
身
か
ら
皇
帝
ま
で
の
し
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
や
は
り
身
分

                                        

             

 

三

十

三

『
五
代
史
平
話
』
（
『
宋
元
平
話
五
種
』
河
洛
図
書
出
版
社
、
一
九

八
一
年
） 
 

三

十

四

金
海
南
『
水
戸
黄
門
「
漫
遊
」
考
』
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九

九
年
）
第
四
章
「
英
雄
伝
説
と
神
話
」
、
百
二
十
七
〜
百
三
十
六
頁 

秩
序
の
最
下
層
か
ら
の
出
發
と
言
っ
て
よ
い
。
董
國
炎
「
论
《
水
浒

传
》
对
《
五
代
史
平
话
》
的
承
袭
」

三

十

五

は
、
朱
温
の
故
郷
に
近
い

河
南
や
、
黃
巢
の
配
下
か
ら
朱
温
の
も
と
に
投
降
し
た
部
下
の
出
身

地
山
東
な
ど
で
朱
温
の
物
語
が
傳
え
ら
れ
、
宋
江
の
形
象
に
も
影
響

を
與
え
た
と
見
て
い
る
。 

 

張
真
「
《
三
国
志
平
话
》
中
的
刘
备
形
象
」

三

十

六

は
、
『
三
國
志
平

話
』
は
平
民
階
級
か
ら
出
世
し
た
劉
備
集
團
の
興
亡
史
で
あ
る
と
見

る
。
つ
ま
り
平
話
は
三
國
志
に
名
を
借
り
た
劉
備
の
發
跡
故
事
で
あ

る
と
も
言
え
る
。 

水
滸
傳
に
は
數
多
の
英
雄
が
登
場
す
る
が
、
宋
江
が
登
場
し
な
い

あ
る
い
は
目
立
た
な
い
場
面
を
そ
ぎ
落
と
せ
ば
、
農
家
の
せ
が
れ
が

名
聲
を
得
て
盗
賊
の
頭
領
に
推
さ
れ
、
つ
い
に
は
官
軍
と
な
り
、
奸

臣
に
毒
殺
さ
れ
る
も
民
衆
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

の
發
跡
故
事
が
殘
る
。
農
村
出
身
、
奇
な
る
容
貌
、
天
の
佑
け
な
ど

は
ど
れ
も
發
跡
物
語
を
い
ろ
ど
る
要
素
で
あ
る
。
水
滸
傳
が
詞
話
の

宋
江
像
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
傳
え
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
削
ら
れ

た
り
改
變
さ
れ
た
り
し
た
部
分
も
少
な
く
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
し

三

十

五

董
国
炎
「
论
《
水
浒
传
》
对
《
五
代
史
平
话
》
的
承
袭
」
（
『
明
清

小
说
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
一
期
） 

三

十

六

张
真
「
《
三
国
志
平
话
》
中
的
刘
备
形
象
」
（
《
许
昌
学
院
学
报
》

二
〇
一
二
年
第
三
期
） 
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か
し
宋
江
が
發
跡
物
語
の
主
人
公
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
よ

う
。
史
書
に
は
下
層
の
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
證
據
の
一
切
な
い
包

公
や
宋
江
は
、
語
り
物
と
し
て
廣
ま
る
う
ち
に
發
跡
も
の
を
好
む
趣

向
の
影
響
を
う
け
て
低
い
階
層
の
出
身
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
。 

 

さ
ら
に
、
發
跡
も
の
の
主
役
た
ち
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ
者
が
共
有

す
る
要
素
が
「
三
郎
」
で
あ
る
。 

 

宋
江
と
包
公
の
ほ
か
、
朱
温
も
三
男
で
、
「
朱
三
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
劉
知
遠
は
實
の
兄
弟
は
現
れ
な
い
も
の
の
、
李
家
に
婿
入
り

し
た
こ
と
で
事
實
上
義
理
の
兄
二
人
の
下
の
三
男
と
し
て
の
待
遇
を

受
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
發
跡
す
る
三
男
の
存
在
は
平
話
や
詞
話
に

と
ど
ま
ら
な
い
。 

『
雍
熙
樂
府
』
巻
七
、
『
太
平
樂
府
』
巻
九
に
収
め
ら
れ
る
散
曲

「
高
祖
還
郷
」
に
は
、
漢
の
高
祖
劉
邦
を
故
郷
の
庶
民
が
「
劉
三
」

と
稱
す
場
面
が
あ
る
三

十

七

。
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
、
後
世
の
通
俗
小
說

で
あ
る
『
兩
漢
開
國
中
興
傳
誌
』
や
『
西
漢
演
義
』
に
は
高
祖
が
三

男
で
あ
る
と
は
記
さ
れ
な
い
。
し
か
し
司
馬
貞
が
「
史
記
索
隱
」
の

                                        

             

 

三

十

七

四
部
叢
刊
廣
編
『
雍
熙
樂
府
』
（
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
一

年
）
、
四
部
叢
刊
正
編
『
朝
野
新
聲
太
平
樂
府
』
（
臺
灣
商
務
印
書
館
、

一
九
七
九
年
） 

三

十

八

「
按
漢
書
名
邦
字
季
、
此
單
云
字
。
亦
又
可
疑
按
漢
高
祖
長
兄
名

な
か
で
、
高
祖
の
兄
弟
は
長
男
か
ら
順
に
伯
、
仲
、
季
と
名
づ
け
ら

れ
て
い
る
か
ら
季
は
字
と
い
う
よ
り
名
と
言
う
べ
き
も
の
だ
と
考
證

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
祖
を
三
男
と
す
る
說
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
三

十

八

。
高
祖
の
事
績
も
庶
民
か
ら
皇
帝
ま
で
登
り
つ
め
た
典
型

的
な
發
跡
で
あ
り
、
「
成
り
上
が
り
も
の
の
三
郎
」
の
ひ
と
り
と
言

え
る
。
む
し
ろ
元
祖
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
呉
從
先
「
讀
水
滸
傳
」
で
宋
江
が
亭

長
か
ら
身
を
起
こ
し
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
劉
邦

の
發
跡
傳
説
を
宋
江
が
受
け
入
れ
た
痕
跡
で
は
あ
る
ま
い
か
。
劉
邦

の
出
身
地
沛
縣
は
呉
從
先
の
讀
ん
だ
水
滸
傳
で
物
語
の
中
心
地
と
な

っ
て
い
た
淮
河
流
域
か
ら
遠
く
な
い
。 

 

劉
邦
の
建
て
た
漢
王
朝
を
中
興
し
た
光
武
帝
劉
秀
も
三
男
で
あ
っ

た
。
明
の
通
俗
小
說
『
東
漢
演
義
』
お
よ
び
「
雲
臺
門
聚
二
十
八

將
」
雜
劇
三

十

九

で
は
、
劉
秀
は
追
手
か
ら
逃
れ
、
途
中
苦
境
に
陷
り

つ
つ
も
奇
跡
的
な
出
來
事
に
助
け
ら
れ
て
叔
父
の
劉
良
の
も
と
に
落

ち
の
び
、
兄
二
人
と
と
も
に
成
長
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
お
な

じ
く
明
代
の
通
俗
小
說
『
全
漢
史
傳
』
、
『
兩
漢
開
國
中
興
傳
誌
』
で

伯
、
次
兄
仲
、
不
見
別
名
。
則
季
亦
是
名
也
」
『
二
十
五
史
１
史
記
』

（
藝
文
印
書
館
、
刊
行
年
未
詳
）
巻
八
「
高
祖
本
紀
」 

三

十

九

楊
家
駱
編
『
全
元
雜
劇
外
編
』
（
世
界
書
局
、
一
九
六
三
年
）
所

収
脈
望
館
鈔
校
内
府
本 
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は
劉
秀
は
景
帝
の
血
を
引
く
が
ゆ
え
に
王
莽
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な

り
、
兩
親
が
み
ず
か
ら
命
を
絶
つ
な
か
劉
秀
ひ
と
り
生
き
延
び
、
か

ろ
う
じ
て
叔
父
の
劉
良
の
も
と
に
た
ど
り
つ
き
、
劉
良
の
息
子
、
つ

ま
り
從
兄
弟
二
人
と
と
も
に
育
て
ら
れ
る
。
こ
れ
も
廣
い
意
味
で
三

人
兄
弟
の
末
っ
子
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
劉
秀
は
も
と
よ
り
皇
帝

の
血
筋
に
あ
る
と
は
い
え
、
朝
廷
を
追
わ
れ
、
お
た
ず
ね
も
の
の
身

か
ら
ふ
た
た
び
皇
帝
の
座
を
奪
い
か
え
す
ま
で
の
經
歷
は
社
會
の
底

邊
か
ら
頂
點
へ
と
い
う
發
跡
故
事
に
類
似
す
る
。
兩
漢
王
朝
の
創
業

者
二
人
が
と
も
に
「
三
郎
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
の
ち
の
發
跡
も
の

に
「
成
り
上
が
り
も
の
三
郎
」
が
多
い
こ
と
に
な
に
か
し
ら
關
係
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

包
公
や
宋
江
は
こ
れ
ら
の
仲
間
な
の
で
あ
ろ
う
。
語
り
物
の
世
界

に
「
成
り
上
が
り
も
の
三
郎
」
と
言
う
べ
き
型
が
あ
り
、
二
人
を
こ

の
型
の
主
人
公
に
あ
て
は
め
た
物
語
が
誕
生
し
、
受
け
繼
が
れ
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。 

と
は
い
え
、
三
郎
で
あ
る
こ
と
が
物
語
内
で
い
か
な
る
實
際
的
意

味
を
も
つ
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
包
公
や
劉
知
遠
の
よ
う
に
、
三

郎
で
あ
る
が
ゆ
え
に
家
庭
内
で
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
と
い
う
場

合
も
あ
れ
ば
、
『
東
漢
演
義
』
や
「
雲
臺
門
」
雜
劇
の
ご
と
く
兄
が

                                        

             

 

四

十

千
村
渉
「
兄
弟
譚
の
昔
話
―
そ
の
優
劣
を
中
心
に
―
」
（
『
日
本
昔
話

命
を
賭
し
て
三
男
を
守
る
と
い
う
筋
立
て
も
あ
る
。
三
郎
で
あ
る
こ

と
に
な
ん
ら
か
の
具
體
的
な
意
味
が
あ
っ
た
も
の
が
の
ち
に
薄
れ
て

し
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
單
な
る
符
號
に
過
ぎ
な
か

っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。
水
滸
傳
で
は
宋
家
莊
に
い
た
こ
ろ
の
宋

江
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
え
が
か
れ
な
い
。
水
滸
傳
が
採
用
し
た
宋
江
物

語
に
そ
も
そ
も
そ
の
部
分
が
な
か
っ
た
の
か
、
あ
っ
た
け
れ
ど
も
最

終
編
纂
段
階
で
捨
て
ら
れ
た
の
か
は
と
も
か
く
、
宋
江
に
お
け
る
三

郎
の
具
體
的
効
果
は
不
明
で
あ
る
。 

 

「
三
人
兄
弟
の
末
子
」
と
い
う
題
材
は
洋
の
東
西
に
か
か
わ
ら
ず

廣
く
存
在
す
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
千
村
渉
「
兄
弟

譚
の
昔
話
―
そ
の
優
劣
を
中
心
に
―
」
四

十

に
よ
れ
ば
、
日
本
に
も
三

人
兄
弟
を
主
題
と
し
た
故
事
が
多
く
傳
わ
り
、
「
末
子
成
功
譚
」
が

そ
の
な
か
の
多
く
を
占
め
る
と
い
う
。
千
村
の
ま
と
め
で
は
、
末
子

成
功
譚
の
發
生
起
因
に
つ
い
て
は
、
（
一
）
軽
侮
さ
れ
が
ち
な
末
子

に
對
す
る
弱
者
同
情
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
說
、
（
二
）
内
容
の
漸

次
的
高
潮
を
意
圖
し
た
文
藝
的
技
巧
で
あ
る
と
す
る
說
、
（
三
）
末

子
相
續
制
度
の
反
映
と
す
る
說
、
（
四
）
古
代
信
仰
に
お
け
る
末
子

神
聖
観
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
說
が
あ
る
。
本
稿
で
觸
れ
た

三
郎
の
發
跡
譚
で
は
長
男
次
男
の
失
敗
は
あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
た

研
究
集
成
４
昔
話
の
形
態
』
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
） 
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め
、
（
二
）
は
該
當
し
な
い
。
ま
た
、
中
國
は
傳
統
的
に
均
分
相
續

が
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
（
三
）
も
當
た
ら
な
い
四

十

一

。
稲
田

浩
二
に
よ
れ
ば
「
昔
話
に
お
け
る
末
子
成
功
は
か
な
ら
ず
し
も
わ
が

国
固
有
の
こ
と
で
は
な
く
、
海
外
諸
民
族
の
昔
話
で
も
お
よ
そ
同

様
」
四

十

二

で
あ
り
、
民
話
分
析
に
用
い
ら
れ
る
Ａ
Ｔ
分
類
に
も
六
百

五
十
四
番
「
三
人
兄
弟
（T

h
e
 
T
h
r
e
e
 
B
r
o
t
h
e
r
s

）
」
が
一
項
目
と

し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
四

十

三

。
「
三
郎
」
に
つ
い
て
は
他
地
域
の
故

事
と
の
關
係
も
含
め
た
さ
ら
な
る
檢
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
分

析
は
本
稿
の
任
に
餘
る
。
少
な
く
と
も
い
わ
ゆ
る
中
國
文
化
の
範
圍

內
で
庶
民
出
身
の
「
成
り
上
が
り
の
三
郎
」
が
發
跡
故
事
の
ひ
と
つ

の
型
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
ら
し
く
、
宋
江
が
發
跡
故
事
の

「
原
型
と
そ
の
各
要
素
」
を
「
三
郎
」
も
ふ
く
め
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の

ご
と
く
ま
と
め
て
受
け
入
れ
た
故
事
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
水
滸
傳
に

採
用
さ
れ
た
と
い
う
一
連
の
經
過
が
想
定
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め
た
い
。 

                                         

             

 

四

十

一

仁
井
田
陞
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
三
年
）
第
十
三
章
「
家
産
分
割
文
書
（
分
書
）
」
、
薩
孟
武
『
水
滸

傳
與
中
國
社
會
』
（
三
民
書
局
、
一
九
七
一
年
）
「
梁
山
泊
的
社
會
基

礎
」
參
照
。 

四

十

二

『
日
本
昔
話
事
典
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
「
末
子
」
、
八
百

七.

非
暴
力
不
服
從 

 

宋
江
と
包
公
は
民
間
の
語
り
物
の
影
響
で
發
跡
故
事
類
型
を
獲
得

し
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
彼
ら
の
發
跡
物

語
と
平
話
や
詞
話
の
發
跡
英
雄
た
ち
と
に
は
顯
著
な
違
い
も
あ
る
。 

發
跡
故
事
に
は
文
人
發
跡
故
事
と
武
人
發
跡
故
事
と
が
あ
る
と
さ

れ
る
四

十

四

。
『
五
代
史
平
話
』
の
劉
知
遠
、
朱
温
、
石
敬
瑭
、
『
三
國

志
平
話
』
の
劉
備
、

說
唱
詞
話
の
花
關
索
な
ど
は
武
力
と
腕
力
に
よ

っ
て
出
世
の
道
を
切
り
ひ
ら
く
武
人
發
跡
故
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
對

し
、
宋
江
と
包
公
は
さ
し
た
る
武
力
を
も
た
な
い
。 

詞
話
で
包
公
と
併
稱
さ
れ
る
狄
青
は
下
級
武
官
か
ら
樞
密
使
へ
出

世
を
と
げ
た
人
物
で
あ
る
。
文
曲
星
包
公
と
武
曲
星
狄
青
と
は
文
武

の
重
臣
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
道
筋
の
異
な
る
發
跡
の
代
表
者
二
名

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

文
人
か
武
人
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
包
公
や
宋
江
は
武
人
で
は
な

い
。
し
か
し
二
人
の
物
語
を
單
純
に
文
人
發
跡
故
事
と
み
な
す
の
も

適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

六
十
四
頁 

四

十

三

『
日
本
昔
話
事
典
』
「
三
人
兄
弟
」
、
四
百
五
頁 

四

十

四

徐
大
军
『
中
国
古
代
小

说
与

戏
曲
关
系
史
』
（
人
民
文
学
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年
）
第
四
章
「
元

杂
剧
与
小

说
关
系
的

继
往
与
开
来
」 
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た
と
え
ば
徐
大
軍
は
南
宋
の
小
說
や
元
雜
劇
に
お
け
る
文
人
發
跡

を
、
不
遇
の
文
人
が
科
擧
あ
る
い
は
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
能
力
を

認
め
ら
れ
成
功
を
つ
か
む
筋
書
き
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
し

四

十

五

、
洪
曉
銀
は
「
早
年
不
得
志
」
、
「
才
高
氣
大
、
懷
才
不
遇
」
の

王
粲
が
「
萬
言
長
策
」
を
獻
じ
た
こ
と
か
ら
「
兵
馬
大
元
帥
」
に
な

る
と
い
う
筋
書
き
の
鄭
光
祖
「
王
粲
登
樓
」
を
「
文
人
發
跡
型
故

事
」
と
稱
し
て
い
る
四

十

六

。
こ
う
し
た
故
事
は
司
馬
相
如
、
朱
買
臣

な
ど
、
古
く
か
ら
存
在
す
る
。 

 

こ
れ
ら
に
比
し
て
、
宋
江
と
包
公
の
物
語
は
異
な
る
點
が
あ
ま
り

に
多
い
。
包
公
は
科
擧
を
通
じ
て
官
僚
と
な
る
が
、
そ
れ
以
前
に
文

人
と
し
て
不
遇
を
か
こ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
宋
江
に
い
た
っ

て
は
科
擧
に
應
じ
た
形
跡
す
ら
な
い
。
縣
吏
が
文
人
と
言
え
る
か
に

は
疑
問
の
餘
地
も
あ
ろ
う
が
、
武
松
と
の
別
れ
際
に
浣
溪
沙
の
詞
を

作
っ
て
贈
り
、
酒
樓
の
壁
に
「
自
幼
曾
攻
經
史
」
な
る
一
句
に
始
ま

る
野
望
を
表
明
し
た
詩
を
書
い
て
大
騒
動
を
引
き
起
こ
し
四

十

七

、
宴

席
で
招
安
を
願
う
詞
を
歌
わ
せ
て
反
歸
順
派
の
反
發
を
招
く
な
ど
重

                                        

             

 

四

十

五

徐
大
军
『
中
国
古
代
小

说
与

戏
曲
关
系
史
』
第
四
章
「
元

杂
剧
与

小

说
关
系
的

继
往
与
开
来
」 

四

十

六

洪
晓
银
「
从
文
人

戏
《
王
粲
登
楼
》
看
元
代
文
人
心

态
」
（
『

闽
西

职
业
技
术
学
院
学
报
』
二
〇
一
四
年
第
一
期
） 

要
な
場
面
で
詩
詞
に
よ
っ
て
心
情
を
表
現
し
、
第
三
十
九
回
の
詩
で

は
自
ら
を
「
自
幼
曾
攻
經
史
」
と
詠
ん
で
い
る
宋
江
は
確
か
に
文
を

も
っ
て
自
任
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
五
十
一
回
回
頭
の
宋

江
を
う
た
っ
た
詩
に
も
「
幼
讀
經
書
明
禮
義 

長
為
吏
道
志
軒
昂
」

と
あ
り
、
最
終
編
纂
者
も
宋
江
を
文
の
人
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
人
の
物
語
は
む
し
ろ
武
人
發

跡
に
似
た
點
が
多
い
。
人
に
使
わ
れ
放
牧
や
農
作
業
を
す
る
包
公
の

年
少
期
や
、
二
人
の
ま
え
に
立
ち
は
だ
か
る
貪
官
、
權
勢
者
や
そ
の

威
を
借
る
無
法
者
、
山
賊
や
水
賊
な
ど
の
障
碍
は
、
平
話
の
英
雄
た

ち
や
詞
話
の
花
關
索
の
物
語
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
そ

の
障
碍
を
乗
り
こ
え
る
の
に
武
藝
も
腕
力
も
用
い
な
い
點
で
あ
る
。 

  

喝
起
親
随
手
下
漢 

拿
住
供
书
两
个
人 

 

木
棒
拳
頭
打
一
頓 

背
剪
麻
繩
縑
定
人 

 

二
人
押
上
泰
康
縣 

将
他
下
在
土
牢
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

…
… 

四

十

七

こ
の
場
面
の
宋
江
に
つ
い
て
は
、
詩
を
も
っ
て
政
治
を
批
判
し
た

こ
と
の
み
な
ら
ず
、
「
題
壁
」
と
い
う
行
為
自
体
も
す
ぐ
れ
て
文
人
的

な
行
為
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
佐
々
木
睦
『
漢
字
の
魔
力
』
（
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
二
年
、
第
八
章
「
浮
遊
す
る
文
字
―
漢
字

の
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
、
二
百
十
四
頁
） 
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五
牢
押
獄
忙
收
住 

苦
打
凌
持
二
个
人 

 

便
把
秀
才
高
吊
起 

吊
起
唐
公
院
子
身 

 

軟
底
麻
繩
硬
底
棒 

打
他
二
个
問
元
因 

 

誰
交
你
惱
秦
衙
內 

 

今
朝
該
死
在
牢
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
… 

 

押
獄
當
时
忙
便
取 

取
他
腰
內
宝
和
珍 

 

揭
起
衣
裳
看
子
細 

只
見
金
牌
耀
日
明 

 

押
獄
見
了
痴
呆
定 

荒
忙
便
去
觧
麻
繩 

 

便
請
相
公
高
処
坐 

低
頭
八
拜
說
元
因 

 

陳
州
糶
米
包
丞
相 

私
行
来
到
路
途
中 

 

尀
耐
知
縣
秦
衙
內 

有
眼
无
珠
不
識
人 

 

錯
把
相
公
来
拿
住 

今
朝
押
在
土
牢
中 

 

五
牢
押
獄
不
認
得 

錯
打
龙
啚
包
相
公 

 

伏
望
相
公
可
怜
迁 

饒
我
殘
生
一
命
魂 

書
生
二
人
を
ひ
っ
と
ら
え
、
棍
棒
拳
固
で
打
ち
す
え
て
、
後
ろ

手
麻
縄
縛
り
つ
け
、
泰
康
縣
へ
ひ
っ
た
て
て
、
土
牢
の
内
へ
坐

ら
せ
し
…
…
五
牢
の
押
獄
引
き
受
け
て
、
二
人
を
厳
し
く
打
ち

つ
け
り
、
秀
才
（
包
公
）
高
々
つ
る
し
あ
げ
、
唐
公
（
従
者
）

の
身
も
つ
る
し
あ
げ
、
柔
い
麻
縄
堅
い
棒
、
二
人
を
打
っ
て
拷

問
す
、
な
に
ゆ
え
秦
衙
内
に
た
て
つ
け
り
、
今
日
こ
そ
牢
に
て

死
せ
る
べ
し
…
… 

(

酒
代
を
せ
し
め
よ
う
と
唐
公
の
腰
巾
着
を

さ
ぐ
る)

…
…
か
の
時
押
獄
慌
て
て
見
る
や
、
腰
な
る
寶
玉
取

り
出
だ
し
、
衣
装
を
め
く
り
と
っ
く
り
見
れ
ば
、
た
だ
金
牌
の

眩
し
く
輝
く
、
押
獄
見
る
や
あ
っ
け
に
と
ら
れ
、
慌
て
て
麻
縄

解
き
ほ
ど
き
、
相
公
（
包
公
）
上
座
へ
導
き
て
、
低
頭
八
拜
申

し
開
き
、
陳
州
糶
米
包
丞
相
、
お
忍
び
の
旅
の
そ
の
途
中
、
に

っ
く
き
知
縣
の
秦
衙
内
、
節
穴
ば
か
り
で
見
る
目
な
く
、
相
公

殿
を
つ
か
ま
え
て
、
今
朝
は
土
牢
に
押
し
込
め
し
、
五
牢
の
押

獄
つ
ゆ
知
ら
ず
、
誤
り
て
打
つ
包
相
公
、
伏
し
て
願
う
は
相
公

殿
哀
れ
に
思
ひ
て
、
こ
の
老
い
ぼ
れ
の
命
を
ど
う
か
お
助
け
く

だ
さ
い
（
「
包
龍
図
陳
州
糶
米
記
」
） 

 

こ
の
場
面
で
包
公
は
な
ん
ら
抵
抗
を
見
せ
な
い
。
牢
役
人
が
包
公

の
正
体
を
知
り
自
ら
ひ
れ
伏
す
ま
で
じ
っ
と
待
つ
の
み
で
あ
る
。 

 
 

宋
江
は
第
三
十
二
回
か
ら
四
十
二
回
ま
で
各
地
を
巡
り
、
の
ち
に

梁
山
泊
入
り
す
る
豪
傑
た
ち
と
知
り
合
う
の
だ
が
、
初
め
は
敵
と
し

て
相
對
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
以
下
は
清
風
山
の
賊
に
捕
え
ら
れ

た
場
面
で
あ
る
。 

 
小
嘍
囉
把
宋
江
捆
做
粽
子
相
似
、
將
來
綁
在
將
軍
上
。
…
…
宋
江

嘆
口
氣
道
「
可
惜
宋
江
死
在
這
里
」
。
燕
順
親
耳
聽
得
宋
江
兩

字
、
便
喝
住
小
嘍
囉
。
…
…
「
你
莫
不
是
山
東
及
時
雨
宋
公
明
。
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殺
了
𨶒
婆
惜
逃
出
在
江
湖
上
的
宋
江
麽
」
。
宋
江
道
「
你
怎
得

知
。
我
正
是
宋
三
郎
」
。
燕
順
聽
罷
吃
了
一
驚
、
便
奪
過
小
嘍
囉

手
内
尖
刀
、
把
麻
索
都
割
斷
了
。
便
把
自
身
上
披
的
棗
紅
紵
絲

𫀳
𥜌
脫
下
來
裹
在
宋
江
身
上
、
抱
在
中
間
虎
皮
交
椅
上
。
喚
起
王

矮
虎
鄭
天
壽
快
下
來
、
三
人
納
頭
便
拜
。
…
…
燕
順
道
「
小
弟
只

要
把
尖
刀
剜
了
自
巳
的
眼
睛
原
來
不
識
好
人
」
。 

兵
卒
が
宋
江
を
粽
の
よ
う
に
巻
い
て
將
軍
柱
に
縛
り
つ
け
た
…

…
宋
江
は
溜
息
を
つ
い
て
「
あ
た
ら
宋
江
こ
こ
に
死
す
」
と
言

っ
た
。
燕
順
は
「
宋
江
」
の
二
字
を
聞
く
や
兵
卒
を
止
め
…
…

「
ま
さ
か
山
東
及
時
雨
宋
公
明
だ
と
い
う
の
か
。
閻
婆
惜
を
殺

し
江
湖
に
逃
げ
た
宋
江
な
の
か
。
」
宋
江
「
ど
う
し
て
ご
存
じ

で
。
私
が
そ
の
宋
三
郎
で
す
。
」
燕
順
は
聞
く
や
び
っ
く
り
仰

天
、
兵
卒
の
手
か
ら
刀
を
奪
い
と
り
麻
縄
を
切
っ
て
、
羽
織
っ

て
い
た
赤
い
麻
糸
の
上
着
を
脱
い
で
宋
江
の
体
を
包
み
、
中
央

の
虎
の
皮
の
椅
子
に
導
き
、
王
矮
虎
と
鄭
天
壽
に
早
く
下
り
よ

と
命
じ
、
三
人
額
づ
き
拝
礼
し
た
。
…
…
燕
順
、
「
愚
弟
、
刀

で
こ
の
人
を
見
る
目
の
な
い
目
玉
を
く
り
ぬ
い
て
し
ま
い
た
い

ほ
ど
で
す
…
…
」
（
第
三
十
二
回
） 

                                        

             

 

四

十

八

金
海
南
『
水
戸
黄
門
漫
遊
考
』
第
一
章
「
中
国
の
名
裁
判
官
―
物

語
と
現
実
」
、
三
十
五
～
六
十
頁
お
よ
び
、
第
四
章
「
英
雄
伝
説
と
神

 

宋
江
も
ま
た
抵
抗
せ
ず
、
た
だ
身
の
悲
運
を
嘆
く
。
と
こ
ろ
が
そ
の

獨
り
言
で
正
體
が
わ
か
り
、
山
賊
た
ち
は
ひ
れ
伏
す
。
直
前
ま
で
主

人
公
を
痛
め
つ
け
て
い
た
人
物
が
一
轉
見
る
目
の
な
さ
、
非
礼
を
わ

び
る
「
眼
あ
り
て
瞳
な
し
」
、
「
泰
山
を
知
ら
ず
」
な
ど
の
言
は
こ
の

種
の
場
面
に
た
び
た
び
現
れ
る
。
說
唱
に
も
身
分
を
隱
し
た
貴
人
が

各
地
を
巡
る
い
わ
ゆ
る
貴
種
流
離
の
故
事
が
あ
り
、
そ
れ
が
決
ま
り

文
句
ま
で
含
め
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
包
公
は
朝
廷
の
官
で
あ

る
か
ら
衣
冠
や
金
牌
な
ど
身
分
を
示
す
確
か
な
證
が
あ
る
が
、
宋
江

は
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
地
の
文
で
幾
度
も
宋
江
の
名
聲
は

天
下
に
轟
い
て
い
る
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
設
定
ゆ
え
腕
力
に
よ

ら
ず
と
も
相
手
を
屈
服
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
金
海
南
は
中
國
に

お
け
る
貴
種
流
離
譚
を
、
地
方
官
が
身
分
を
隠
し
て
巡
察
を
し
て
い

た
と
い
う
現
實
的
側
面
と
、
王
な
い
し
王
に
準
ず
る
も
の
が
試
練
を

經
て
王
と
し
て
再
生
す
る
儀
禮
と
い
う
神
話
的
側
面
か
ら
解
釋
し
て

い
る
四

十

八

。
包
公
と
宋
江
は
發
跡
は
約
束
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
人

間
界
で
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
貴
種
で
は
な
く
、
低
い
身
分
か
ら
は
い

あ
が
っ
て
貴
種
の
地
位
を
手
に
入
れ
、
そ
の
後
身
を
や
つ
し
て
各
地

話
」
、
百
二
十
～
百
三
十
六
頁 
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を
旅
す
る
。
發
跡
故
事
類
型
に
貴
種
流
離
譚
を
加
え
た
よ
う
な
塩
梅

に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

包
公
と
宋
江
の
物
語
は
武
人
發
跡
故
事
の
枠
組
み
に
武
力
を
用
い

な
い
主
人
公
が
す
え
ら
れ
た
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
る
。
こ
れ
を
文

人
發
跡
故
事
と
ひ
と
し
な
み
に
扱
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
た
め
、
む

し
ろ
武
人
發
跡
故
事
の
亜
種
と
し
て
「
非
武
力
式
發
跡
故
事
」
と
稱

し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
故
事
が
存
在
す
る
の
は
な
ぜ
か
。 

 

南
宋
の
小
說
の
ジ
ャ
ン
ル
に
武
人
や
無
頼
漢
が
活
躍
す
る
「
朴

刀
」
、
「
桿
棒
」
が
あ
る
。
南
宋
・
杭
州
の
瓦
舎
で
は
武
人
の
求
め
に

應
じ
て
武
人
の
好
む
も
の
が
た
り
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
下
層
階
級

か
ら
腕
一
本
で
の
し
あ
が
っ
て
い
く
發
跡
故
事
の
主
人
公
は
、
武
人

た
ち
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
生
ま
れ
た
ス
ー
パ
ー
ス

タ
ー
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
元
代
に
多
く
の
文
人
發
跡
劇
が
書
か
れ
た

の
は
、
作
家
自
身
が
不
遇
の
文
人
で
、
自
ら
の
不
満
や
希
望
を
劇
に

込
め
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
四

十

九

。
藝
能
で
ど
の
よ
う
な
故
事
が
演

じ
ら
れ
る
か
は
語
り
手
や
聞
き
手
の
立
場
と
密
接
に
關
わ
る
。 

こ
の
考
え
に
照
ら
せ
ば
、
詞
話
の
包
公
は
農
村
出
身
の
人
々
の
ス

                                        

             

 

四

十

九

谭
艳
玲
「

论
元
杂
剧
中
的
文
人
发
迹
戏
」
『
韶
关
韶
学
院
学
报
・

社
会
科
学
』
第
三
十
三
巻
第
五
期
、
二
〇
一
二
年
） 

五

十

小
松
謙
『
「
現
実
」
の
浮
上
―
「
せ
り
ふ
」
と
「
描
写
」
の
中
国
文

学
史
』
第
七
章
「
『
現
実
』
の
浮
上
」
、
二
百
十
四
頁 

タ
ー
と
し
て
形
象
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
詞
話
で
は
婦
人

の
活
躍
も
目
立
つ
。
花
關
索
傳
で
は
鮑
三
娘
が
活
躍
す
る
し
、
包
公

の
詞
話
で
も
山
賊
の
娘
、
謀
殺
さ
れ
た
夫
の
恨
み
を
雪
ぐ
妻
、
夫
と

は
ぐ
れ
苦
難
に
遭
う
妻
が
重
要
な
役
割
を
担
う
。
唱
部
分
の
主
要
な

形
式
で
あ
る
一
句
七
字
が
、
女
性
が
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
彈
詞
に

通
じ
る
こ
と
も
受
容
者
に
女
性
が
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
五

十

。
包

公
手
下
の
吏
卒
、
科
擧
を
志
す
書
生
と
そ
の
家
族
が
好
意
的
に
描
か

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
人
々
も
聽
衆
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
宮
崎
市
定
は
「
水
滸
伝
の
中
の
古
い
部
分
は
、
語
り
物
や
戯
曲

と
な
っ
て
大
衆
を
相
手
に
演
ぜ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
そ
れ
は
な
ん

と
し
て
も
大
衆
の
共
感
を
引
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
そ
の
大

衆
の
中
に
は
胥
吏
た
ち
が
時
に
混
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
」
と
考

え
、
そ
の
胥
吏
た
ち
は
「
地
方
的
な
存
在
」
で
あ
る
が
ゆ
え
、
宋
江

の
全
國
的
な
名
聲
は
「
狭
小
な
地
方
ギ
ル
ド
の
構
成
員
の
、
全
国
的

な
交
際
網
を
も
つ
官
員
ギ
ル
ド
会
員
に
対
す
る
羨
望
の
情
」
が
生
み

出
し
た
も
の
と
解
釋
し
て
い
る
五

十

一

。 

 

雜
劇
で
は
田
舎
の
者
、
下
層
階
級
の
者
は
往
々
に
し
て
滑
稽
な
存

五

十

一

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅱ
「
水
滸
伝
―
虛
構
の

な
か
の
史
実
―
」
第
七
章
「
戴
宗
と
李
逵
」
、
二
百
九
十
～
二
百
九
十

一
頁 
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在
と
し
て
描
か
れ
る
五

十

二

。
し
か
し
詞
話
は
包
公
自
身
に
堂
々
と

「
我
是
庄
農
出
身
（
わ
し
は
農
民
の
出
で
あ
る
）
」(

「
師
官
劉
都
賽

上
元
十
五
夜
看
燈
傳
」)

と
語
ら
せ
る
。
農
村
出
身
者
が
滑
稽
な
役

柄
で
あ
る
と
の
氣
配
は
な
い
。
雜
劇
と
詞
話
に
は
共
有
す
る
題
材
も

あ
る
の
だ
が
、
語
り
手
の
意
識
は
相
當
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
對
し
「
太
郡
夫
人
将
言
罵 

便
罵
包
公
老
畜
生 

你
爺
在
庄
為
保
正 

阿
娘
織
布
摘
桑
人 

大
哥
在
庄
開
解
庫 

三
哥
西
庄
賣
酒
人
（
太
郡
夫

人
罵
り
て
、
老
い
ぼ
れ
畜
生
包
公
め
、
お
ま
え
の
父
ち
ゃ
ん
村
の
庄

屋
、
母
ち
ゃ
ん
布
織
り
桑
を
つ
む
、
長
男
村
で
質
屋
稼
業
、
次
兄
は

村
で
酒
を
賣
る
）
」
（
「
包
龍
圖
断
曹
國
舅
公
案
傳
」
）
の
ご
と
く
、
上

層
階
級
の
者
が
い
な
か
の
農
民
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
包
公
を
見
下

す
場
面
が
あ
る
。
『
三
國
志
平
話
』
の
劉
備
も
落
ち
ぶ
れ
た
家
の
出

で
あ
る
こ
と
で
敵
役
に
侮
辱
さ
れ
る
。
彼
ら
は
い
わ
ば
下
層
階
級
を

代
表
し
て
侮
辱
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

主
人
公
が
敵
役
に
と
る
に
足
り
な
い
も
の
と
侮
ら
れ
て
罵
ら
れ

る
、
殴
ら
れ
る
、
金
品
を
脅
し
と
ら
れ
る
、
殺
さ
れ
か
け
る
と
い
っ

た
場
面
は
包
公
の
「
出
身
傳
」
、
「
陳
州
糶
米
記
」
詞
話
に
つ
ご
う
四

度
、
宋
江
が
各
地
を
巡
る
過
程
で
六
度
見
え
る
。
正
體
が
明
ら
か
に

                                        

             

 

五

十

二

林
雅
清
『
中
国
近
世
通
俗
文
学
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一

年
）
第
二
部
「
元
雜
劇
研
究
」
第
六
章
「
『
黑
旋
風
双
献
功
雜
劇
』
の

な
る
や
、
あ
る
者
は
ひ
れ
伏
し
、
あ
る
者
は
手
痛
い
懲
ら
し
め
を
う

け
る
。
事
件
の
き
っ
か
け
は
主
人
公
か
ら
の
挑
發
で
あ
る
場
合
も
あ

り
、
不
條
理
と
言
え
ば
不
條
理
な
の
だ
が
、
庶
民
出
身
者
が
貪
官
汚

吏
、
權
勢
者
、
無
法
者
、
賊
な
ど
を
平
伏
さ
せ
る
の
は
聞
き
手
に
と

っ
て
痛
快
な
場
面
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
立
場
が
逆
轉
し
た
後
と
の

落
差
が
目
立
つ
よ
う
、
敵
役
が
よ
り
居
丈
高
に
な
る
筋
書
き
を
用
意

し
た
の
だ
ろ
う
。
主
人
公
の
出
身
、
好
意
的
に
語
ら
れ
る
人
物
、
敵

役
な
ど
の
要
素
か
ら
見
て
、
包
公
や
宋
江
の
物
語
は
農
民
、
書
生
、

吏
卒
な
ど
の
「
平
民
に
語
っ
た
物
語
」
の
性
質
を
持
つ
。
聽
衆
は
、

壓
倒
的
な
腕
力
も
武
藝
も
な
い
平
民
が
一
躍
發
跡
を
遂
げ
、
自
分
た

ち
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
、
日
ご
ろ
い
ば
り
散
ら
し
て
い
る
連
中

を
や
り
こ
め
る
非
武
力
式
發
跡
の
物
語
を
樂
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

包
公
は
科
擧
で
高
官
に
な
る
と
い
う
正
統
派
路
線
、
宋
江
は
江
湖
の

好
漢
を
集
め
る
非
合
法
路
線
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
。
語
り
物
で
下

層
階
級
か
ら
の
發
跡
が
好
ま
れ
た
た
め
、
實
在
の
人
物
の
物
語
も
、

本
來
の
人
物
像
や
史
書
の
か
ら
離
れ
て
發
跡
故
事
と
な
る
こ
と
が
少

な
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
包
公
と
宋
江
は
こ
の
發
跡
英
雄
の
大
家

族
の
な
か
で
も
、
「
成
り
上
が
り
も
の
三
郎
」
、
非
武
人
と
い
う
特
徴

喜
劇
性
」 
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ま
で
も
共
有
す
る
き
わ
め
て
近
い
關
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

八.

貴
人
の
流
浪 

 

發
跡
故
事
の
な
か
に
よ
く
現
れ
る
要
素
の
ひ
と
つ
に
貴
種
流
離
譚

が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
こ
の
類
型
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
お
き
た

い
。 

 

貴
種
流
離
譚
と
は
、
本
來
高
貴
な
身
分
で
あ
っ
た
が
一
時
的
に
そ

の
身
分
を
失
っ
て
い
る
人
、
あ
る
い
は
將
來
高
貴
な
身
分
を
得
る
運

命
に
あ
る
も
の
の
現
在
は
卑
賤
な
身
分
に
あ
る
人
が
各
地
を
流
浪

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
難
に
遭
い
な
が
ら
も
最
後
に
は
高
貴
な
身
分
を
回

復
な
い
し
手
に
入
れ
る
こ
と
で
立
場
が
一
變
す
る
と
い
う
故
事
類
型

で
あ
る
。
貴
種
流
離
譚
に
お
い
て
主
人
公
が
下
賤
な
身
分
に
あ
る
時

期
に
遭
遇
す
る
苦
難
は
、
そ
の
人
物
が
神
性
を
手
に
入
れ
る
、
な
い

し
は
回
復
す
る
た
め
の
通
過
儀
禮
で
あ
る
の
だ
と
い
う
五

十

三

。
こ
の

神
性
の
回
復
と
通
過
儀
禮
は
す
ぐ
れ
て
神
話
的
な
も
の
で
、
知
識
人

向
け
讀
み
物
と
し
て
整
理
さ
れ
た
明
後
期
の
白
話
小
説
で
は
印
象
を

薄
め
ら
れ
て
い
る
が
、
語
り
物
の
面
影
を
濃
く
殘
す
文
獻
で
は
そ
の

                                        

             

 

五

十

三

金
海
南
『
水
戸
黄
門
漫
遊
考
』
第
四
章
「
英
雄
伝
説
と
神
話
」
、

百
三
十
五
～
百
三
十
六
頁 

五

十

四

小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

様
子
が
よ
く
う
か
が
え
る
と
い
う
。 

 

そ
の
例
と
し
て
金
文
京
、
小
松
謙
が
あ
げ
る
の
が
光
武
帝
劉
秀
の

傳
說
で
あ
る
。 

 

小
松
謙
は
、
劉
秀
を
え
が
い
た
明
後
期
の
通
俗
小
説
『
両
漢
開
国

中
興
傳
誌
』
、
『
全
漢
志
傳
』
、
『
東
漢
演
義
』
お
よ
び
雜
劇
「
雲
臺
門

聚
二
十
八
將
」
の
冒
頭
、
王
莽
の
追
手
か
ら
命
か
ら
が
ら
逃
亡
し
た

劉
秀
が
登
場
す
る
場
面
の
描
寫
は
史
實
と
か
け
は
な
れ
て
い
る
う
え

に
設
定
は
不
自
然
か
つ
荒
唐
無
稽
で
、
あ
と
に
つ
づ
く
物
語
と
の
關

連
性
も
う
す
く
、
全
書
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
孤
立
し
て
お
り
、
「
よ

そ
か
ら
借
り
て
き
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
民
間
傳
承
が
中
途
半
端
に
と
り
こ
ま
れ
、
殘
存
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
五

十

四

。
朱
介
凡
の
調
査
を
見
る
と
、
た
し
か

に
地
方
志
や
中
國
各
地
の
傳
承
に
、
劉
秀
の
逃
亡
に
ま
つ
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
言
い
傳
え
が
無
數
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
五

十

五

。
ま
た
、
こ

の
傳
說
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
殘
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
金
文
京
、
小

松
謙
が
注
目
し
て
い
る
の
が
敦
煌
變
文
「
前
漢
劉
家
太
子
傳
」
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
劉
秀
が
名
を
變
え
て
隱
れ
住
ん
で
い
た
こ
と
、
布

第
四
章
「
劉
秀
傳
説
考
」
、
九
十
七
～
九
十
九
頁 

五

十

五

朱
介
凡
「
『
王
莽
趕
劉
秀
』
傳
說
的
分
析
」
（
『
俗
文
學
論
集
』
、
聯

經
出
版
、
一
九
八
四
年
） 
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鼓
の
奇
跡
に
よ
り
王
莽
か
ら
逃
亡
し
得
た
こ
と
、
土
中
に
も
ぐ
っ
て

追
手
を
免
れ
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
劉
秀

が
皇
帝
と
し
て
の
身
分
を
回
復
す
る
た
め
の
試
練
と
み
な
さ
れ
る

五

十

六

。 

 

宋
江
の
物
語
に
も
貴
種
流
離
譚
の
要
素
が
あ
る
。
罪
人
と
し
て
護

送
さ
れ
る
途
上
、
ち
び
で
色
黑
で
金
持
ち
の
流
刑
者
と
あ
な
ど
ら

れ
、
幾
度
も
殺
さ
れ
か
け
る
。
そ
の
後
、
か
の
有
名
な
宋
江
で
あ
る

と
知
れ
る
や
、
迫
害
し
て
い
た
も
の
は
あ
わ
て
て
ひ
れ
伏
し
、
罪
を

謝
す
。 

 

金
文
京
に
よ
れ
ば
「
變
装
」
、
「
變
身
」
は
王
者
へ
の
變
身
、
あ
る

い
は
王
性
の
回
復
の
象
徴
と
し
て
貴
種
流
離
譚
に
缺
か
せ
な
い
要
素

で
あ
る
。
そ
の
變
装
、
變
身
は
、
平
話
の
劉
知
遠
や
說
唱
詞
話
の
包

公
の
よ
う
に
、
と
き
に
話
の
合
理
性
を
損
ね
る
不
自
然
な
形
で
え
が

か
れ
る
場
合
も
あ
る
五

十

七

。
水
滸
傳
の
宋
江
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の

場
合
み
ず
か
ら
望
ん
で
身
を
や
つ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
受
刑
者

で
あ
る
が
ゆ
え
に
輕
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
平
話
や
詞

話
に
比
べ
れ
ば
合
理
的
な
筋
の
運
び
に
な
っ
て
い
る
。 

                                        

             

 

五

十

六

金
文
京
「
中
国
民
間
文
学
と
神
話
伝
説
研
究
―
敦
煌
本
『
前
漢
劉

家
太
子
伝
（
変
）
』
を
例
と
し
て
」
（
『
史
学
』
第
六
六
巻
第
四
号
、
一

九
九
七
年
）
、
小
松
謙
「
中
国
歴
史
小
説
研
究
」
第
四
章
「
劉
秀
傳
説

宋
江
の
物
語
に
貴
種
流
離
譚
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
と
思
わ
せ

る
場
面
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
第
四
十
二
回
、
父
を
梁
山
泊
へ
迎
え

る
べ
く
郷
里
に
戻
っ
た
宋
江
が
、
待
ち
伏
せ
て
い
た
捕
り
方
に
追
わ

れ
る
場
面
で
あ
る
。
宋
江
は
廟
の
な
か
の
小
さ
な
厨
子
に
も
ぐ
り
こ

む
。
外
か
ら
は
捕
り
手
の
兵
卒
の
声
が
聞
こ
え
、
宋
江
は
ほ
ぼ
觀
念

し
た
。
そ
こ
で
意
識
が
飛
び
、
氣
づ
く
と
美
し
い
宮
殿
に
い
る
。
そ

こ
で
女
神
の
よ
う
な
人
物
に
、
實
は
宋
江
は
罪
を
得
て
下
界
に
下
さ

れ
た
星
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、
「
替
天
行
道
、
去
邪
歸
正
」
を

命
じ
ら
れ
る
。
も
と
の
世
界
に
戻
る
と
、
宋
江
を
救
う
べ
く
梁
山
泊

か
ら
驅
け
つ
け
た
豪
傑
た
ち
に
よ
っ
て
捕
り
手
は
蹴
散
ら
さ
れ
て
い

た
。 

 

劉
秀
の
傳
承
に
も
狹
い
と
こ
ろ
に
隱
れ
て
危
機
を
脫
す
る
場
面
が

あ
る
。
傳
承
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
共
通
す
る
の
は
土
中
に
埋
ま

っ
て
追
手
を
逃
れ
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
さ
ら
に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ

の
た
め
に
上
に
馬
を
立
た
せ
る
と
馬
は
劉
秀
を
踏
み
つ
ぶ
さ
な
い
よ

う
足
に
力
を
入
れ
な
か
っ
た
と
か
、
虫
が
通
氣
口
を
開
け
て
く
れ
た

お
か
げ
で
窒
息
せ
ず
に
す
ん
だ
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
い
わ
れ
が
つ
く
。

考
」 

五

十

七

金
海
南
『
水
戸
黄
門
漫
遊
考
』
第
四
章
「
英
雄
伝
説
と
神
話
」
、

百
三
十
五
～
百
三
十
六
頁 
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こ
う
し
た
詳
細
は
小
說
、
戲
曲
で
は
語
ら
れ
ず
、
民
間
傳
承
、
地
方

志
や
敦
煌
變
文
な
ど
で
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
五

十

八

。
小
松
謙

は
、
劉
秀
が
土
中
に
も
ぐ
り
こ
む
場
面
は
「
一
度
假
の
死
を
経
て
再

生
し
た
こ
と
を
示
」
し
、
貴
種
流
離
譚
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
王
者

と
な
る
た
め
の
試
練
な
い
し
通
過
儀
禮
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
死
と
再

生
の
モ
チ
ー
フ
」
に
當
た
る
と
說
明
し
て
い
る
五

十

九

。 

 

第
四
十
二
回
の
宋
江
も
狹
い
空
間
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
る
し
、
九

天
玄
女
の
宮
殿
に
行
く
く
だ
り
は
異
世
界
、
死
後
の
世
界
の
體
験
と

も
と
れ
る
。
こ
こ
で
九
天
玄
女
よ
り
真
相
を
知
ら
さ
れ
天
書
を
受
け

る
こ
と
で
宋
江
は
貴
種
と
し
て
生
ま
れ
變
わ
り
、
そ
の
後
は
天
か
ら

謫
さ
れ
た
百
八
星
の
頭
領
、
あ
る
種
の
王
と
し
て
の
道
を
步
む
こ
と

に
な
る
。
こ
の
場
面
を
も
っ
て
宋
江
の
貴
種
流
離
譚
は
終
了
す
る
。

ま
た
、
明
確
に
頭
領
と
し
て
の
身
分
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
、
發
跡

故
事
の
主
要
部
分
も
終
了
し
た
と
見
て
よ
い
。
宋
江
個
人
の
物
語
は

終
わ
り
を
告
げ
、
以
降
は
梁
山
泊
集
團
の
頭
領
と
し
て
の
物
語
と
な

る
。
梁
山
泊
の
頭
領
晁
蓋
は
こ
の
と
き
ま
だ
存
命
で
あ
る
が
、
物
語

の
構
成
上
で
は
、
す
で
に
頭
領
は
代
替
わ
り
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

                                        

             

 

五

十

八

朱
介
凡
「
『
王
莽
趕
劉
秀
』
傳
說
的
分
析
」 

五

十

九

小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』
第
四
章
「
劉
秀
傳
説
考
」
百
二

十
五
～
百
二
十
九
頁 

は
水
滸
傳
全
體
に
と
っ
て
も
重
要
な
轉
換
點
で
あ
る
。 

 

從
來
、
宋
江
が
天
書
を
く
だ
さ
れ
た
こ
と
に
は
あ
ま
り
深
い
意
義

を
認
め
な
い
說
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
現
代
日
本
の
水
滸
傳
研
究
に

必
讀
と
も
言
え
る
書
に
「
こ
の
天
書
は
、
…
…
あ
ま
り
役
に
立
っ
た

ら
し
く
は
見
え
」
六

十

ず
、
「
現
在
の
水
滸
伝
を
作
っ
た
人
も
、
…
…

ま
あ
昔
か
ら
宋
江
は
天
書
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
か
ら
持
た
し
て
お
く
が
、
使
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
使
っ
て

も
大
し
て
役
に
は
立
た
ぬ
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
六

十

一

と
述
べ
る
よ
う
に
。 

 

小
松
謙
は
、
劉
秀
を
主
役
と
す
る
明
後
期
の
通
俗
小
說
の
冒
頭

に
、
物
語
本
篇
と
關
連
性
が
う
す
い
劉
秀
の
生
い
立
ち
を
語
る
く
だ

り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
當
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
傳

承
だ
っ
た
が
ゆ
え
に
と
り
こ
ま
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
も
の

の
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
荒
唐
無
稽
で
あ
る
た
め
、
「
あ
る
程
度

知
識
階
級
の
讀
者
の
こ
と
を
も
想
定
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
」
、

全
面
的
に
と
り
い
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
結
果
不
自
然
な
狀
態

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
分
析
し
て
い
る
。 

六

十

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅱ
「
水
滸
伝
―
虛
構
の

な
か
の
史
実
―
」
第
八
章
「
張
天
師
と
羅
真
人
」
、
三
百
十
三
頁 

六

十

一

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
二
「
総
大
将
宋
江
」
、
三
十
二
頁 
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最
終
編
纂
者
が
ま
と
め
た
、
出
版
物
と
し
て
の
水
滸
傳
も
「
知
識

階
級
の
讀
者
」
を
想
定
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
樣
に
あ
ま

り
に
荒
唐
無
稽
な
要
素
は
極
力
減
ら
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
宋
江
が
九
天
玄
女
に
出
會
う
く
だ
り
は
水
滸
傳
全
體
の
構

成
に
お
け
る
重
要
な
轉
換
點
で
あ
る
か
ら
は
ず
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
高
島
俊
男
の
指
摘
の
と
お
り
、
『
宣
和
遺
事
』
に
す
で
に
見
ら

れ
る
、
由
來
の
古
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
だ
け
に
は
ず
せ
な
か
っ
た

と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
。
宋
江
の
貴
種
流
離
の
物
語
に
は
、
劉
秀
や

劉
知
遠
の
そ
れ
と
同
樣
、
民
間
傳
承
で
は
よ
り
多
く
の
荒
唐
無
稽
な

要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
も
の
の
水
滸
傳
で
は
採
用
さ
れ
ず
削
ら
れ
た

と
い
う
事
情
が
想
定
で
き
る
。
天
書
も
民
間
傳
承
に
お
い
て
は
よ
り

強
力
か
つ
有
効
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
水
滸

傳
に
お
い
て
、
戰
闘
の
際
に
天
書
の
力
だ
け
で
は
足
り
な
か
っ
た
と

き
窮
地
を
救
う
の
が
公
孫
勝
の
道
術
で
あ
る
。
公
孫
勝
は
『
宣
和
遺

事
』
に
は
名
の
み
現
れ
、
具
體
的
な
行
動
の
描
寫
は
な
い
。
公
孫
勝

の
身
分
、
性
格
な
ど
個
人
設
定
は
最
終
編
纂
時
期
に
設
定
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
六

十

二

、
語
り
物
に
お
け
る
天
書
の
は
た
ら
き
が
、

                                        

             

 

六

十

二

侯
会
「
后
来
居
上
的
《
水

浒
》
人
物—

—

公

孙
胜
」
（
『
《
水

浒
》

《
西
游
》
探
源—

—

与
德
堂
古
典
小

说
研
究

丛
稿
』
、
学
苑
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
）
參
照
。 

水
滸
傳
で
は
公
孫
勝
の
仕
事
に
と
り
か
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

貴
種
流
離
譚
の
も
っ
て
い
た
神
話
的
要
素
、
荒
唐
無
稽
な
要
素
が

知
識
階
級
の
讀
者
を
對
象
に
ふ
く
め
た
と
き
に
削
ら
れ
た
り
薄
め
ら

れ
た
り
す
る
現
象
は
他
の
發
跡
故
事
に
も
看
取
で
き
る
。 

 

劉
相
雨
「
论
古
代
白
话
小
说
中
流
氓
无
赖
发
迹
的
母
题
模
式
及
流

变
」
六

十

三

が
、
『
五
代
史
平
話
』
の
黄
巣
、
朱
温
、
石
敬
瑭
、
劉
知

遠
、
郭
威
の
發
跡
故
事
が
明
代
に
白
話
小
說
に
な
る
に
あ
た
っ
て
ど

の
よ
う
に
變
化
し
た
か
を
ま
と
め
て
い
る
。
平
話
の
發
跡
の
主
人
公

に
は
、
社
會
の
底
邊
で
人
に
使
わ
れ
た
經
驗
が
あ
り
、
死
別
や
出
奔

な
ど
の
理
由
で
父
に
從
っ
て
お
ら
ず
、
権
威
や
禮
法
か
ら
逸
脱
し
て

い
て
徳
や
品
に
缺
け
、
流
氓
と
選
ぶ
と
こ
ろ
の
な
い
言
動
を
す
る
こ

と
が
あ
り
、
兄
弟
の
義
を
重
ん
じ
、
義
の
た
め
に
は
人
も
殺
せ
る
な

ど
の
共
通
點
が
あ
る
。
明
代
白
話
小
說
に
な
る
と
こ
の
英
雄
像
に
變

化
が
生
じ
る
。
出
身
階
層
が
や
や
高
く
な
り
、
母
に
對
し
て
は
孝
の

心
を
持
ち
、
流
氓
気
質
よ
り
も
豪
快
で
ま
っ
す
ぐ
な
性
格
、
義
に
よ

る
人
助
け
、
弱
者
の
た
め
に
不
平
を
討
つ
面
が
強
調
さ
れ
、
流
氓
無

賴
風
の
言
動
は
輕
い
描
寫
で
す
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
平
話
の
郭

六

十

三

刘
相
雨
「
论
古
代
白
话
小
说
中
流
氓
无
赖
发
迹
的
母
题
模
式
及
流

变
―
―
以
《
五
代
史
平
话
》
为
中
心
」
（
『

郑
州
大
学
学
报
（
哲
学
社
会

科
学
版
）』
、
二
〇
〇
二
年
第
二
期
） 
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威
は
酒
代
を
払
わ
ず
店
主
を
殺
す
よ
う
な
無
法
者
で
あ
る
。
一
方

『
喩
世
明
言
』
「
史
弘
肇
龍
虎
君
臣
會
」
の
郭
威
は
盗
み
も
博
打
も

ケ
ン
カ
も
す
る
が
、
衙
内
に
さ
ら
わ
れ
そ
う
な
庶
民
の
娘
を
助
け
よ

う
と
し
て
衙
内
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
義
憤
か
ら
の
や
む
を
得

ぬ
殺
人
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
義
感
と
合
理
性
も
強

調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
英
雄
と
そ
の
妻
と
な
る
女
性
と
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
、
描
寫
が
淡
化
さ
れ
た
り
、
そ
も
そ
も
回
避
さ
れ
た
り
す
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
。 

 

劉
相
雨
の
挙
げ
る
各
要
素
を
見
る
と
、
『
宣
和
遺
事
』
と
水
滸
傳

の
宋
江
と
の
違
い
に
合
致
す
る
點
が
少
な
く
な
い
。
『
宣
和
遺
事
』

の
宋
江
は
血
の
氣
の
荒
い
亂
暴
者
で
、
義
兄
弟
と
の
義
を
な
に
よ
り

重
ん
じ
る
。
水
滸
傳
の
宋
江
は
徳
や
品
に
缺
け
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ

權
威
や
禮
法
に
從
順
な
小
役
人
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で

義
の
た
め
に
法
を
も
犯
す
こ
と
が
あ
る
。
『
宣
和
遺
事
』
で
は
痴
情

の
も
つ
れ
で
あ
っ
た
閻
婆
惜
殺
し
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
殺
人
に
變
わ

っ
て
い
る
。
宋
江
は
平
話
の
發
跡
故
事
の
主
人
公
た
ち
と
同
樣
、
明

代
小
說
に
至
る
過
程
で
か
な
り
牙
を
拔
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
逆
に
た
ど
れ
ば
、
宋
江
は
元
來
平
話
の
主
人
公
た
ち
と
同
樣
の

個
性
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。 

                                        

             

 

六

十

四

類
似
の
詩
句
は
元
雜
劇
に
も
見
え
る
。 

 

九
．
同
病
相
憐 

 

宋
江
と
包
公
は
發
跡
英
雄
の
大
家
族
の
な
か
で
も
近
し
い
人
物
像

を
有
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
異
な
る
點
も
あ
る
。
な
か
で
も
注
目

し
た
い
の
が
「
援
助
の
對
象
」
で
あ
る
。 

 

詞
話
で
包
公
が
救
う
對
象
の
う
ち
「
斷
歪
烏
盆
傳
」
の
楊
宗
福
、

「
斷
曹
國
舅
公
案
傳
」
の
袁
文
正
、
「
張
文
貴
傳
」
の
張
文
貴
、
「
斷

白
虎
精
傳
」
の
沈
元
華
の
出
身
が
包
公
と
き
わ
め
て
似
て
い
る
こ
と

は
目
を
引
く
。
四
人
は
と
も
に
地
方
で
育
ち
（
楊
宗
福
は
福
州
人
、

袁
文
正
は
潮
州
人
、
張
文
貴
は
溪
州
人
、
沈
元
華
は
明
記
さ
れ
な

い
）
、
父
は
裕
福
さ
か
ら
「
楊
百
萬
」
、
「
張
百
萬
」
、
「
沈
百
萬
」
と

呼
ば
れ
る
。
天
下
の
讀
書
人
を
求
め
る
皇
榜
を
見
て
勇
躍
京
師
へ
向

か
う
。
彼
ら
は
ま
た
腕
力
や
武
藝
を
持
た
ぬ
點
で
も
共
通
す
る
。

「
刻
苦
勉
励
し
た
地
方
の
若
者
が
榮
耀
榮
華
を
求
め
て
科
擧
に
向
か

う
途
上
で
困
難
に
遭
う
」
故
事
類
型
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

都
へ
旅
立
つ
決
意
を
す
る
際
の
文
言
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
六

十

四

）
。 

 
十
年
窓
下
无
人
問
／
一
挙
成
名
天
下
知
／
求
得
一
官
並
半
聀
／
改
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換
門
庭
作
貴
人
（
楊
宗
福
） 

十
年
窓
下
功
文
字
／
九
載
灯
前
看
古
文
／
求
得
一
官
並
半
聀
／
不

往
灯
前
吃
苦
辛
／
若
得
一
挙
成
名
日
／
光
耀
門
庭

显
祖
宗
／
…
…

／
夫
妻
衣
錦

还
郷
日
／
光

显
門
庭
作
貴
人
（
袁
文
正
） 

児
子
数
年
勤
習
斈
／
要
将
書
筆
現
明
君
／
求
得
一
官
並
半
聀
／
改

換
門
風
作
貴
人
／
…
…
／
十
年
窓
下
无
人
問
／
一
挙
成
名
天
下
聞

（
張
文
貴
） 

要
将
書
筆
跳

龙
門
／
求
得
一
官
並
半
聀
／
改
換
門
風
作
貴
庁
（
沈

元
華
） 

 

包
公
も
ま
た
彼
ら
と
同
類
で
あ
る
。
た
だ
、
父
は
資
産
十
分
の
一
の

「
包
十
万
」
六

十

五

で
あ
り
、
兩
親
に
讀
書
を
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
分
、
不
利
な
位
置
か
ら
の
出
發
で
あ
る
。 

                                        

             

 

六

十

五

明
世
徳
堂
刊
『
西
遊
記
』
（
古
本
小
説
集
成
四
輯
、
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
九
二
年
）
第
四
十
回
に
「
我
祖
公
公
姓
紅
。
只
因
廣
積
金

銀
家
私
巨
萬
、
混
名
喚
作
紅
百
萬
、
…
…
近
來
人
事
奢
侈
家
私
漸
發
改

名
喚
作
紅
十
萬
。
」
と
い
う
發
言
が
見
え
る
。
冗
談
め
い
た
言
い
方
で

は
あ
る
が
、
「
十
萬
」
、
「
百
萬
」
と
い
う
あ
だ
名
が
あ
る
程
度
經
濟
規

模
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
詞
話
の
語
り
手
も
、

「
包
十
萬
」
よ
り
「
百
萬
」
を
父
に
持
つ
若
者
た
ち
の
ほ
う
が
よ
り
裕

福
で
恵
ま
れ
た
育
ち
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

六

十

六

田
仲
一
成
『
中
国
巫
系
演
劇
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

舊
時
農
村
に
、
一
族
の
優
秀
な
若
者
に
讀
書
を
さ
せ
て
官
界
に
送

り
込
み
一
族
を
繁
榮
さ
せ
よ
う
と
の
願
い
が
廣
く
あ
っ
た
こ
と
は
、

田
仲
一
成
『
中
国
巫
系
演
劇
研
究
』
に
収
め
る
安
徽
の
祭
祀
演
劇

「
劉
文
龍
趕
考
」
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
劇
は
劉
文
龍
が
科
擧
を
受

け
、
官
と
な
っ
て
一
家
全
員
が
封
を
受
け
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。

途
中
、
玉
皇
大
帝
、
魁
星
、
土
地
神
が
主
人
公
を
守
る
點
も
包
公
の

詞
話
に
よ
く
似
て
い
る
六

十

六

。 

果
た
し
て
四
人
は
順
調
に
都
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

楊
宗
福
は
山
賊
に
殺
害
さ
れ
、
袁
文
正
は
國
舅
に
妻
を
奪
わ
れ
た
う

え
殺
さ
れ
る
。
張
文
貴
は
山
賊
に
殺
さ
れ
か
け
六

十

七

、
逃
げ
出
し
た

も
の
の
山
賊
の
砦
で
得
た
寶
物
を
狙
う
宿
の
主
に
殺
さ
れ
る
。
沈
元

華
は
美
女
に
化
け
た
白
虎
の
精
に
誘
惑
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
を

解
決
す
る
の
が
包
公
で
あ
る
。
包
公
は
同
類
の
中
の
成
功
者
と
し
て

九
三
年
）
。
本
書
は
二
種
の
「
劉
文
龍
趕
考
」
を
採
錄
し
て
い
る
。
う

ち
一
種
で
劉
文
龍
は
皇
帝
の
命
で
匈
奴
征
伐
に
赴
く
。
さ
ら
に
九
天
玄

女
が
現
れ
寶
劍
と
天
書
を
賜
わ
る
な
ど
、
宋
江
の
物
語
に
よ
く
似
て
い

る
。 

六

十

七

山
賊
に
捕
え
ら
れ
、
柱
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
ス
ー
プ
の
具
に
さ
れ

そ
う
に
な
る
場
面
は
、
宋
江
が
清
風
山
の
賊
に
つ
か
ま
る
場
面
と
よ
く

似
て
い
る
。
宋
江
の
物
語
が
包
公
の
詞
話
と
同
樣
の
環
境
で
形
成
さ
れ

た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
一
例
で
あ
る
。 
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後
輩
た
ち
を
助
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
圖
は
、
平
民
か
ら
登

り
つ
め
た
人
物
は
本
を
忘
れ
ず
、
同
じ
道
を
步
ま
ん
と
す
る
者
に
救

い
の
手
を
さ
し
伸
べ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
期
待
の
反
映
で
は
な

い
か
。
ゆ
え
に
包
公
自
身
に
も
「
農
民
の
出
」
と
言
わ
せ
る
の
だ
ろ

う
。
い
わ
ば
仲
間
意
識
が
背
後
に
あ
る
。 

 

宋
江
の
物
語
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
。
宋
江
の
援
助
對
象
は
相
手

の
身
分
、
地
位
、
職
業
に
よ
ら
な
い
。
一
般
庶
民
だ
け
で
な
く
な
ら

ず
者
で
も
流
れ
者
で
も
助
け
る
の
で
あ
る
。
さ
の
み
な
ら
ず
敵
對
者

を
屈
服
さ
せ
た
の
ち
、
自
ら
の
手
下
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ

る
。
宋
江
か
ら
は
包
公
ほ
ど
の
同
類
意
識
が
感
じ
と
れ
な
い
の
で
あ

る
。 

 

な
ぜ
腕
力
も
武
藝
も
な
い
宋
江
が
海
千
山
千
の
強
者
の
頂
點
に
い

る
の
か
。
小
松
謙
『
「
四
大
奇
書
」
の
研
究
』
第
三
部
「
『
水
滸

伝
』
」
第
三
章
「
『
水
滸
伝
』
は
な
ぜ
刊
行
さ
れ
た
の
か
」
が
こ
の
問

い
へ
の
回
答
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
梁
山
泊
の
豪
傑
に
は
社
會
秩
序

の
埒
外
に
あ
っ
た
者
が
多
い
。
役
人
、
農
民
、
都
市
民
な
ど
を
除
く

非
定
住
民
で
あ
る
。
秩
序
外
に
あ
る
者
は
秩
序
内
に
あ
る
者
か
ら
白

眼
視
さ
れ
、
法
律
の
保
護
も
な
く
、
同
類
同
士
助
け
合
う
ほ
か
な

                                        

             

 

六

十

八

小
松
謙
『
「
四
大
奇
書
」
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

第
三
部
「
『
水
滸
伝
』
」
第
三
章
「
『
水
滸
伝
』
は
な
ぜ
刊
行
さ
れ
た
の

い
。
宋
江
は
法
律
の
庇
護
下
に
あ
る
定
住
民
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
ま

っ
と
う
な
人
」
が
よ
る
べ
の
な
い
非
定
住
民
に
手
を
差
し
伸
べ
る
ば

か
り
か
、
義
兄
弟
に
ま
で
な
ろ
う
と
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
望
外

の
喜
び
で
あ
り
、
恩
返
し
の
た
め
に
命
も
惜
し
ま
ぬ
よ
う
に
な
る
。

六

十

八

こ
こ
で
小
松
が
非
定
住
民
を
「
科
擧
の
受
験
資
格
を
持
た
な
い

人
々
」
と
ま
と
め
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
包
公
は
主
に
「
科
擧
の

受
験
資
格
」
を
も
つ
人
々
と
そ
の
家
族
を
救
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
包
公
の
詞
話
に
は
堅
氣
の
人
々
の
相
互
扶
助
の
考
え
が
色
濃
く

漂
う
。
両
者
の
個
人
設
定
は
近
い
の
に
、
救
う
相
手
の
身
分
は
多
少

の
交
錯
は
あ
り
な
が
ら
も
お
お
む
ね
好
對
照
を
な
し
て
い
る
。 

 

も
し
凶
悪
な
強
盗
、
屈
強
な
將
軍
の
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
宋

江
も
ま
た
非
定
住
民
内
の
相
互
扶
助
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
物
語
の

主
役
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
盗
賊
の
首
領
が
文
人
の
端
く

れ
を
自
任
す
る
定
住
民
と
な
っ
た
こ
と
で
物
語
は
變
質
し
た
。
平
民

の
ス
タ
ー
が
遊
民
の
救
い
主
を
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
同
類
の
相
互
扶
助
の
枠
を
超
え
た
構
圖
に
よ
っ
て
、
よ
り

廣
範
な
讀
者
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
定
住
民
の
相
互
扶
助
の
性
格
が
強
か
っ
た
包
公
の
物
語

か
」
、
二
百
四
十
五
～
二
百
五
十
一
頁 
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が
清
代
の
『
三
侠
五
義
』
に
な
る
と
非
武
力
の
文
の
親
分
が
無
頼
の

徒
を
率
い
る
宋
江
型
の
物
語
へ
變
容
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
興
味
深

い
現
象
で
あ
る
。 

 

十
．
宋
江
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ 

 

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
水
滸
傳
最
終
編
纂
者
が
採
用
し
た

の
が
非
武
力
式
發
跡
故
事
の
宋
江
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
た
。

宋
江
は
そ
も
そ
も
は
凶
悪
な
盗
賊
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、

非
武
力
式
發
跡
故
事
以
外
に
、
武
人
發
跡
の
宋
江
の
故
事
も
多
數
存

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
水
滸
傳
の
宋
江
を
見
る
と
、
武
人

發
跡
故
事
の
痕
跡
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
感
じ
と
れ
る
。
た
と
え
ば
宋

江
が
閻
婆
惜
の
家
か
ら
足
が
遠
の
い
て
い
く
く
だ
り
に
「
只
愛
學
使

槍
棒
、
於
女
色
上
不
十
分
要
緊
（
槍
や
棒
の
稽
古
ば
か
り
を
好
み
、

色
事
は
あ
ま
り
顧
み
な
い
）
」
と
あ
り
、
第
三
十
二
回
で
は
逃
亡
の

旅
の
途
上
に
逗
留
さ
せ
て
く
れ
た
地
主
の
息
子
、
孔
明
孔
亮
兄
弟
に

鎗
棒
を
教
え
た
と
あ
る
よ
う
に
、
武
藝
の
得
意
な
宋
江
と
い
う
設
定

が
見
え
隱
れ
す
る
。
し
か
し
宋
江
の
武
藝
が
實
際
の
戰
い
に
お
い
て

發
揮
さ
れ
る
場
面
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
武
人
發
跡

故
事
の
宋
江
を
も
部
分
的
に
と
り
こ
ん
だ
結
果
ま
ざ
っ
た
要
素
な
の

だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
、
非
武
人
化
さ
れ
た
宋
江
が
失
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
う

少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
武
人
發
跡
故
事
の
宋
江
を
復
元

す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
最
終
編
纂
者
が
採
用
し
な
か
っ
た
宋
江
像
を

推
測
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
最
終
編
纂
者
の
眼
鏡
に
か
な
わ
な
か

っ
た
宋
江
形
象
か
ら
最
終
編
纂
の
方
針
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

本
章
で
と
り
あ
げ
た
發
跡
故
事
の
主
役
た
ち
と
宋
江
と
の
特
徴
を

並
べ
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
も
宋
江
と
表
裏
一
体
の

存
在
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
李
逵
を
こ
の
表
に
加
え
て
み
る
と
、

人
を
殺
め
て
逃
亡
す
る
、
博
打
好
き
な
う
え
に
よ
く
負
け
る
、
理
不

盡
な
理
由
で
暴
れ
て
反
感
を
買
う
、
し
か
し
け
ん
か
に
強
い
た
め
誰

も
逆
ら
え
な
い
、
自
分
を
信
用
し
て
く
れ
る
人
物
に
は
義
理
堅
い
な

ど
、
ち
ょ
う
ど
水
滸
傳
の
宋
江
が
有
し
て
い
な
い
欄
に
お
い
て
他
の

發
跡
英
雄
た
ち
と
性
質
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

武
人
發
跡
故
事
の
痕
跡
に
關
し
て
さ
ら
に
興
味
深
い
示
唆
を
與
え

て
く
れ
る
の
が

A
n

d
rew

 P
lak

s

の
考
察
で
あ
る
。 

P
la

k
s

は
水
滸
傳
に
お
い
て
宋
江
に
似
た
形
象
を
有
す
る
人
物
と

し
て
李
逵
、
王
英
、
武
大
、
劉
唐
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
水
滸 

傳
に
お
い
て
宋
江
の
物
語
の
間
に
武
松
の
物
語
が
配
置
さ
れ
て
い
る

の
は
、
武
松
の
潘
金
蓮
殺
し
と
宋
江
の
閻
婆
惜
殺
し
と
を
對
比
す
る

た
め
で
あ
り
、
閻
婆
惜
が
張
文
遠
を
待
っ
て
い
る
と
知
り
な
が
ら
閻

婆
惜
と
一
晩
を
過
ご
す
宋
江
の
さ
ま
は
武
大
を
想
起
さ
せ
る
と
述
べ 
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る
。
王
英
に
つ
い
て
は
、
宋
江
が
扈
三
娘
を
王
英
に
與
え
て
妻
と
し

た
一
事
を
、
自
分
の
妻
に
す
る
か
惱
ん
だ
揚
げ
句
、
自
分
に
よ
く
似

た
王
英
に
與
え
た
も
の
だ
と
解
釋
す
る
六

十

九

。 

扈
三
娘
は
、
第
四
十
七
回
か
ら
第
五
十
回
に
か
け
て
え
が
か 

れ
る
梁
山
泊
と
祝
家
莊
と
の
戰
い
で
梁
山
泊
軍
の
ま
え
に
た
ち
は
だ

か
る
敵
將
で
あ
る
。
祝
家
莊
は
隣
接
す
る
扈
家
莊
と
同
盟
を
む
す
ん

で
お
り
、
扈
三
娘
は
扈
家
莊
の
當
主
の
娘
に
し
て
祝
家
莊
の
三
男
・

祝
彪
の
許
婚
で
あ
っ
た
。
武
藝
を
よ
く
す
る
こ
と
か
ら
戰
陣
に
た

ち
、
好
色
も
の
の
王
英
が
ま
ず
か
か
っ
て
い
く
が
あ
っ
さ
り
捕
ら
え

ら
れ
、
そ
の
後
も
梁
山
泊
の
頭
領
た
ち
と
互
角
の
勝
負
を
く
り
ひ
ろ

げ
る
。
最
後
に
よ
う
や
く
こ
れ
を
捕
ら
え
た
の
が
林
冲
で
、
扈
三
娘

は
捕
虜
と
し
て
梁
山
泊
に
い
る
宋
江
の
父
・
宋
太
公
の
も
と
へ
送
ら

れ
る
。
祝
家
莊
戰
勝
利
後
、
宋
江
は
扈
三
娘
を
王
英
に
と
つ
が
せ

る
。 

P
lak

s

の
指
摘
通
り
に
武
松
の
潘
金
蓮
殺
し
と
宋
江
の
閻
婆
惜
殺

し
、
宋
江
と
武
大
の
類
似
が
意
圖
的
な
配
置
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
は
宋
江
の
ひ
弱
さ
を
強
調
す
る
効
果
を
持
と
う
。
つ
ま
り
、
最

終
編
纂
者
は
宋
江
が
腕
力
に
も
の
を
言
わ
せ
る
亂
暴
者
で
は
な
い
こ
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と
を
讀
者
に
知
ら
し
め
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

で
は
宋
江
と
王
英
と
の
類
似
な
ら
び
に
王
英
に
扈
三
娘
を
與
え
た

こ
と
に
は
い
か
な
る
背
景
が
あ
る
の
か
。 

 

王
英
と
い
え
ば
水
滸
傳
で
は
數
少
な
い
好
色
な
人
物
で
あ
る
。
水

滸
傳
は
「
英
雄
色
を
好
ま
ず
」
と
い
う
雰
圍
氣
に
滿
ち
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
は
英
雄
の
絶
對
的
な
い
し
共
通
の
條
件
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
武
人
發
跡
故
事
の
英
雄
に
そ
の
よ
う
な
雰
圍
氣
は
感
じ
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
表
２
の
と
お
り
、
色
を
好
む
と
い
う
ほ
ど
で
は

な
い
が
、
少
な
か
ら
ぬ
武
人
發
跡
故
事
が
妻
を
娶
る
場
面
を
有
す

る
。
朱
温
、
石
敬
瑭
、
劉
知
遠
、
郭
威
ら
は
婿
入
り
す
る
こ
と
で
發

跡
の
途
が
開
け
て
い
る
。
花
關
索
に
い
た
っ
て
は
武
力
比
べ
で
勝
利

し
た
相
手
を
次
々
妻
に
し
て
い
る
。
劉
邦
も
呂
太
公
か
ら
娘
を
妻
と

し
て
與
え
ら
れ
て
い
る
し
、
劉
秀
は
陰
長
者
の
娘
の
美
し
さ
に
魅
せ

ら
れ
、
妻
に
迎
え
て
い
る
。
英
雄
の
結
婚
は
、
不
可
缺
と
は
言
え
な

い
ま
で
も
、
發
跡
故
事
に
よ
く
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。
武
人
發
跡

故
事
の
宋
江
が
妻
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
『
宣

和
遺
事
』
や
雜
劇
で
は
娼
妓
の
閻
婆
惜
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
の
だ

か
ら
色
事
を
避
け
て
い
た
と
は
思
え
な
い
し
、
呉
從
先
「
讀
水
滸 

ch
u

a
n
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eflatio
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e
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p
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傳
」
で
も
宋
江
に
妻
子
が
あ
っ
た
と
い
う
。
む
し
ろ
、
宋
江
が
女
色

を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
水
滸
傳
の
ほ
う
が
異
質
な
の
で
は
な
い
か
と

い
う
氣
さ
え
し
て
く
る
。 

王
英
は
水
滸
傳
で
は
好
色
の
一
面
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
が
ち
だ
が
、
そ
も
そ
も
は
清
風
山
の
山
賊
の
頭
領
の
ひ
と
り
で
、

旅
の
者
を
襲
っ
て
は
金
銀
財
寶
を
奪
っ
て
過
ご
し
て 

き
た
。
王
英
の
形
象
は
表
１
の
英
雄
た
ち
と
同
種
と
言
っ
て
よ
い
。

李
逵
、
王
英
な
ど
は
そ
の
ま
ま
平
話
の
武
人
發
跡
故
事
の
主
人
公
に

も
な
れ
そ
う
な
人
物
な
の
で
あ
る
。 

王
英
は
水
滸
傳
で
は
地
煞
星
二
十
二
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
水

滸
傳
前
史
に
は
影
も
形
も
見
え
な
い
か
ら
、
そ
の
人
物
像
は
最
終
編

纂
段
階
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
王
英
と
宋
江
の

形
象
が
似
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
宋
江
が
失
っ
た
形
象
を
王

英
が
引
き
受
け
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
か
つ
て

扈
三
娘
を
妻
に
と
っ
て
い
た
の
は
宋
江
自
身
だ
っ
た
可
能
性
が
出
て

こ
よ
う
。
な
ら
ば
宋
江
が
扈
三
娘
を
宋
太
公
の
義
理
の
娘
に
し
た
こ

と
に
も
合
點
が
い
く
。
王
英
と
結
婚
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
な
ら

ば
そ
の
よ
う
な
手
續
き
を
踏
ま
ず
と
も
「
義
兄
」
な
い
し
「
頭
領
」

                                        

             

 

七

十

松
浦
智
子
「
『
楊
家
将
演
義
』
に
お
け
る
比
武
招
親
―
そ
の
祖
型
と

傳
承
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
中
国
文
学
研
究
』
第
三
十
一
期
、
二

の
權
限
で
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
も
と
も
と
宋
江
が
扈
三
娘

を
妻
と
す
る
話
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
扈
三
娘
が
宋
太
公
を
義
理
の

父
と
し
て
仕
え
る
設
定
が
殘
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

松
浦
智
子
「
『
楊
家
将
演
義
』
に
お
け
る
比
武
招
親
―
そ
の
祖
型

と
傳
承
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
武
藝
に
す
ぐ
れ
た
女
將
と
男

性
英
雄
が
武
力
比
べ
を
經
て
結
婚
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
「
比
武
招

親
」
の
由
來
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
松
浦
は
、
山
東
で
生

ま
れ
た
比
武
招
親
の
故
事
類
型
が
軍
隊
の
な
か
で
語
り
繼
が
れ
、
各

地
へ
傳
播
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
比
武
招
親
故
事
が

明
初
に
流
行
し
た
說
唱
詞
話
に
と
り
こ
ま
れ
た
結
果
、
花
關
索
、
楊

文
廣
の
物
語
に
も
比
武
招
親
の
く
だ
り
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
と
い
う
。
比
武
招
親
故
事
に
現
れ
る
女
性
の
特
徵
は
、
松
浦
の
ま

と
め
に
よ
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
族
で
某
某
莊
と
い
う
集
落

を
か
ま
え
、
盗
賊
稼
業
を
い
と
な
む
、
な
い
し
は
武
装
し
た
集
團
に

屬
し
て
い
る
。
兄
を
も
ち
、
武
藝
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
英
雄
に
戰
い

を
挑
ん
で
互
角
の
勝
負
を
し
、
英
雄
は
こ
の
女
將
に
敗
れ
る
か
、
計

略
な
ど
に
よ
り
辛
勝
す
る
七

十

。 

 
水
滸
傳
の
扈
三
娘
は
こ
れ
ら
の
條
件
に
よ
く
合
致
す
る
。
扈
三
娘

〇
〇
五
年
） 
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と
い
う
名
も
、
花
關
索
の
比
武
招
親
の
對
象
で
あ
る
鮑
三
娘
を
想
起

さ
せ
る
。
王
英
や
宋
江
が
小
男
で
あ
る
こ
と
も
、
花
關
索
が
小
柄
で

あ
る
こ
と
に
通
じ
よ
う
。 

 

以
上
の
條
件
を
綜
合
し
、
他
の
發
跡
英
雄
た
ち
と
同
様
、
發
跡
の

途
上
に
妻
を
娶
る
一
段
を
含
む
宋
江
の
故
事
が
あ
っ
た
と
考
え
た

い
。
そ
し
て
そ
の
結
婚
は
說
唱
詞
話
の
花
關
索
、
楊
文
廣
と
同
樣
武

藝
を
戰
わ
せ
た
あ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。 

 

祝
家
莊
の
名
は
元
人
雜
劇
、
朱
有
燉
の
雜
劇
の
冒
頭
に
も
見
え

る
。
こ
こ
で
宋
江
は
閻
婆
惜
を
殺
し
た
た
め
に
逮
捕
さ
れ
、
護
送
の

途
上
で
助
け
ら
れ
て
梁
山
泊
へ
の
ぼ
り
、
祝
家
莊
と
の
戦
い
で
晁
蓋

が
戰
死
し
た
た
め
に
そ
の
跡
目
を
繼
い
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
水

滸
傳
と
比
べ
る
と
閻
婆
惜
殺
し
の
あ
と
の
逃
亡
、
逮
捕
さ
れ
て
江
州

へ
流
さ
れ
る
旅
路
、
江
州
で
の
騒
動
が
足
り
な
い
。
ま
た
、
水
滸
傳

で
は
、
晁
蓋
は
祝
家
莊
戰
で
は
な
く
そ
の
後
の
曾
頭
市
と
の
戰
い
で

死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
曾
頭
市
戰
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
增
や
す

た
め
に
最
終
編
纂
段
階
で
祝
家
莊
戰
の
コ
ピ
ー
と
し
て
附
け
加
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
宮
崎
市
定
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り

扈
三
娘
は
最
終
編
纂
段
階
以
前
の
宋
江
集
團
故
事
に
お
け
る
祝
家
莊

                                        

             

 

七

十

一

笠
井
直
美
「
『
水
滸
』
に
お
け
る
『
対
立
』
の
構
図
」
（
『
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
二
冊
、
一
九
九
三
年
）
、
石
昌
渝
「
林
冲

戰
で
す
で
に
登
場
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
頭
領
の
晁
蓋

は
戰
死
し
、
宋
江
は
扈
三
娘
を
妻
と
し
、
首
領
の
跡
目
を
繼
い
で
い

た
の
で
は
な
い
か
。 

水
滸
傳
で
扈
三
娘
を
捕
ら
え
た
林
冲
は
、
『
宣
和
遺
事
』
と
一
部

の
雜
劇
に
名
前
の
み
現
れ
る
ほ
か
は
水
滸
傳
前
史
に
見
え
な
い
人
物

で
あ
る
。
そ
れ
が
水
滸
傳
で
は
重
要
人
物
と
な
っ
て
現
れ
る
。
天
罡

星
三
十
六
員
の
う
ち
史
進
、
魯
智
深
に
次
ぐ
三
番
目
に
登
場
し
、
知

識
人
の
倫
理
觀
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
え
が
か
れ
、
な
に
よ
り
水

滸
傳
に
奸
臣
に
迫
害
を
受
け
落
草
を
餘
儀
な
く
さ
れ
る
「
逼
上
梁

山
」
の
概
念
、
「
好
漢
對
奸
臣
」
と
い
う
「
對
立
の
構
圖
」
を
持
ち

込
ん
だ
人
物
で
あ
る
七

十

一

。
こ
の
、
水
滸
傳
の
構
成
の
確
立
に
多
大

な
貢
獻
を
す
る
具
體
的
な
人
物
形
象
が
固
ま
っ
た
の
は
最
終
編
纂
段

階
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、
林
冲
が
扈
三
娘
を
捕
ら
え
る
話
も
そ
う

古
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
宋
江
が
非
武
力
發
跡
故
事
を
受
け

入
れ
武
人
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
扈
三
娘
と
戰
う
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
宋
江
の
分
身
と
し
て
作
ら
れ
た
王

英
が
ま
ず
扈
三
娘
と
戰
い
、
敗
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
最
終

的
に
扈
三
娘
と
戰
っ
て
勝
つ
人
物
が
必
要
と
な
り
、
水
滸
傳
前
史
で

与
高
俅
―
―
《
水
浒
传
》
成
书
研
究
」 
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特
定
の
役
割
を
も
た
ず
、
最
終
編
纂
段
階
に
な
っ
て
重
要
人
物
に
な

っ
た
林
冲
が
代
打
と
し
て
起
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い

か
。 宋

江
が
扈
三
娘
と
戰
わ
な
い
こ
と
が
宋
江
の
非
武
力
化
と
關
わ
る

の
に
對
し
、
捕
ら
え
た
扈
三
娘
を
自
分
の
妻
と
し
な
い
こ
と
、
閻
婆

惜
が
娼
妓
で
は
な
く
恩
を
施
し
た
人
物
の
娘
で
あ
る
こ
と
、
閻
婆
惜

を
殺
し
た
の
は
痴
情
の
も
つ
れ
で
は
な
く
仲
間
と
の
義
に
よ
る
も
の

と
し
た
こ
と
は
す
べ
て
宋
江
を
色
事
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
の
處
置
と

言
え
る
。
說
唱
詞
話
の
包
公
に
も
武
藝
や
色
事
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
な
い
。
非
武
力
式
發
跡
英
雄
に
は
こ
れ
ら
の
條
件
が
求
め
ら

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

扈
三
娘
の
く
だ
り
と
閻
婆
惜
の
く
だ
り
は
宋
江
に
武
力
と
色
事
を

放
棄
さ
せ
た
代
表
例
と
言
え
る
。
こ
の
と
き
發
跡
英
雄
の
好
色
な
部

分
を
引
き
受
け
（
、
さ
ら
に
誇
張
し
）
た
宋
江
の
影
と
し
て
の
王
英

像
が
確
立
し
た
の
だ
ろ
う
。 

 

十
一
．
民
間
傳
承
か
ら
水
滸
傳
ま
で 

 

本
章
で
は
、
口
頭
傳
承
の
世
界
に
お
い
て
宋
江
が
先
行
す
る
英
雄

物
語
の
各
要
素
を
吸
収
し
て
發
跡
故
事
の
主
人
公
と
な
っ
た
こ
と
、

お
な
じ
く
民
間
傳
承
で
語
ら
れ
て
い
た
貴
種
流
離
譚
の
主
人
公
の
要

素
を
も
吸
収
し
た
こ
と
、
非
武
力
式
發
跡
故
事
の
要
素
を
受
け
入
れ

て
文
人
氣
質
の
非
暴
力
の
宋
江
の
故
事
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
論
じ

た
。
最
終
編
纂
者
は
民
間
傳
承
の
宋
江
を
お
お
い
に
利
用
し
つ
つ
、

知
識
人
讀
者
を
念
頭
に
お
い
て
、
好
ま
し
く
な
い
要
素
を
排
除
、
淡

化
、
交
換
し
た
も
の
の
、
い
ま
で
も
そ
の
痕
跡
は
部
分
的
に
觀
察
で

き
る
。
こ
の
變
化
は
平
話
か
ら
明
清
小
説
へ
の
変
變
と
並
行
す
る
部

分
も
お
お
い
に
あ
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
宋
江
像
の
変
遷
を
ま
と

め
て
本
章
の
し
め
く
く
り
と
す
る
。 

 

北
宋
末
の
流
賊
に
由
來
す
る
宋
江
集
團
の
傳
承
は
、
南
宋
支
配
地

域
で
語
り
物
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
流
行
し
て
い
た
、
西

北
を
舞
台
と
す
る
武
人
、
と
り
わ
け
抗
遼
抗
金
の
義
士
の
物
語
、
五

代
史
な
ど
に
見
ら
れ
る
武
人
發
跡
故
事
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
宋
江

も
發
跡
故
事
の
主
人
公
と
な
り
、
率
い
る
集
團
は
異
民
族
と
戰
う
英

雄
集
團
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
の
宋
江
は
腕
力
や
武
藝
に
よ
っ
て
下

層
階
級
か
ら
の
し
あ
が
っ
て
い
く
流
氓
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
酒
好
き

で
、
亂
暴
者
で
、
豪
傑
と
交
際
す
る
の
が
好
き
で
、
兄
弟
の
義
を
な

に
よ
り
優
先
す
る
。
女
色
を
遠
ざ
け
る
こ
と
も
な
く
、
妾
や
妻
も
い

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
神
話
的
な
要
素
を
多
分
に
含
む
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
語
ら
れ
、
九
天
玄
女
の
く
だ
り
や
、
宋
江
ら
は
星
の
生
ま
れ
變
わ

り
で
あ
る
と
い
う
要
素
な
ど
は
よ
り
強
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

元
末
か
ら
明
代
に
說
唱
詞
話
で
語
ら
れ
た
花
關
索
、
楊
文
廣
、
包
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公
の
物
語
も
宋
江
の
物
語
と
共
通
す
る
要
素
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
故

事
の
背
景
に
あ
る
故
事
類
型
、
人
物
類
型
の
影
響
を
宋
江
も
受
け
た

の
だ
ろ
う
。
女
將
と
戰
っ
て
妻
と
す
る
比
武
招
親
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど

は
こ
こ
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
お
そ
ら

く
、
こ
の
說
唱
詞
話
の
世
界
に
お
い
て
、
新
た
な
大
轉
換
が
生
じ

た
。
非
武
力
式
發
跡
故
事
の
受
容
で
あ
る
。
こ
の
と
き
宋
江
か
ら
流

氓
、
武
人
の
要
素
が
排
除
さ
れ
、
非
暴
力
の
文
人
氣
質
の
頭
領
が
生

ま
れ
た
。
そ
し
て
水
滸
傳
編
纂
者
が
採
用
し
た
の
は
こ
の
非
武
力
式

發
跡
の
宋
江
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
最
終
編
纂
段
階
に
お
い
て
宋

江
か
ら
さ
ら
に
牙
を
拔
く
改
編
が
な
さ
れ
、
宋
江
は
多
く
の
要
素
を

失
っ
た
。
し
か
し
、
宋
江
の
身
か
ら
は
離
れ
た
も
の
の
水
滸
傳
内
に

は
と
ど
め
ら
れ
た
要
素
も
少
な
く
な
い
。 

 

亂
暴
者
、
無
法
者
、
禮
法
の
破
壞
者
と
い
う
流
氓
氣
質
は
主
に
李

逵
に
受
け
繼
が
れ
た
。
酒
好
き
、
女
好
き
、
女
將
と
戰
い
妻
に
迎
え

る
な
ど
の
諸
要
素
は
王
英
が
引
き
受
け
た
。
こ
う
し
て
宋
江
は
妾

（
閻
婆
惜
）
も
妻
（
扈
三
娘
）
も
失
っ
た
。
李
逵
は
色
黑
、
王
英
は

小
男
で
山
賊
の
頭
領
な
ど
、
宋
江
か
ら
分
け
與
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
身
體
的
特
徴
を
も
有
す
る
。
王
英
像
、
李
逵
像
の
形
成
は
宋
江
像

の
大
轉
換
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
。
彼
ら
は
宋
江
か
ら
と
り
あ
げ

ら
れ
た
各
要
素
を
保
存
し
た
、
い
わ
ば
宋
江
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
あ

る
。 

 

平
話
や
說
唱
詞
話
に
お
け
る
變
化
、
民
間
傳
承
や
神
話
の
要
素
の

吸
収
は
本
稿
の
定
義
す
る
自
然
形
成
段
階
に
あ
た
る
。
時
間
、
場

所
、
語
り
手
、
聞
き
手
な
ど
の
環
境
要
因
に
よ
っ
て
變
幻
自
在
に
語

ら
れ
方
が
變
化
す
る
時
期
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
對
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
宋
江
故
事
の
一
部
を
選
び
出
し
、
宋

江
が
失
っ
た
要
素
が
他
の
人
物
に
分
け
與
え
ら
れ
た
の
が
最
終
編
纂

段
階
で
あ
る
。
從
來
の
高
級
文
藝
に
は
な
か
っ
た
、
素
朴
で
直
情
的

な
要
素
を
豊
富
に
持
つ
民
間
傳
承
が
知
識
階
級
に
好
ま
れ
、
つ
い
に

は
印
刷
に
付
さ
れ
て
書
籍
と
し
て
讀
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
民
間
傳
承
の
要
素
が
す
べ
て
無
條
件
に
と
り
こ
ま
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
知
識
階
級
に
讀
ま
せ
る
と
い
う
明
確
な
意
圖
が
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
編
集
方
針
が
立
て
ら
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。 

『
三
國
志
平
話
』
と
『
三
國
志
演
義
』
と
を
比
較
す
る
と
、
後
者

で
は
劉
備
の
無
法
者
、
亂
暴
者
氣
質
が
薄
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
主

人
公
の
知
識
人
化
は
廣
く
認
め
ら
れ
る
。
知
識
人
と
な
っ
た
主
人
公

に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
要
素
は
切
り
捨
て
た
り
、
他
の
人
物
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
と
し
て
書
き
換
え
た
り
し
て
、
許
容
で
き
る
も
の
だ
け
を
殘
し

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
平
話
的
要
素
の
後
退
が
、
知
識
階
級
に
讀
ま
せ

る
べ
く
小
說
を
編
纂
す
る
際
の
共
通
方
針
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
終

編
纂
者
が
武
人
發
跡
の
宋
江
で
は
な
く
非
武
力
式
發
跡
の
宋
江
を
採
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用
し
た
の
は
當
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
す
で
に
知
識
人
化
さ
れ
た

宋
江
像
が
存
在
す
る
以
上
、
こ
れ
を
利
用
し
な
い
手
は
な
い
。
そ
し

て
武
人
發
跡
の
宋
江
が
有
し
て
い
た
要
素
の
う
ち
、
文
人
氣
質
の
宋

江
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
は
手
下
に
ゆ
ず
り
わ
た
さ
れ
た
。
禮
法

に
し
ば
ら
れ
ず
、
な
に
も
か
も
打
ち
壞
す
破
壞
力
を
持
ち
、
欲
望
を

隱
さ
な
い
無
法
者
は
非
文
人
と
し
て
描
か
れ
る
。
知
識
階
級
向
け
の

白
話
小
說
は
、
發
跡
故
事
や
無
賴
漢
の
物
語
に
興
味
は
あ
っ
た
も
の

の
、
主
人
公
に
そ
れ
ら
の
要
素
を
背
負
わ
せ
た
ま
ま
に
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
呉
從
先
の
讀
ん
だ
水
滸
傳
で
は
宋
江
は
非
武
力
化

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
筋
書
き
は
『
宣
和
遺
事
』

や
雜
劇
冒
頭
に
附
さ
れ
た
も
の
に
近
く
、
現
水
滸
傳
よ
り
も
古
い
語

り
物
を
保
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
七

十

二

も
あ
る
。
こ
れ
が

「
古
本
」
と
し
て
尊
重
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の

は
、
「
讀
者
」
に
ふ
さ
わ
し
い
改
編
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
原

因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

最
終
編
纂
時
期
、
民
間
で
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
宋
江
物
語
を
採
用

し
な
が
ら
も
知
識
階
級
の
讀
書
に
も
堪
え
る
よ
う
に
と
い
う
方
針
の

も
と
宋
江
像
は
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
宋
江
個
人
の
物
語
の
重
要
な

部
分
は
第
十
八
回
か
ら
第
四
十
二
回
（
た
だ
し
第
二
十
三
回
か
ら
第

                                        

             

 

七

十

二

黃
霖
「
一
种
值
得
注
目
的
《
水
浒
》
古
本
」
『
复
旦
学
报
（
社
会

三
十
二
回
は
武
松
個
人
の
物
語
が
插
入
さ
れ
て
い
て
、
宋
江
に
は
關

係
が
な
い
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
豪
傑
個
人
な
い

し
小
集
團
の
銘
々
傳
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
第
四
十
二
回
で

宋
江
は
豪
傑
た
ち
の
首
領
と
し
て
の
身
分
を
得
、
第
四
十
三
回
以
降

は
宋
江
を
核
と
す
る
集
團
に
豪
傑
た
ち
が
三
々
五
々
と
集
ま
っ
て
く

る
過
程
を
描
く
物
語
に
變
質
す
る
。
次
章
で
は
こ
の
水
滸
傳
の
第
二

段
階
の
冒
頭
に
す
え
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
分
析
す
る
。 

＊
本
章
は
拙
稿
「
宋
江
形
象
演
変
考
」
（
『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第

三
十
号
、
二
〇
一
五
年
）
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

科
学
版
）
』
一
九
八
〇
年
第
四
期 
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第
三
章 

李
逵
殺
虎
故
事
成
立
の
背
景 

 

一
．
李
逵
像
檢
討
の
意
義 

 

水
滸
傳
前
史
に
お
い
て
李
逵
は
數
あ
る
無
頼
の
豪
傑
の
ひ
と
り
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
秩
序
の
破
壊
者
、
亂
暴
者
、
酒
好
き
、
博
打
好

き
、
義
に
厚
い
な
ど
の
要
素
は
無
頼
の
豪
傑
た
ち
に
廣
く
共
有
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
と
り
た
て
て
李
逵
を
特
徵
づ
け
る
も
の
で
は
な

い
。 

 

宋
江
も
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
無
頼
の
豪
傑
の
一
員
で
あ
っ
た
。
し

か
し
水
滸
傳
の
最
終
編
纂
者
は
非
武
人
化
さ
れ
た
宋
江
の
物
語
を
選

ん
だ
。
こ
の
と
き
宋
江
か
ら
失
わ
れ
た
特
徴
の
多
く
を
物
語
内
に
殘

す
べ
く
引
き
受
け
た
の
が
李
逵
で
あ
っ
た
。
編
纂
者
に
よ
っ
て
李
逵

は
宋
江
の
分
身
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第

四
十
二
回
を
も
っ
て
宋
江
個
人
の
發
跡
故
事
が
終
了
し
、
水
滸
傳
が

本
格
的
に
宋
江
を
中
心
と
す
る
集
團
の
物
語
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
李

逵
の
故
事
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
本

章
で
は
李
逵
が
水
滸
傳
の
編
纂
に
い
か
な
る
貢
獻
を
果
た
し
た
の
か

                                        

             

 

一 

「
来
源
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
李
逵
の
虎
殺
し
が
武
松
の
虎
殺
し

の
焼
き
直
し
と
思
わ
れ
る
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の
成
立
は
比
較
的
新
し

い
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
」
（
小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
―
内
容

に
つ
い
て
、
第
四
十
三
回
の
故
事
を
例
に
檢
討
す
る
。 

 

二
．
李
逵
殺
虎
故
事 

宋
江
が
天
よ
り
豪
傑
た
ち
を
率
い
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
あ
と
、

集
團
の
物
語
の
開
巻
劈
頭
に
配
さ
れ
る
の
が
第
四
十
三
回
「
假
李
逵

剪
徑
劫
單
人 

黑
旋
風
沂
嶺
殺
四
虎
」
で
あ
る
。
李
逵
を
主
役
と
す

る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
水
滸
傳
成
立
の
際
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性

が
高
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
一

。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。 

 

宋
江
が
郷
里
か
ら
父
を
迎
え
、
公
孫
勝
も
母
を
訪
ね
て
山
を
下

り
た
の
を
見
た
李
逵
は
、
自
分
も
母
を
山
寨
へ
迎
え
た
い
と
訴

え
、
鄉
里
へ
向
か
う
。
道
中
、
黑
旋
風
李
逵
を
名
乘
る
追
剝
に
襲

わ
れ
る
が
簡
單
に
や
っ
つ
け
、
逆
に
こ
の
ニ
セ
李
逵
を
殺
そ
う
と

す
る
。
し
か
し
九
十
歲
の
老
母
を
養
う
た
め
に
追
剝
を
し
て
い
た

と
い
う
哀
訴
を
聞
き
、
自
分
も
母
を
迎
え
に
行
く
身
で
あ
る
こ
と

を
思
い
、
銀
子
を
與
え
て
逃
が
し
た
。
そ
の
ま
ま
旅
を
續
け
、
路

端
に
あ
っ
た
民
家
の
女
に
食
事
を
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
食

面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
『
中
國
文
学
報
』
第
六
十
四
冊
、
二
〇
〇

二
年
、
八
十
九
頁
） 
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事
を
待
っ
て
い
る
と
そ
の
女
の
夫
が
歸
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
な
ん

と
さ
っ
き
の
ニ
セ
李
逵
で
、
老
母
を
養
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
噓

で
あ
っ
た
。
夫
婦
が
李
逵
を
殺
そ
う
と
相
談
す
る
の
を
聞
き
激
怒

し
た
李
逵
は
夫
を
殺
し
、
妻
は
逃
げ
出
し
た
。
李
逵
は
ニ
セ
李
逵

の
腿
を
燒
い
て
食
い
、
家
に
火
を
放
っ
て
立
ち
去
っ
た
（
本
稿
で

は
こ
こ
ま
で
を
「
ニ
セ
李
逵
故
事
」
と
稱
す
る
）
。 

鄉
里
の
家
に
つ
く
と
、
母
は
失
明
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
李
逵

は
役
人
に
な
っ
た
と
噓
を
つ
き
母
を
つ
れ
て
歸
ろ
う
と
し
た
。
兄

の
李
達
は
お
尋
ね
者
の
李
逵
を
官
へ
つ
き
だ
す
べ
く
村
の
仲
間
を

呼
び
に
行
っ
た
が
、
そ
の
す
き
に
李
逵
は
母
を
背
負
い
梁
山
へ
向

か
っ
た
。 

山
中
で
母
が
水
を
飲
み
た
い
と
訴
え
た
の
で
母
を
石
の
上
に
坐

ら
せ
水
を
探
し
に
行
っ
た
。
戻
っ
て
く
る
と
母
の
姿
は
な
く
、
血

の
跡
だ
け
が
見
え
る
。
跡
を
た
ど
る
と
、
仔
虎
二
頭
が
な
に
か
し

ゃ
ぶ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
の
足
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
母
を
食
わ

れ
た
と
悟
り
、
悲
し
み
怒
っ
た
李
逵
は
二
頭
を
斬
り
殺
し
、
虎
の

                                        

             

 

二 

谭
邦
和
『
明
清
小
说
史
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
上

编
第
二
章
第
四
节
「
犯
中

见
避
的
情
节

艺
术
」
、

邓
宇
英
「

试
论
『
水

浒
传
』
的
史

传
笔
法
」
（
『
广
州
大
学
学
报(

社
会
科
学
版)

』
二
〇
〇
二

年
十
月
第
一
卷
第
十
期
）
、
刘
承

训
「

简
论
〝

武
松
打
虎
〟
、
〝
李
逵

巢
穴
に
も
ぐ
り
こ
み
、
戻
っ
て
き
た
母
虎
を
突
き
殺
し
、
巢
穴
を

出
て
父
虎
も
斬
り
殺
し
、
母
の
仇
を
討
っ
た
。
虎
四
頭
を
殺
し
た

李
逵
は
ふ
も
と
の
村
で
英
雄
と
し
て
宴
に
招
か
れ
る
が
、
席
上
で

素
性
が
ば
れ
て
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
梁
山
泊
の
仲
間

の
朱
貴
ら
に
助
け
出
さ
れ
、
新
た
な
仲
間
を
伴
っ
て
梁
山
へ
戻
っ

た
（
同
じ
く
「
李
逵
殺
虎
故
事
」
と
稱
す
る
）
。 

  

こ
の
故
事
に
關
す
る
先
行
研
究
は
大
き
く
わ
け
て
二
種
類
あ
る
。

ひ
と
つ
は
第
二
十
三
回
に
見
え
る
武
松
打
虎
故
事
と
比
較
し
て
文
學

性
、
藝
術
性
を
論
じ
る
も
の
。
も
う
ひ
と
つ
は
水
滸
傳
以
前
の
文
獻

か
ら
材
料
を
探
し
だ
そ
う
と
す
る
本
事
研
究
で
あ
る
。 

 

前
者
の
研
究
は
お
お
む
ね
二
方
向
の
結
論
に
わ
か
れ
る
。
第
一

は
、
李
逵
殺
虎
は
武
松
打
虎
と
同
じ
題
材
を
利
用
し
な
が
ら
も
異
な

る
行
動
、
心
理
、
情
景
を
描
き
出
し
、
讀
者
に
武
松
打
虎
と
ま
っ
た

く
異
な
る
印
象
を
與
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
し
、
と
も
に
高

い
評
価
を
與
え
る
も
の
二

。
第
二
は
、
武
松
打
虎
の
精
緻
な
描
寫
や

杀
虎
〟
描
写
中
的
犯
与
避
」
（
『

怀
化
师
专
社
会
科
学
学
报
』
一
九
八
七

年
第
三
期
）
、
代

顺
利
「

试
论
古
典
小
说
中
的
〝
犯
笔
〟
」
（
『
湖
北

师

范
学
院
学
报(

哲
学
社
会
科
学
版)

』
一
九
九
九
年
第
十
九
卷
第
四

期
）
、
石

剑
「
句
句
出
奇 

字
字

换
色—

武
松
打
虎
与
李
逵

杀
虎
之
比
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緊
張
感
の
あ
る
文
章
に
對
し
、
李
逵
殺
虎
の
描
寫
は
粗
雜
か
つ
不
十

分
で
、
出
來
の
悪
い
模
倣
品
に
す
ぎ
ず
、
遠
く
及
ば
な
い
と
す
る
論

で
あ
る
三

。 

 

藝
術
性
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
本
稿
で
は
檢
討
し
な
い
が
、
こ
れ

ら
の
論
述
か
ら
は
諸
家
が
無
意
識
裡
に
も
武
松
打
虎
が
す
ぐ
れ
た
作

品
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
讀
み
と
れ
る
。
そ
の
た

め
ま
ず
武
松
打
虎
が
す
ぐ
れ
て
い
る
わ
け
を
分
析
し
、
次
に
李
逵
殺

虎
を
分
析
す
る
と
い
う
手
順
に
な
る
。
李
逵
殺
虎
の
評
価
は
二
樣
に

分
か
れ
る
が
、
武
松
打
虎
を
基
準
に
測
ら
ん
と
す
る
點
は
變
わ
ら
な

い
。
武
松
打
虎
が
先
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
四

、
そ
れ
を
意

識
し
た
可
能
性
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
仔
細
に
見
れ
ば
武
松
打

虎
故
事
と
李
逵
殺
虎
故
事
と
は
あ
ま
り
似
て
い
な
い
。
虎
に
で
く
わ

す
経
緯
も
異
な
れ
ば
、
虎
の
頭
數
、
武
器
の
有
無
も
ち
が
う
。
武
松

を
意
識
し
た
か
ら
こ
そ
あ
え
て
重
複
を
避
け
た
の
だ
と
說
明
す
る
方

                                        

             

 

较
」
（
『
天
中
学
刊
』
一
九
九
八
年
八
月
第
十
三
卷
増
刊
）
、

罗
宪
敏

「
李
逵
形
象
塑
造
的
艺
术

经
验
」
（
『
明
清
小
说
研
究
』
一
九
九
六
年
第

三
期
） 

三

馬
成
生
「
在
形
似
与
神
似
之
间 

『
水
浒
』
中
〝
武
松
打
虎
〟
与
〝
李

逵

杀
虎
〟

赏
析
」
（
『
杭
州

师
院
学
报(

社
会
科
学
版)

』
一
九
八
四
年
第

三
期
）
、
孙
绍
振
「
武
松
打
虎
和
李
逵

杀
虎
」
（
『
名
作
欣
赏
』
二
〇
〇

法
も
あ
ろ
う
が
、
客
觀
的
に
み
れ
ば
「
豪
傑
が
虎
を
退
治
す
る
」
以

外
の
共
通
點
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
子
路
で
も
な

く
李
存
孝
で
も
な
く
武
松
の
模
倣
だ
と
言
え
る
の
か
。
「
豪
傑
の
虎

退
治
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
兩
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
一
定
の
意

義
は
あ
ろ
う
が
、
相
違
點
が
多
く
あ
る
以
上
、
武
松
打
虎
故
事
と
の

比
較
に
拘
泥
す
る
こ
と
で
李
逵
殺
虎
の
特
徵
を
見
落
と
し
が
ち
に
な

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。 

 

兩
故
事
を
比
較
す
る
見
方
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
あ
っ
た
の
か
。
水
滸

傳
に
附
さ
れ
た
評
か
ら
そ
の
變
遷
が
見
て
と
れ
る
。
容
與
堂
本
第
二

十
三
回
回
末
の
總
評
は
以
下
の
ご
と
く
兩
故
事
を
比
較
し
て
い
る
。 

 

人
以
武
松
打
虎
到
底
有
些
怯
在
、
不
如
李
逵
勇
猛
也
。
此
村
學
究

見
識
、
如
何
讀
得
『
水
滸
傳
』
。
不
知
此
正
施
羅
二
公
傳
神
處
。

李
是
為
母
報
仇
、
不
顧
性
命
者
。
武
乃
出
于
一
時
、
不
得
不
如
此

七
年
第
二
十
三
期
）
、
陈
东
林
「
李
逵

杀
虎
虎
写
得
不
精
彩
」
（
『
南
京

理
工
大
学
学
报(

社
会
科
学
版)

』
二
〇
〇
七
年
第
四
期
） 

四

小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
―
内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」

は
、
潘
金
蓮
物
語
以
外
の
武
松
の
物
語
は
元
代
の
『
醉
翁
談
錄
』
に
名

の
見
え
る
話
本
「
武
行
者
」
に
由
來
す
る
と
推
測
し
て
い
る
（
八
十
六

頁
）
。 
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耳
。 武

松
打
虎
は
結
局
の
と
こ
ろ
怖
れ
が
あ
り
、
李
逵
の
勇
猛
に
は

及
ば
な
い
と
人
は
言
う
が
、
こ
の
田
舎
學
者
の
考
え
で
ど
う
し

て
水
滸
傳
が
わ
か
ろ
う
か
。
こ
こ
が
ま
さ
し
く
施
、
羅
二
公
の

寫
實
的
な
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。
李

逵
は
母
の
仇
討
ち
の
た
め
に
命
を
も
顧
み
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
武
松
は
一
瞬
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
だ
。 

 

こ
れ
に
對
し
、
『
水
滸
志
傳
評
林
』
、
『
水
滸
全
書
』
、
四
知
館
本
の
評

語
で
は
比
較
は
一
切
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
四
知
館
本
は
第
四
十
三

回
末
に
は
容
與
堂
本
と
同
じ
評
語
を
附
し
て
い
な
が
ら
、
第
二
十
三

回
末
の
評
語
は
容
與
堂
本
と
ま
っ
た
く
異
な
り
、
「
畫
出
武
松
打

虎
、
筆
筆
傳
神
。
恐
畫
也
沒
這
般
妙
（
武
松
打
虎
を
描
き
出
す
全
て

の
筆
が
眞
に
迫
っ
て
い
る
。
繪
畫
で
さ
え
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
は

な
い
だ
ろ
う
）
」
と
言
う
の
み
で
あ
る
。 

 

一
方
金
聖
歎
の
貫
華
堂
刻
本
で
は
、
李
逵
殺
虎
の
文
中
の
夾
批
で

「
寫
武
松
打
虎
純
是
精
細
、
寫
李
逵
殺
虎
純
是
大
膽
（
武
松
打
虎
の

描
寫
は
す
べ
て
が
精
細
、
李
逵
殺
虎
の
描
寫
は
す
べ
て
が
大
膽
）
」
、

「
武
松
文
中
一
扑
、
一
掀
、
一
剪
都
躲
過
。
是
寫
大
智
量
人
讓
一
步

法
。
今
寫
李
逵
不
然
。
虎
更
耐
不
得
、
李
逵
也
更
耐
不
得
、
劈
面
相

遭
。
大
家
便
出
全
力
死
搏
、
更
無
一
毫
算
計
、
純
乎
不
是
武
松
（
武

松
の
文
で
は
虎
の
叩
き
、
蹴
り
、
拂
い
を
す
べ
て
か
わ
し
た
。
知
恵

あ
る
人
の
「
譲
一
步
法
」
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
李
逵
の

描
寫
は
そ
う
で
は
な
い
。
虎
は
が
ま
ん
で
き
ず
、
李
逵
も
が
ま
ん
で

き
ず
、
正
面
衝
突
し
た
。
雙
方
全
力
で
戰
い
、
全
く
何
ら
の
計
算
も

な
い
、
全
く
武
松
と
は
異
な
る
）
」
な
ど
、
幾
度
も
か
つ
詳
し
く
武

松
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
て
い
る
。
兩
故
事
の
比
較
は
、
容
與

堂
本
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
本
格
的
か
つ
全
面
的
に
行
っ

た
の
は
金
聖
歎
が
は
じ
め
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
初
期
の
批
評
者
は

こ
の
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

で
は
そ
れ
ら
の
批
評
は
な
に
に
目
を
向
け
て
い
た
の
か
と
言
え

ば
、
「
一
首
詩
中
見
李
逵
勇
孝
俱
全
（
こ
の
詩
の
中
に
李
逵
が
勇
と

孝
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
が
現
れ
て
い
る
」
（
評
林
本
九
巻

15

ａ
上
層
）
、
「
李
大
哥
殺
死
四
虎
、
不
特
勇
猛
過
人
、
亦
是
純
孝
格
天

地
（
李
兄
貴
が
虎
四
頭
を
殺
し
た
こ
と
は
人
並
み
外
れ
て
勇
猛
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
純
粹
な
孝
が
天
地
を
感
ぜ
し
め
た
の
で
も
あ

る
）
」
（
容
與
堂
本
、
四
知
館
本
第
四
十
三
回
末
總
評
）
の
よ
う
に
、

「
勇
」
、
「
孝
」
と
い
っ
た
李
逵
の
性
格
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
他
の

版
本
は
、
評
語
が
な
い
も
の
や
、
こ
の
部
分
を
缺
い
て
い
る
も
の
で

あ
る
た
め
參
考
に
で
き
な
い
。 

 

つ
づ
い
て
過
去
の
本
事
研
究
の
檢
討
に
う
つ
る
。
本
事
と
し
て
指
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摘
さ
れ
て
い
る
の
は
南
宋
・
洪
邁
『
夷
堅
志
』
所
収
の
故
事
で
あ

る
。
ま
ず
『
夷
堅
志
』
支
丁
巻
四
「
朱
四
客
」
五

。
内
容
は
次
の
ご

と
し
。 

 

朱
四
客
は
山
道
で
強
盗
に
襲
わ
れ
た
が
、
隙
を
見
て
崖
の
下
に
蹴

落
と
し
て
逃
げ
た
。
そ
の
夜
泊
ま
っ
た
民
家
は
な
ん
と
そ
の
強
盗

の
家
だ
っ
た
。
夫
婦
の
會
話
を
盗
み
聞
き
し
て
そ
れ
を
知
っ
た
朱

は
家
に
火
を
放
っ
て
逃
げ
た
。 

 

確
か
に
ニ
セ
李
逵
故
事
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
強
盗
は
老
母
が
い

る
と
訴
え
て
は
い
な
い
し
、
強
盗
を
許
し
て
逃
が
し
た
の
で
も
な

い
。
朱
が
家
に
火
を
つ
け
た
の
は
殺
さ
れ
る
の
を
恐
れ
た
た
め
で
あ

り
、
強
盗
が
噓
を
つ
い
た
こ
と
に
怒
る
と
い
う
要
素
は
な
い
。
ま

た
、
強
盗
を
殺
し
て
も
い
な
い
。 

 

殺
虎
故
事
の
本
事
と
さ
れ
る
『
夷
堅
志
』
甲
巻
十
四
「
舒
民
殺
四

                                        

             

 

五 

孫
楷
第
『
滄
州
後
集
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
巻
一
「
水
滸

傳
人
物
考 

附
一
夷
堅
志
與
水
滸
傳
」
、

马
雍
「
《
水
浒
传
》
李
逵
故
事

来
源
」
（
『
文
史
』
一
九
八
〇
年
第
八
期
）
、
侯
会
「
《
夷
坚
志
》
中
的

《
水
浒
传
》
素
材
」
（
『
明
清
小
说
研
究
』
一
九
九
九
年
第
二
期
）
、

项

裕
荣
「

试
论
李
逵
形
象
塑
造
的
南
北
融
合
」
（
『
学
术

论
坛
』
二
〇
〇
七

年
第
一
期
）
。
『
夷
堅
志
』
は
中
華
書
局
一
九
八
一
年
刊
行
の
排
印
本
を

虎
」
六

の
内
容
は
次
の
と
お
り
。 

 

虎
に
妻
を
さ
ら
わ
れ
た
男
が
激
怒
し
、
虎
の
巢
穴
に
い
た
仔
虎
二

頭
を
殺
し
て
巢
穴
に
隱
れ
、
歸
っ
て
來
た
雌
虎
を
刺
し
て
妻
を
取

り
返
し
た
が
、
も
う
妻
は
死
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
雄
虎
も
殺
し
、

妻
の
恨
み
を
晴
ら
し
た
。 

 

親
族
が
虎
に
殺
さ
れ
、
危
險
を
顧
み
ず
仇
討
ち
に
行
き
四
頭
殺
す
と

い
う
筋
の
み
な
ら
ず
、
殺
す
順
序
ま
で
も
同
じ
で
、
本
事
と
し
て
指

摘
す
る
に
は
申
し
分
な
い
。
し
か
し
、
さ
ら
わ
れ
た
の
は
母
で
は
な

い
。 こ

の
よ
う
に
、
現
在
見
ら
れ
る
李
逵
殺
虎
故
事
の
も
つ
要
素
で
、

『
夷
堅
志
』
の
故
事
に
も
見
え
る
も
の
は
少
な
く
な
い
が
、
『
夷
堅

志
』
に
は
求
め
ら
れ
な
い
要
素
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
水
滸
傳
の
各

種
評
が
注
目
し
て
い
る
李
逵
の
「
孝
」
や
、
ニ
セ
李
逵
が
噓
を
つ
い

使
用
。 

六 

魯
迅
「
馬
上
支
日
記
」
『
魯
迅
全
集
』
第
三
巻
「
華
蓋
集
續
編
」
（
人

民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
、
孫
楷
第
「
水
滸
傳
人
物
考 

附
一
夷

堅
志
與
水
滸
傳
」
、

马
雍
「
《
水
浒
传
》
李
逵
故
事
来
源
」
、

项
裕
荣

「

试
论
李
逵
形
象
塑
造
的
南
北
融
合
」 
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て
李
逵
を
だ
ま
す
く
だ
り
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
體
な
ぜ
李
逵

故
事
に
組
み
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

前
述
の
故
事
以
外
に
、
侯
會
「
『
夷
堅
志
』
中
的
『
水
浒
传
』
素

材
」
が
『
夷
堅
志
』
丁
巻
十
一
「
豐
城
孝
婦
」
を
本
事
と
し
て
あ
げ

て
い
る
。 

 

夫
婦
、
夫
の
母
、
子
二
人
の
一
家
が
水
害
を
避
け
て
他

鄉
へ
行
こ

う
と
し
て
い
た
。
夫
は
老
母
を
重
荷
に
思
い
、
捨
て
て
い
こ
う
と

妻
に
言
い
、
子
を
連
れ
て
先
に
小
川
を
渡
っ
た
。
妻
は
老
母
を
捨

て
る
に
忍
び
ず
、
支
え
て
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
對
岸
に
夫
の
姿
は

な
か
っ
た
。
子
に
聞
く
と
「
黃
色
と
黑
の
斑
の
牛
に
く
わ
え
ら
れ

て
行
っ
た
」
と
言
う
。
林
の
中
を
探
す
と
、
夫
は
虎
に
噛
み
殺
さ

れ
た
よ
う
に
死
ん
で
い
た
。
不
孝
の
罰
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

                                         

             

 

七 

文
徵
明
が
所
藏
し
て
い
た
宋
刊
元
印
本
『
夷
堅
志
』
八
十
巻
が
、
清

代
に
陸
心
源
の
藏
に
な
り
、
こ
れ
を
重
刻
し
た
十
萬
巻
樓
叢
書
『
重
刻

宋
本
夷
堅
志
』
（
百
部
叢
書
集
成
所
収
、
臺
北
・
藝
文
印
書
館
、
一
九

六
五
年
）
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
舒
民
殺
四
虎
」
と
「
豐
城
孝
婦
」
は

収
錄
さ
れ
て
い
る
が
「
朱
四
客
」
は
収
錄
さ
れ
て
い
な
い
。
『
新
編
分

類
夷
堅
志
』
（
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
藏
）
は
、
宋
・
葉
祖
榮
が

『
夷
堅
志
』
の
記
事
を
「
忠
臣
門
」
、
「
孝
子
門
」
な
ど
三
十
門
に
分
類

し
な
お
し
た
本
を
、
嘉
靖
二
十
二
年
に
洪
楩
が
清
平
山
堂
で
覆
刊
し
た

侯
會
は
、
李
逵
殺
虎
故
事
は
こ
れ
を
「
反
用
」
し
た
の
だ
と
言
う
。

母
を
故
意
に
水
邊
に
捨
て
よ
う
と
し
た
人
が
虎
に
食
わ
れ
て
し
ま
う

話
を
裏
返
す
と
、
母
の
た
め
に
水
を
探
し
に
行
き
、
思
い
も
か
け
な

い
こ
と
に
母
を
虎
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
話
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
侯
會
は
そ
う
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
前
掲
の
本
事
だ
け
で
は

「
孝
」
が
足
り
な
い
た
め
、
「
孝
」
の
供
給
元
と
な
る
虎
の
故
事
を

探
し
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

し
か
し
そ
も
そ
も
『
夷
堅
志
』
の
み
で
李
逵
故
事
の
要
素
を
す
べ

て
說
明
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
夷
堅
志
』
は
南
宋
期
の
成

立
以
來
、
明
代
に
至
っ
て
も
な
お
廣
く
讀
ま
れ
て
い
た
と
は
い
え

七

、
李
逵
故
事
は
そ
れ
以
外
の
明
代
當
時
の
知
識
、
思
想
な
ど
も
反

映
し
て
編
集
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
明
人

の
知
識
、
思
想
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
資
料
を
と
り
あ
げ
、

李
逵
故
事
の
要
素
を
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

も
の
。
「
豐
城
孝
婦
」
は
収
め
る
が
、
「
舒
民
殺
四
虎
」
と
「
朱
四
客
」

は
収
め
て
い
な
い
。
元
代
か
ら
明
代
前
中
期
の
人
は
『
夷
堅
志
』
の

「
朱
四
客
」
を
目
に
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
『
夷
堅
志
』

の
版
本
に
つ
い
て
は
胡

绍
文
「
《
夷

坚
志
》
版
本
研
究
」
（
『
大
理
学
院

学

报
』
第
一
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
二
年
）
、

张
祝
平
「
《
夷

坚
志
》
的
版

本
研
究
」
（
『
古
籍
整
理
研
究
学
刊
』
二
〇
〇
三
年
第
二
期
）
を
參
照
し

た
。 
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三
．
明
代
の
虎
イ
メ
ー
ジ 

李
逵
故
事
に
盛
り
込
ま
れ
た
思
想
を
見
る
た
め
の
恰
好
の
資
料
と

し
て
『
虎
苑
』
八

、
『
虎
薈
』
九

と
い
う
二
書
が
現
存
す
る
。 

 

『
虎
苑
』
は
王
穉
登
が
嘉
靖
三
十
三
年
ご
ろ
に
刊
行
し
た
十

。
上

下
二
巻
、
十
四
篇
に
分
か
れ
、
唐
代
傳
奇
や
『
太
平
廣
記
』
な
ど
か

ら
引
用
し
た
記
事
の
ほ
か
、
い
ま
で
は
出
處
の
わ
か
ら
な
い
項
目
も

多
數
あ
る
。 

『
虎
薈
』
は
、
黄
庭
鳳
の
跋
文
に
よ
る
と
、
万
曆
二
十
五
年
六

月
、
病
床
に
あ
っ
た
陳
繼
儒
が
『
虎
苑
』
を
見
て
、
よ
り
規
模
の
大

き
な
本
の
編
纂
を
思
い
立
ち
、
翌
年
六
月
に
完
成
、
七
夕
に
跋
文
が

書
か
れ
た
。
全
六
巻
で
、
項
目
數
は
『
虎
苑
』
の
約
二
・
五
倍
に
の

ぼ
る
が
、
巻
名
、
篇
名
は
な
い
。
内
容
に
應
じ
た
整
理
も
な
く
、
手

                                        

             

 

八 

『
虎
苑
』
（
『

說
郛
三
種
』
「

說
郛
續
」
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
六
年
）
、
『
虎
苑
』
（
『
續
集
四
庫
全
書
』
子
部
、
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
九
五
年
） 

九 

『
虎
薈
』
（
『
百
部
叢
書
集
成 

十
八 

寶
顏
堂
祕
笈
』
、
藝
文
印
書

館
、
一
九
六
五
年
） 

十 

高
明
「
王
穉
登
《
虎
苑
》
研
究
」
（
『

图
书
馆
杂
志
』
二
〇
〇
五
年
第

五
期
）
の
推
定
に
よ
る
。 

十

一

「
こ
こ
（
＊
引
用
者
注
：
錢
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
丁
集
下
「
陳
徵
士

當
た
り
次
第
に
材
料
を
か
き
集
め
て
並
べ
た
だ
け
と
い
う
印
象
を
受

け
る
。
『
虎
苑
』
に
あ
る
項
目
も
百
一
條
収
錄
さ
れ
て
い
る
。
陳
繼

儒
の
本
の
多
く
が
、
人
々
が
手
分
け
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
か
ら
拔

書
き
を
集
め
る
と
い
う
方
法
で
編
纂
、
出
版
さ
れ
た
と
い
う
が
十

一

、

こ
の
本
の
編
纂
の
速
さ
、
内
容
の
亂
雜
さ
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
事

情
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
『
虎
薈
』
は
四
庫
全
書
の
存
目
に
見
え
る

が
、
提
要
も
「
凡
所
引
用
多
，
拉
雜
無
倫
。
…
與
談
虎
無
涉
，
亦
皆

漫
為
牽
綴
（
お
よ
そ
引
い
て
い
る
も
の
は
多
い
が
、
亂
雜
で
秩
序
も

な
い
。
…
虎
を
語
る
の
と
は
關
係
の
な
い
も
の
で
も
い
い
加
減
に
あ

つ
め
て
あ
る
）
」
と
批
判
す
る
ば
か
り
で
あ
る
十

二

。
『
虎
苑
』
は
四
庫

提
要
に
は
見
え
な
い
。
清
代
に
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
、
と

る
に
足
り
な
い
本
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

兩
書
は
正
統
な
文
學
觀
か
ら
の
評
価
は
低
か
っ
た
が
、
當
時
手
に

繼
儒
」
）
に
は
陳
継
儒
の
書
物
の
具
体
的
な
様
子
、
つ
ま
り
そ
の
書
物

の
多
く
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
使
っ
て
の
切
り
貼
り
作
業
に
よ
っ
て
で
き

あ
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
」
（
大
木
康
『
明
末

江
南
の
出
版
文
化
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
百
六
十
六
頁
）
、
「
こ

う
し
た
分
業
体
制
で
書
物
を
作
れ
ば
、
た
し
か
に
大
部
の
書
物
で
も
多

種
多
様
な
書
物
で
も
、
生
み
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
」
（
同
百
七
十

頁
） 

十

二 

『
四
庫
全
書
總
目
』
（
中
華
書
局
影
印
、
二
〇
〇
三
年
）
巻
百
十
六

「
子
部
譜
録
類
目
」 
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入
る
資
料
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
轉
載
し
た
だ
け
で
、
編
纂
者
に
よ
る
創

作
や
改
變
の
可
能
性
は
低
い
た
め
、
當
時
の
知
識
を
再
現
す
る
に
は

む
し
ろ
大
い
に
有
用
な
書
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
本
草
綱
目
』
、
『
三

才
圖
會
』
と
い
う
、
明
代
に
刊
行
さ
れ
た
博
物
的
知
識
を
傳
え
る
た

め
の
書
物
と
ほ
ぼ
同
じ
記
載
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
裏
づ

け
る
十

三

。
兩
書
は
明
代
中
後
期
の
虎
に
關
す
る
知
識
の
収
集
と
再
分

配
の
樣
子
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
李
逵
故
事
の
編

纂
者
が
兩
書
を
直
接
見
た
と
い
う
限
定
的
な
意
味
で
は
な
く
、
こ
の

時
期
の
人
が
接
し
得
た
虎
知
識
を
再
現
で
き
る
資
料
と
い
う
位
置
づ

け
で
兩
書
を
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
以
降
兩
書
所
収

の
項
目
に
言
及
す
る
際
は
、
「
『
苑
』
篇
數
（
ロ
ー
マ
數
字
）
‐
篇
内

の
項
目
番
號
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
」
、
「
『
薈
』
巻
數
（
ロ
ー
マ
数
字
）

‐
巻
内
の
項
目
番
號
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
」
と
記
す
。
つ
ま
り

『
苑
』

Ⅰ
‐
１
は
『
虎
苑
』
上
巻
「
德
政
第
一
」
第
一
條
を
、

『
薈
』

Ⅱ
‐
２
は
『
虎
薈
』
巻
二
第
二
條
を
表
す
。
同
じ
内
容
が
兩

書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
『
苑
』

Ⅰ
‐
３
＝
『
薈
』

Ⅰ
‐
５
の

よ
う
に
記
す
。
ま
た
兩
書
は
故
事
形
式
の
も
の
と
、
物
語
の
體
裁
に

                                        

             

 

十

三 

「
月
暈
時
乃
交
」
、
「
虎
知
衝
破
、
能
畫
地
觀
奇
偶
以
卜
食
」
、
「
虎

食
狗
則
醉
、
狗
乃
虎
之
酒
也
」
（
『
本
草
綱
目
』
獸
部
第
五
十
一
巻
上

「
虎
」
）
、
「
知
衝
破
、
能
畫
地
以
卜
」
（
『
三
才
圖
會
』
「
鳥
獸
三
・
獸

類
・
虎
」
）
と
「
虎
交
而
月
暈
」
（
『
苑
』
『
薈
』
）
、
「
虎
行
、
以
爪
坼
地

な
っ
て
い
な
い
知
識
や
情
報
と
を
と
も
に
収
め
る
が
、
本
稿
で
は

「
項
目
」
を
こ
れ
ら
の
總
稱
と
し
て
用
い
る
。 

 

両
書
が
収
め
る
項
目
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
『
虎

苑
』
は
全
百
四
十
二
項
目
を
内
容
に
應
じ
て
十
四
の
篇
に
分
配
し
て

い
る
。
順
に
あ
げ
る
と
、
「
德
政
第
一
」
、
「
孝
感
第
二
」
、
「
貞
符
第

三
」
、
「
占
候
第
四
」
、
「
戴
義
第
五
」
、
「
極
暴
第
六
」
、
「
威
猛
第

七
」
、
「
靈
怪
第
八
」
（
以
上
上
巻
）
、
「
豢
擾
第
九
」
、
「
博
射
第
十
」
、

「
神
攝
第
十
一
」
、
「
人
化
第
十
二
」
（
『
說
郛
續
』
所
収
本
の
正
文
は

「
第
十
一
」
と
誤
記
）
、
「
旁
喩
第
十
三
」
、
「
襍
志
第
十
四
」
（
以
上

下
巻
）
で
あ
る
。
ま
た
、
汪
玢
玲
『
中
国
虎
文
化
』
十

四

が
、
歷
代
傳

奇
小
說
中
の
虎
故
事
を
「
一
、
神
虎
型
故
事
」
、
「
二
、
義
虎
型
故

事
」
、
「
三
、
人
化
型
故
事
」
、
「
四
、
人
虎
婚
故
事
」
、
「
五
、
虎
媒
型

故
事
」
、
「
六
、
虎
皮
井
故
事
」
、
「
七
、
虎
外
婆
型
故
事
」
、
「
八
、
虎

醫
型
故
事
」
、
「
九
、
虎
寓
言
型
故
事
」
、
「
十
、
虎
笑
話
及
虎
戲
故

事
」
と
分
類
し
て
い
る
の
も
參
考
に
す
る
。 

 

こ
の
雜
多
な
内
容
を
お
お
ま
か
に
整
理
す
る
と
、
一
端
に
自
然
の

虎
に
關
す
る
知
識
を
傳
え
る
項
目
が
あ
り
、
對
極
に
人
の
倫
理
道
德

卜
食
觀
奇
偶
而
行
」
（
『
苑
』
）
、
「
虎
食
犬
則
醉
、
犬
乃
虎
之
酒
也
」

（
『
苑
』
）
な
ど
。 

十

四

汪
玢
玲
『
中
国
虎
文
化
』
（
中
华

书
局
、
二
〇
〇
七
年
） 
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を
理
解
し
行
動
す
る
虎
の
項
目
が
あ
り
、
そ
の
中
間
線
上
に
さ
ま
ざ

ま
な
性
質
の
虎
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
「
人
を

襲
う
凶
暴
な
虎
（
自
然
の
虎
）
」
、
「
な
ん
ら
か
の
命
の
も
と
に
人
を

襲
う
虎
（
凶
暴
性
の
合
理
化
）
」
、
「
悪
い
人
を
襲
い
、
い
い
人
は
襲

わ
な
い
虎
（
さ
ら
な
る
合
理
化
）
」
、
「
自
ら
の
經
驗
に
基
づ
き
恩
を

返
し
た
り
善
人
を
助
け
た
り
す
る
虎
（
人
と
の
關
係
を
理
解
す
る

虎
）
」
、
「
人
の
倫
理
道
德
を
理
解
し
、
自
ら
の
価
値
觀
で
行
動
す
る

虎
」
と
い
う
目
盛
り
を
ふ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ト
ラ
が
ヒ
ト
を
襲

う
理
由
を
、
ヒ
ト
は
あ
れ
こ
れ
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
単
な
る
野

生
動
物
と
し
て
で
は
な
く
、
霊
の
世
界
の
生
き
物
と
し
て
畏
れ
て
い

た
十

五

」
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
虎
が
語
ら
れ
た
原
因
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
二
書
以
前
に
虎
に
關
す
る
項
目
を
あ
つ
め
た
も
の
に
、
『
太

平
廣
記
』
（
北
宋
・
太
平
興
國
三
年
成
書
。
以
下
『
廣
記
』
と
略

す
）
巻
四
百
二
十
六
「
虎
一
」
か
ら
四
百
三
十
三
「
虎
八
」
、
お
よ

び
『
太
平
御
覧
』
（
同
八
年
成
書
。
以
下
『
御
覧
』
と
略
す
）
巻
八

百
九
十
一
「
虎
上
」
、
巻
八
百
九
十
二
「
虎
下
」
が
あ
る
十

六

。
『
虎

                                        

             

 

十

五 

上
田
信
『
ト
ラ
が
語
る
中
国
史
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二

年
）
、
九
十
一
頁 

十

六 

『
太
平
御
覧
』
（
人
民
文
學
出
版
社
排
印
、
一
九
五
九
年
） 

苑
』
所
収
の
項
目
に
は
『
御
覧
』
と
の
、
『
虎
薈
』
に
は
『
廣
記
』

と
の
重
複
が
多
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
宋
代
の
二
書
に

多
く
見
ら
れ
る
、
人
が
虎
に
な
る
、
ま
た
は
虎
が
人
に
な
る
項
目

や
、
倀
鬼
（
虎
に
食
わ
れ
た
人
の
鬼
）
の
項
目
が
明
の
二
書
に
は
あ

ま
り
多
く
と
ら
れ
て
い
な
い
一
方
、
人
の
倫
理
道
德
を
解
す
る
虎
の

項
目
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
倫
理
道
德
を
解

す
る
虎
」
が
汪
玢
玲
の
分
類
に
見
え
る
「
義
虎
」
で
あ
る
。 

 

明
中
期
の
人
で
、
呉
中
四
才
子
の
一
人
に
も
數
え
ら
れ
る
祝
允
明

に
「
義
虎
傳
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
十

七

。
あ
る
男
が
他
人
の
妻
を
奪

わ
ん
と
し
て
そ
の
夫
を
林
の
中
に
連
れ
込
ん
で
撲
殺
し
、
妻
に
は
夫

は
虎
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
自
分
に
嫁
ぐ
よ
う
に
言
っ
た
と
こ

ろ
、
本
當
に
虎
が
飛
び
出
し
て
き
て
男
を
さ
ら
っ
て
行
っ
た
、
夫
は

實
は
氣
を
失
っ
た
だ
け
で
、
夫
婦
は
再
會
で
き
た
と
い
う
話
で
あ

る
。
祝
允
明
は
、
虎
が
義
な
の
で
は
な
く
、
天
の
義
が
虎
に
こ
の
よ

う
な
行
動
を
さ
せ
た
の
だ
と
解
釋
し
て
い
る
。 

 

馮
夢
龍
は
『
情
史
』
十

八

巻
二
十
一
「
情
通
類
」
に
「
虎
」
と
題
し

て
同
じ
故
事
を
引
き
、
「
傳
義
虎
者
」
と
し
て
祝
允
明
の
解
釋
も
記

十

七 
 

祝
允
明
「
義
虎
傳
」
（
『
舊
小
說
』
「
戊
集
」
、
上
海
書
店
、
一
九
八

五
年
） 

十

八 

『
情
史
』
東
京
大
學
文
學
部
藏
用
芥
子
園
藏
版
刊
本 
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し
て
い
る
。
ま
た
、
巻
十
二
「
情
媒
類
」
の
「
勤
自
励
」
は
『
太
平

廣
記
』
（
引
『
廣
異
記
』
）
所
収
の
同
名
の
故
事
を
引
い
た
も
の
で
あ

る
。
概
要
は
次
の
通
り
。 

 

勤
自
励
は
妻
・
林
氏
を
殘
し
て
出
征
し
た
ま
ま
十
年
戻
ら
ず
、
林

氏
の
兩
親
は
娘
を
他
家
に
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
歸
鄉
し
た
勤

自
励
は
事
の
次
第
を
知
り
、
林
家
へ
向
か
っ
た
。
道
中
雨
に
遭

い
、
雨
宿
り
の
た
め
木
の
う
ろ
に
入
り
、
そ
こ
に
い
た
仔
虎
三
頭

を
殺
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
大
虎
が
人
を
く
わ
え
て
き
た
。
そ

れ
は
な
ん
と
林
氏
だ
っ
た
。
勤
自
励
は
虎
を
斬
り
殺
し
、
林
氏
を

連
れ
歸
っ
た
。 

 

馮
夢
龍
は
末
尾
に
、
德
を
示
し
な
が
ら
か
え
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ

た
虎
は
哀
れ
だ
が
、
虎
が
人
を
害
さ
な
い
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
だ

か
ら
や
む
を
得
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
二
種
は
、
虎
は
凶
暴
で

人
を
襲
う
印
象
が
強
く
、
人
の
道
德
を
解
す
る
虎
と
い
う
存
在
を
信

じ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
義
虎
故
事
の
初
期
の
姿
と
言
え
よ
う
。 

                                        

             

 

十

九 

『
醒
世
恒
言
』
（
『
馮
夢
龍
全
集
』
二
十
四
～
二
十
五
、
上
海
古
籍

出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
巻
五
「
大
樹
坡
義
虎
送
親
」
。
佐
藤
晴
彦

「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（

Ⅰ
）
―
言
語
的
特
徴
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
三
十
九
巻
第
六
号 

一

 

馮
夢
龍
は
さ
ら
に
「
大
樹
坡
義
虎
送
親
」
を
『
醒
世
恒
言
』
に
収

め
て
い
る
十

九

。
入
話
は
「
虎
」
を
利
用
し
た
、
人
の
妻
を
奪
い
と
ろ

う
と
謀
っ
た
男
が
虎
に
食
い
殺
さ
れ
る
話
で
あ
る
。
正
文
は
「
勤
自

励
」
を
敷
衍
し
た
も
の
だ
が
、
冒
頭
に
勤
自
励
が
罠
に
か
か
っ
て
い

た
虎
を
逃
が
し
て
や
る
場
面
を
設
け
て
あ
る
。
逆
に
勤
自
励
が
仔
虎

を
殺
す
く
だ
り
は
削
除
さ
れ
、
虎
が
林
氏
を
届
け
た
場
面
で
は
勤
自

励
は
虎
を
殺
さ
ず
、
感
謝
の
こ
と
ば
を
言
う
。
こ
こ
に
至
っ
て
誰
の

命
で
も
な
く
人
の
倫
理
道
德
を
理
解
し
て
行
動
す
る
虎
と
、
そ
れ
を

理
解
し
て
虎
に
接
す
る
人
間
と
に
よ
る
義
虎
故
事
が
完
成
し
た
と
言

え
る
。
祝
允
明
や
馮
夢
龍
は
王
穉
登
や
陳
繼
儒
と
は
異
な
り
、
虎
に

關
わ
る
故
事
ば
か
り
を
集
め
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
二
人
が
世

に
無
數
に
あ
る
物
語
の
中
か
ら
義
虎
故
事
を
選
び
出
し
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
四
人
は
み
な
明
代
中
後
期
の
蘇
州
を
中
心
に
活

動
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
蘇
州
文
人
の
間
に
義
虎
に
ま
つ
わ
る
話
が

注
目
を
集
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

ひ
と
口
に
「
人
間
の
倫
理
道
德
を
解
す
る
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の

内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
孫
正
國
の
整
理
二

十

に
よ
れ
ば
、
典
型
的

九
八
八
年
）
が
、
こ
の
巻
の
入
話
は
馮
夢
龍
に
よ
る
創
作
、
正
文
は
先

行
す
る
話
本
に
「
馮
夢
龍
が
か
な
り
手
を
加
え
た
」
も
の
と
推
定
し
て

い
る
。 

二

十 

孙
正
国
「
中
国

义
虎
型
故
事
的
文
化

传
承
」
（
『
西
南
民
族
学
院
学
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な
義
虎
故
事
は
「
一
．
虎
が
苦
難
に
遭
い
、
助
け
ら
れ
る
（
ａ
．
喉

や
足
に
ト
ゲ
が
刺
さ
る
。
ｂ
．
木
の
間
に
は
さ
ま
る
。
ｃ
．
難
產
。

ｄ
．
罠
に
は
ま
る
。
ｅ
．
そ
の
他
）
」
、
「
二
．
恩
人
が
災
難
に
遭
う

（
ａ
．
陷
れ
ら
れ
る
。
ｂ
．
貧
困
に
苦
し
む
。
ｃ
．
養
っ
て
く
れ
る

人
が
い
な
い
。
ｄ
．
妻
が
い
な
い
。
ｅ
．
そ
の
他
）
」
、
「
三
．
山
を

出
て
恩
を
返
す
（
ａ
．
獲
物
を
贈
る
。
ｂ
．
男
女
の
仲
を
と
り
も

つ
。
ｃ
．
恩
人
を
獄
な
ど
か
ら
救
い
出
す
）
」
と
い
う
展
開
を
持

つ
。
恩
を
受
け
た
前
提
な
し
に
義
に
よ
っ
て
行
動
す
る
虎
の
故
事
も

あ
り
、
そ
の
内
容
に
は
「
ａ
．
罪
（
人
を
食
っ
た
）
を
認
め
て
罰
を

受
け
る
。
ｂ
．
孝
子
が
孝
を
尽
す
の
を
助
け
る
。
ｃ
．
誓
い
を
交
わ

し
た
男
女
を
結
び
つ
け
る
。
ｄ
．
妻
の
な
い
男
の
た
め
に
女
を
さ
ら

っ
て
く
る
。
ｅ
．
悪
人
を
成
敗
す
る
。
ｆ
．
神
仙
な
ど
を
守
る
」
が

あ
る
。 

 

言
う
ま
で
も
な
く
「
義
」
は
水
滸
傳
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
水
滸
傳
に
は
、
筆
者
が
數
え
た
と
こ
ろ
四
百
十
二
度
「
義
」

と
い
う
こ
と
ば
が
現
れ
る
二

十

一

。
し
か
し
、
そ
の
水
滸
傳
に
四
度
登

場
す
る
虎
は
い
ず
れ
も
義
虎
で
は
な
い
。
一
度
目
は
第
一
回
で
、
皇

帝
の
勅
使
・
洪
大
尉
が
龍
虎
山
の
張
天
師
を
訪
ね
る
山
中
に
現
わ
れ

る
。
こ
れ
は
洪
大
尉
の
心
を
試
す
た
め
に
天
師
が
送
っ
た
も
の
で
あ

                                        

             

 

报 

哲
学
社
会
科
学
版
』

总
二
十
三
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
二
年
） 

り
、
道
教
の
色
彩
が
濃
い
。
殘
る
三
度
は
す
べ
て
凶
暴
な
野
生
の
虎

で
あ
る
。
第
二
十
三
回
で
は
、
醉
っ
た
武
松
が
景
陽
岡
を
步
い
て
い

て
人
食
い
虎
に
遭
遇
し
、
素
手
で
毆
り
殺
す
。
第
四
十
九
回
は
、
人

里
を
荒
ら
す
虎
を
捕
え
よ
と
の
官
命
に
應
じ
て
解
珍
・
解
寶
兄
弟
が

罠
を
か
け
て
捕
え
る
が
、
地
主
の
毛
太
公
に
橫
取
り
さ
れ
た
う
え
に

投
獄
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。 

 

李
逵
殺
虎
故
事
に
現
れ
る
の
が
凶
暴
な
野
生
の
虎
で
あ
る
こ
と
は

別
段
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
。
『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
に
も
人
を
襲

う
凶
暴
な
虎
は
見
え
る
し
、
武
松
や
解
兄
弟
の
故
事
に
合
わ
せ
て
虎

の
形
象
に
一
貫
性
を
持
た
せ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
李
逵
故
事
に
は
他
の
武
松
、
解
兄
弟
の
虎
故
事
と
は
大
き
く
異
な

る
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
母
の
仇
討
ち
」
で
あ
る
。 

 

『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
に
も
、
襲
わ
れ
た
た
め
、
狩
の
た
め
、
人
々

を
惱
ま
せ
て
い
る
た
め
な
ど
の
理
由
で
虎
に
立
ち
向
か
う
人
が
見
ら

れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
親
族
を
助
け
る
も
の
も
あ
る
。
虎
と
戰
う
こ

と
で
助
け
た
い
相
手
へ
の
氣
持
ち
の
強
さ
が
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
が

父
母
で
あ
れ
ば
「
孝
」
で
あ
る
。
薈

Ⅱ
‐

20
は
父
を
く
わ
え
て
行
こ

う
と
し
た
虎
を
杖
で
追
い
拂
い
唐
太
宗
に
「
至
孝
」
と
称
え
ら
れ
た

話
、
苑

XIV
‐

30
＝
薈

Ⅵ
‐

23
は
、
母
を
虎
に
さ
ら
わ
れ
た
仔
犬
が

二

十

一 

人
名
、
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
に
使
わ
れ
て
い
る
例
は
除
い
た
。 
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虎
に
か
み
つ
き
母
を
と
り
返
す
話
、
苑

Ⅱ
‐
１
＝
薈

Ⅰ
‐

21
は
、

虎
に
さ
ら
わ
れ
た
父
を
助
け
る
た
め
楊
香
が
丸
腰
で
虎
に
立
ち
向
か

い
、
太
守
に
表
彰
さ
れ
る
話
で
あ
る
。
楊
香
の
話
は
元
・
郭
守
敬

『
二
十
四
孝
詩
』
二

十

二

や
『
御
覧
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

朱
權
『
太
和
正
音
譜
』
「
古
今
無
名
氏
雜
劇
一
百
一
十
本
」
に
は

「
楊
香
跨
虎
」
と
い
う
劇
目
が
見
え
る
。
テ
キ
ス
ト
は
傳
わ
ら
な
い

よ
う
だ
が
、
楊
香
と
虎
の
故
事
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

「
跨
」
と
い
う
語
か
ら
判
斷
す
る
に
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
で

虎
に
馬
乗
り
に
な
る
な
ど
の
は
げ
し
い
演
出
を
加
え
た
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
楊
香
の
虎
退
治
は
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
、
長
い

期
間
に
わ
た
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
李
逵
殺
虎
故
事
も

こ
の
故
事
類
型
に
似
た
構
造
を
し
て
い
る
。
こ
の
類
型
で
は
ふ
つ
う

父
母
が
生
き
て
歸
っ
て
く
る
こ
と
で
子
の
孝
心
は
實
を
結
ぶ
。
虎
は

人
の
「
孝
」
を
顯
す
た
め
の
脇
役
に
す
ぎ
ぬ
の
だ
か
ら
、
故
事
の
都

合
上
「
孝
」
の
對
象
を
消
し
て
し
ま
う
は
ず
が
な
い
と
も
言
え
る
。

と
は
い
え
、
兩
書
に
人
が
虎
に
食
わ
れ
る
項
目
は
少
な
く
な
く
、
子

を
思
う
母
が
子
を
虎
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
項
目
も
あ
る
の
に
孝
子
の

父
母
が
殺
さ
れ
る
こ
と
が
一
切
な
い
の
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ

る
。 

                                        

             

 

二

十

二 

西
本
願
寺
寫
字
台
文
庫
所
藏
本(

嘉
靖
二
十
五
年
朝
鮮
刊
本
室
町

 

孫
正
國
の
整
理
に
も
あ
る
よ
う
に
、
義
虎
が
解
す
る
「
人
の
倫
理

道
德
」
に
は
「
孝
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
苑

Ⅱ
‐
２
と
薈

Ⅳ
‐

36

に
は
人
の
孝
行
を
手
伝
う
虎
が
、
苑

Ⅱ
‐
３
＝
薈

Ⅰ
‐

28
、
苑

Ⅱ

‐
４
＝
薈

Ⅳ
‐

19
、
苑

Ⅱ
‐
５
＝
薈

Ⅳ
‐

21
に
は
、
襲
い
か
か
っ

た
相
手
が
孝
子
で
あ
る
こ
と
を
知
り
手
を
引
く
虎
が
見
え
る
。
さ
ら

に
、
虎
が
人
に
化
け
て
孝
行
を
説
い
て
回
る
と
い
う
項
目
す
ら
あ
る

（
薈

Ⅲ
‐

48
）
。
も
ち
ろ
ん
兩
書
に
あ
る
も
の
が
當
時
知
ら
れ
て
い

た
虎
知
識
の
す
べ
て
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も

兩
書
に
お
い
て
は
明
ら
か
な
偏
り
―
―
虎
は
凶
暴
だ
が
孝
行
を
壞
す

よ
う
な
ま
ね
は
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
考
え
―
―
が
あ
ろ
う
こ
と
は

指
摘
で
き
る
。 

 

李
逵
殺
虎
故
事
は
孝
子
が
父
母
を
虎
か
ら
救
い
出
す
故
事
類
型
を

利
用
し
て
李
逵
の
「
孝
」
、
「
勇
」
を
描
き
出
し
た
も
の
の
、
そ
の
な

か
に
、
母
が
虎
に
食
わ
れ
る
と
い
う
、
『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
の
虎
イ

メ
ー
ジ
と
符
合
し
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
編
纂
者
は
そ
の
こ
と

を
意
識
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
あ
え
て
そ
う
し
た
の

だ
ろ
う
か
。 

 
野
生
の
虎
が
山
中
に
一
人
で
坐
る
老
婆
を
食
い
、
孝
な
る
息
子
が

怒
り
、
仇
討
ち
に
虎
を
殺
す
と
い
う
筋
立
て
自
体
に
矛
盾
は
な
い
。

中
期
筆
寫)
の
複
製
本
參
照
。 
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こ
の
點
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
「
孝
を
知
る
虎
」
よ
り
水
滸
傳
の
ほ
う

が
真
實
性
に
徹
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
編
纂
者

は
義
虎
故
事
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
虎
イ
メ
ー
ジ
に
反
す
る
要
素
が

あ
る
こ
と
も
十
分
認
識
し
た
う
え
で
李
逵
殺
虎
故
事
を
編
ん
だ
も
の

と
考
え
る
。
そ
う
思
わ
せ
る
描
寫
は
、
殺
虎
故
事
の
直
前
、
ニ
セ
李

逵
故
事
に
あ
る
。 

 

四
．
李
逵
と
虎 

小
松
謙
が
ま
と
め
て
「
李
逵
探
母
故
事
」
と
稱
し
て
い
る
よ
う
に

二

十

三

、
ニ
セ
李
逵
故
事
と
李
逵
殺
虎
故
事
は
一
組
の
も
の
と
し
て
作

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
李
逵
が
ニ
セ
李
逵
を
ゆ
る
す
場
面

を
掲
げ
る
。 

 

李
逵
道
「
叵
耐
這
廝
無
禮
、
却
在
這
裏
奪
人
的
包
裹
行
李
、
却
壞

我
的
名
目
！
學
我
使
兩
把
板
斧
、
且
教
他
先
吃
我
一
斧
！
」
匹
手

奪
過
一
把
斧
來
便
砍
。
李
鬼
慌
忙
叫
道
「
爺
爺
！
殺
我
一
個
、
便

是
殺
我
兩
個
！
」
李
逵
聽
得
、
住
了
手
問
道
「
怎
的
殺
你
一
個
、

便
是
殺
你
兩
個
？
」
李
鬼
道
「
小
人
本
不
敢
剪
徑
、
家
中
因
有
個

九
十
歳
的
老
母
、
其
實
並
不
曾
敢
害
了
一
個
人
。
如
今
爺
爺
殺
了

                                        

             

 

二

十

三

小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
―
内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

小
人
、
家
中
老
母
必
是
餓
殺
。
」
李
逵
雖
是
個
殺
人
不
斬
眼
的
魔

君
、
聽
的
説
了
這
話
、
自
肚
裏
尋
思
道
、
「
我
特
地
歸
家
來
取

娘
、
却
倒
殺
了
一
個
養
娘
的
人
、
天
地
也
不
佑
我
。
罷
、
罷
、
我

饒
了
你
這
廝
命
！
」
放
將
起
來
、
李
鬼
手
提
著
斧
、
納
頭
便
拜
。 

李
逵
は
「
こ
の
無
禮
者
め
が
、
こ
こ
で
旅
人
の
荷
を
奪
っ
て
俺

の
名
を
汚
し
お
っ
て
。
俺
の
二
丁
の
板
斧
を
ま
ね
よ
う
っ
て
ん

な
ら
、
ま
ず
俺
の
一
撃
を
食
ら
え
」
と
言
い
、
片
手
で
斧
を
ひ

と
つ
奪
い
と
り
た
た
き
切
ろ
う
と
し
た
。
李
鬼
は
慌
て
て
叫
ん

だ
。
「
だ
ん
な
さ
ま
！
俺
一
人
を
殺
す
こ
と
は
二
人
殺
す
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
ぞ
！
」
李
逵
は
こ
れ
を
聞
く
と
、
手
を
止
め
て

尋
ね
た
。
「
な
ぜ
お
ま
え
一
人
を
殺
す
こ
と
が
二
人
殺
す
こ
と

な
ん
だ
？
」
李
鬼
は
言
っ
た
。
「
わ
た
く
し
め
は
そ
も
そ
も
追

剝
は
し
た
く
な
い
の
で
す
が
、
家
に
九
十
歲
の
老
母
が
い
る
の

で
…
本
當
に
一
人
も
殺
し
ち
ゃ
い
ま
せ
ん
。
い
ま
だ
ん
な
が
わ

た
し
を
殺
せ
ば
、
家
の
老
母
は
必
ず
や
餓
死
し
ま
す
。
」
李
逵

は
人
を
殺
し
て
も
ま
ば
た
き
す
ら
せ
ぬ
魔
君
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
こ
と
ば
を
聞
き
、
心
の
中
で
思
う
よ
う
、
「
わ
ざ
わ
ざ
お
袋

を
迎
え
に
歸
る
と
こ
ろ
だ
っ
て
の
に
、
母
を
養
う
者
を
殺
し
た

の
で
は
天
も
地
も
俺
を
助
け
て
は
く
れ
ま
い
。
や
め
だ
や
め

―
」
、
八
十
九
頁 
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だ
、
て
め
え
の
命
は
助
け
て
や
る
！
」
放
し
て
や
る
と
李
鬼
は

起
き
上
が
り
、
手
に
斧
を
持
ち
平
伏
し
て
拝
し
た
。 

 

次
に
『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
に
お
さ
め
る
義
虎
と
孝
子
の
故
事
の
う
ち

の
ひ
と
つ
。 

 

朱
泰
、
家
貧
養
母
、
百
里
鬻
薪
、
親
極
滋
味
。
戴
星
伐
木
、
虎
負

之
去
。
朱
厲
聲
曰
「
食
我
不
惜
、
母
無
托
耳
。
」
虎
棄
泰
于
地

去
。
（
苑

Ⅱ
‐
５
＝
薈

Ⅳ
‐

21
） 

朱
泰
は
家
が
貧
し
い
な
か
母
を
養
っ
て
い
た
。
百
里
先
ま
で
薪

を
売
り
に
行
き
、
よ
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
。
朝
早
く
木

を
切
り
に
出
か
け
る
と
、
虎
が
泰
を
背
負
っ
て
行
こ
う
と
し

た
。
朱
泰
は
聲
を
は
り
あ
げ
て
言
っ
た
。
「
私
は
食
わ
れ
て
も

か
ま
わ
な
い
が
、
母
が
よ
る
べ
が
な
く
な
る
の
だ
。
」
虎
は
泰

を
地
に
捨
て
て
去
っ
た
。 

 

水
滸
傳
の
ほ
う
が
描
寫
が
詳
し
い
が
、
「
遭
遇
」
、
「
殺
さ
れ
か
け

る
」
、
「
母
が
い
る
と
い
う
哀
訴
」
、
「
解
放
」
と
い
う
展
開
は
一
致
し

                                        

             

 

二

十

四 

悪
人
が
義
の
あ
る
人
を
許
す
故
事
が
あ
る
よ
う
に
（
『
世
説
新

語
』
徳
行
第
一
「
荀
巨
伯
」
な
ど
）
、
悪
人
が
孝
子
を
許
す
故
事
が
あ

て
い
る
。
『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
所
収
の
他
の
二
例
も
同
様
で
あ
る
。

登
場
人
物
に
目
を
む
け
る
と
、
虎
の
登
場
し
な
い
水
滸
傳
で
は
ニ
セ

李
逵
が
孝
子
の
役
を
、
李
逵
が
義
虎
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の

後
ニ
セ
李
逵
を
殺
す
場
面
は
、
反
道
德
的
行
為
を
し
た
者
に
對
す
る

懲
罰
と
も
讀
め
る
。
こ
こ
で
は
形
を
変
え
た
義
虎
故
事
が
展
開
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
二

十

四

。 

 

李
逵
が
虎
で
あ
る
と
は
突
飛
な
說
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
が
、
展
開
の
一
致
以
外
に
も
そ
れ
を
思
わ
せ
る
要
素
は
あ
る
。 

 

李
逵
は
黒
旋
風
と
い
う
綽
名
を
も
つ
暴
れ
ん
坊
で
あ
る
。
第
三
十

八
回
、
初
登
場
時
の
詩
は
そ
の
風
貌
を
「
黑
熊
般
一
身
粗
肉 

鐵
牛

似
徧
體
頑
皮
（
黒
熊
の
ご
と
き
全
身
の
筋
肉
、
鐵
牛
の
ご
と
き
体
中

の
硬
い
皮
）
」
と
う
た
い
、
第
四
十
回
に
は
「
又
見
十
字
路
口
茶
坊

樓
上
、
一
個
虎
形
黑
大
漢
…
（
さ
ら
に
辻
の
茶
屋
の
屋
上
に
は
虎
の

よ
う
な
姿
の
黑
い
大
男
が
見
え
）
」
と
い
う
描
寫
が
見
え
る
。
李
逵

の
形
象
は
「
牛
」
、
「
熊
」
、
「
虎
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
形
容
さ
れ
る

「
黒
い
猛
獸
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。 

 

一
方
『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
に
も
「
黑
虎
」
の
現
れ
る
項
目
が
あ
り

（
苑

Ⅵ
‐
４
＝
薈

Ⅴ
‐

69
、
苑

Ⅹ
‐
８
＝
薈

Ⅱ
‐

18
、
苑

XIV
‐

33

り
、
義
虎
と
孝
子
の
故
事
の
淵
源
と
な
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 
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＝
薈

Ⅵ
‐

24
、
薈

Ⅲ
‐
７
、
薈

Ⅴ
‐

16
）
、
一
例
の
み
だ
が
子
ど
も

が
虎
を
「
黑
牛
」
と
誤
認
す
る
項
目
も
あ
る
（
苑

Ⅵ
‐
２
。
『
夷
堅

志
』
「
豐
城
孝
婦
」
の
類
話
。
た
だ
し
『
夷
堅
志
』
の
「
黃
黑
斑

牛
」
が
、
「
黑
牛
」
に
替
わ
っ
て
い
る
）
。 

 

も
ち
ろ
ん
外
見
上
の
類
似
の
指
摘
の
み
で
は
證
據
と
し
て
不
十
分

で
あ
る
。
そ
こ
で
「
な
ぜ
黑
い
虎
が
現
れ
る
の
か
」
に
つ
い
て
檢
討

し
た
い
。 

抽
象
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
た
虎
と
し
て
も
っ
と
も
有
名
な

も
の
は
、
五
行
に
も
と
づ
く
「
朱
雀
・
玄
武
・
青
龍
・
白
虎
」
、
つ

ま
り
白
い
虎
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
實
際
、
『
虎
苑
』
、
『
虎

薈
』
に
も
白
虎
は
幾
度
も
現
れ
る
（
苑

Ⅰ
‐
７
、
苑

Ⅲ
‐
１
、
苑

Ⅲ
‐
５
、
苑

XI
‐
３
＝
薈

Ⅱ
‐

48
、
薈
、

Ⅰ
‐
２
、
薈

Ⅰ
‐

24
、

薈

Ⅰ
‐

73
、
薈

Ⅲ
‐

46
、
薈

Ⅹ
‐

42
、
薈

Ⅹ
‐

53
）
。
で
は
「
黑

虎
」
は
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
再
度
先
に
あ
げ
た
「
黑
虎
」

の
現
れ
る
項
目
を
見
る
と
、
そ
の
う
ち
二
項
目
で
玄
壇
神
が
現
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
次
の
通
り
。 

 

美
し
い
寡
婦
の
隣
に
住
む
木
客
が
夜
中
に
木
を
寡
婦
の
家
の
庭
に

置
き
、
盗
ま
れ
た
と
訴
え
た
。
寡
婦
は
日
ご
ろ
信
仰
し
て
い
た
玄

                                        

             

 

二

十

五 

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
子
部
小

說
家
類
『
耳
談
（
北
京
圖
書
館

壇
神
に
祈
っ
た
。
玄
壇
神
は
夢
で
「
吾
虎
」
を
遣
わ
す
と
言
っ

た
。
ま
も
な
く
木
客
は
山
中
で
黑
虎
に
さ
ら
わ
れ
た
。
（
苑

Ⅵ
‐

４
＝
薈

Ⅴ
‐

69
） 

 

呉
で
は
闘
蟋
蟀
が
盛
ん
だ
っ
た
。
い
つ
も
負
け
て
い
た
張
生
は
、

普
段
か
ら
信
仰
し
て
い
た
玄
壇
に
祈
っ
た
。
玄
壇
は
夢
で
「
吾

虎
」
を
遣
わ
す
と
言
っ
た
。
目
覚
め
て
か
ら
大
き
な
黑
蟋
蟀
を
手

に
入
れ
た
。
勝
負
す
る
と
連
戰
連
勝
で
大
も
う
け
し
、
し
ば
ら
く

す
る
と
蟋
蟀
は
死
ん
だ
。
（
苑

XIV
‐

33
＝
薈

Ⅵ
‐

24
） 

 

こ
こ
で
黑
虎
は
玄
壇
神
の
手
下
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
萬
曆
年
間

に
刊
行
さ
れ
た
故
事
集
『
耳
談
』
二

十

五

巻
十
三
「
玄
壇
神
」
に
も
や

や
詳
し
い
記
述
で
載
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
嘉
靖
年
間
」
と
時
期

が
明
記
さ
れ
る
ほ
か
、
木
客
は
仲
間
六
七
人
と
い
た
と
こ
ろ
を
さ
ら

わ
れ
て
い
て
、
虎
が
偶
然
で
は
な
く
命
令
通
り
に
對
象
を
選
ん
だ
こ

と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
。
ま
た
、
玄
壇
神
の
こ
と
ば
は
「
已
命
黑
虎

（
す
で
に
黑
虎
に
命
じ
た
）
」
で
、
「
黑
」
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い

る
。
苑

XI
‐
７
＝
薈

Ⅲ
‐

45
に
も
、
虎
の
色
は
書
か
れ
て
い
な
い

も
の
の
神
術
の
使
い
手
が
「
玄
壇
法
」
を
用
い
て
虎
を
操
る
さ
ま
が

藏
明
刻
本
）
』
（
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
一
年
） 
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書
か
れ
、
末
尾
に
「
蓋
道
家
謂
玄
壇
能
伏
虎
耳
（
思
う
に
道
家
は
玄

壇
が
虎
を
抑
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
）
」
と
あ
る
。 

 

玄
壇
神
と
は
道
教
の
元
帥
神
の
ひ
と
り
、
「
趙
元
帥
」
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
『
三
教
源
流
捜
神
大
全
』
二

十

六

に
よ
れ
ば
、
姓
は
趙
で
諱

は
公
明
、
秦
の
頃
に
世
に
背
き
山
中
で
修
行
し
、
玉
帝
に
召
さ
れ
て

元
帥
と
な
っ
た
。
鐵
冠
を
か
ぶ
り
、
鐵
鞭
を
手
に
し
、
顔
は
黑
く
、

鬍
鬚
を
生
や
し
、
虎
に
跨
っ
て
い
る
。
漢
代
、
初
代
張
天
師
が
仙
丹

を
練
る
時
に
守
護
に
あ
た
り
、
正
一
玄
壇
元
帥
の
位
を
授
か
っ
た
。

そ
の
後
永
く
龍
虎
山
を
護
っ
て
い
る
。
雷
電
を
走
ら
せ
、
風
雨
を
呼

び
、
瘟
役
・
瘧
疾
を
鎮
め
、
災
厄
を
拂
う
こ
と
が
で
き
る
。
冤
罪
を

訴
え
れ
ば
公
平
に
裁
い
て
く
れ
、
財
を
求
め
れ
ば
利
が
得
ら
れ
る
。 

寡
婦
が
冤
罪
を
晴
ら
し
て
ほ
し
い
と
祈
っ
た
こ
と
、
張
生
が
賭
け

で
も
う
け
た
い
と
祈
っ
た
こ
と
は
確
か
に
玄
壇
神
の
職
掌
二

十

七

に
對

                                        

             

 

二

十

六 

『
三
教
源
流
聖
帝
佛
祖
捜
神
大
全
』
（
『
中
國
民
間
信
仰
資
料
彙

編
』
第
一
輯
第
三
冊
正
編
第
二
種 

臺
灣
學
生
書
局 

、
一
九
八
九

年
）
。
二
階
堂
善
弘
『
道
教
・
民
間
信
仰
に
お
け
る
元
帥
神
の
変
容
』

（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
永
樂
年
間

以
降
明
後
期
ま
で
に
成
立
し
、
基
本
的
に
は
元
か
ら
明
に
か
け
て
の
元

帥
神
信
仰
の
體
系
を
反
映
し
て
い
る
。
趙
元
帥
の
記
述
は
元
代
に
成
立

し
た
『
道
法
會
元
』
、
『
搜
神
廣
記
』
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。 

二

十

七 
 

趙
元
帥
は
現
在
は
も
っ
ぱ
ら
財
神
と
し
て
知
ら
れ
る
。
野
口
鐵

郎
・
田
中
文
雄
編
『
道
教
の
神
々
と
祭
り
』
（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇

四
年
）
遊
佐
昇
「
財
神
」
參
照
。
二
階
堂
善
弘
『
道
教
・
民
間
信
仰
に

應
し
て
い
る
。
何
事
か
起
き
た
と
き
の
た
め
に
職
掌
の
多
彩
な
玄
壇

神
を
日
ご
ろ
か
ら
信
仰
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
明
人
の
實
情

を
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
な
り
身
近
な
神
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
ま
た
、
水
滸
傳
第
一
回
で
虎
の
現
れ
る
龍
虎
山
が
玄
壇
神
と
ゆ

か
り
の
深
い
場
所
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
『
三
教
源
流
捜
神
大

全
』
に
虎
の
色
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
明
・
正
統
年
間
に
成
立
し

た
『
正
統
道
藏
』
二

十

八

所
収
の
『
清
微
元
降
大
法
』
巻
十
七
「
上
清

西
禁
大
法
」
に
は
「
黑
虎
從
之
（
黑
虎
が
こ
れ
に
從
う
）
」
と
あ
る

ほ
か
、
第
三
十
八
回
に
は
白
い
肌
を
も
つ
張
順
と
李
逵
と
の
格
闘
シ

ー
ン
に
「
一
個
是
馬
霊
官
白
蛇
托
化
、
一
個
是
趙
元
帥
黑
虎
投
胎

（
か
た
や
馬
霊
官
の
白
蛇
が
托
化
し
、
か
た
や
趙
元
帥
の
黑
虎
が
投

胎
す
る
）
」
な
る
句
が
見
え
る
。
遲
く
と
も
水
滸
傳
成
立
の
こ
ろ
に

は
趙
元
帥
は
黑
い
虎
を
手
下
に
從
え
て
い
る
と
い
う
考
え
が
廣
ま
っ

お
け
る
元
帥
神
の
変
容
』
は
、
『
道
法
會
元
』
巻
二
百
三
十
四
の
「
正

一
龍
虎
玄
壇
金
輪
執
法
如
意
秘
法
」
は
招
財
の
法
術
で
あ
り
、
民
間
系

の
出
自
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
と
述
べ
る
（
百
五
十
七
頁
）
。 

二

十

八 

『
道
藏
』
洞
真
部
方
法
類
『
清
微
元
降
大
法
（
上
海
涵
芬
楼
藏

本
）
』
（
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
三
年
）
。
『
道
藏
』
に
つ
い
て
は
胡

春

华
「
明
清

时
期
古
籍

丛
书
浅
探
」
（
『

华
夏
文
化
』
二
〇
〇
四
年
第
一

期
）
、

赵
京
深
「
道
教
的

经
书
总
集
―
《
道
藏
》
」
（
『
内
蒙
古

统
战
理

论

研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
五
期
）
を
參
照
し
た
。 
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て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
虎
の
色
が
黑
と
さ
れ
た
の
は
、
玄
壇

神
が
北
方
の
神
で
あ
る
こ
と
、
顔
が
黑
い
こ
と
な
ど
に
よ
る
の
だ
ろ

う
。
玄
壇
神
と
虎
に
關
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
虎
苑Ⅷ

‐

10
を
あ
げ
た

い
。 

 

荊
南
に
虎
が
増
え
た
の
で
人
々
は
城
内
へ
引
越
し
た
。
張
四
も
引

越
そ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
虎
が
來
て
し
ま
っ

た
。
張
が
梁
に
隱
れ
る
と
虎
は
皮
を
脱
ぎ
人
間
の
男
に
な
っ
た
。

張
は
そ
の
皮
を
隱
し
た
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
男
は
赤
い
札
を
取
り

出
し
、
こ
の
天
符
に
名
が
あ
る
人
は
張
以
外
す
べ
て
殺
し
た
が
、

皮
を
返
せ
ば
張
は
殺
さ
な
い
と
約
束
し
た
。
皮
を
返
す
と
虎
に
戻

り
、
去
っ
て
い
っ
た
。
翌
日
虎
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ん
で
い
た
。 

 『
廣
記
』
に
多
く
見
ら
れ
る
、
人
が
虎
に
な
る
要
素
を
受
け
繼
ぎ
、

天
の
命
を
受
け
て
死
ぬ
べ
き
人
を
始
末
し
て
い
る
と
し
て
、
虎
が
人

を
襲
う
理
由
を
合
理
化
し
て
い
る
。
そ
の
命
を
與
え
た
も
の
は
、
雷

に
打
た
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
雷
電
を
操
る
玄
壇
神
な
の

か
も
し
れ
な
い
。 

苑

Ⅹ
‐
８
＝
薈

Ⅱ
‐

18
に
は
黑
虎
の
み
が
現
れ
玄
壇
神
は
見
え

                                        

             

 

二

十

九 

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅱ
「
水
滸
伝
―
虛
構

な
い
。
背
景
に
玄
壇
神
と
關
わ
る
要
素
が
あ
る
の
か
否
か
は
わ
か
ら

な
い
。
ほ
か
に
外
國
や
少
數
民
族
に
關
わ
る
黒
虎
も
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
し
ば
ら
く
措
く
。 

水
滸
傳
で
李
逵
の
主
人
と
言
え
る
人
物
は
二
人
あ
る
。
ひ
と
り

は
、
初
登
場
時
、
李
逵
の
上
司
で
あ
っ
た
戴
宗
で
あ
る
。
戴
宗
は
神

行
太
保
と
あ
だ
名
さ
れ
、
一
日
八
百
里
を
走
れ
る
秘
術
、
神
行
術
を

習
得
し
て
い
る
。
太
保
と
は
「
宋
代
で
は
怪
し
げ
な
祈
禱
を
す
る
妖

人
を
意
味
」
二

十

九

し
た
と
い
う
。
戴
宗
は
第
百
回
で
朝
廷
よ
り
賜
っ

た
官
を
辭
し
、
泰
山
で
出
家
す
る
。
編
纂
者
に
道
士
と
し
て
あ
つ
か

わ
れ
て
い
た
人
物
と
考
え
て
よ
い
。
第
五
十
三
回
で
は
李
逵
と
二
人

で
公
孫
勝
を
訪
ね
て
い
く
道
中
、
神
行
術
で
李
逵
を
懲
ら
し
め
る
場

面
が
あ
る
。
李
逵
は
さ
ら
に
、
公
孫
勝
を
た
ず
ね
あ
て
た
先
で
、
公

孫
勝
の
師
匠
・
羅
真
人
に
こ
っ
ぴ
ど
く
仕
置
き
を
受
け
る
。
黑
虎
同

様
、
李
逵
も
道
士
に
弱
い
よ
う
で
あ
る
。 

も
う
一
人
の
主
人
は
宋
江
で
あ
る
。
第
三
十
八
回
で
宋
江
と
初
め

て
對
面
し
て
以
降
、
李
逵
は
宋
江
を
命
を
か
け
て
つ
き
從
う
べ
き
義

兄
と
み
な
し
、
つ
ね
に
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。
そ
の
宋
江
は
道

士
で
は
な
く
、
儒
家
思
想
に
忠
實
な
知
識
人
で
あ
る
。
し
か
し
黑
虎

の
主
で
あ
る
玄
壇
神
趙
元
帥
と
共
通
點
を
い
く
つ
か
有
し
て
い
る
こ

の
な
か
の
史
実
―
」
第
七
章
「
戴
宗
と
李
逵
」
、
二
百
九
十
九
頁 
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と
は
見
逃
せ
な
い
。
ま
ず
、
字
が
玄
壇
神
の
俗
名
と
お
な
じ
「
公

明
」
で
あ
り
、
「
黑
い
顔
」
で
あ
る
點
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
天
か

ら
謫
さ
れ
た
百
八
星
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
宋
江
は
天
魁
星
と
稱
さ
れ

る
。
魁
星
は
北
斗
七
星
の
第
一
星
で
、
玄
壇
神
の
守
護
す
る
北
方
に

あ
る
。 

宋
公
明
と
趙
公
明
の
關
わ
り
に
つ
い
て
は
大
塚
秀
高
「
瘟
神
の
物

語
―
宋
江
の
字
は
な
ぜ
公
明
な
の
か
」
三

十

が
す
で
に
論
じ
て
い
る
。

大
塚
は
趙
公
明
が
北
方
に
位
置
づ
け
ら
れ
黑
臉
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
時
期
は
明
初
で
あ
り
、
宋
江
は
「
瘟
神
趙
公
明
を
念
頭
に
形
象

さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
く
趙
公
明
と
宋
公
明
に
類

似
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
下
、
つ
ま
り
玄
壇
神
の

手
下
の
黑
虎
と
宋
江
の
手
下
の
黑
い
猛
獸
・
李
逵
と
の
つ
な
が
り
を

認
め
る
こ
と
も
さ
ほ
ど
無
理
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
大
塚
は
宋
江

を
「
善
な
る
瘟
神
」
、
李
逵
は
そ
の
分
身
の
「
悪
の
瘟
神
」
と
見
な

し
、
手
下
と
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
、
李
逵
が
宋
江
の
手
下

と
し
て
の
身
分
と
、
分
身
と
し
て
の
身
分
の
兩
方
を
有
し
て
い
て
も

物
語
の
展
開
上
矛
盾
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。
大
塚
も
「
善
な
る
瘟

                                        

             

 

三

十

大
塚
秀
高
「
瘟
神
の
物
語
―
宋
江
の
字
は
な
ぜ
公
明
な
の
か
」 

三

十

一

二
階
堂
善
弘
『
道
教
・
民
間
信
仰
に
お
け
る
元
帥
神
の
変
容
』
、
二

神
は
悪
の
瘟
神
に
く
ら
べ
、
力
そ
の
も
の
は
弱
く
て
も
か
ま
わ
な
か

っ
た
。
悪
の
瘟
神
を
お
さ
え
つ
け
る
能
力
さ
え
も
っ
て
い
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
反
映
さ
れ
た
も
の
が
宋
江
と
李
逵

の
力
関
係
で
あ
り
体
躯
の
相
違
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

兩
者
を
ま
っ
た
く
對
等
な
も
の
と
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

瘟
神
と
し
て
の
趙
公
明
は
『
三
教
源
流
捜
神
大
全
』
「
五
瘟
使

者
」
に
見
え
る
。
二
種
の
趙
公
明
に
つ
い
て
二
階
堂
善
弘
は
、
趙
元

帥
が
瘟
神
か
ら
発
展
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
そ
の
性
格
は
か
な

り
變
化
し
、
『
封
神
演
義
』
成
立
以
降
は
ほ
と
ん
ど
瘟
神
と
し
て
意

識
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
言
う
三

十

一

。
『
封
神
演
義
』
の
成
立
は
萬
曆

年
間
後
半
か
ら
天
啓
年
間
の
間
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
詳
し
く
は
わ

か
ら
な
い
た
め
三

十

二

、
兩
「
公
明
」
の
瘟
神
イ
メ
ー
ジ
が
水
滸
傳
編

纂
當
時
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
こ
こ
で
確
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
あ
げ
た
各
要
素
か
ら
見
て
、
兩
「
公

明
」
と
そ
の
手
下
同
士
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
の
は
、
趙
公
明
に
遣
わ
さ
れ
善
人
を
助
け
悪

人
を
懲
ら
し
め
る
黑
虎
と
、
宋
公
明
の
山
塞
か
ら
下
り
て
き
て
孝
心

百
三
頁 

三

十

二

二
階
堂
善
弘
『
封
神
演
義
の
世
界 

中
国
の
戦
う
神
々
』
（
大
修
館

書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
九
十
八
頁 
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を
發
揮
し
、
噓
つ
き
を
殺
す
李
逵
と
い
う
並
行
關
係
の
構
圖
で
あ

る
。 以

上
の
諸
要
素
か
ら
、
ニ
セ
李
逵
故
事
は
李
逵
が
虎
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
義
虎
故
事
の
一
變
種
で
あ
り
、
ニ
セ
李
逵
故
事
と
李
逵

殺
虎
故
事
と
は
、
「
虎
」
と
「
孝
」
を
主
要
要
素
と
し
、
正
反
對
の

行
動
を
と
る
「
虎
」
を
描
く
組
み
合
わ
せ
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
れ
に
も
と
づ
い
て
李
逵
探
母
故
事
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。 

ま
ず
李
逵
が
虎
の
役
割
を
演
じ
、
義
虎
が
孝
子
を
ゆ
る
す
故
事
が

展
開
さ
れ
る
。
水
滸
傳
の
虎
は
凶
暴
な
形
象
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の

で
虎
そ
の
も
の
を
義
虎
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
間
で
あ
る

李
逵
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
。
こ
の
故
事
は
李
逵
の
孝
心
を
表
現
す
る

と
同
時
に
、
後
で
孝
を
無
視
す
る
虎
が
現
れ
る
こ
と
の
埋
め
合
わ
せ

で
あ
る
。 

續
く
強
盗
の
家
に
偶
然
行
っ
て
し
ま
う
場
面
で
嘘
を
つ
い
た
強
盗

を
殺
す
の
は
、
水
滸
傳
の
表
面
上
の
意
味
と
し
て
は
李
逵
の
凶
暴
な

性
格
を
表
現
し
て
い
る
。
義
虎
と
し
て
見
れ
ば
、
反
道
德
的
な
行
為

                                        

             

 

三

十

三

も
っ
と
も
、
李
逵
は
第
四
十
一
回
で
も
宋
江
の
敵
の
黄
文
炳
の
肉

を
食
っ
て
い
る
た
め
、
「
人
を
食
う
」
行
為
自
体
は
ニ
セ
李
逵
故
事
特

を
し
た
人
に
懲
罰
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
強
盗
の
腿
を
燒
い
て

食
う
の
は
懲
罰
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
と
で
虎
が
李
逵
の
母
の
腿
を

食
う
こ
と
に
對
應
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
三

十

三

。 

郷
里
で
母
と
再
會
し
て
か
ら
は
「
孝
子
」
李
逵
の
故
事
で
あ
る
。

母
を
食
っ
た
虎
に
立
ち
向
か
う
の
は
虎
か
ら
親
族
を
救
う
故
事
の
踏

襲
で
あ
り
、
李
逵
の
勇
猛
と
孝
心
を
表
現
し
得
る
恰
好
の
場
面
で
あ

る
。
こ
の
虎
は
人
の
道
德
な
ど
解
す
る
は
ず
も
な
い
凶
暴
な
獸
で
あ

り
、
ほ
か
の
梁
山
英
雄
と
虎
の
故
事
と
も
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て

一
時
囚
わ
れ
の
身
と
な
る
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に

は
仲
間
の
助
け
を
得
、
さ
ら
に
二
人
の
新
た
な
仲
間
を
連
れ
歸
り
、

探
母
故
事
は
幕
を
下
ろ
す
。 

 

五
．
李
逵
殺
虎
故
事
の
背
後
に
見
え
る
も
の 

 

こ
の
李
逵
探
母
故
事
の
檢
討
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
水
滸
傳
の
編
纂

方
針
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
ず
ひ
と
つ
は
、
構
成
上
の
要
請
に
い
か
に
應
え
よ
う
と
し
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

李
逵
探
母
故
事
は
水
滸
傳
の
構
成
上
、
重
要
な
役
割
を
擔
っ
て
い

有
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。 
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る
。
水
滸
傳
で
、
百
八
人
う
ち
そ
ろ
っ
て
招
安
を
受
け
る
以
前
に
李

逵
が
山
を
下
り
る
場
面
は
都
合
四
回
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
は

雜
劇
「
梁
山
泊
李
逵
負
荊
」
を
と
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
の
三
例
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
李
逵
は
新
し
い
仲
間
を
伴
っ
て
戻

っ
て
く
る
。
殺
虎
故
事
で
は
青
眼
虎
李
雲
、
笑
面
虎
朱
富
の
二
人
が

加
わ
り
、
宋
江
が
「
四
頭
の
猛
虎
が
お
前
に
殺
さ
れ
、
山
塞
に
生
き

た
虎
が
二
頭
加
わ
っ
た
」
（
第
四
十
四
回
）
と
言
う
。
こ
の
三
例
で

仲
間
に
加
わ
る
の
は
『
宣
和
遺
事
』
に
は
見
え
な
い
人
物
ば
か
り
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
李
逵
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
百
八
と
い
う
頭
數
を
そ

ろ
え
る
べ
く
、
そ
れ
ま
で
は
っ
き
り
し
た
來
歷
や
個
別
の
物
語
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
人
物
を
集
め
て
く
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
水
滸
傳
以
前
は
三
十
六
人
し
か
い
な
か
っ
た
宋
江
の
集

團
を
一
氣
に
百
八
人
ま
で
增
員
し
、
そ
の
全
員
を
、
扱
い
の
違
い
は

あ
る
と
は
い
え
、
と
に
も
か
く
も
ひ
と
と
お
り
顔
見
せ
さ
せ
、
か
つ

そ
れ
を
全
百
回
、
梁
山
泊
集
團
の
萌
芽
、
成
長
、
完
成
、
崩
壞
の
流

れ
の
な
か
に
収
め
る
こ
と
が
最
終
編
纂
者
の
大
き
な
仕
事
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
。
編
纂
者
は
、
魯
智
深
、
武
松
、
楊
志
な
ど
、
既
存
の
英

雄
物
語
を
と
り
こ
む
こ
と
で
多
く
の
讀
者
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
試

                                        

             

 

三

十

四 

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
九
「
武
松
の
十
回
」
、
百
四
十
四

頁 

み
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
が
、
有
名
な
故
事
を

な
ら
べ
た
だ
け
で
水
滸
傳
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
既
存

の
英
雄
物
語
は
、
員
數
合
わ
せ
に
は
ほ
と
ん
ど
貢
獻
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
特
に
、
武
十
回
と
も
稱
さ
れ
る
第
二
十
三
回
か
ら
第
三

十
二
回
ま
で
の
武
松
を
主
役
と
す
る
部
分
は
高
島
俊
男
の
述
べ
る
ご

と
く
獨
立
性
が
異
樣
に
高
く
、
な
か
で
も
第
二
十
三
回
か
ら
第
二
十

六
回
は
「
武
松
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
人
物
が
登
場
す
る
の
に
、
そ

れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
部
分
の
み
の
人
物
で
あ
っ
て
、
他
の
部
分
か
ら

完
全
に
孤
立
し
て
」
三

十

四

い
て
、
四
回
も
費
や
し
な
が
ら
百
八
人
の

名
簿
を
埋
め
る
と
い
う
目
的
に
は
一
切
力
に
な
っ
て
い
な
い
。
「
武

松
は
、
水
滸
伝
の
重
要
人
物
で
は
あ
る
が
、
梁
山
泊
の
重
要
人
物
で

は
な
い
」
三

十

五

と
言
わ
れ
る
の
も
も
っ
と
も
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

對
し
李
逵
の
三
つ
の
故
事
は
、
百
八
人
を
ひ
と
と
お
り
登
場
さ
せ
る

と
い
う
編
纂
方
針
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
獻
を
し
て
い
る
。
李
逵
は
最
終

編
纂
者
が
「
英
雄
故
事
の
集
合
體
」
を
「
水
滸
傳
」
た
ら
し
め
る
た

め
に
不
可
缺
な
役
割
を
與
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。 

 

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
故
事
の
獨
立
性
が
強
い
と
は
い
え
、
水
滸
傳
は

ひ
と
つ
ら
な
り
の
長
篇
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
の
間
に
は

三

十

五

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
九
「
武
松
の
十
回
」
、
百
四
十
二
頁 
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な
ん
ら
か
の
つ
な
ぎ
が
必
要
で
あ
る
。
李
逵
探
母
故
事
の
場
合
は
、

直
前
に
見
え
る
宋
江
の
父
と
公
孫
勝
の
母
の
話
題
を
利
用
し
て
い

る
。
宋
江
と
公
孫
勝
の
言
動
が
李
逵
の
孝
心
を
呼
び
さ
ま
し
、
探
母

故
事
が
は
じ
ま
る
と
い
う
展
開
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
李
逵
故
事
か
ら
は
最
終
編
纂
者
の
新
故
事
の
創
作
方
法
を

も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

水
滸
傳
が
吸
収
し
た
英
雄
故
事
は
、
そ
の
多
く
が
宋
元
以
來
、
口

頭
藝
能
や
舞
台
藝
能
で
練
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
、
素
朴
で
力
強
い
古

風
な
お
も
む
き
を
持
つ
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も

明
代
の
最
終
編
纂
時
期
ま
で
生
き
殘
っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

受
容
者
、
編
纂
者
に
高
い
評
価
を
受
け
た
、
人
氣
の
故
事
ば
か
り
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
最
終
編
纂
段
階
の
新
故
事
は
こ
れ
ら
年
季
の
入

っ
た
有
名
故
事
に
い
か
に
し
て
對
抗
し
よ
う
と
し
た
の
か
。 

 

古
く
か
ら
水
滸
傳
は
部
分
ご
と
に
使
用
さ
れ
る
語
彙
や
語
り
口
が

異
な
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
近
年
、
高
野
、
小
松
の
共
同
研

究
、
達
富
睦
の
研
究
な
ど
、
使
用
語
彙
の
分
布
の
緻
密
な
計
量
に
よ

り
、
語
彙
や
決
ま
り
文
句
、
言
い
回
し
な
ど
、
古
い
も
の
が
集
中
し

                                        

             

 

三

十

六 

高
野
陽
子
・
小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
―
語
彙
と
テ
ク
ニ
カ

ル
・
タ
ー
ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
達
富
睦
「
用
字
の
違
い
か
ら

見
る
『
水
滸
傳
』
の
成
立
」
（
『
和
漢
語
文
研
究
』
、
二
〇
〇
三
年
） 

三

十

七

高
野
陽
子
・
小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
―
語
彙
と
テ
ク
ニ
カ

て
現
れ
る
部
分
と
、
新
し
い
も
の
が
多
く
使
わ
れ
る
部
分
が
か
な
り

は
っ
き
り
別
れ
て
い
る
こ
と
が
證
明
さ
れ
た
三

十

六

。
佐
藤
晴
彦
の
分

析
に
よ
れ
ば
、
「
三
言
」
に
お
い
て
は
、
明
代
に
作
ら
れ
た
と
思
し

き
作
品
の
な
か
に
、
宋
元
話
本
に
見
ら
れ
る
用
字
法
を
意
圖
的
に
用

い
て
古
く
か
ら
傳
わ
る
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
た
も
の

が
あ
る
と
い
う
三

十

七

。
こ
れ
に
對
し
水
滸
傳
で
は
、
一
部
「
意
圖
的

に
『
宣
和
遺
事
』
や
話
本
を
模
倣
し
た
こ
と
に
よ
る
可
能
性
が
想
定

で
き
」
三

十

八

る
部
分
が
あ
る
ほ
か
は
、
語
彙
や
定
型
表
現
な
ど
に
は

っ
き
り
と
違
い
が
見
ら
れ
る
。
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
多
く
の
部
分
で
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
最
終
編
纂

者
に
は
、
古
風
な
物
語
に
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
も
、
ま
し
て
そ

れ
に
見
せ
か
け
て
新
作
故
事
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
し
よ
う
と
い
う
考

え
も
希
薄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

李
逵
探
母
故
事
は
廣
く
材
料
を
集
め
て
作
ら
れ
て
い
る
。
『
夷
堅

志
』
、
『
太
平
廣
記
』
、
『
太
平
御
覧
』
な
ど
に
類
話
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
古
く
か
ら
傳
わ
る
故
事
も
材
料
と
し
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
明
代
に
知
識
人
の
注
目
を
集
め
て
い

ル
・
タ
ー
ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
百
三
十
六
頁 

三

十

八 
小
松
謙
『
四
大
奇
書
の
研
究
』
第
三
部
「
水
滸
伝
」
第
二
章

「
『
水
滸
伝
』
成
立
考
」
、
二
百
二
十
三
頁 
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た
と
思
し
き
義
虎
の
話
、
お
な
じ
く
明
代
に
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る

玄
壇
神
の
形
象
や
そ
の
信
仰
を
も
と
り
こ
ん
で
い
る
。
北
宋
末
が
舞

台
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
古
い
故
事
ば
か
り
に
材
料
を
も
と
め
ず
、

同
時
代
的
な
知
識
や
思
想
も
ふ
ん
だ
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
思
想
」
に
は
い
わ
ゆ
る
道
教
も
含
ま
れ
る
が
、
正
規
の

教
義
・
儀
式
と
い
う
よ
り
民
間
習
俗
と
し
て
溶
け
こ
ん
で
い
た
も
の

の
反
映
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
同
時
代
的
要
素

は
、
編
纂
者
が
題
材
探
し
を
す
る
際
に
身
近
な
も
の
に
安
易
に
手
を

伸
ば
し
た
、
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
る
習
俗
で
あ
っ
た
た
め
無
意
識

に
と
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
な
ど
、
「
ミ
ス
」
で
あ
る
可
能
性
も
完
全

に
は
否
定
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
語
彙
、
決
ま
り
文
句
、
言
い
回

し
の
面
で
も
堂
々
と
新
し
い
も
の
を
使
用
し
て
い
る
事
實
と
合
わ
せ

考
え
る
と
、
む
し
ろ
同
時
代
の
讀
者
を
意
識
し
、
讀
者
が
親
し
み
、

興
味
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
要
素
を
積
極
的
に
組
み
込
ん
で
新
た
な
故

事
を
創
作
し
よ
う
と
の
考
え
で
あ
っ
た
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
。 

 

そ
し
て
ま
た
、
編
纂
者
は
同
時
代
的
な
材
料
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
利
用
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
既
存
の
虎
の
故
事
を
と
り
い
れ
な
が

ら
、
虎
が
孝
子
の
母
を
食
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
多
く
の
虎
故
事
に

著
し
く
反
す
る
展
開
を
用
意
し
て
も
い
る
。
こ
れ
は
讀
者
に
意
外
の

感
を
與
え
、
故
事
に
新
鮮
味
を
も
た
せ
る
工
夫
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
そ
の
直
前
に
虎
が
孝
子
を
ゆ
る
す
義
虎
故
事
を
利
用
し

た
ニ
セ
李
逵
故
事
を
配
す
る
こ
と
で
、
決
し
て
從
來
の
虎
の
イ
メ
ー

ジ
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
配
慮
も
示
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
狀
況
を
逆
の
方
向
か
ら
見
る
と
、
最
終
編
纂
時
期
の

讀
者
の
趣
味
や
共
通
理
解
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば

『
虎
苑
』
、
『
虎
薈
』
の
ご
と
き
、
正
統
な
文
學
觀
で
は
価
値
を
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
通
俗
書
物
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
な
噂
話
が
、
實
際
に

は
上
層
の
知
識
人
に
ま
で
好
ま
れ
、
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
感

じ
と
れ
る
し
、
玄
壇
神
の
手
下
と
い
え
ば
黑
虎
で
あ
る
と
い
う
前
提

が
當
然
の
こ
と
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。 

 

そ
し
て
本
稿
で
も
っ
と
も
注
目
し
た
い
の
が
、
水
滸
傳
編
纂
に
お

け
る
李
逵
の
重
要
性
で
あ
る
。 

 

前
述
の
と
お
り
、
李
逵
は
水
滸
傳
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
構
成

上
缺
か
せ
な
い
役
割
を
擔
っ
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
章
を
改

め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
ま
ず
李
逵
が
宋
江
の
分

身
な
い
し
密
接
不
可
分
の
手
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。 

 

李
逵
が
宋
江
の
影
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
少
な
く
な
い
し
、
本
稿

第
二
章
で
も
宋
江
が
そ
の
形
象
を
變
化
さ
せ
て
い
く
な
か
で
捨
て
去

っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
徵
を
李
逵
が
吸
収
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め

た
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
要
素
が
も
う
ひ
と
つ

あ
る
。
ま
ず
、
李
逵
が
宋
江
の
影
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
研
究
を
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ひ
と
つ
掲
げ
る
。 

 

李
逵
出
于
对
宋
江
的
崇
拜
，
而
本
人
就
是
一
个
讲
义
气
的
汉
子
，

所
以
更
乐
于
仿
效
宋
江
的
这
种
”
济
人
贫
苦
，
稠マ

マ

人
之
急
，
扶
人

之
困
”
的
精
神
，
饶
恕
了
那
个
自
称
要
养
赡
九
十
岁
老
母
的
剪
径

歹
徒
李
鬼
，
给
他
十
两
银
子
改
业
谋
生
，
然
而
结
果
却
是
相
反
。

实
施
义
气
的
对
象
错
了
，
其
效
果
适
得
其
反
…
…

三

十

九 

 
 

李
逵
は
宋
江
へ
の
尊
崇
の
念
に
加
え
、
そ
も
そ
も
義
氣
を
重
ん

ず
る
男
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
宋
江
の
「
他
人
が
金
が
な
け
れ

ば
援
助
し
、
危
機
に
あ
れ
ば
救
い
、
難
儀
し
て
い
れ
ば
さ
さ
え

る
」
精
神
を
す
す
ん
で
模
倣
し
、
自
稱
九
十

歲
の
老
母
を
養
う

追
剝
の
李
鬼
を
許
し
、
商
賣
替
え
し
て
生
活
す
る
よ
う
銀
子
十

兩
を
や
っ
た
。
と
こ
ろ
が
結
果
は
ま
る
で
違
う
も
の
だ
っ
た
。

義
氣
の
對
象
を
誤
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
正
反
對
に
な
る
の
で
あ

る
。 

                                        

             

 

三

十

九 

张
芳
「
李
逵
悲

剧
形
象

简
论
」
『
襄
樊

职
业
技

术
学
院
学

报
』
第

三
卷
第
三
期
、
二
〇
〇
四
年 

四

十 

小
松
謙
は
元
人
雜
劇
の
李
逵
は
、
「
黑
旋
風
敷
演
劉
耍
和
」
、
「
黑
旋

風
喬
教
學
」
、
「
黒
旋
風
喬
斷
案
」
な
ど
、
そ
の
朴
訥
な
亂
暴
者
と
い
う

印
象
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
人
物
に
扮
装
し
た
り
、
お
よ
そ
似
つ
か
わ

し
く
な
い
狀
況
で
と
ん
ち
ん
か
ん
な
行
動
を
と
っ
た
り
し
て
そ
の
ギ
ャ

 

李
逵
は
崇
拝
す
る
宋
江
の
行
為
を
ま
ね
て
み
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う

な
時
に
限
っ
て
相
手
は
噓
つ
き
で
、
詐
欺
に
遭
っ
て
し
ま
う
。
コ
ピ

ー
は
所
詮
コ
ピ
ー
で
し
か
な
く
、
本
物
と
お
な
じ
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
結
局
は
暴
力
に
訴
え
、
相
手
を
慘
殺
し
て
金
を
と
り
か
え
す

い
つ
も
の
李
逵
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
。
水
滸
傳
に
お
け
る
李
逵
の
道

化
的
役
回
り
、
短
氣
で
亂
暴
と
い
う
性
格
が
よ
く
表
れ
て
い
る
場
面

で
あ
る
四

十

。
し
か
し
張
芳
が
「
義
」
の
み
を
ふ
た
り
の
共
通
點
と
し

て
擧
げ
る
の
に
は
不
足
の
感
が
否
め
な
い
。
義
を
重
ん
じ
る
人
物
は

ほ
か
に
い
く
ら
で
も
い
る
の
で
あ
る
。
義
の
み
で
は
ふ
た
り
が
特
に

強
い
結
び
つ
き
を
有
し
た
關
係
で
あ
る
こ
と
を
說
明
し
た
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。 

 

薩
孟
武
『
水
滸
傳
與
中
國
社
會
』
は
、
中
國
の
歷
史
を
動
か
し
て

き
た
の
は
紳
士
と
流
氓
で
あ
る
と
說
く
。
紳
士
と
は
支
配
階
層
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
地
主
で
あ
る
。
彼
ら
は
父
祖
の
財
產
を
受
け
繼
い
で

ッ
プ
の
お
か
し
さ
を
樂
し
ま
せ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
（
小
松
謙
「
水
滸
雜
劇
の
世
界
―
『
水
滸
伝
』
成

立
以
前
の
梁
山
泊
物
語
」
）
。
李
逵
が
宋
江
の
不
完
全
な
コ
ピ
ー
と
し
て

行
動
す
る
こ
と
、
虎
の
代
わ
り
を
演
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
元
人
雜
劇
の

李
逵
の
役
回
り
の
延
長
上
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
李
逵

を
真
似
る
ニ
セ
李
逵
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
も
、
過
去
の
李
逵
像
を
轉
用

し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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い
る
が
ゆ
え
に
安
樂
な
生
活
が
で
き
る
の
だ
か
ら
祖
先
へ
の
感
謝
、

孝
の
情
が
芽
生
え
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
流
氓
は
家
庭

の
幸
福
を
享
受
し
た
こ
と
が
な
い
。
彼
ら
は
勞
働
の
際
に
暴
徒
や
野

獸
に
備
え
て
仲
間
を
つ
く
る
こ
と
が
多
い
た
め
友
人
を
重
ん
じ
、
義

氣
を
最
高
の
道
德
と
す
る
。
梁
山
泊
は
流
氓
の
集
團
ゆ
え
義
を
重
ん

じ
、
孝
は
重
ん
じ
な
い
。
水
滸
傳
で
高
俅
に
迫
害
さ
れ
る
好
漢
と
し

て
最
初
に
登
場
す
る
王
進
が
梁
山
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
の
は
彼
が
孝

子
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。 

 

た
し
か
に
そ
の
通
り
で
、
梁
山
泊
の
豪
傑
は
は
じ
め
か
ら
孝
の
對

象
を
有
し
な
い
、
孝
心
を
發
揮
し
得
な
い
人
物
ば
か
り
で
あ
る
。
父

母
を
守
ろ
う
、
養
お
う
と
い
う
言
動
を
見
せ
る
の
は
ほ
ぼ
宋
江
、
公

孫
勝
、
李
逵
の
三
者
に
限
ら
れ
る
四

十

一

。
こ
の
う
ち
公
孫
勝
は
老
母

を
養
う
こ
と
を
口
實
に
梁
山
を
は
な
れ
た
き
り
戻
っ
て
來
な
い
。
つ

ま
り
「
孝
」
を
「
義
」
よ
り
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
「
義
」

を
最
高
道
德
と
す
る
流
氓
集
團
に
は
な
じ
ま
な
い
。
「
義
」
と

「
孝
」
と
を
と
も
に
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
価
値
觀
を
宋
江
と
共
有
し

                                        

             

 

四

十

一 

史
進
は
父
を
亡
く
し
た
後
で
喪
に
服
す
場
面
が
あ
る
が
、
そ
の

後
は

鄉
里
を
離
れ
天
涯
孤
獨
の
無
賴
漢
と
な
る
。
阮
兄
弟
に
は
母
親
が

健
在
で
あ
る
が
、
宋
江
の
死
後
の
後
日
談
と
し
て
末
弟
の
阮
小
七
が
母

を
養
っ
た
と
語
ら
れ
る
の
み
で
、
具
體
的
に
母
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描

か
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

得
る
の
は
、
李
逵
の
み
な
の
で
あ
る
。 

 

「
義
兄
弟
と
生
死
を
と
も
に
す
る
誓
い
」
と
「
家
族
へ
の
情
愛
」

の
兩
立
が
む
ず
か
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
他
作
品
か
ら
も

感
じ
と
れ
る
。
も
っ
と
も
極
端
な
例
は
「
花
關
索
傳
」
の
冒
頭
部
分

で
あ
ろ
う
。
姜
子
牙
廟
で
義
兄
弟
の
誓
い
を
た
て
た
劉
備
、
關
羽
、

張
飛
の
三
人
の
う
ち
、
す
で
に
妻
子
を
持
っ
て
い
た
關
羽
と
張
飛

が
、
係
累
へ
の
情
に
よ
っ
て
三
人
の
目
標
へ
の
決
意
が
鈍
る
こ
と
を

お
そ
れ
、
互
い
の
家
族
を
殺
し
合
う
こ
と
に
し
た
と
い
う
場
面
で
あ

る
四

十

二

。
李
福
清
は
、
『
三
國
志
演
義
』
、
『
花
關
索
傳
』
、
『
三
國
志

平
話
』
に
劉
備
、
關
羽
、
張
飛
の
兩
親
が
一
切
現
れ
な
い
の
は
、

「
孝
」
を
重
ん
じ
る
傳
統
思
想
の
た
め
だ
ろ
う
と
言
う
。
「
兩
親
が

い
て
は
義
兄
弟
を
作
れ
な
い
（
有
雙
親
不
可
結
拜
兄
弟
）
」
四

十

三

。

ゆ
え
に
英
雄
た
ち
の
兩
親
は
け
ん
か
、
家
出
、
兩
親
の
死
な
ど
何
ら

か
の
形
で
物
語
を
離
れ
る
四

十

四

。
水
滸
傳
は
「
孝
」
を
準
則
と
す
る

知
識
人
向
け
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
「
花
關
索
傳
」
の
よ
う
に
義
の

た
め
に
家
族
を
殺
す
な
ど
と
い
う
暴
擧
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い

四

十

二

「
新
編
全
相
説
唱
足
本
花
関
索
出
身
傳
」 

四

十

三 
李
福
清
「
三
國
故
事
與
民
間
敘
事
詩
」
二
「
英
雄
奇
生
」
（
『
李
福

清
論
中
國
古
典
小

說
』
洪
葉
文
化
事
業
、
一
九
九
七
年
）
、
十
二
〜
十

三
頁 

四

十

四

李
福
清
「
三
國
故
事
與
民
間
敘
事
詩
」
一
「
導
言
」
、
七
‐
八
頁 



118 
 

四

十

五

。
梁
山
泊
入
り
す
る
ほ
と
ん
ど
の
人
物
が
、
家
族
と
死
別
し
て

い
る
か
四

十

六

、
家
族
を
梁
山
泊
に
迎
え
入
れ
て
い
る
こ
と
四

十

七

な
ど

は
、
こ
の
「
孝
が
あ
っ
て
は
義
が
結
べ
な
い
」
問
題
に
對
し
て
用
意

さ
れ
た
解
決
策
な
の
だ
ろ
う
。
「
孝
」
が
「
義
」
と
兩
立
し
が
た
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
公
孫
勝
の
行
動
が
よ
く
證
明
し
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
宋
江
が
父
へ
の
孝
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
は
特
筆

す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
宋
史
』
、
「
三
十
六
賛
」
、
『
宣
和
遺
事
』

に
姿
の
見
え
な
か
っ
た
宋
江
の
父
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
宋
江
が

「
傳
統
思
想
」
を
守
る
知
識
人
に
變
わ
っ
た
こ
と
を
讀
者
に
傳
え
て

い
る
。 

李
逵
は
水
滸
傳
に
お
い
て
「
義
と
孝
の
兩
立
」
と
い
う
価
値
觀
を

宋
江
と
共
有
で
き
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
人
物
で
あ
り
、
前
掲
の
と
お

り
明
後
期
の
版
本
に
附
さ
れ
た
批
評
二
種
も
李
逵
の
行
動
に
「
孝
」

を
讀
み
と
っ
て
い
る
。
李
逵
が
孝
の
人
で
あ
る
こ
と
は
讀
者
に
も
明

ら
か
な
こ
と
で
あ
り
、
編
纂
者
も
李
逵
を
孝
の
人
と
し
て
第
四
十
三

                                        

             

 

四

十

五 

秦
明
は
官
軍
の
將
と
し
て
梁
山
泊
軍
と
戰
っ
た
際
、
寝
返
り
を

疑
っ
た
上
官
に
妻
を
慘
殺
さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
四
回
）
。
こ
れ
は
落

草
の
た
め
に
家
族
を
殺
す
場
面
の
變
種
か
も
し
れ
な
い
。
秦
明
自
身
は

身
内
殺
し
に
手
を
染
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
係
累
が
な
く
な
っ
た

た
め
に
梁
山
泊
に
加
入
し
や
す
く
な
っ
た
の
は
事
實
で
あ
る
。 

四

十

六 

林
冲
、
秦
明
な
ど
。 

四

十

七 

徐
寧
、
李
應
な
ど
。 

回
を
編
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
李
逵
に
宋
江
の

コ
ピ
ー
役
を
與
え
得
た
の
で
あ
る
四

十

八

。
宋
江
は
父
を
梁
山
泊
に
迎

え
入
れ
る
こ
と
で
孝
と
義
の
兩
立
を
試
み
た
。
一
方
李
逵
は
母
を
虎

に
食
わ
れ
る
こ
と
で
孝
を
實
踐
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
現
實

の
孝
行
の
對
象
を
失
っ
た
こ
と
で
、
公
孫
勝
と
は
對
照
的
に
、
以
後

は
孝
心
を
い
だ
き
つ
つ
も
ひ
た
す
ら
に
宋
江
に
寄
り
添
い
續
け
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。
李
逵
か
ら
母
を
奪
う
こ
と
は
水
滸
傳
全
體
の
構

成
か
ら
も
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
十
三
回
は
、
宋
江

と
李
逵
が
密
接
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
こ
と
、
今
後
梁
山
泊
集
團
の

物
語
が
宋
江
と
李
逵
と
を
中
心
に
ま
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
宣
言
な
の

で
あ
る
。 

＊
本
章
は
拙
稿
「
李
逵
殺
虎
故
事
成
立
の
背
景
」
（
『
中
国
―
社
会
と

文
化
』
第

25
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ

る
。

四

十

八

張
芳
は
宋
江
を
皇
帝
擁
護
・
忠
孝
思
想
の
代
表
、
李
逵
を
反
皇

權
・
守
舊
思
想
否
定
の
代
表
と
定
義
し
て
論
を
組
み
立
て
て
い
る
。
こ

の
對
立
構
圖
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
、
李
逵
が
孝
を
重
ん
じ
る
と
言
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
張
芳
が
李
逵
に
孝
を
認
め
な
か
っ
た
理
由
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 
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第
四
章 

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
改
編
・
創
作
と
高
級

文
藝
化 

 

一
．
最
終
編
纂
者
の
手
元 

 

前
章
で
李
逵
の
故
事
を
通
じ
て
檢
討
し
た
よ
う
に
、
水
滸
傳
の
な

か
で
最
終
編
纂
者
が
創
作
な
い
し
從
來
の
材
料
に
大
幅
に
手
を
加
え

た
部
分
は
、
そ
の
編
纂
方
針
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
り
と

な
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
編
纂
者
に
よ
る
新
た
な
挿
入
故
事
の
要
素

を
備
え
て
い
る
部
分
に
注
目
し
、
そ
の
編
纂
方
法
を
分
析
す
る
。
そ

の
う
え
で
、
編
纂
者
が
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入
す
る
際
に
利
用

し
た
材
料
の
性
質
と
そ
れ
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 

二
．
挿
入
故
事
の
分
析
―
―
第
六
十
五
回 

 

水
滸
傳
に
は
、
前
章
で
扱
っ
た
第
四
十
三
回
と
同
樣
の
新
作
故
事

の
特
徵
を
顯
著
に
備
え
て
い
る
回
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ

が
第
六
十
五
回
で
あ
る
。 

 

宋
江
率
い
る
梁
山
泊
軍
は
、
敵
方
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
石
秀
と

盧
俊
義
を
救
い
出
す
べ
く
北
京
大
名
府
を
攻
め
落
と
そ
う
と
す
る

も
苦
戰
し
て
い
た
。
あ
せ
る
宋
江
の
夢
枕
に
梁
山
泊
先
代
の
頭

領
・
晁
蓋
が
現
れ
る
。
晁
蓋
は
宋
江
に
、
江
南
の
地
靈
星
に
し
か

治
せ
な
い
「
血
光
之
災
」
に
見
舞
わ
れ
る
ゆ
え
軍
を
引
け
と
命
じ

る
。
翌
朝
気
づ
く
と
宋
江
の
背
中
に
は
腫
れ
物
が
で
き
て
い
て
、

軍
師
の
呉
用
が
藥
を
處
方
し
て
も
治
ら
な
い
。
そ
こ
で
張
順
が
建

康
府
の
名
醫
・
安
道
全
を
迎
え
に
行
く
と
申
し
出
、
宋
江
ら
は
梁

山
泊
へ
軍
を
引
き
上
げ
、
張
順
の
歸
り
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。 

 
 

張
順
は
道
中
、
長
江
の
渡
し
船
に
乗
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
船
頭

は
強
盗
で
、
金
銀
を
奪
う
と
張
順
を
縛
り
あ
げ
て
長
江
へ
投
げ
込

ん
だ
。
張
順
は
水
底
で
縄
を
噛
み
切
っ
て
對
岸
へ
泳
ぎ
着
き
、
土

地
の
老
人
に
助
け
ら
れ
る
。 

 
 

安
道
全
の
元
に
着
い
た
張
順
は
、
宋
江
の
治
療
に
來
る
よ
う
懇

請
し
た
が
、
安
道
全
の
な
じ
み
の
妓
女
・
李
巧
奴
が
行
か
せ
よ
う

と
し
な
い
。
張
順
は
安
道
全
が
承
諾
す
る
ま
で
妓
樓
で
待
つ
こ
と

に
し
た
。
そ
の
夜
な
ん
と
妓
樓
に
、
張
順
を
長
江
に
投
げ
込
ん
だ

強
盗
・
張
旺
が
や
っ
て
き
た
。
張
順
は
夜
中
、
虔
婆
と
李
巧
奴
を

殺
す
が
強
盗
は
と
り
逃
が
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
安
道
全
に
殺
人

の
罪
名
を
着
せ
る
と
、
と
も
に
梁
山
泊
へ
向
け
て
旅
立
っ
た
。 

 
 

張
順
は
歸
路
ふ
た
た
び
老
人
の
家
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
息
子
・

王
定
六
の
協
力
を
得
て
強
盗
を
殺
し
た
。
王
定
六
が
仲
間
に
な
り

た
い
と
言
う
の
で
親
子
と
も
ど
も
梁
山
泊
へ
迎
え
入
れ
る
こ
と
に

し
た
。 

 
 

安
道
全
に
よ
っ
て
宋
江
の
病
氣
は
治
っ
た
。
宋
江
は
ふ
た
た
び
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參
謀
の
呉
用
と
大
名
府
を
攻
め
落
と
す
相
談
を
始
め
た
。 

 

先
行
研
究
は
こ
の
回
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
宮
崎
市
定
は
第
六

十
回
か
ら
六
十
八
回
が
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
部
分
と
判
定
す
る
の
み

で
、
そ
れ
よ
り
細
か
く
分
割
し
て
は
い
な
い
一

。
小
松
謙
は
ま
ず
構

成
面
か
ら
、
「
第
六
十
一
回
か
ら
第
六
十
六
回
ま
で
の
盧
俊
義
の
物

語
（
そ
の
う
ち
…
第
六
十
五
回
は
安
道
全
の
物
語
）
」
で
、
前
代
の

故
事
に
も
と
づ
く
こ
と
な
く
「
梁
山
泊
集
團
完
成
の
部
分
と
し
て
創

作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
」
二

と
推
定
し
、
さ
ら
に
語
彙
分
析
の
觀

點
か
ら
も
第
六
十
五
回
は
歷
史
小
說
の
語
彙
を
有
し
、
遲
れ
て
成
立

し
た
部
分
に
屬
す
る
と
し
て
い
る
三

。
達
富
睦
は
よ
り
細
か
く
、
宋

江
が
體
調
を
崩
す
ま
で
は
比
較
的
古
い
語
彙
が
、
安
道
全
に
ま
つ
わ

る
部
分
で
は
明
初
の
語
彙
が
使
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
四

。
第
六
十

五
回
は
最
終
編
纂
時
期
に
作
ら
れ
た
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う

で
あ
る
。 

 

こ
の
回
に
は
奇
妙
な
點
が
少
な
く
な
い
。
頭
領
の
病
氣
の
た
め
に

戰
爭
を
中
斷
し
て
引
き
返
す
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
宋
江
が
恢
復
し

                                        

             

 

一

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』Ⅲ

「
水
滸
伝
的
傷
痕
」 

二

小
松
謙
「
『
水
滸
伝
』
成
立
考
―
内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」 

三

高
野
陽
子
・
小
松
謙
「
『
水
滸
伝
』
成
立
考
―
語
彙
と
テ
ク
ニ
カ
ル
・

て
再
び
軍
を
發
す
る
ま
で
敵
方
が
石
秀
と
盧
俊
義
を
ず
っ
と
殺
さ
ず

に
待
っ
て
い
る
し
、
宋
江
が
二
人
を
心
配
す
る
こ
と
ば
を
一
度
言
う

以
外
は
誰
も
氣
に
も
留
め
な
い
。
そ
も
そ
も
、
一
刻
も
早
く
城
市
を

攻
め
落
と
し
味
方
を
救
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
迫
し
た
狀

況
で
醫
者
を
呼
び
に
行
く
く
だ
り
に
丸
一
回
分
も
使
う
と
い
う
の
が

間
延
び
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
旅
の
目
的
と
は
關
わ
り
な
く
現
れ
、

急
に
仲
間
入
り
す
る
王
定
六
の
扱
い
も
お
ざ
な
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て
こ
の
部
分
が
插
入
故
事
、
つ
ま
り
最
終
編
纂
段
階
に
回
數

あ
わ
せ
、
人
數
あ
わ
せ
の
目
的
を
兼
ね
て
こ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。
た
と
え
ば
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
開
始
時

點
と
終
了
時
點
と
で
宋
江
を
中
心
と
す
る
梁
山
泊
集
團
自
体
に
は
な

ん
ら
變
化
が
な
く
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
去
っ
て
も
全
體
の
進

行
に
影
響
は
な
い
。
新
た
に
仲
間
に
加
わ
る
安
道
全
（
第
五
十
六

位
）
、
王
定
六
（
第
百
四
位
）
は
い
づ
れ
も
地
煞
星
で
、
宋
江
三
十

六
賛
、
『
宣
和
遺
事
』
、
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
に
そ
の
名
は
見

え
な
い
た
め
、
三
十
六
人
を
百
八
人
へ
と
增
や
す
べ
く
は
じ
め
て
書

き
込
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
李
逵
が
李
雲
、
朱
富
を

タ
ー
ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」 

四

達
富
睦
「
用
字
の
違
い
か
ら
見
る
『
水
滸
傳
』
の
成
立
」 
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連
れ
歸
っ
た
第
四
十
三
回
同
樣
、
第
六
十
五
回
も
彼
ら
に
仲
間
入
り

の
場
面
を
與
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
宋
江
が
醫
者
を
必
要
と
す
る

こ
と
が
張
順
に
旅
を
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
。
連
れ
歸
っ
た
醫
者

が
宋
江
の
治
療
を
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
場
面
を
張
順
が
旅
立
つ
前

の
狀
態
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
宋
江
ら
が
囚
わ
れ
の
身
の
仲
間
を
放

っ
て
お
く
と
い
う
の
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
插
入
以
前
に
は
な
か

っ
た
設
定
な
の
だ
ろ
う
。
ゆ
え
に
彼
ら
を
心
配
す
る
描
寫
も
元
來
な

か
っ
た
。
人
數
や
回
數
を
そ
ろ
え
る
べ
く
、
大
名
府
を
攻
め
落
と
し

仲
間
を
救
い
出
す
故
事
を
二
つ
に
割
り
、
新
し
い
故
事
を
押
し
込
ん

だ
の
で
あ
る
。 

 

三
．
既
存
の
故
事
類
型
の
活
用
（
一
）
―
血
光
之
災 

 

最
終
編
纂
者
は
こ
の
挿
入
故
事
を
い
か
に
し
て
作
り
上
げ
た
の
だ

ろ
う
か
。 

第
六
十
五
回
に
は
元
明
期
の
故
事
に
用
い
ら
れ
て
い
た
パ
タ
ー
ン

を
利
用
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
冒
頭
で
晁
蓋
が
警
告
す
る
「
血
光
之
災
」
で
あ
る
。
「
血
光

                                        

             

 

五 

明
・
唐
順
之
『
稗
編
』
（
中
國
歷
史
地
理
文
獻
輯
刊
第
八

编
、
類
書

類
地
理
文
獻
集
成 

七
、
上
海
交
通
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
卷

六
十
四
に
引
く
宋
・
柴
望
『
六
神
論
解
』
、
明
・
萬
民
英
『
星
學
大

之
災
」
は
本
來
は
占
い
用
語
で
、
體
に
傷
を
受
け
た
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
命
を
落
と
し
た
り
す
る
運
命
を
指
す
五

。
こ
の
語
は
直
前
の
第

六
十
一
回
で
用
い
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
盧
俊
義
を

梁
山
泊
に
お
び
き
よ
せ
仲
間
入
り
さ
せ
る
べ
く
、
道
士
に
扮
し
た
呉

用
が
盧
俊
義
の
家
を
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
百
日
以
内
に
「
血
光
之

災
」
が
あ
り
刀
劍
の
下
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
が
、
東
南
方
向
（
梁
山

泊
の
あ
る
方
角
）
へ
行
け
ば
逃
れ
ら
れ
る
と
告
げ
る
。
盧
俊
義
は
そ

の
占
い
を
真
に
受
け
て
旅
に
出
、
果
た
し
て
梁
山
泊
の
豪
傑
に
生
け

捕
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
第
六
十
一
回
か

ら
第
六
十
六
回
は
明
代
の
插
入
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
插
入
部
分

は
第
六
十
一
回
、
盧
俊
義
が
「
血
光
之
災
」
の
占
い
に
よ
り
旅
立
つ

こ
と
で
は
じ
ま
る
。
第
六
十
五
回
の
二
度
目
の
「
血
光
之
災
」
は
、

第
六
十
一
回
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

占
い
師
が
「
血
光
之
災
」
を
預
言
し
た
こ
と
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
動

き
出
す
と
い
う
の
は
水
滸
傳
の
創
作
で
は
な
い
。 

 

無
名
氏
「
叮
叮
璫
璫
盆
兒
鬼
」
雜
劇
六

で
は
第
一
折
で
正
末
・
楊

從
善
が
占
い
で
「
一
百
日
血
光
之
災
」
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。 

成
』
（
「
四
庫
全
書
術
數
類
集
成
」
第
二
十
三
巻
、
天
津
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
九
年
）
卷
二
十
二
な
ど
に
見
ら
れ
る
。 

六 

『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
第
四
集
「
脈
望
館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
」
（
商
務

印
書
館
、
一
九
五
八
年
） 
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正
末
云 

父
親
、
您
孩
兒
昨
日
在
長
街
市
上
算
了
一
卦
、
道
我
有

一
百
日
血
光
之
災
、
千
里
之
外
可
趓
。
您
孩
兒
與
趙
客
兄
弟
出

去
、
一
來
做
買
賣
、
二
來
就
趓
災
避
難
。 

正
末
云 

父
上
、
昨
日
街
で
占
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
た

し
に
は
百
日
の
血
光
之
災
が
あ
り
、
千
里
の
彼
方
へ
行
け
ば
逃

れ
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
わ
た
し
は
趙
兄
弟
と
、
ひ
と
つ
に
は
商

賣
の
た
め
、
ひ
と
つ
に
は
災
い
を
避
け
る
た
め
に
出
か
け
て
ま

い
り
ま
す
。 

 

し
か
し
旅
に
出
て
九
十
九
日
目
、
強
盗
に
殺
さ
れ
た
う
え
に
遺
體
は

燃
や
さ
れ
て
灰
と
な
り
、
證
據
隱
滅
の
た
め
に
泥
に
混
ぜ
て
燒
き
も

の
の
材
料
に
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 

武
漢
臣
「
包
待
制
智
賺
生
金
閣
」
雜
劇
七

で
も
、
第
一
折
で
正
末

郭
成
が
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

正
末
云 

父
親
、
您
孩
兒
長
街
市
上
算
了
一
卦
、
道
我
有
一
百
日

血
光
之
災
、
千
里
之
外
可
趓
。
…
…
您
孩
兒
一
來
上
朝
取
應
二
來

趓
災
避
難
去
。 

                                        

             

 

七 

明
・
息
機
子
編
『
雜
劇
選
』
（
國
家
圖
書
館
藏
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

正
末
云 

父
上
、
昨
日
街
で
占
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
た

し
に
は
百
日
の
血
光
之
災
が
あ
り
、
千
里
の
彼
方
へ
行
け
ば
逃

れ
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
…
…
わ
た
し
は
、
ひ
と
つ
に
は
朝
廷
へ

求
官
に
、
ひ
と
つ
に
は
災
い
を
避
け
に
出
か
け
ま
す
。 

 

こ
の
後
郭
成
は
權
勢
を
ほ
こ
る
龐
衙
内
に
遭
遇
し
、
任
官
の
口
利
き

を
し
て
も
ら
お
う
と
家
寶
の
生
金
閣
を
獻
上
す
る
。
と
こ
ろ
が
龐
衙

内
は
郭
成
の
妻
に
目
を
つ
け
、
妾
と
し
て
讓
る
よ
う
迫
る
。
こ
れ
を

拒
否
し
た
郭
成
は
家
寶
と
妻
を
奪
わ
れ
た
う
え
殺
さ
れ
る
。 

こ
の
二
種
の
劇
で
は
、
遠
く
へ
出
か
け
る
目
的
こ
そ
異
な
る
も
の

の
、
そ
れ
以
外
の
文
言
は
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
原
作
以
降
、
テ
キ
ス

ト
が
編
集
さ
れ
て
い
く
過
程
で
實
際
に
一
方
が
他
方
を
參
照
し
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
占
い
で
不
吉
な
卦
が
出
た
た
め
に
災
い

を
避
け
る
べ
く
旅
に
出
る
と
い
う
話
柄
は
も
と
よ
り
存
在
し
、
兩
者

が
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
の
型
を
利
用
し
て
作
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
旅

に
出
た
結
果
災
い
を
避
け
得
て
め
で
た
く
終
わ
る
の
で
は
物
語
に
な

ら
ぬ
の
で
、
こ
の
型
の
物
語
で
は
旅
先
で
必
ず
事
件
に
遭
遇
し
、
時

に
命
を
落
と
す
場
合
す
ら
あ
る
。 

 
清
平
山
堂
話
本
「
楊
溫
攔
路
虎
傳
」
で
も
、
「
血
光
之
災
」
と
い

ム
） 



123 
 

う
語
こ
そ
現
れ
な
い
も
の
の
、
主
人
公
楊
温
が
占
い
師
に
次
の
よ
う

に
告
げ
ら
れ
る
。 

 

卦
中
主
騰
蛇
入
命
白
虎
臨
身
、
若
出
百
里
之
外
方
可
免
災
。 

 

果
た
し
て
楊
温
も
旅
先
で
強
盗
に
襲
わ
れ
る
。 

 

「
血
光
之
災
」
は
直
接
占
い
に
關
係
し
な
い
場
面
で
も
、
「
血
を

流
す
よ
う
な
苦
難
に
遭
う
運
命
」
、
「
刀
劍
の
も
と
に
殺
さ
れ
る
運

命
」
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
雍
熙
樂
府
』
巻
十
四

に
引
く
「
祭
楊
妃
」
八

に
は
「
人
咸
道
太
真
妃
禁
宮
中
養
出
禍
胎
、

今
日
苦
痛
如
血
光
災
」
な
る
句
が
見
え
る
。
こ
れ
は
唐
玄
宗
の
、
實

際
に
打
た
れ
た
り
切
ら
れ
た
り
し
た
の
で
は
な
い
な
が
ら
も
、
貴
妃

を
失
っ
た
、
身
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
李
直
夫
「
便
宜
行
事
虎
頭
牌
」
雜
劇
に
は
、
軍
法
に
よ
っ
て
百

杖
の
刑
を
受
け
た
銀
住
馬
に
對
す
る
「
也
是
你
老
官
人
合
受
血
光
災

（
あ
な
た
が
受
け
る
べ
き
血
光
災
だ
っ
た
の
で
す
よ
）
」
と
い
う
歌

が
あ
り
九

、
無
名
氏
「
小
尉
遲
將
闘
認
父
歸
朝
」
雜
劇
十

で
は
、
唐

                                        

             

 

八 

『
雍
熙
樂
府
』
（
四
部
叢
刊
廣
編
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
一

年
）
巻
十
四
第
四
折
【
正
宮
・
収
江
南
】 

九

『
全
元
戲
曲
』
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
第
四
巻
「
便
宜

將
・
尉
遲
敬
德
が
、
敵
將
・
劉
無
敵
（
實
は
敬
徳
の
生
き
別
れ
の

子
）
が
戰
い
を
挑
ん
で
き
た
と
聞
き
、
「
這
小
廝
今
年
有
些
血
光
災

（
あ
の
小
僧
は
今
年
血
光
災
が
あ
る
）
」
と
言
う
。
こ
れ
は
「
自
分

の
刀
劍
の
も
と
に
倒
れ
る
」
こ
と
を
遠
回
し
に
表
現
し
た
も
の
だ
ろ

う
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
第
六
十
一
回
の
盧
俊
義
の
く
だ
り
が
既
存
の

型
を
利
用
し
た
後
發
の
故
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
あ
げ

た
、
占
い
を
き
っ
か
け
に
旅
に
出
る
三
つ
の
例
に
お
い
て
、
占
い
師

は
偽
物
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
物
語
中
に
占
い
師
が
イ
ン
チ
キ
で

あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は
な
く
、
主
人
公
も
素
直
に
占
い

を
信
じ
る
こ
と
か
ら
物
語
が
展
開
し
て
い
く
。
「
盆
兒
鬼
」
雜
劇
で

は
、
九
十
九
日
目
ま
で
な
に
も
起
き
な
か
っ
た
た
め
に
油
斷
し
た
楊

從
善
が
鄉
里
に
近
づ
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
災
難
に
遭
う
の
だ
か
ら

占
い
師
に
落
ち
度
は
な
い
。
「
生
金
閣
」
雜
劇
と
「
楊
温
攔
路
虎
」

で
は
主
人
公
が
油
斷
し
た
り
預
言
に
從
わ
な
か
っ
た
り
す
る
場
面
は

な
い
が
、
百
日
以
内
に
災
い
に
遭
う
と
い
う
占
い
は
當
た
っ
て
い

る
。 

行
事
虎
頭
牌
」
第
四
折
【
正
宮
・
収
江
南
】 

十

「
小
尉
遲
將
闘
認
父
歸
朝
」
（
『
續
修
四
庫
全
書
』
集
部
戲
劇
類
、
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
第
二
折
【
中
呂
・
紅
繡
鞋
】 



124 
 

 
第
六
十
一
回
は
こ
れ
ら
と
異
な
る
。
讀
者
に
は
早
く
か
ら
、
呉
用

が
占
い
師
に
、
李
逵
が
そ
の
從
者
の
童
子
に
變
装
し
て
い
る
、
つ
ま

り
本
當
の
占
い
で
は
な
い
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
讀

者
は
盧
俊
義
が
偽
計
に
陷
れ
ら
れ
て
い
く
さ
ま
を
觀
察
し
て
い
く
し

か
け
に
な
っ
て
い
る
。
「
盆
兒
鬼
」
雜
劇
、
「
生
金
閣
」
雜
劇
に
は
主

人
公
に
對
し
父
親
が
「
陰
陽
不
可
信
、
信
了
一
肚
悶
」
と
占
い
を
盲

信
せ
ぬ
よ
う
忠
告
す
る
セ
リ
フ
が
あ
る
（
こ
の
セ
リ
フ
も
ま
た
二
作

に
お
い
て
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
）
。
水
滸
傳
で
も
同
樣
に
盧
俊
義

の
店
の
番
頭
・
李
固
が
「
常
言
道
賈
卜
賣
掛
轉
回
說
話
。
休
聽
那
算

命
的
胡
言
亂
說
（
占
い
を
生
業
と
す
る
も
の
は
あ
あ
言
え
ば
こ
う
言

う
と
申
し
ま
す
。
あ
の
占
い
師
の
で
た
ら
め
を
お
聞
き
に
な
り
ま
せ

ぬ
よ
う
）
」
と
、
召
使
の
燕
青
も
「
休
信
夜
來
那
個
算
命
的
胡
講

（
昨
夜
の
占
い
師
の
で
た
ら
め
を
信
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
）
」
と
苦

言
を
呈
す
。
し
か
し
そ
の
効
用
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
雜
劇
で
は
、

占
い
は
信
じ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
描
か

れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
水
滸
傳
で
は
、
せ
っ
か
く
番
頭
が
だ
ま
さ
れ

ず
に
す
む
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
の
に
そ
れ
す
ら
ふ
い
に
し

て
し
ま
っ
た
愚
か
な
盧
俊
義
と
い
う
印
象
を
喚
起
し
て
い
る
。 

 

主
人
公
が
旅
に
出
た
あ
と
も
同
樣
で
あ
る
。
雜
劇
と
話
本
で
は
主

人
公
の
努
力
も
む
な
し
く
占
い
が
當
た
っ
て
し
ま
う
。
盧
俊
義
の
場

合
は
、
梁
山
泊
の
賊
を
成
敗
す
る
と
豪
語
し
て
故
意
に
賊
の
目
を
引

く
よ
う
に
行
動
し
、
あ
べ
こ
べ
に
つ
か
ま
っ
て
し
ま
う
。
梁
山
泊
で

は
宋
江
に
手
厚
く
も
て
な
さ
れ
た
も
の
の
、
よ
う
や
く
家
に
歸
ら
せ

て
も
ら
え
た
か
と
思
え
ば
、
梁
山
泊
の
賊
に
通
じ
た
と
し
て
捕
ら
え

ら
れ
、
拷
問
を
受
け
、
血
を
流
す
は
め
に
な
る
。
た
し
か
に
「
血
光

之
災
」
に
は
遭
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
盧
俊
義

が
餘
計
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
遭
わ
ず
に
す
ん
だ
災
難
で
あ
る
。
水

滸
傳
は
「
災
い
を
避
け
る
た
め
旅
に
出
た
も
の
の
あ
に
は
か
ら
ん
や

旅
先
で
苦
難
に
あ
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
從
來
の
型
に
ひ
ね
り
を
加

え
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
存
の
故
事
類
型
に
變
化
を
加
え
て

讀
者
に
異
な
る
印
象
を
與
え
よ
う
と
す
る
手
法
は
第
四
十
三
回
に
通

じ
る
。
そ
の
結
果
、
「
運
命
を
逃
れ
ら
れ
な
い
哀
れ
な
主
人
公
」

は
、
「
だ
ま
さ
れ
、
陷
れ
ら
れ
る
愚
か
な
盧
俊
義
」
に
變
貌
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
物
語
パ
タ
ー
ン
が
通
俗
文
藝
で
廣
く
用
い
ら

れ
、
有
名
な
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
そ
の
讀
者
の
知

識
を
利
用
し
た
の
が
第
六
十
一
回
な
の
で
あ
る
。 

 

第
六
十
五
回
も
同
様
に
「
血
光
之
災
」
を
き
っ
か
け
に
旅
が
は
じ

ま
る
が
、
こ
こ
に
も
ひ
ね
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
預
言
を
す
る
の

は
占
い
師
で
は
な
い
。
梁
山
泊
の
守
護
神
と
な
っ
た
晁
蓋
の
靈
で
あ

る
か
ら
、
第
六
十
一
回
と
は
反
對
に
、
こ
の
預
言
は
確
か
な
も
の
で

あ
ろ
う
と
の
印
象
を
讀
者
に
植
え
つ
け
よ
う
と
す
る
意
圖
が
感
じ
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
災
い
を
解
決
す
る
た
め
に
旅
に
出
る
の
は
本
人
で
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は
な
く
代
理
人
の
張
順
で
あ
る
。
讀
者
の
知
識
や
直
前
の
回
の
内
容

を
踏
ま
え
た
手
の
こ
ん
だ
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

四
．
既
存
の
故
事
類
型
の
活
用
（
二
）
―
大
殺
戮 

次
に
張
順
の
殺
人
の
場
面
で
あ
る
。 

 

張
順
悄
悄
開
了
房
門
蜇
到
廚
下
、
見
一
把
廚
刀
明
晃
晃
放
在
黿

上
。
看
這
虔
婆
倒
在
側
首
板
凳
上
、
張
順
走
將
入
來
拿
起
廚
刀
、

先
殺
了
虔
婆
。
要
殺
使
喚
的
時
、
原
來
廚
刀
不
甚
快
、
砍
了
一
箇

人
、
刀
口
早
捲
了
。
那
兩
個
正
待
要
叫
、
却
好
一
把
劈
柴
斧
正
在

手
邊
、
綽
起
來
、
一
斧
一
個
砍
殺
了
。
房
中
婆
娘
聽
得
慌
忙
開

門
、
正
迎
着
張
順
手
起
斧
落
匹
胸
膛
、
砍
翻
在
地
、
張
旺
燈
影
下

見
砍
翻
婆
娘
、
推
開
後
窻
跳
牆
走
了
。
張
順
懊
惱
無
極
、
隨
即
割

下
衣
襟
、
蘸
血
去
粉
壁
上
寫
道
「
殺
人
者
安
道
全
也
。
」
連
寫
數

十
處
。 

張
順
が
こ
っ
そ
り
部
屋
の
戸
を
開
け
て
廚
房
の
下
へ
忍
び
こ
む

と
、
き
ら
き
ら
光
る
包
丁
が
竈
の
上
に
お
い
て
あ
る
。
や
り
手

婆
が
わ
き
の
椅
子
の
う
え
に
橫
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、

張
順
は
入
り
込
ん
で
包
丁
を
手
に
と
り
、
ま
ず
や
り
手
婆
に
斬

り
つ
け
た
。
使
用
人
を
殺
そ
う
と
し
た
時
、
實
は
包
丁
が
た
い

し
て
銳
く
な
か
っ
た
た
め
、
一
人
斬
っ
た
と
こ
ろ
で
刃
が
は
や

く
も
鈍
く
な
っ
て
い
た
。
二
人
が
い
ま
に
も
叫
ぼ
う
と
し
た

時
、
ち
ょ
う
ど
薪
割
り
斧
が
手
近
に
あ
っ
た
の
を
と
り
あ
げ
、

一
振
り
一
人
づ
つ
斬
り
殺
し
た
。
部
屋
の
中
の
女
は
そ
の
音
を

聞
い
て
あ
わ
て
て
戸
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
張
順
が
手

を
上
げ
て
斧
を
胸
ぐ
ら
へ
振
り
降
ろ
し
た
の
を
真
正
面
か
ら
受

け
、
床
へ
斬
り
倒
さ
れ
た
。
張
旺
は
女
が
切
り
倒
さ
れ
た
の
を

燈
火
の
明
か
り
で
見
る
と
、
奥
の
窓
を
開
け
て
塀
を
飛
び
越
し

て
逃
げ
て
い
っ
た
。
張
順
は
悔
や
む
こ
と
限
り
な
か
っ
た
が
、

ま
も
な
く
（
死
體
の
）
衣
服
の
襟
を
裂
き
、
血
に
浸
し
て
白
壁

に
書
き
つ
け
て
い
わ
く
「
人
殺
し
は
安
道
全
だ
」
と
、
た
て
つ

づ
け
に
數
十
箇
所
書
い
た
。 

 

 

こ
の
場
面
が
第
三
十
一
回
、
武
松
に
よ
る
鴛
鴦
楼
で
の
大
殺
戮
の
場

面
に
似
て
い
る
の
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。 

 

右
手
持
刀
、
左
手
叉
開
五
指
、
搶
入
樓
中
…
…
蔣
門
神
坐
在
交
椅

上
、
見
是
武
松
吃
了
一
驚
、
把
這
心
肝
五
臟
都
提
在
九
霄
雲
外
。

說
時
遲
那
時
快
、
蔣
門
神
急
待
掙
扎
時
、
武
松
早
落
一
刀
劈
臉
剁

着
和
那
交
椅
都
砍
翻
了
。
武
松
便
轉
身
回
過
刀
來
。
那
張
都
監
方

纔
伸
得
脚
、
動
被
武
松
當
時
一
刀
齊
耳
根
連
脖
子
砍
着
撲
地
倒
在

樓
板
上
。
兩
箇
都
在
掙
命
。
這
張
團
練
…
…
見
剁
翻
了
兩
箇
、
料



126 
 

道
走
不
迭
、
便
提
起
一
把
交
椅
輪
將
來
。
武
松
只
接
過
住
就
勢
只

一
堆
…
…
也
近
不
得
武
松
神
力
、
撲
地
望
後
便
倒
了
。
武
松
赶
入

去
、
一
刀
先
剁
下
頭
來
。
…
…
便
去
死
屍
身
上
、
割
下
一
片
衣
襟

來
、
蘸
着
血
去
白
粉
壁
上
大
寫
下
八
字
道
「
殺
人
者
打
虎
武
松

也
。
」 

(

武
松
は)

右
手
に
刀
を
持
ち
、
左
手
は
五
本
の
指
を
開
い
て
樓

の
中
へ
押
し
入
っ
た
…
…
蔣
門
神
は
椅
子
に
坐
っ
て
い
た
が
、

武
松
と
わ
か
っ
て
驚
き
、
心
肝
五
臓
は
九
霄
の
雲
の
彼
方
に
ぶ

ら
さ
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
。
說
く
と
き
遲
く
彼
の
時
速
く
、

蔣
門
神
が
慌
て
て
も
が
こ
う
と
し
た
時
に
は
武
松
は
は
や
く
も

刀
を
真
っ
向
か
ら
振
り
下
ろ
し
、
椅
子
も
ろ
と
も
斬
り
倒
し

た
。
武
松
は
す
ぐ
さ
ま
振
り
返
っ
て
刀
を
向
け
た
。
張
都
監
は

ち
ょ
う
ど
足
を
伸
ば
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
刀
の
も
と
に
耳
か
ら

首
ま
で
斬
ら
れ
床
板
に
ど
っ
か
と
倒
れ
、
二
人
と
も
も
が
い
て

い
る
。
張
團
練
は
…
…
斬
り
倒
さ
れ
た
二
人
を
見
て
逃
げ
切
れ

ぬ
と
悟
る
と
、
椅
子
を
持
ち
上
げ
て
ぐ
る
ぐ
る
振
り
ま
わ
し

た
。
武
松
が
受
け
止
め
て
勢
い
を
利
用
し
て
一
押
し
す
る
と
…

…
武
松
の
神
力
に
は
か
な
わ
ず
真
後
ろ
へ
ど
う
と
倒
れ
た
。
武

松
は
驅
け
寄
っ
て
一
刀
で
頭
を
斬
り
落
と
し
た
。
…
…
死
体
に

                                        

             

 

十

一 

『
續
修
四
庫
全
書
』
集
部
戲
劇
類
「
謝
金
吾
詐
拆
清
風
府
」
雜
劇 

近
づ
き
衣
服
の
襟
の
き
れ
は
し
を
裂
い
て
と
り
、
血
に
浸
し
て

白
壁
に
八
文
字
大
書
し
て
曰
く
「
人
を
殺
し
た
る
は
虎
殺
し
の

武
松
な
り
」
。 

 

こ
れ
に
似
た
場
面
は
ほ
か
の
作
品
に
も
見
出
せ
る
。 

無
名
氏
「
謝
金
吾
詐
拆
清
風
府
」
雜
劇
十

一

は
楊
家
將
も
の
の
劇

で
、
楊
六
郎
を
亡
き
も
の
に
せ
ん
と
た
く
ら
む
遼
か
ら
宋
朝
に
送
り

込
ま
れ
高
官
と
な
っ
た
王
欽
若
の
意
を
受
け
、
謝
金
吾
が
楊
家
の
や

し
き
で
あ
る
清
風
無
佞
樓
を
破
壞
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
遼

と
の
前
線
の
關
を
守
っ
て
い
た
楊
六
郎
は
こ
の
知
ら
せ
を
受
け
る

や
、
朝
廷
の
許
可
な
く
持
ち
場
を
離
れ
都
へ
向
か
う
。
六
郎
の
配
下

の
焦
贊
も
勝
手
に
つ
き
し
た
が
う
。
そ
し
て
都
城
に
入
る
と
ど
こ
か

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
實
は
焦
贊
は
單
身
謝
金
吾
の
や
し
き
に
乗
り

込
ん
で
い
た
。 

 

焦
贊
上
云 

 

…
…
我
打
聽
這
箇
宅
子
便
是
謝
金
吾
住
宅
。
我
先
殺

了
謝
金
吾
滿
門
良
賤
、
然
後
殺
王
樞
密
去
。
我
聽
上
衙
更
鼓
咱
。

三
更
前
後
也
。
我
跳
過
牆
來
。
我
來
到
這
後
花
園
中
…
… 

 

焦
贊

做
見
殺
梅
香
科
云 

 

兀
那
妮
子
休
走
喫
我
一
刀
…
…
則
這
個
便
是
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謝
金
吾
的
臥
房
。
我
踏
開
門
來
。 

 

做
殺
謝
金
吾
科 

 

…
…
我

殺
了
謝
金
吾
并
家
眷
一
十
七
口
也
。
我
這
等
去
了
、
不
為
好
漢
。

我
立
不
更
名
、
坐
不
改
姓
。
待
我
割
下
一
幅
衣
衫
就
血
泊
裏
蘸
着

鮮
血
寫
着
四
句
詩
在
那
白
粉
壁
上
。 

 

詩
云 

 

多
來
少
去
關
西

漢
、
殺
人
放
火
曾
經
慣
。
一
十
七
口
誰
殺
來
、
六
郎
手
下
焦
光

贊
。 

 
 

焦
贊
登
場
し
て
云
う
。
…
…
こ
の
屋
敷
が
謝
金
吾
の
家
だ
と
聞

い
た
。
ま
ず
は
謝
金
吾
の
屋
敷
中
を
殺
し
、
そ
れ
か
ら
王
樞
密

を
や
り
に
行
く
。
時
の
太
鼓
を
聞
い
て
み
よ
う
。
三
更
の
こ
ろ

だ
。
塀
を
飛
び
越
え
て
裏
庭
に
入
っ
た
ぞ
。
…
…
焦
贊
、
梅
香

を
殺
す
し
ぐ
さ
を
し
て
云
う
。
こ
や
つ
逃
げ
る
な
、
わ
が
一
刀

を
食
ら
え
。
…
…
こ
こ
が
謝
金
吾
の
部
屋
か
。
謝
金
吾
を
殺
す

し
ぐ
さ
。
…
…
謝
金
吾
に
一
家
眷
属
十
七
人
を
殺
し
て
や
っ

た
。
こ
の
ま
ま
逃
げ
ち
ゃ
好
漢
じ
ゃ
な
い
。
俺
は
逃
げ
も
隱
れ

も
せ
ぬ
。
服
を
ち
ぎ
っ
て
血
だ
ま
り
に
つ
け
、
鮮
血
で
白
壁
に

四
句
の
詩
を
書
き
殘
す
。
詩
に
曰
く
。
逃
げ
も
隱
れ
も
せ
ぬ
山

西
の
男
伊
達
は
、
殺
人
放
火
は
日
常
茶
飯
事
、
十
七
人
を
殺
し

た
る
は
、
六
郎
が
手
下
焦
光
贊
な
り
。 

                                         

             

 

十

二 

『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
四
集
「
脈
望
館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
」 

た
だ
ひ
と
り
で
武
器
を
手
に
敵
方
の
や
し
き
に
忍
び
込
み
、
敵
へ
の

復
讐
の
み
な
ら
ず
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
も
の
を
片
端
か
ら
慘
殺
し

て
い
く
さ
ま
、
遺
體
か
ら
衣
服
を
ち
ぎ
り
、
血
に
ひ
た
し
て
壁
に
犯

行
聲
明
を
殘
す
や
り
口
ま
で
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
ひ

と
つ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
に
梁
山
泊
も
の
雜
劇
の
ひ
と
つ
高
文
秀

「
黑
旋
風
雙
獻
功
」
十

二

の
例
。 

 

李
逵
は
宋
江
の
知
り
合
い
で
あ
る
孫
孔
目
の
護
衛
を
命
じ
ら
れ
た

も
の
の
、
そ
の
孫
孔
目
が
白
衙
内
に
よ
っ
て
牢
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま

う
。
李
逵
は
ま
ず
計
略
を
用
い
て
牢
か
ら
孫
孔
目
を
救
い
出
し
、
つ

づ
い
て
白
衙
内
の
や
し
き
に
忍
び
込
む
。 

 

正
末
殺
白
衙
內
科 

正
末
云 

我
把
這
兩
顆
頭
都
放
在
這
里
、
衣

服
上
扯
下
一
塊
來
撚
做
箇
紙
撚
去
腔
子
裏
蘸
着
熱
血
白
璧
子
上
寫

下
「
宋
江
手
下
第
十
三
箇
頭
領
黑
旋
風
殺
了
白
衙
內
」
…
…
我
將

着
這
兩
顆
頭
上
梁
山
宋
江
哥
哥
根
前
獻
功
走
一
遭
去
。 

 
 

正
末
白
衙
内
を
殺
す
し
ぐ
さ
。
正
末
云
う
。
こ
の
二
つ
の
首
は

こ
こ
に
置
い
て
、
服
を
ひ
と
か
け
ら
ち
ぎ
り
と
り
、
こ
よ
り
を

つ
く
っ
て
ま
だ
温
か
い
血
に
ひ
た
し
、
白
壁
に
書
く
。
「
宋
江

が
手
下
、
十
三
番
目
の
頭
領
黒
旋
風
、
小
衙
内
を
殺
す
」
…
…
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こ
の
首
ふ
た
つ
ひ
っ
さ
げ
て
宋
江
兄
貴
の
も
と
へ
捧
げ
に
參
ら

ん
。 

 

ま
っ
た
く
同
じ
道
具
立
て
で
あ
る
。 

 

「
謝
金
吾
詐
拆
清
風
府
」
に
お
い
て
楊
六
郎
は
焦
贊
を
評
し
て

「
他
不
騰
騰
那
殺
人
心
、
殺
人
心
如
烈
火
（
彼
の
も
え
た
ぎ
る
人
を

殺
め
る
心
、
殺
め
る
心
は
烈
火
の
ご
と
し
）
」
と
歌
い
、
「
那
焦
贊
好

個
殺
人
放
火
的
性
兒
（
か
の
焦
贊
は
人
殺
し
に
火
つ
け
の
性
分
）
」

と
言
う
。
「
黑
旋
風
雙
獻
功
」
の
宋
江
は
李
逵
に
「
你
休
與
人
廝
推

廝
打
、
打
家
截
道
殺
人
放
火
（
人
と
け
ん
か
し
た
り
、
押
し
込
み
強

盗
、
追
剥
、
殺
人
、
放
火
な
ど
を
し
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
）
」
と
言

う
。
二
人
と
も
、
親
分
で
も
制
禦
不
能
に
な
る
よ
う
な
厄
介
な
手
下

と
思
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
官
軍
の
將
楊
六
郎
の
部
將
で
あ
る

焦
贊
も
こ
こ
に
お
い
て
は
強
盗
と
同
類
で
あ
る
。
や
し
き
に
忍
び
込

ん
で
敵
の
首
を
と
り
、
堂
々
犯
行
聲
明
を
殘
す
と
い
う
行
為
と
、

「
殺
人
放
火
」
の
暴
れ
ん
坊
と
は
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
李
逵
で
も
焦
贊
で
も
、
は
た
ま
た
別
の
類
似
し
た
人
物
で
も
自

由
に
入
れ
替
え
が
可
能
で
、
い
く
ら
で
も
類
似
の
話
が
再
生
産
で
き

る
具
合
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
殺
人
放
火
の
強
盗

に
通
じ
る
行
為
を
『
宣
和
遺
事
』
で
は
宋
江
が
し
て
い
る
。 

 

却
見
故
人
閻
婆
惜
又
与
吳
偉
打
暖
更
不
倸
着
、
宋
江
一
見
了
吳
偉

两
个
正
在
偎
倚
、
便
一
條
忿
氣
怒
髮
衝
冠
、
將
起
一
柄
刀
把
閻
婆

惜
吳
偉
两
个
殺
了
、
就
璧
上
寫
了
四
句
詩
。
道
是 

詩
曰 

 

殺
了
閻
婆
惜 

 

寰
中
顯
姓
名 

 
 
 
 
 
 

 
 

要
捉
兇
身
者 

 

梁
山
濼
上
尋 

 
 

な
じ
み
の
閻
婆
惜
が
呉
偉
と
ね
ん
ご
ろ
に
な
り
宋
江
に
は
目
も

く
れ
な
い
。
宋
江
は
ふ
た
り
が
ま
さ
に
よ
ろ
し
く
や
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
見
て
怒
り
心
頭
、
怒
髮
天
を
撞
き
、
刀
を
ふ
り
あ
げ

閻
婆
惜
、
呉
偉
の
二
人
を
殺
し
、
壁
に
四
句
の
詩
を
書
い
た
。 

 
 

 

詩
に
曰
く 

閻
婆
惜
を
殺
し
、
天
下
に
そ
の
名
を
表
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

犯
人
を
捕
ら
え
た
く
ば 

梁
山
濼
ま
で
來
る
が

よ
い 

 

殺
人
の
経
緯
は
異
な
る
も
の
の
、
李
逵
や
焦
贊
同
様
、
人
を
殺
し
、

盗
人
猛
々
し
く
名
を
書
き
殘
し
て
立
ち
去
る
と
い
う
點
で
、
『
宣
和

遺
事
』
の
こ
ろ
、
宋
江
が
た
し
か
に
「
殺
人
放
火
」
の
凶
惡
強
盗
と

い
う
人
物
像
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
殺
人
放
火

で
は
な
い
が
、
朱
有
燉
「
黑
旋
風
仗
義
疏
財
」
雜
劇
で
も
、
李
逵
が

白
壁
に
犯
行
聲
明
を
殘
す
場
面
が
あ
る
。 

 

(

二
末
云)
…
…
將
這
趙
都
巡
、
我
不
殺
他
。
只
綁
縛
了
、
也
放
在
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中
庭
。
待
明
日
官
府
來
看
審
問
明
白
、
自
治
他
罪
。
兄
弟
燕
青
點

把
火
來
、
尋
的
筆
來
、
我
在
他
庭
中
白
壁
上
、
寫
下
四
句
、
明
日

上
司
官
府
來
看
、
要
個
明
白
也
。(

末
寫
科)

(

念
云)

 

都
巡
倚
勢
把
民
欺 

 

賣
免
官
糧
娶
艷
姿 

要
問
夜
來
段
的
事 

 

梁
山
寨
上
李
山
兒 

 
 

二
末
云
う
。
…
…
こ
の
趙
都
巡
は
殺
さ
ず
に
縛
り
上
げ
、
庭
に

置
い
て
お
こ
う
。
明
日
お
調
べ
を
受
け
れ
ば
罪
は
裁
か
れ
よ

う
。
燕
青
よ
た
い
ま
つ
を
持
て
、
筆
を
探
し
て
來
い
。
庭
の
白

壁
に
四
句
の
詩
を
書
き
殘
そ
う
。
明
日
上
級
府
の
役
人
が
見
に

來
る
だ
ろ
う
か
ら
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
。
末
書
く
し
ぐ

さ
。
讀
ん
で
云
う
。 

都
巡
は
権
勢
を
笠
に
民
を
あ
ざ
む
き 
官
糧
を
売
り
払
い
美

女
を
娶
る 

夜
の
事
件
を
知
り
た
く
ば 

梁
山
の
寨
の
李
山

児
を
た
ず
ね
よ
。 

 

朱
有
燉
は
先
行
す
る
雜
劇
に
見
え
る
型
を
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。 

こ
う
し
て
見
る
と
、
第
六
十
五
回
の
張
順
の
殺
戮
は
武
松
の
殺
戮

の
模
倣
と
い
う
よ
り
、
既
存
の
物
語
パ
タ
ー
ン
を
利
用
し
た
も
の
と

                                        

             

 

十

三 

「
忽
然
想
着
武
松
舊
時
。
忽
然
倫
用
武
松
文
法
。
而
其
實
與
武
松

一
字
不
同
。
何
則
。
武
松
是
自
認
。
張
順
是
推
人
。
…
…
自
認
只
一
而

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
編
纂
者
は
こ
の
型
が
武
松
の
故
事
に
も
採
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
だ
し
（
あ
る
い
は
採
用
し

た
張
本
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
、
讀
者
が
讀
む
順
序
は
第
三
十

一
回
の
武
松
が
先
に
な
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
か
ら
、
單
純
な
繰
り

返
し
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
金
聖
歎
の
こ
と
ば
で
あ

る
。
金
聖
歎
は
張
順
の
殺
戮
に
つ
い
て
「
ふ
と
か
つ
て
の
武
松
の
話

を
思
い
出
し
た
。
突
然
武
松
の
文
法
を
ま
ね
て
い
る
が
、
そ
の
實
武

松
と
は
一
つ
異
な
る
。
そ
れ
は
何
か
？
武
松
は
自
白
で
、
張
順
は
他

者
に
押
し
つ
け
て
い
る
こ
と
だ
。
…
…
自
白
な
ら
一
つ
で
十
分
だ

が
、
人
を
陷
れ
る
な
ら
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
よ
い
」
十

三

と
評
し
て
い

る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
、
焦
贊
、
李
逵
、
宋
江
、
武
松
と
張
順

と
の
最
大
の
相
違
は
、
犯
行
を
他
人
に
押
し
つ
け
て
い
る
點
に
あ

る
。
し
か
も
自
分
の
名
を
殘
し
た
者
た
ち
は
は
た
だ
一
回
書
い
て
い

る
の
に
對
し
、
張
順
は
數
十
回
も
書
い
て
い
る
。
悽
慘
な
殺
人
の
場

面
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
不
必
要
と
も
思
え
る
過
剩
さ
に
は
ど
こ

か
滑
稽
さ
が
た
だ
よ
う
。
焦
贊
の
「
こ
の
ま
ま
逃
げ
て
は
好
漢
じ
ゃ

な
い
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
張
順
は
好
漢
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
す
ら
な
る
。
張
順
の
殺
戮
の
く
だ
り
は
、
既
存
の
物

已
足
。
陷
人
多
多
為
益
善
也
。
」
（
『
第
五
才
子
書
施
耐
庵
水
滸
傳
』
） 
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語
の
型
を
、
そ
の
型
が
す
で
に
水
滸
傳
内
で
一
度
現
れ
て
い
る
こ
と

を
意
識
し
た
う
え
で
利
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
編
纂
者
に
は
讀
者
も

こ
の
型
を
用
い
た
物
語
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
の
期
待
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

五
．
治
療
の
描
寫 

 

宋
江
が
病
氣
に
か
か
っ
た
場
面
は
次
の
如
く
で
あ
る
。 

 

只
見
宋
江
覺
道
神
思
疲
倦
、
身
體
酸
疼
、
頭
如
斧
劈
、
身
似
籠

蒸
、
一
臥
不
起
。
眾
頭
領
都
在
面
前
看
視
。
宋
江
道
「
我
只
覺
背

上
好
生
熱
疼
。
」
眾
人
看
時
、
只
見
鏊
子
一
般
赤
腫
起
來
。 

宋
江
は
氣
は
う
つ
ろ
で
疲
れ
果
て
、
體
は
痛
く
頭
は
斧
で
割
ら

れ
た
よ
う
、
體
は
蒸
籠
で
蒸
さ
れ
た
よ
う
。
床
に
臥
し
た
き
り

起
き
上
が
れ
な
い
。
頭
領
衆
は
み
な
そ
ば
で
見
守
っ
て
い
る
。

                                        

             

 

十

四

上
野
賢
一
『
皮
膚
科
学
』
第
７
版
（
金
芳
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
、
荒

田
次
郎
監
修
『
標
準
皮
膚
科
学
』
第
七
版
（
医
学
書
院
、
二
〇
〇
四

年
）
、
『
中
国
大
百
科
全

书 

现
代
医
学

Ⅱ
』
（
中
国
大
百
科
全

书
出
版

社
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。 

十

五 

『
呉
氏
重
訂
本
草
綱
目
』
東
京
大
學
文
學
部
藏
順
治
十
二
年
刊
本 

十

六 

「
癰
」
は
、
標
題
、
本
文
と
も
に
「
疒
」
に
「
邕
」
と
い
う
表
記

に
な
っ
て
い
る
。 

十

七 

『
本
草
経
集
注
輯
校
本
』
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
九
九
四
年 

宋
江
は
「
背
中
が
ひ
ど
く
熱
く
、
痛
い
」
と
言
う
。
み
な
が
見

る
と
、
鍋
ほ
ど
の
赤
い
腫
れ
も
の
が
で
き
て
い
る
。 

  

「
廱
」
は
毛
包
の
急
性
化
膿
性
炎
症
で
あ
る
。
皮
膚
の
深
部
に
發

生
し
、
皮
表
に
鶏
卵
大
か
ら
手
掌
大
の
範
囲
の
紅
斑
、
腫
脹
を
生
じ

る
。
悪
寒
發
熱
、
激
し
い
疼
痛
を
伴
い
、
敗
血
症
を
發
し
て
死
に
至

る
こ
と
も
あ
る
十

四

。 

 

宋
江
の
病
を
見
た
呉
用
は
「
此
疾
非
癰
即
疽
（
こ
の
病
は
癰
か
疽

だ
）
」
と
言
う
。
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
十

五

巻
四
中
「
癰
疽
」
十

六

に

は
「
深
為
疽
、
淺
為
癰
、
大
為
癰
、
小
為
癤
（
深
い
も
の
が
疽
、
浅

い
も
の
が
廱
、
大
き
い
も
の
が
廱
、
小
さ
い
も
の
が
癤
）
」
と
あ

り
、
本
草
學
の
基
礎
と
な
っ
た
陶
弘
景
『
本
草
經
集
注
』
十

七

巻
一

「
序
錄
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
醫
書
に
「
癰
疽
」
と
い
う
呼
稱
が
見

ら
れ
る
十

八

こ
と
か
ら
、
癰
と
疽
と
は
同
じ
病
氣
を
症
狀
の
進
度
に
よ

十

八

孫
思
邈
『
千
金
要
方
』
（
永
徽
元
年
、
六
五
〇
年
成
書
）
巻
二
十
二

「
癰
疽
第
二
」
、
王
燾
『
外
台
秘
要
方
』
（
天
宝
十
一
年
、
七
五
二
年
成

書
）
巻
二
十
四
「
癰
疽
方
」
、
宋
・
太
宗
の
勅
撰
醫
方
書
『
太
平
聖
惠

方
』
（
淳
化
三
年
、
九
九
二
年
成
書
）
巻
六
十
一
「
癰
疽
論
」
な
ど
。

本
草
書
、
醫
方
書
の
性
質
、
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
岡
西
為
人
『
本
草

概
説
』
（
創
元
社
、
一
九
七
七
年
）
、
小
曽
戸
洋
『
漢
方
の
歴
史 

中

国
・
日
本
の
伝
統
医
学
』
（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
を
參
照
し

た
。 
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っ
て
言
い
分
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
疽
の
ほ
う
が
よ
り

進
ん
だ
、
重
い
症
狀
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
第
六
十
五
回
の
終
盤
に
は
「
將
軍
發
背
少
寧
安 

千
里

迎
醫
道
路
難
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
「
發
背
」
は
政
和
年
間
（
一

一
一
一
―
一
一
一
八
年
）
刊
行
の
『
聖
濟
總
錄
』
十

九

巻
百
三
十
一

「
發
背
」
に
よ
れ
ば
「
熱
毒
の
氣
が
背
中
に
生
じ
、
悪
化
し
て
癰
疽

に
な
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
癰
疽
の
一
種
な
の
だ
が
、
『
千

金
要
方
』
二

十

巻
二
十
二
が
「
癰
疽
第
二
」
と
は
別
に
「
發
背
第
三
」

を
立
て
て
い
た
り
、
『
太
平
聖
惠
方
』
二

十

一

巻
六
十
二
に
「
發
背

論
」
「
治
發
背
諸
方
」
な
ど
「
發
背
」
を
含
む
見
出
し
八
種
、
『
外
臺

秘
要
方
』
二

十

二

巻
二
十
四
に
も
「
發
背
方
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
り

す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
癰
疽
の
な
か
で
も
特
に
と
り
あ
げ
て
お
く

                                        

             

 

十

九 

『
大
德
重
校
聖
濟
總
錄
』
醫
學
館
舊
藏
江
戸
文
化
年
間
刊
本
、
國

立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
藏 

二

十

『
孫
真
人
備
急
千
金
要
方
』
（
四
部
叢
刊
三
篇
）
臺
湾
商
務
印
書

館
、
一
九
七
五
年 

二

十

一

『
太
平
聖
惠
方
』
一
～
六
（
東
洋
医
学
基
本
叢
書
第
十
六
冊
～
第

二
十
一
冊
）
、
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
、
一
九
九
一
年 

二

十

二

『
宋
版
外
台
秘
要
方
』
上
・
下
（
東
洋
医
学
基
本
叢
書
第
四
冊
～

第
五
冊
）
、
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
、
一
九
八
一
年 

二

十

三 

『

东
坡
志
林
（

传
世
藏

书
）
』
（
海
南
国

际
出
版
中
心
、
一
九
九

六
年
） 

二

十

四 

達
在
北
平
病
背
疽
、
稍
愈
、
召
還
、
明
年
春
疾
篤
、
遂
卒
、
年

べ
き
症
狀
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

宋
江
の
病
は
新
た
な
仲
間
の
梁
山
泊
入
り
の
話
を
は
じ
め
る
た
め

の
き
っ
か
け
で
あ
り
、
最
終
編
纂
段
階
の
新
エ
ピ
ソ
ー
ド
挿
入
の
た

め
の
工
夫
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
編
纂
者
の
狙
い
は
そ
れ
の
み
に

と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
史
上
の
著
名
人
に
も
こ
の

病
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
人
が
多
數
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
項
羽
の

謀
臣
で
あ
っ
た
范
増
が
發
背
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
『
史
記
』
、
『
漢

書
』
、
『
東
坡
志
林
』
二

十

三

に
見
え
る
。
明
開
國
の
功
臣
徐
達
も
發
背

で
死
ん
だ
と
『
明
史
』
二

十

四

に
記
さ
れ
て
お
り
、
弘
治
十
八
年
（
一

五
〇
五
年
）
の
進
士
・
徐
禎
卿
の
著
と
さ
れ
る
『
翦
勝
野
聞
』
に
も

そ
の
死
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
記
さ
れ
る
二

十

五

。
王
安
石
の
息
子
王
雱

も
『
宋
史
』
に
は
「
發
背
」
で
、
『
宣
和
遺
事
』
に
は
「
疽
」
で
、

五
十
四
。
『
明
史
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
巻
第
百
二
十
五
、
列

傳
第
十
三
。 

二

十

五 

徐
禎
卿
『
翦
勝
野
聞
』
（
『
勝
朝
遺
事
』
初
編
、
「
明
清
史
籍
系
列

明
清
史
料
叢
書
續
編
」
、
國
家
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
。
徐
達

が
背
に
癰
疽
を
患
う
點
で
は
同
じ
だ
が
、
具
合
が
よ
く
な
っ
た
後
、
明

太
祖
が
病
を
ぶ
り
返
さ
せ
る
よ
う
な
禁
忌
に
触
れ
る
食
品
を
下
賜
し
て

そ
の
死
を
早
め
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て

い
る
。
開
國
皇
帝
が
功
臣
を
殺
し
た
と
、
は
っ
き
り
と
、
あ
る
い
は
聲

高
に
噂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
當
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
關
心
事

に
は
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 
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若
く
し
て
死
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

天
か
ら
與
え
ら
れ
た
罰
と
し
て
こ
の
病
を
描
く
話
も
少
な
か
ら
ず

傳
え
ら
れ
て
い
る
。
笠
井
直
美
は
悪
事
の
報
い
と
し
て
癰
疽
を
ふ
く

む
腫
れ
物
が
で
き
て
死
に
至
る
話
を
八
例
挙
げ
て
い
る
二

十

六

。
編
纂

者
は
、
癰
疽
は
死
に
も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
重
病
で
あ
り
、
天

の
譴
責
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
讀
者
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
想

定
し
て
、
宋
江
も
な
ん
ら
か
の
行
い
を
天
に
責
め
ら
れ
て
死
ぬ
運
命

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
讀
者
を
は
ら
は
ら
さ
せ
る
展
開
を
仕
組
ん

で
み
た
の
で
は
な
い
か
。 

こ
の
回
で
は
宋
江
の
病
に
對
し
二
度
治
療
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

一
度
目
は
呉
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

吳
用
道
「
此
疾
非
癰
即
疽
。
吾
看
方
書
、
菉
豆
粉
可
以
護
心
、
毒

氣
不
能
侵
犯
。
便
買
此
物
、
安
排
與
哥
哥
吃
。
」
一
面
使
人
請
藥

醫
治
、
亦
不
能
好
。 

呉
用
が
「
こ
れ
は
癰
か
疽
だ
。
醫
書
に
よ
れ
ば
菉
豆
の
粉
が
心

臓
を
護
り
、
毒
氣
に
侵
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
、
買
っ
て
兄
貴
に

飲
ま
せ
よ
う
」
と
い
い
、
一
方
で
人
を
や
っ
て
藥
を
と
り
よ
せ

て
治
療
し
た
が
、
そ
れ
で
も
治
ら
な
い
。 

                                        

             

 

二

十

六

笠
井
直
美
「
『
水
滸
』
に
お
け
る
『
対
立
』
の
構
図
」
、
注
五
十 

 

そ
の
後
連
れ
て
こ
ら
れ
た
安
道
全
の
治
療
は
次
の
通
り
。 

 

寨
中
大
小
頭
領
接
着
、
引
到
宋
江
臥
榻
內
、
就
牀
上
看
時
、
口
內

一
絲
兩
氣
。
安
道
全
先
診
了
脈
息
、
說
道
「
眾
頭
領
休
慌
。
脈
體

無
事
、
身
軀
雖
見
沉
重
、
大
體
不
妨
。
不
是
安
某
說
口
、
只
十
日

之
間
、
便
要
復
舊
。
」
眾
人
見
說
、
一
齊
便
拜
。
安
道
全
先
把
艾

焙
引
出
毒
氣
、
然
後
用
藥
、
外
使
敷
貼
之
餌
、
內
用
長
托
之
劑
。

五
日
之
間
、
漸
漸
皮
膚
紅
白
、
肉
體
滋
潤
、
飲
食
漸
進
。
不
過
十

日
、
雖
然
瘡
口
未
完
、
飲
食
復
舊
。 

寨
の
頭
領
衆
が
（
安
道
全
を
）
出
迎
え
、
宋
江
の
寝
所
へ
連
れ

て
行
き
寝
台
の
そ
ば
で
見
て
み
る
と
、
口
に
は
か
す
か
な
息
の

み
。
安
道
全
は
ま
ず
脈
を
見
る
と
言
っ
た
。
「
頭
領
方
お
慌
て

め
さ
る
な
。
脈
は
大
事
な
い
。
體
は
重
態
の
よ
う
だ
が
、
お
お

か
た
問
題
な
い
。
そ
れ
が
し
大
口
を
叩
く
わ
け
で
は
な
く
、
十

日
も
す
れ
ば
回
復
し
ま
し
ょ
う
。
」
み
な
は
そ
れ
を
聞
き
、
一

齊
に
拝
禮
し
た
。
安
道
全
は
ま
ず
艾
の
灸
で
毒
氣
を
吸
い
出

し
、
次
に
藥
を
使
っ
た
。
外
に
は
貼
り
藥
、
内
に
は
長
托
の
藥

を
用
い
た
。
五
日
の
う
ち
に
次
第
に
皮
膚
は
赤
味
を
帯
び
、
體
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は
潤
い
、
飲
食
も
進
ん
で
き
た
。
十
日
も
し
な
い
う
ち
、
傷
口

は
完
全
に
は
治
ら
な
い
も
の
の
、
食
事
は
元
通
り
に
な
っ
た
。 

 

安
道
全
の
處
方
は
艾
葉
（
よ
も
ぎ
の
葉
）
の
灸
、
傷
口
へ
の
膏
藥
貼

付
と
内
服
藥
と
の
二
段
階
に
分
か
れ
る
。
『
千
金
要
方
』
巻
二
十
二

「
發
背
」
に
は
「
粗
い
艾
葉
で
大
き
く
も
ぐ
さ
を
つ
く
り
、
泥
の
塊

の
上
に
据
え
、
傷
口
に
貼
っ
て
灸
を
す
る
」
、
『
太
平
聖
惠
方
』
「
發

背
論
」
に
も
「
艾
で
大
き
く
も
ぐ
さ
を
つ
く
り
灸
を
す
る
」
と
い

う
。
正
德
十
年
（
一
五
一
五
年
）
刊
、
虞
摶
『
醫
学
正
傳
』
二

十

七

も

艾
の
灸
は
「
鬱
毒
を
抜
く
」
と
い
い
、
第
一
段
階
の
文
言
と
一
致
す

る
。 

 

第
二
段
階
も
各
種
醫
書
の
記
載
に
通
じ
る
。
『
千
金
要
方
』
「
癰

疽
」
に
は
「
藥
を
貼
る
方
法
を
と
る
な
ら
み
な
傷
の
頭
に
貼
る
べ
き

で
あ
る
」
と
あ
り
、
背
中
に
生
じ
た
癰
疽
に
塗
る
膏
藥
数
種
を
擧
げ

て
い
る
。
『
太
平
聖
惠
方
』
巻
六
十
二
は
特
に
「
治
發
背
貼
諸
方
」

の
項
を
設
け
、
貼
り
藥
や
塗
り
藥
を
収
め
る
ほ
か
、
巻
六
十
三
「
治

一
切
癰
疽
發
背
通
用
膏
藥
諸
方
」
以
下
に
も
各
種
膏
藥
を
記
載
し
て

い
る
。
『
聖
濟
総
録
』
も
膏
藥
療
法
を
多
數
収
め
る
。
『
醫
学
正
傳
』

                                        

             

 

二

十

七

『
新
編
醫
學
正
傳
』
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
子
部
第
四
十
二
冊
所
収

浙
江
圖
書
館
藏
明
萬
暦
六
年
刻
本
）
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
五
年 

「
瘡
瘍
」
も
癰
疽
の
治
療
に
「
外
か
ら
藥
を
貼
る
の
は
表
面
の
邪
氣

を
發
散
さ
せ
る
こ
と
だ
」
と
言
う
。 

 

「
長
托
之
劑
」
に
類
似
し
た
呼
稱
は
各
種
醫
書
に
見
ら
れ
る
。

『
聖
濟
總
録
』
は
「
發
背
、
脳
疽
、
あ
ら
ゆ
る
悪
性
の
傷
を
治
す
に

は
ま
ず
〝
托
裏
藥
〟
を
使
っ
て
毒
の
氣
を
す
べ
て
出
し
、
そ
の
の
ち

藥
を
塗
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
。
『
玉
機
微
義
』
巻
十
五
「
内
托

之
劑
」
に
は
「
機
要
内
托
復
煎
散
は
裏
を
托
し
胃
を
徤
な
ら
し
め

る
」
と
い
い
、
「
内
托
之
法
」
の
項
に
は
朱
震
亨
の
言
と
し
て
、
「
病

が
皮
肉
に
あ
る
と
き
、
氣
が
盛
ん
で
な
け
れ
ば
必
ず
體
内
に
侵
入
さ

れ
て
し
ま
う
か
ら
、
内
托
し
て
裏
を
救
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

説
明
が
附
さ
れ
て
い
る
。
正
德
か
ら
嘉
靖
年
間
に
宮
廷
醫
と
し
て
活

動
し
た
薛
己
の
ま
と
め
た
『
薛
氏
醫
案
』
二

十

八

巻
十
六
「
治
瘡
瘍
各

症
附
方
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
内
托
復
煎
散
」
は
、
「
外
皮
の
傷

や
で
き
も
の
が
腫
れ
て
熱
く
な
っ
て
い
て
、
脈
が
浮
き
出
、
邪
氣
が

体
内
を
侵
し
そ
う
な
も
の
を
治
療
す
る
に
は
こ
れ
を
用
い
て
托
す
る

の
が
よ
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
薛
己
が
校
注
し
た
宋
・
陳

自
明
『
外
科
精
要
』
は
癰
疽
の
專
著
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
實
際
に
起

き
た
例
と
し
て
、
患
者
が
藥
を
誤
用
し
て
反
っ
て
毒
を
助
長
し
、
元

二

十

八 
「
薛
氏
醫
案

(1)
、

(2)
」
臺
灣
商
務
印
書
館
、
『
景
印
文
淵
閣
四
庫

全
書
』
第
七
百
六
十
三
～
七
百
六
十
四
冊
、
一
九
八
三
年 
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氣
を
損
ね
て
し
ま
っ
た
た
め
、
陳
自
明
が
托
裏
藥
を
用
い
て
補
っ
た

と
あ
る
。
現
代
漢
方
に
も
こ
の
語
は
見
ら
れ
、
「
千
金
内
托
散
」
は

「
化
膿
症
で
虚
状
を
呈
し
、
体
力
虚
耗
の
傾
向
あ
る
も
の
に
体
力
を

つ
け
て
治
癒
機
転
を
促
進
さ
せ
る
も
の
」
で
あ
る
二

十

九

。
つ
ま
り

「
托
」
と
は
病
に
抵
抗
で
き
る
體
力
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
「
長
托
」
も
こ
の
種
の
滋
養
強
壯
藥
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
『
外
科
精
要
』
に
は
艾
に
よ
る
灸
の
効
果
も
述
べ
ら
れ
る
ほ

か
、
「
内
に
は
追
毒
排
膿
（
の
藥
）
を
服
し
、
外
に
は
消
毒
の
藥
を

敷
く
」
と
い
う
文
言
も
あ
り
、
水
滸
傳
の
書
き
よ
う
に
非
常
に
近

い
。
安
道
全
の
處
方
は
、
非
常
に
簡
潔
な
書
き
方
で
は
あ
る
が
、
そ

の
手
順
も
用
い
る
藥
も
傳
統
的
醫
書
に
の
っ
と
っ
て
書
か
れ
て
い

る
。 

 

呉
用
の
處
方
に
は
な
に
か
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

勅
撰
の
醫
方
書
『
聖
濟
總
錄
』
巻
百
二
十
六
「
瘰
歴
門
」
に
、
綠

豆
粉
と
乳
香
と
を
混
ぜ
た
「
凝
冰
散
」
に
つ
い
て
「
風
熱
毒
気
、
項

の
結
核
や
、
癰
疽
、
瘡
癤
、
發
背
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
治
す
」
と

あ
り
、
巻
百
三
十
一
「
發
背
」
に
は
「
發
背
、
脳
疽
や
あ
ら
ゆ
る
悪

                                        

             

 

二

十

九 

矢
数
道
明
『
臨
床
応
用
漢
方
処
方
解
説
』
創
元
社
、
一
九
七
九
年 

三

十

許
叔
微
『
類
證
普
濟
本
事
方
』
、
『
海
外
回
歸
中
醫
古
籍
善
本
集
粹

(

19)

』
、
中
醫
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年 

性
の
傷
を
治
す
に
は
、
ま
ず
托
裏
藥
を
用
い
て
毒
氣
を
す
べ
て
出
さ

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
乳
香
と
真
綠
豆
粉
と
を
混
ぜ
た
托
裏
湯

が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
紹
興
十
二
年
（
一
一
四
二
年
）
前
後
刊
行
の

許
叔
微
『
類
證
普
濟
本
事
方
』
三

十

巻
六
に
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
瘡
毒
を

治
す
」
處
方
「
内
托
散
」
の
材
料
と
し
て
菉
豆
粉
と
通
明
乳
香
が
挙

げ
ら
れ
、
「
難
名
廱
腫
」
に
も
服
用
で
き
る
と
說
明
し
て
い
る
。
同

後
巻
六
「
治
諸
廱
癤
等
患
」
に
も
、
發
背
が
潰
れ
た
あ
と
耐
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
の
吐
き
氣
や
痛
み
が
あ
る
と
き
に
服
用
す
べ
き
も
の
と
し

て
、
菉
豆
粉
と
乳
香
と
を
混
ぜ
た
乳
香
散
が
見
え
る
。
綠
豆
が
毒
氣

を
排
し
た
り
、
癰
疽
に
よ
る
疼
痛
を
輕
減
し
た
り
す
る
効
果
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
呉
用
は
「
菉
豆

粉
を
買
っ
て
き
て
飲
ま
せ
る
」
と
だ
け
言
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が

呉
用
の
處
方
の
す
べ
て
で
あ
る
な
ら
ば
（
こ
れ
し
か
書
い
て
い
な
い

以
上
、
讀
者
が
そ
う
受
け
と
る
可
能
性
は
高
い
）
、
藥
材
を
複
數
混

ぜ
る
こ
と
な
く
單
獨
で
處
方
す
る
、
い
わ
ゆ
る
單
方
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
正
統
醫
学
で
は
單
方
は
多
用
さ
れ
な
い
。
丁
光
迪

編
・
小
金
井
信
宏
訳
『
中
藥
の
配
合
』
三

十

一

丁
光
迪
「
初
版
ま
え
が

三

十

一

丁
光
迪
編
・
小
金
井
信
宏
訳
『
中
藥
の
配
合
』
（
東
洋
学
術
出
版

社
、
二
〇
〇
五
年
） 
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き
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。 

 

中
薬
が
臨
床
で
使
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
多
く
は
「
薬
の
組
み
合
わ

せ
」
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
…
『
神
農
本
草
經
』
名
例
は
「
薬
に

は
七
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
…
薬
は
単
味
で
使
用
す
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
多
く
は
合
わ
せ
て
用
い
る
。
そ
し
て
合
わ
せ
て
使
う
場

合
、
薬
同
士
に
は
相
須
・
相
使
・
相
畏
・
相
悪
・
相
反
・
相
殺
な

ど
の
関
係
が
生
ま
れ
る
。
薬
を
使
お
う
と
す
る
物
は
、
こ
う
し
た

七
情
に
つ
い
て
総
合
的
に
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…

…
。
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
薬
は
君
臣
佐
使
を
明
確
に
し

て
、
適
切
に
使
う
べ
き
で
あ
る
」
「
薬
に
は
陰
陽
に
従
っ
た
子
母

兄
弟
に
よ
る
合
わ
せ
方
も
あ
る
」
と
い
う
論
述
も
あ
り
ま
す

（
『
本
草
綱
目
』
序
例
）
」 

 

『
玉
機
微
義
』
巻
十
五
「
瘡
瘍
門
」
に
は
朱
震
亨
の
言
と
し
て
、
内

托
散
は
毒
氣
を
防
ぎ
臓
腑
を
刺
激
す
る
の
で
護
心
散
と
呼
ぶ
、
菉
豆

は
丹
毒
を
解
く
と
あ
る
三

十

二

。
『
本
草
綱
目
』
巻
四
中
「
癰
疽
」
に

                                        

             

 

三

十

二 

た
だ
し
、
文
淵
閣
本
四
庫
全
書
電
子
版
検
索
に
よ
れ
ば
、
四
庫

全
書
に
収
め
る
朱
震
亨
の
醫
書
の
中
に
菉
豆
粉
の
文
字
は
見
え
な
い
。 

三

十

三

御
影
雅
幸
「
日
本
民
間
藥
の
ル
ー
ツ
―
環
日
本
海
域
に
お
け
る
植

も
、
「
綠
豆
粉 

一
應
癰
疽
初
起
惡
心
、
同
乳
香
甘
草
服
、
以
護
心

（
あ
ら
ゆ
る
癰
疽
の
初
期
、
胸
が
む
か
つ
く
と
き
、
乳
香
、
甘
草
と

と
も
に
服
用
す
る
と
心
臟
を
護
る
）
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
い
ず
れ

も
呉
用
の
、
「
綠
豆
粉
が
心
を
護
る
」
と
い
う
発
言
に
似
た
表
現
が

見
ら
れ
る
。
特
に
『
本
草
綱
目
』
は
、
「
綠
豆
粉
」
の
項
目
の
最
初

と
最
後
を
つ
な
げ
ば
「
緑
豆
粉
護
心
」
と
、
呉
用
の
セ
リ
フ
と
ま
っ

た
く
同
じ
に
な
る
。
『
本
草
綱
目
』
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
「
各
地
の

民
間
療
法
を
『
単
方
』
と
し
て
こ
と
細
か
く
記
録
し
て
い
る
」
三

十

三

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
『
本
草
綱
目
』
は
そ
れ
ま
で
の
主
流

本
草
書
の
體
例
を
踏
襲
す
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
藥
品
や
解
釋
も
と

り
こ
ん
だ
う
え
で
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
各
地
を
訪

問
し
て
藥
物
を
採
集
し
、
人
々
に
そ
の
地
に
傳
わ
る
單
方
を
た
ず
ね

て
記
錄
し
た
と
い
う
。
細
か
な
症
狀
の
差
異
に
言
及
し
な
い
、
「
あ

ら
ゆ
る
癰
疽
に
」
と
い
う
お
お
ま
か
な
言
い
か
た
も
民
間
療
法
に
由

來
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
水
滸
傳
の
最
終
編
纂
が
嘉
靖
以

前
で
あ
る
と
す
る
と
、
編
纂
者
が
萬
曆
六
年
成
立
の
『
本
草
綱
目
』

を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

物
資
源
の
利
用
―
」
（
金
沢
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ
、

h
ttp

://h
d

l.h
a
n

d
le

.n
et/2

2
9

7
/5

5
8

3

、
二
〇
〇
三
年
） 
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『
水
滸
志
傳
評
林
』
二
十
五
巻
の
呉
用
の
處
方
の
く
だ
り
を
容
與

堂
本
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
對
應
す
る
文
字
の
な
い
部

分
は
□
で
示
す
）
。 

 評
：
只
見
背
上
□
□
□
□
赤
腫
起
來
。
吳
用
曰
「
此
疾
非
癰
即
疽
。

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
」
□
□
使
人
討
藥
醫
治
、
亦
不
能
好
。 

容
：
只
見
□
□
鏊
子
一
般
赤
腫
起
來
。
吳
用
道
「
此
疾
非
癰
即
疽
。

吾
看
方
書
、
菉
豆
粉
可
以
護
心
、
毒
氣
不
能
侵
犯
。
便
買
此
物
、

安
排
與
哥
哥
吃
。
」
一
面
使
人
請
藥
醫
治
、
亦
不
能
好
。 

  

相
當
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
「
背
上
」
、
「
曰
」
、
「
討
」
の
四
字
以

外
、
『
評
林
』
の
文
字
は
全
て
容
與
堂
本
に
あ
る
。
『
評
林
』
の
底
本

に
呉
用
の
治
療
の
場
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
實
で
、
「
菉
豆
粉
」
だ

け
が
あ
と
か
ら
差
し
替
え
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。 

『
本
草
綱
目
』
「
序
例
上
」
に
よ
れ
ば
同
書
の
編
集
作
業
は
嘉
靖

三
十
一
年
（
一
五
五
二
年
）
か
ら
萬
暦
六
年
（
一
五
七
八
年
）
に
か

け
て
行
わ
れ
た
。
李
時
珍
の
藥
品
、
處
方
採
集
作
業
は
こ
の
期
間

に
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
や
や
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
取
材
の
時
點
で
す
で
に
「
菉
豆
は
あ
ら
ゆ
る
癰
疽
の
初
期
に
…

…
心
を
護
る
」
と
い
う
言
い
か
た
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

が
、
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
る
民
間
療
法
と
し
て
水
滸
傳
に
利
用
さ

れ
、
他
方
で
『
本
草
綱
目
』
に
も
記
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

は
な
い
か
。 

 

つ
ま
り
水
滸
傳
で
は
、
安
道
全
の
い
か
に
も
専
門
醫
ら
し
い
治
療

と
、
家
庭
の
醫
学
と
も
言
い
得
る
よ
う
な
、
一
見
し
て
民
間
療
法
と

わ
か
る
呉
用
の
こ
と
ば
と
が
對
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

『
薛
氏
醫
案
』
巻
十
三
「
外
科
樞
要
一
」
に
、
患
者
が
治
療
の
た

め
輕
粉
を
服
用
し
た
が
か
え
っ
て
元
氣
を
損
ね
て
し
ま
い
、
薛
己
が

妄
り
に
輕
粉
の
よ
う
な
劇
藥
を
飲
ま
ぬ
よ
う
た
し
な
め
、
他
の
處
方

で
患
者
を
救
っ
た
と
い
う
話
が
見
え
る
。
こ
の
種
の
話
は
無
論
、
最

終
的
に
治
療
を
施
す
名
醫
の
知
見
と
腕
の
よ
さ
を
引
き
立
て
る
た
め

に
、
先
に
素
人
療
法
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
呉
用
の
處
方

に
は
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
り
、
誤
っ
た
治
療
と
ま
で
は
言
え
な
い

が
、
水
滸
傳
も
、
博
學
と
は
い
え
そ
も
そ
も
書
生
で
あ
る
呉
用
と
、

専
門
醫
で
あ
る
安
道
全
と
の
對
比
に
よ
る
同
樣
の
効
果
を
狙
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
記
述
は
讀
者
に
と
っ
て
真
實
味
と
同
時
代

性
を
も
っ
て
受
け
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
も
、
口
頭
傳
承

の
よ
う
な
古
風
な
趣
や
語
り
の
巧
み
さ
を
真
似
る
の
で
は
な
く
、
讀

者
が
實
感
を
も
っ
て
受
け
と
れ
る
よ
う
な
細
か
な
描
寫
に
氣
を
配
る

こ
と
で
「
現
代
的
」
な
お
も
し
ろ
さ
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
最
終
編

纂
期
の
新
作
故
事
の
作
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
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は
、
編
纂
者
が
民
間
療
法
や
専
門
醫
の
治
療
を
實
際
に
目
に
し
た
こ

と
が
あ
っ
て
こ
う
し
た
記
述
に
い
た
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、

比
較
的
容
易
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
參
照
で
き
る
環
境
に
あ
り
、
そ

れ
ら
を
適
當
に
か
い
つ
ま
ん
で
物
語
に
盛
り
込
む
能
力
も
備
え
た
人

物
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。 

 

六
．
物
語
の
擴
げ
方 

 

細
か
く
治
療
描
寫
の
背
景
を
考
え
て
み
た
が
、
そ
も
そ
も
晁
蓋
が

夢
の
中
で
江
南
の
地
靈
星
が
必
要
で
あ
る
と
告
げ
、
張
順
が
ま
さ
し

く
そ
の
江
南
に
い
る
名
醫
と
知
り
合
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

治
療
描
寫
な
し
で
も
張
順
の
物
語
を
は
じ
め
る
こ
と
は
で
き
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
呉
用
の
行
動
が
新
し
い
人
物
の
仲

間
入
り
の
き
っ
か
け
と
な
る
旅
を
引
き
起
こ
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ほ
か

に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

第
三
十
五
回
か
ら
第
四
十
二
回
に
か
け
て
宋
江
が
各
地
を
巡
る
物

語
が
あ
る
。 

 

閻
婆
惜
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
宋
江
は
捕
り
方
の
追
跡
を
か
わ
し
て

逃
亡
し
て
い
た
が
、
鄉
里
の
父
が
死
ん
だ
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
、

                                        

             

 

三

十

四

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅲ
「
水
滸
伝
的
傷
痕
」 

急
ぎ
地
元
に
戻
る
。
そ
こ
で
宋
江
の
歸
郷
を
知
っ
て
や
っ
て
き
た
捕

り
方
に
捕
ま
っ
て
し
ま
う
。
罪
人
と
な
り
江
州
配
流
が
決
ま
っ
た
宋

江
は
護
送
役
人
と
と
も
に
梁
山
泊
の
そ
ば
を
通
る
。
こ
こ
で
晁
蓋
が

宋
江
を
山
寨
に
招
き
入
れ
、
仲
間
入
り
を
勸
め
る
。
雜
劇
冒
頭
に
書

き
込
ま
れ
た
物
語
で
は
宋
江
は
こ
こ
で
梁
山
泊
に
入
っ
て
い
る
。
實

際
そ
う
い
う
話
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
水
滸
傳
で
は
誘
い
を

斷
っ
て
江
州
へ
向
か
い
、
そ
の
過
程
で
張
橫
、
穆
弘
、
穆
春
、
李

俊
、
童
威
、
童
猛
、
張
順
、
侯
健
、
戴
宗
、
李
逵
と
知
り
合
う
。
最

終
編
纂
者
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
か
き
あ
つ
め
て
梁
山
泊
へ
入
れ
さ

せ
る
と
い
う
構
成
面
で
の
必
要
上
、
宋
江
に
す
ん
な
り
梁
山
泊
入
り

さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
全
員
が
江
州
か

ら
一
齊
に
梁
山
泊
へ
の
ぼ
っ
た
後
、
宋
江
は
鄉
里
に
父
を
迎
え
に
行

き
、
ま
た
も
や
同
じ
捕
り
方
に
追
わ
れ
る
。
し
か
し
今
度
は
梁
山
泊

か
ら
仲
間
が
救
出
に
驅
け
つ
け
、
捕
り
方
を
殺
し
て
梁
山
泊
に
歸
還

す
る
。
こ
の
二
度
の
捕
り
方
の
場
面
が
挿
入
話
の
起
點
と
終
點
で
あ

る
こ
と
は
早
く
に
宮
崎
市
定
の
指
摘
が
あ
る
三

十

四

。
江
州
配
流
の
物

語
と
第
六
十
五
回
と
は
、
と
も
に
張
順
が
登
場
す
る
ほ
か
、
渡
し
船

で
船
頭
が
旅
人
を
襲
う
と
い
う
類
似
し
た
場
面
も
あ
り
、
挿
入
話
同

士
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
。 
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こ
の
插
入
故
事
の
終
盤
、
宋
江
ら
が
江
州
か
ら
大
擧
梁
山
泊
に
向

か
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
呉
用
で
あ
る
。
宋
江
は
江
州
で
反
詩

を
吟
じ
た
た
め
に
謀
叛
人
と
し
て
再
逮
捕
さ
れ
た
。
江
州
知
事
・
蔡

得
章
は
、
父
で
あ
る
宰
相
・
蔡
京
に
宋
江
の
處
分
の
指
示
を
仰
ぐ
た

め
、
道
術
で
一
日
に
八
百
里
を
走
れ
る
牢
役
人
戴
宗
に
東
京
開
封
府

ま
で
手
紙
を
届
け
さ
せ
る
。
そ
の
途
上
戴
宗
は
梁
山
泊
に
連
れ
込
ま

れ
る
。
呉
用
は
こ
の
手
紙
を
手
に
し
た
蔡
京
が
宋
江
を
處
刑
せ
よ
と

命
じ
る
こ
と
を
恐
れ
、
宋
江
を
殺
さ
ず
都
へ
護
送
す
る
よ
う
命
じ
る

偽
の
返
信
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
計
畫
實
行
の
た

め
、
と
も
に
濟
州
に
住
み
、
い
か
な
る
筆
跡
も
模
倣
で
き
る
蕭
譲
と

當
代
一
の
印
鑑
職
人
の
金
大
堅
を
梁
山
泊
に
呼
び
寄
せ
る
策
を
め
ぐ

ら
せ
る
。
こ
の
部
分
も
ま
た
員
數
合
わ
せ
の
役
を
担
っ
た
插
入
話
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蕭
譲
、
金
大
堅
と
も
に
地
煞
星
で
、

水
滸
傳
以
前
の
名
簿
に
は
名
が
見
え
な
い
。
宋
江
を
救
う
た
め
に
梁

山
泊
の
好
漢
が
派
遣
さ
れ
新
た
な
人
材
を
連
れ
歸
ら
せ
る
と
い
う
構

造
は
第
六
十
五
回
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
新
た
な
人
材

が
、
罪
を
犯
し
て
逃
亡
し
た
り
盗
賊
に
な
っ
た
り
し
て
み
ず
か
ら
梁

山
泊
に
身
を
寄
せ
て
く
る
可
能
性
の
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
職

人
・
專
門
技
能
者
で
あ
る
點
も
同
じ
で
あ
る
。 

 

こ
の
短
い
說
話
を
は
さ
ん
で
宋
江
救
出
劇
が
再
開
さ
れ
る
。
し
か

し
、
ニ
セ
手
紙
を
戴
宗
に
も
た
せ
て
江
州
に
戻
ら
せ
た
も
の
の
、
呉

用
の
ミ
ス
で
手
紙
が
僞
物
で
あ
る
こ
と
が
發
覺
し
、
宋
江
は
戴
宗
と

と
も
に
處
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
か
ら
誤
り
に
氣
づ
い
た
呉
用

は
、
梁
山
泊
の
豪
傑
た
ち
に
軍
を
率
い
て
江
州
ま
で
宋
江
を
救
出
に

行
か
せ
る
。
山
東
の
梁
山
泊
と
長
江
邊
の
江
州
と
は
遠
く
離
れ
て
お

り
、
大
軍
が
道
中
官
軍
の
抵
抗
も
受
け
ず
に
長
驅
押
し
寄
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
こ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
多
數

の
豪
傑
を
ま
と
め
て
山
東
へ
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
梁
山
泊
の
計
略
を
一
手
に
擔
う
呉
用
が
智
恵
を
驅
使
し
て
も
救

え
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
危
險
を
冒
し
て
で
も
軍
勢
を
出
し
て
力
づ
く

で
奪
う
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
理
由
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
が
こ
の

僞
手
紙
失
敗
の
く
だ
り
な
の
で
は
な
い
か
。 

第
六
十
五
回
の
治
療
を
僞
手
紙
同
様
の
單
純
な
失
敗
と
斷
ず
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
呉
用
の
策
が
一
度
空
振
り
に
終
わ
る
場
面
を
入

れ
て
お
く
こ
と
が
、
捕
ら
え
ら
れ
た
仲
間
を
放
っ
て
お
く
、
大
軍
を

長
距
離
移
動
さ
せ
る
な
ど
の
、
少
々
無
理
が
あ
る
行
動
に
出
ざ
る
を

得
な
い
必
要
性
を
增
す
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
編
纂
者
は
考
え
た
の

で
は
な
い
か
。
「
あ
の
呉
用
で
も
う
ま
く
い
か
な
っ
た
の
だ
か
ら
仕

方
な
い
」
と
讀
者
に
感
じ
さ
せ
る
よ
う
描
く
こ
と
が
、
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
增
や
す
手
法
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
水
滸
傳
の
成

立
に
呉
用
も
お
お
き
く
貢
獻
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
す
れ
ば
こ

そ
呉
用
の
治
療
は
民
間
療
法
で
あ
り
、
安
道
全
は
専
門
醫
の
治
療
で
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あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
對
照
的
に
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。 

 

七
．
最
終
編
纂
と
雜
劇 

 

第
六
十
五
回
で
も
、
同
時
代
の
讀
者
が
知
り
得
た
知
識
を
利
用
し

て
新
た
な
故
事
を
組
み
立
て
る
手
法
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
知
識

は
、
史
書
、
筆
記
、
小
說
、
雜
劇
、
醫
書
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
に

わ
た
る
。
編
纂
者
は
そ
れ
ら
の
知
識
を
収
集
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
同
等
の
知
識
を
持
ち
得
る
人
々
を
讀
者
と
し
て
想
定

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
作
故
事
は
も
は
や
ま
っ
す
ぐ
で
打
算
の
な

い
豪
傑
が
爽
快
な
大
暴
れ
を
す
る
と
い
っ
た
素
朴
な
も
の
で
は
な

く
、
書
き
手
に
も
讀
み
手
に
も
あ
る
程
度
の
預
備
知
識
を
要
求
す
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
古
風
で
素

朴
な
名
作
に
對
抗
す
る
に
は
ま
っ
た
く
異
な
る
作
風
を
も
っ
て
す
る

し
か
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
最
終
編
纂
者
に
は
、
も
う

ひ
と
つ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
質
を
變
え
た
か
っ
た
理
由
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
そ
れ
は
雜
劇
の
利
用
か
ら
推
測

で
き
る
。 

 

前
述
の
通
り
、
水
滸
傳
に
見
え
る
梁
山
泊
も
の
雜
劇
そ
の
も
の
の

の
と
り
こ
み
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
編
纂
者
が
雜
劇
を
輕
視

し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
第
六
十
五
回
に
は
、
「
血
光
之
災
」
、

「
無
差
別
殺
戮
と
犯
行
聲
明
」
と
、
雜
劇
で
確
立
し
て
い
た
物
語
パ

タ
ー
ン
が
二
種
見
ら
れ
る
し
、
雜
劇
で
共
有
さ
れ
て
い
た
人
物
形

象
、
プ
ロ
ッ
ト
が
部
分
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
場
面
は
水
滸
傳
の
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
え
る
。 

ま
た
、
「
ま
る
ご
と
そ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
な
け
れ

ば
、
編
纂
者
の
目
に
と
ま
っ
た
と
思
し
き
梁
山
泊
も
の
雜
劇
は
も
う

ひ
と
つ
あ
る
。
宣
德
八
年
に
朱
有
燉
の
藩
王
府
で
あ
る
周
憲
王
府
で

刊
行
さ
れ
た
朱
有
燉
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
で
あ
る
。
こ
の
作

品
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。 

  

宋
江
ら
梁
山
泊
に
集
う
三
十
六
人
は
生
死
を
と
も
に
す
る
誓
い
を

た
て
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
魯
智
深
が
宋
江
に

叱
責
さ
れ
て
腹
を
立
て
勝
手
に
山
寨
を
離
れ
、
髮
を
お
ろ
し
て
寺

に
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
。
宋
江
は
李
逵
に
、
魯
智
深
の
妻
子
を
と

も
な
っ
て
魯
智
深
を
連
れ
戻
し
に
行
く
よ
う
命
じ
る
。
妻
子
は
魯

智
深
が
養
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
と
訴
え
る
が
、
魯

智
深
は
戻
ろ
う
と
し
な
い
。
宋
江
は
さ
ら
に
、
魯
智
深
の
母
を
說

得
に
行
か
せ
る
。
母
も
、
梁
山
泊
に
戻
っ
て
以
前
同
樣
養
っ
て
く

れ
と
訴
え
る
。
す
る
と
魯
智
深
は
逆
に
母
に
、
檀
家
の
住
む
村
で

何
不
自
由
な
く
暮
ら
せ
ば
よ
い
と
提
案
す
る
。
こ
れ
を
知
っ
た
宋

江
は
一
計
を
案
じ
、
手
下
の
小
者
を
そ
の
村
に
や
る
。
小
者
は
魯
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智
深
の
母
の
家
へ
行
き
、
あ
り
も
し
な
い
借
金
を
返
す
よ
う
つ
め

よ
り
、
魯
智
深
の
母
が
拒
否
す
る
と
、
こ
れ
に
毆
り
か
か
る
そ
ぶ

り
を
み
せ
た
。
そ
こ
に
魯
智
深
が
驅
け
つ
け
、
小
者
を
毆
り
た
お

し
、
母
を
救
う
。
す
る
と
宋
江
が
現
れ
、
實
は
魯
智
深
を
だ
ま
す

た
め
の
策
で
あ
っ
た
と
告
げ
る
。
魯
智
深
は
戒
を
破
っ
て
人
を
毆

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
つ
い
に
山
寨
へ
も
ど
る
こ
と
を
承
諾
し

た
。 

 

水
滸
傳
の
魯
智
深
は
華
語
文
化
圏
で
も
っ
と
も
有
名
な
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
の
ひ
と
り
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
粗
暴
で
酒
を
好

み
、
た
び
た
び
人
に
迷
惑
を
か
け
な
が
ら
も
、
理
不
盡
な
出
來
事
を

許
さ
ず
、
兄
弟
の
危
機
に
は
わ
が
身
を
顧
み
ず
驅
け
つ
け
る
、
歷
代

の
批
評
が
絶
贊
す
る
人
物
で
も
あ
る
三

十

五

。 

 

こ
の
雜
劇
の
魯
智
深
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
か
つ
て
南
陽
の
寺
に

い
て
、
還
俗
し
て
か
ら
梁
山
泊
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

し
、
な
に
よ
り
母
、
妻
、
子
が
現
れ
、
孝
に
あ
つ
い
と
い
う
の
だ
か

ら
水
滸
傳
に
お
け
る
天
涯
孤
獨
の
無
賴
漢
の
趣
は
ど
こ
に
も
な
い
。

                                        

             

 

三

十

五 

「
如
魯
智
深
、
吃
酒
打
人
、
無
所
不
為
、
無
所
不
做
、
佛
性
反
是

完
全
的
、
所
以
到
底
成
了
正
果
。
」
（
容
與
堂
本
第
四
回
回
末
総
評
）
、

「
魯
達
自
然
是
上
上
人
物
。
寫
得
心
地
厚
實
、
體
格
闊
大
。
論
麤
鹵

兩
魯
智
深
は
名
前
が
偶
然
一
致
し
た
赤
の
他
人
と
い
う
ほ
ど
ま
で
違

う
の
で
あ
る
。
最
終
編
纂
者
が
水
滸
傳
の
軸
と
し
た
變
化
型
ス
ト
ー

リ
ー
は
す
で
に
宋
元
以
来
の
英
雄
故
事
の
と
り
こ
み
を
ほ
ぼ
濟
ま
せ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ま
っ
た
く
異
な
る
「
豹

子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
を
そ
の
ま
ま
と
り
こ
む
な
ど
無
理
な
相
談
で

あ
る
。
水
滸
傳
の
魯
智
深
が
杭
州
六
和
寺
で
坐
化
す
る
場
面
は
前
半

の
魯
智
深
故
事
と
は
來
歷
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
通

り
、
寺
の
お
だ
や
か
な
暮
ら
し
を
樂
し
む
雜
劇
の
魯
智
深
と
通
じ
な

い
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
面
は
物
語
の
最
終

盤
で
、
宋
江
集
團
は
梁
山
泊
と
い
う
根
據
地
を
捨
て
て
官
軍
と
な
っ

て
い
る
う
え
、
豪
傑
た
ち
の
多
く
が
戰
死
し
た
り
離
脱
し
た
り
し
て

い
て
、
安
定
型
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
と
て
も
插
入
で
き
な
い
。 

 

し
か
し
な
が
ら
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
は
魯
智
深
と
は
關
係

の
な
い
箇
所
に
姿
を
變
え
て
生
き
殘
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
第
五
十
三

回
で
あ
る
。
こ
の
回
の
概
要
は
左
の
ご
と
し
。 

 

梁
山
泊
の
一
員
で
あ
っ
た
公
孫
勝
は
、
宋
江
が
父
と
弟
を
梁
山

處
、
他
也
有
些
麤
鹵
。
論
精
細
處
、
他
亦
甚
是
精
細
。
…
…
魯
達
已
是

人
中
絕
頂
。
」
（
金
聖
歎
「
讀
第
五
才
子
書
法
」
『
第
五
才
子
書
施
耐
菴

水
滸
傳
』
巻
三
） 
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泊
に
招
い
た
直
後
、
自
分
も
母
が
心
配
に
な
っ
た
の
で
一
時
的
に

歸
ら
せ
て
ほ
し
い
と
申
し
出
、
了
承
を
得
て
山
を
降
り
た
。
そ
し

て
そ
の
ま
ま
約
束
の
期
日
が
過
ぎ
て
も
も
ど
ら
な
い
。
宋
江
は
戴

宗
を
派
遣
し
て
公
孫
勝
を
探
さ
せ
た
が
、
結
局
居
所
を
つ
か
む
こ

と
も
で
き
な
い
ま
ま
歸
っ
て
き
た
。 

高
唐
州
の
官
軍
と
梁
山
泊
軍
と
の
間
に
戰
闘
が
勃
發
し
た
。
梁

山
泊
軍
は
敵
將
高
廉
の
妖
術
に
苦
し
め
ら
れ
、
城
市
を
攻
め
落
と

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
宋
江
と
呉
用
は
、
高
廉
の
妖
術
に
打
ち
勝

て
る
の
は
公
孫
勝
だ
け
だ
と
考
え
、
戴
宗
と
李
逵
に
公
孫
勝
の
つ

れ
も
ど
し
を
命
じ
る
。 

 

二
人
は
つ
い
に
公
孫
勝
の
居
場
所
を
つ
き
と
め
る
が
、
應
對
に

出
て
き
た
の
は
公
孫
勝
の
母
で
、
公
孫
勝
は
い
な
い
と
言
う
。
う

そ
を
つ
か
れ
て
い
る
と
感
づ
い
た
戴
宗
は
翌
日
、
先
に
李
逵
一
人

を
行
か
せ
、
前
日
同
様
に
う
そ
を
つ
か
れ
た
ら
毆
り
か
か
る
そ
ぶ

り
を
す
る
よ
う
命
じ
る
。
李
逵
が
毆
り
か
か
ろ
う
と
し
た
そ
の

時
、
公
孫
勝
が
飛
び
出
し
て
き
た
。
戴
宗
は
急
い
で
李
逵
を
制
止

し
、
公
孫
勝
を
お
び
き
出
す
た
め
の
策
だ
っ
た
こ
と
を
告
げ
、
わ

                                        

             

 

三

十

六 

这
两
段
情
节
，
同
是
写
梁
山
头
目
中
的
僧
道
人
物
下
山
不
归
，
宋

江
差
人
多
次
招
徕
，
最
终”

文
觅“

不
成
，
改
为”

武
取“

，
以
武
力
胁
迫

其
母
，
终
于
引
出
孝
子
，
重
返
山
寨
。
所
不
同
者
，
不
过
一
为
和
尚
一

为
道
士
而
已
。
（
侯
会
「
后
来
居
上
的
《
水
浒
》
人
物—

—

公
孙
胜
」

び
る
。 

 

侯
會
も
指
摘
す
る
通
り
、
魯
智
深
は
僧
、
公
孫
勝
は
道
士
、
宗
教
こ

そ
違
え
、
梁
山
泊
を
離
れ
た
出
家
者
を
呼
び
も
ど
す
と
い
う
筋
書
き

は
同
じ
で
あ
る
三

十

六

。
使
者
の
な
か
に
李
逵
が
い
る
こ
と
、
出
家
者

に
は
母
が
あ
り
、
そ
の
母
が
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
そ
う
に
な
る
や
あ
わ

て
て
驅
け
つ
け
、
計
に
か
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
歸
る
こ
と
を
承
知

す
る
と
い
う
筋
立
て
も
同
じ
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
公
孫
勝
の
人
物
像

が
固
ま
っ
た
の
は
最
終
編
纂
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
、
第

五
十
三
回
の
成
立
も
最
終
編
纂
段
階
で
あ
ろ
う
。
宮
崎
市
定
は
、
第

四
十
四
回
と
第
五
十
三
回
の
二
度
に
わ
た
っ
て
戴
宗
が
公
孫
勝
を
探

し
に
行
く
の
は
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ふ
た
つ
に
分
け
た
う
え

で
間
に
新
た
な
話
を
插
入
し
よ
う
と
し
た
手
術
の
あ
と
で
あ
ろ
う
と

言
う
三

十

七

。
一
度
目
の
捜
索
に
派
遣
さ
れ
た
戴
宗
、
楊
林
は
、
道
中

石
秀
、
裴
宣
、
鄧
飛
、
孟
康
と
出
會
い
、
そ
の
梁
山
泊
入
り
の
き
っ

か
け
を
つ
く
り
三

十

八

、
二
度
目
に
は
李
逵
が
湯
隆
と
知
り
合
い
、
連

れ
歸
っ
て
い
る
。
と
も
に
地
煞
星
の
仲
間
入
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
創

『
《
水
浒
》
《
西
游
》
探
源—

—

与
德
堂
古
典
小
说
研
究
丛
稿
』
、
一
〇

八
頁
） 

三

十

七

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅲ
「
水
滸
伝
的
傷
痕
」 

三

十

八

裴
宣
、
鄧
飛
、
孟
康
の
三
名
は
飲
馬
川
で
盗
賊
稼
業
を
し
て
い
た
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出
す
る
た
め
の
最
終
編
纂
段
階
の
插
入
話
の
特
徵
が
よ
く
現
れ
て
い

る
。
こ
の
と
き
、
公
孫
勝
の
人
物
形
象
を
印
象
づ
け
る
恰
好
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
編
纂
者
が
利
用
し
た
の
が
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜

劇
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
水
滸
傳
の
内
容
に
合
わ
せ
る

べ
く
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
細
部
は
さ
ま
ざ
ま
に
變
更
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
ず
、
主
役
を
魯
智
深
か
ら
公
孫
勝
に
變
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

山
寨
の
兄
弟
の
も
と
へ
歸
る
よ
り
も
母
に
盡
く
す
「
孝
」
を
優
先
す

る
公
孫
勝
像
を
確
立
で
き
る
。 

 

公
孫
勝
も
初
登
場
時
は
江
湖
を
渡
り
歩
く
無
賴
漢
で
あ
っ
た
。
第

十
五
回
、
諸
國
漫
遊
の
道
士
と
稱
し
て
晁
蓋
の
や
し
き
を
訪
れ
る

が
、
そ
の
目
的
は
北
京
知
府
梁
中
書
か
ら
太
師
蔡
京
へ
の
贈
り
物
で

あ
る
金
銀
財
寶
、
い
わ
ゆ
る
生
辰
綱
を
輸
送
途
中
で
強
奪
せ
ん
と
の

誘
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
門
衛
に
止
め
ら
れ
る
と
、
晁
蓋
に
會
わ
せ

ろ
と
暴
力
沙
汰
に
お
よ
ぶ
盗
賊
ま
が
い
の
人
物
で
あ
っ
た
。
生
辰
綱

強
奪
の
く
だ
り
で
は
道
術
を
使
う
場
面
も
な
い
。
第
五
十
三
回
お
よ

び
第
九
十
回
以
降
の
、
山
奥
で
母
親
を
養
い
な
が
ら
師
匠
に
仕
え
る

道
士
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
の
徑
庭
が
あ
る
。
『
宣
和
遺
事
』
で

                                        

             

 

グ
ル
ー
プ
を
ま
と
め
て
誘
っ
た
も
の
で
あ
る
。
石
秀
は
こ
の
後
楊
雄
、

時
遷
と
出
會
っ
た
の
ち
梁
山
泊
に
投
じ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
回
だ
け
で

六
名
の
梁
山
泊
入
り
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
に
な
り
、
員
數
合
わ

は
生
辰
綱
強
奪
メ
ン
バ
ー
に
公
孫
勝
は
い
な
い
。
水
滸
傳
の
生
辰
綱

強
奪
の
公
孫
勝
と
第
四
十
二
回
以
降
の
公
孫
勝
の
材
料
は
そ
も
そ
も

別
人
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
最
終
編
纂
者
は
第
四
十

二
回
以
降
の
公
孫
勝
像
を
よ
り
強
く
打
ち
出
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。 公

孫
勝
は
第
九
十
回
、
師
匠
と
母
の
そ
ば
近
く
つ
か
え
る
た
め
一

足
早
く
集
團
を
離
れ
、
方
臘
征
伐
に
加
わ
ら
な
い
。
妖
術
使
い
を
缺

い
た
宋
江
軍
は
苦
戰
し
、
多
く
の
戰
死
者
を
出
す
。
宮
崎
市
定
は
、

征
遼
戰
で
公
孫
勝
が
妖
術
を
使
っ
て
大
活
躍
す
る
の
は
、
公
孫
勝
に

集
團
を
離
れ
る
口
實
を
與
え
る
の
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う

三

十

九

。
高
島
俊
男
は
こ
の
說
を
支
持
し
、
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。 

  
 

公
孫
勝
は
魔
法
使
い
で
あ
る
。
風
を
お
こ
し
雨
を
ふ
ら
せ
、
天

地
を
真
暗
闇
に
し
、
神
魔
怪
獣
を
現
出
し
て
敵
に
襲
い
か
か
ら
せ

る
。
も
ち
ろ
ん
戦
に
際
し
て
は
じ
め
か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い

が
、
い
ざ
と
な
れ
ば
こ
の
奥
の
手
が
あ
る
。
だ
か
ら
梁
山
泊
軍
は

保
険
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
一
時
的
に
不
利
に
お
ち
い

せ
と
し
て
は
大
成
功
と
言
え
る
。 

三

十

九 

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅱ
「
水
滸
伝
―
虚
構

の
な
か
の
史
実
」 
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っ
て
も
最
終
的
に
負
け
る
気
づ
か
い
は
な
い
。 

 
 

し
か
し
ま
た
公
孫
勝
は
道
士
で
あ
り
俗
世
の
外
の
人
で
あ
る
か

ら
、
い
つ
ま
で
も
梁
山
泊
に
い
る
つ
も
り
は
な
い
。
…
…
だ
か
ら

こ
の
人
は
、
い
ず
れ
は
ぬ
け
る
の
で
あ
る
。
…
…
と
い
っ
て
、
官

軍
に
な
っ
た
と
た
ん
に
ぬ
け
て
し
ま
う
の
も
お
か
し
い
。
朝
廷
に

対
し
て
申
し
わ
け
が
立
た
な
い
し
、
だ
か
ら
宋
江
が
ゆ
る
す
は
ず

が
な
い
。
…
… 

 
 

し
か
し
方
臘
と
の
戦
に
公
孫
勝
が
い
て
は
ぐ
あ
い
が
わ
る
い
。

…
…
も
し
公
孫
勝
が
軍
中
に
い
た
ら
、
な
ぜ
魔
法
を
使
わ
な
い
の

か
と
読
者
が
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
。
公
孫
勝
は
梁
山
泊
の
保
険
な

の
だ
か
ら
、
梁
山
泊
が
潰
散
す
る
と
い
う
結
末
に
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
保
険
は
は
ず
れ
て
な
い
と
い
け
な
い
。 

 
 

そ
こ
で
公
孫
勝
の
た
め
に
活
躍
の
場
を
つ
く
り
、
宋
江
も
引
き

と
め
得
な
い
よ
う
な
情
況
を
準
備
す
る
た
め
に
、
遼
と
の
戦
争
を

設
定
し
た
。 

（
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
二
「
遼
国
征
討
」
二
百
二
十
五
～
二
百
二

十
六
頁
） 

 

最
終
編
纂
者
が
、
征
遼
戰
で
公
孫
勝
が
大
活
躍
し
、
方
臘
征
伐
を
前

に
離
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
に
し
た
理
由
の
說
明
に
は
十
分
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
以
前
に
、
公
孫
勝
は
「
俗
世
の
外
の
人
」
で
「
い
ず
れ

は
ぬ
け
る
」
と
い
う
印
象
を
確
立
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
初
登
場
時
の
公
孫
勝
の
ま
ま
で
は
だ
め
で
あ
る
。
最

初
の
公
孫
勝
は
「
俗
世
」
の
人
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
編
纂
者

は
第
四
十
二
回
末
と
第
五
十
三
回
で
公
孫
勝
に
初
登
場
時
と
異
な
る

人
物
像
を
與
え
た
。 

 
 

ま
ず
第
四
十
二
回
末
で
、
母
の
樣
子
を
見
に
歸
り
た
い
と
申
し
出

さ
せ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
第
五
十
三
回
で
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜

劇
を
轉
用
し
た
。
こ
の
二
度
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
り
、
公
孫
勝
は
義

よ
り
孝
を
重
ん
じ
る
人
物
、
一
時
的
に
俗
世
に
い
る
だ
け
で
い
つ
か

は
師
匠
の
も
と
へ
戻
る
さ
だ
め
に
あ
る
人
物
へ
と
變
じ
た
の
で
あ

る
。 水

滸
傳
に
孝
を
標
榜
す
る
人
物
は
少
な
い
。
天
涯
孤
獨
の
身
は
魯

智
深
一
人
に
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
孝
に
ま
つ
わ
る
目
立
っ
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
と
い
え
ば
、
宋
江
と
父
、
李
逵
と
母
、
公
孫
勝
と
母
の
三
例
し

か
な
い
。
こ
の
三
者
の
探
親
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
つ
ら
な
っ
て
配
置
さ
れ

て
い
る
。
宋
江
は
孝
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、
第
四
十
二

回
に
宋
江
自
身
が
、
梁
山
泊
の
仲
間
に
多
大
な
手
間
を
か
け
さ
せ
て

ま
で
鄉
里
か
ら
父
を
迎
え
入
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
だ
け
に
、
母
の
も

と
へ
行
き
た
い
と
い
う
公
孫
勝
の
願
い
を
拒
絶
す
る
わ
け
に
は
い
か

ぬ
。
編
纂
者
は
、
宋
江
が
拒
否
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
タ
イ

ミ
ン
グ
に
公
孫
勝
の
こ
の
申
し
出
を
配
置
し
、
兄
弟
の
結
束
を
重
視
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す
る
宋
江
が
な
ぜ
一
時
的
と
は
い
え
個
人
的
な
目
的
で
山
を
下
り
る

こ
と
を
許
し
た
の
か
と
讀
者
が
疑
念
を
覺
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

し
た
の
だ
ろ
う
。 

 

八
．
「
孝
」
の
質
的
差
異 

 
 

「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
と
水
滸
傳
と
の
比
較
を
さ
ら
に
一
步

進
め
る
と
、
細
部
に
も
變
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
「
孝
」
を
め
ぐ
る
違
い
が
あ
る
。 

 

雜
劇
で
は
宋
江
が
魯
智
深
に
つ
い
て
「
這
兄
弟
却
孝
順
、
他
見
他

母
親
去
喚
、
他
必
然
跟
他
母
親
來
也
（
こ
の
弟
は
親
孝
行
だ
か
ら
母

が
迎
え
に
行
け
ば
き
っ
と
つ
い
て
く
る
だ
ろ
う
）
」
と
言
う
。
こ
の

「
却
」
は
、
妻
や
子
が
飢
え
そ
う
に
な
っ
て
も
心
を
動
か
さ
な
い
魯

智
深
で
も
母
を
思
う
心
は
強
い
か
ら
成
功
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
對
比

を
意
味
し
よ
う
。
事
實
、
母
が
魯
智
深
に
、
「
做
和
尚
的
受
苦
有
甚

麼
好
處
、
你
跟
我
回
去
、
山
寨
上
養
活
我
去
（
坊
主
に
な
っ
て
き
つ

い
思
い
を
し
て
な
ん
の
得
が
あ
る
も
の
か
。
一
緒
に
歸
っ
て
山
寨
で

私
を
養
っ
て
お
く
れ
）
」
と
頼
む
と
、
魯
智
深
も
す
げ
な
く
追
い
返

す
こ
と
は
せ
ず
、
檀
家
の
村
に
引
っ
越
し
て
く
る
よ
う
勸
め
る
。
そ

こ
な
ら
ば
環
境
は
よ
く
、
人
は
親
切
で
、
衣
食
に
不
自
由
さ
せ
る
こ

と
も
な
い
か
ら
、
「
不
曾
將
孝
道
虧
（
孝
の
道
に
背
く
こ
と
に
な
ら

な
い
）
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
孝
」
が
「
母
に
衣
食

に
不
自
由
の
な
い
暮
ら
し
を
さ
せ
る
」
意
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

り
、
議
論
の
焦
點
は
「
ど
こ
な
ら
ば
衣
食
足
り
る
暮
ら
し
を
提
供
で

き
る
の
か
」
で
あ
る
。
母
は
山
寨
に
も
ど
れ
ば
實
現
で
き
る
と
言

い
、
魯
智
深
は
、
ほ
か
の
あ
ら
た
な
選
擇
肢
を
提
示
し
た
の
で
あ

る
。 

 
 

水
滸
傳
の
公
孫
勝
の
く
だ
り
で
は
直
接
「
孝
」
を
用
い
た
表
現
は

出
て
こ
な
い
が
、
公
孫
勝
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
自
從
梁

山
泊
分
別
回

鄉
、
非
是
昧
心
、
一
者
母
親
年
老
無
人
奉
侍
、
二
乃
本

師
羅
真
人
留
在
座
前
聽
教
。
恐
怕
山
寨
有
人
尋
來
、
故
意
改
名
清
道

人
、
隱
居
在
此
（
梁
山
泊
を
出
て
歸
郷
し
た
の
は
義
に
そ
む
こ
う
と

い
う
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
に
は
母
が
年
老
い
、
世
話
す
る
も
の
も

な
い
こ
と
、
第
二
に
わ
が
師
羅
真
人
が
私
を
そ
の
お
膝
元
に
の
こ
し

說
教
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
な
の
で
す
。
山
か
ら
誰
か
が
呼
び
に

來
る
の
で
は
と
思
い
、
清
道
人
と
名
を
あ
ら
た
め
、
こ
こ
に
隱
居
し

て
い
ま
し
た
）
」
。
こ
こ
か
ら
「
孝
」
を
讀
み
と
る
こ
と
に
さ
し
つ
か

え
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
公
孫
勝
は
老
い
た
母
の
そ
ば
に
い
る

こ
と
を
第
一
に
あ
げ
な
が
ら
、
い
ざ
宋
江
の
助
太
刀
に
赴
く
こ
と
が

決
ま
る
や
、
母
は
殘
し
て
い
く
。
戴
宗
の
口
か
ら
も
、
自
分
の
母
に

は
山
寨
で
「
大
塊
肉
大
碗
酒
」
の
「
快
活
」
な
生
活
を
さ
せ
た
い
と

願
っ
て
い
た
李
逵
の
口
か
ら
も
、
母
も
梁
山
泊
に
連
れ
歸
っ
て
衣
食

住
に
困
ら
な
い
暮
ら
し
を
さ
せ
て
や
れ
ば
よ
い
と
の
こ
と
ば
は
聞
か
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れ
な
い
。
一
時
的
に
世
話
を
す
る
者
が
い
な
く
な
ろ
う
と
も
、
母
を

山
寨
に
迎
え
入
れ
よ
う
と
の
考
え
は
、
公
孫
勝
に
は
つ
ゆ
ほ
ど
も
浮

か
ば
な
い
の
で
あ
る
。 

 

水
滸
傳
で
宋
江
は
、
江
州
で
生
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ

を
梁
山
泊
軍
に
救
い
出
さ
れ
る
ま
で
は
一
貫
し
て
梁
山
泊
入
り
を
斷

り
續
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
父
に
「
怕
你
一
時
被
人
攛
掇
落
草

去
了
、
做
個
不
忠
不
孝
的
人
（
お
ま
え
が
そ
そ
の
か
さ
れ
て
落
草

し
、
不
忠
不
孝
の
輩
に
な
る
の
が
こ
わ
い
）
」
、
「
倘
或
他
們
下
山
來

劫
奪
你
入
夥
、
切
不
可
依
隨
他
、
教
人
罵
做
不
忠
不
孝
（
も
し
彼
ら

が
山
か
ら
お
ま
え
を
奪
い
と
り
に
き
て
仲
間
に
し
よ
う
と
し
て
も
、

ゆ
め
ゆ
め
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
不
忠
不
孝
と
そ
し
ら
れ
る
よ
う
な
こ

と
は
す
る
な
）
」
と
き
つ
く
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
仲
間
入

り
を
勸
め
ら
れ
て
も
「
小
可
不
爭
隨
順
了
哥
哥
、
便
是
上
逆
天
理
、

下
違
父
教
、
做
了
不
忠
不
孝
的
人
在
世
、
雖
生
何
益
（
わ
た
く
し
が

兄
貴
に
し
た
が
え
ば
、
上
に
は
天
理
に
逆
ら
い
、
下
に
は
父
の
教
え

に
そ
む
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
不
忠
不
孝
も
の
と
な
っ
て
こ
の
世
に

生
き
て
な
ん
に
な
り
ま
し
ょ
う
）
」
と
拒
否
し
て
い
る
。
自
分
ひ
と

り
で
落
草
し
梁
山
に
入
る
こ
と
す
ら
不
孝
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や

そ
こ
で
樂
な
暮
ら
し
が
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
父
を
連
れ
て
一
緒
に

山
寨
に
入
ろ
う
な
ど
と
い
う
考
え
の
生
ま
れ
て
こ
よ
う
は
ず
は
な

い
。
宋
江
が
恐
れ
て
い
た
の
は
人
に
「
不
孝
も
の
」
と
指
彈
さ
れ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
ご
く
單
純
に
言
え
ば
「
親
の
顔
に
泥
を
塗
る
な
」

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
も
最
悪
の
行
為
が
「
あ
の
家
の

子
は
盗
賊
に
な
っ
た
」
と
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
親
の

そ
ば
近
く
に
い
ら
れ
ず
と
も
、
極
論
す
れ
ば
親
が
飢
え
や
寒
さ
に
さ

い
な
ま
れ
て
い
て
も
、
親
に
不
名
誉
な
思
い
を
さ
せ
る
よ
り
は
ま
し

な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
孝
」
は
精
神
的
高
潔
さ
と
い
っ
た
抽

象
的
な
意
味
が
強
い
。
盗
賊
の
寨
で
あ
ろ
う
が
檀
家
の
村
で
あ
ろ
う

が
衣
食
住
に
不
自
由
さ
せ
な
い
こ
と
を
重
要
と
す
る
雜
劇
の
「
孝
」

と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
雜
劇
の
孝
は
い
わ
ば
「
物
質
的
な

孝
」
、
水
滸
傳
の
孝
は
「
精
神
的
な
孝
」
で
あ
る
。
公
孫
勝
は
、
母

に
生
活
面
で
不
自
由
さ
せ
よ
う
と
も
指
名
手
配
犯
の
な
か
で
暮
ら
す

こ
と
は
さ
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
宋
江
も
、
江
州
で
死
刑
に
處
せ

ら
れ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
梁
山
泊
の
豪
傑
た
ち
に
助
け
出
さ
れ
、
も

は
や
行
く
あ
て
も
な
く
な
っ
て
は
じ
め
て
父
を
迎
え
入
れ
た
の
で
あ

る
。 

 
 

水
滸
傳
に
お
け
る
精
神
的
な
孝
は
李
逵
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。

李
逵
は
母
を
迎
え
に
旅
立
つ
當
初
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。 

 
我
只
有
一
個
老
娘
在
家
裡
、
我
的
哥
哥
又
在
別
人
家
做
長
工
、
如

何
養
得
我
娘
快
樂
？
我
要
去
取
他
來
這
裡
、
快
樂
幾
時
也
好
。 

 

お
ふ
く
ろ
は
た
っ
た
一
人
で
家
に
い
る
。
あ
に
き
は
人
に
雇
わ
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れ
て
住
み
込
み
で
は
た
ら
い
て
い
る
し
、
ど
う
や
っ
て
お
ふ
く

ろ
に
樂
を
さ
せ
て
や
れ
る
も
ん
か
。
お
ふ
く
ろ
を
迎
え
に
行
っ

て
、
し
ば
ら
く
樂
を
さ
せ
て
や
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。 

 

李
逵
は
平
素
よ
り
「
快
活
」
を
口
癖
と
す
る
。
「
快
活
」
と
は
、
「
肉

の
塊
に
か
ぶ
り
つ
き
、
酒
を
が
ぶ
飲
み
（
大
塊
肉
大
碗
酒
）
」
し
、

「
金
銀
財
寶
を
山
分
け
（
論
秤
分
金
銀
）
」
し
と
、
愉
快
に
暮
ら
す

こ
と
で
あ
る
。
な
に
も
の
に
も
束
縛
さ
れ
ず
、
食
う
に
も
飲
む
に
も

不
自
由
せ
ず
、
金
も
山
ほ
ど
あ
る
。
江
湖
の
豪
傑
た
る
李
逵
の
面
目

躍
如
で
あ
る
。
そ
し
て
李
逵
は
わ
が
身
の
み
な
ら
ず
、
母
に
も
「
快

活
」
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
。
ま
さ
し
く
物
質
的
な
孝

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
鄉
里
に
つ
く
や
、
「
我
若
說
在
梁
山
泊
落

草
、
娘
定
不
肯
去
、
我
只
假
說
便
了
（
も
し
梁
山
泊
に
落
草
し
た
と

言
っ
た
ら
お
ふ
く
ろ
は
う
ん
と
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
う
そ
を
つ
い
と

い
た
ほ
う
が
い
い
）
」
と
思
い
な
お
し
、
母
に
「
鐵
牛
如
今
做
了

官
、
上
路
特
來
取
娘
（
鐵
牛
は
役
人
に
な
っ
て
か
あ
ち
ゃ
ん
を
迎
え

に
來
た
ん
だ
）
」
と
う
そ
を
つ
く
。
た
と
え
物
質
的
に
惠
ま
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
お
た
ず
ね
も
の
集
團
の
な
か
で
暮
ら
し
た
い
と

母
は
思
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
樂
な
暮
ら
し
よ
り
名
譽
を
と
る
の

で
は
な
い
か
、
李
逵
に
も
こ
の
よ
う
な
分
別
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
世
間
の
人
々
は
精
神
的
要
素
を
よ
り
重
視
す
る
と

い
う
「
物
語
世
界
内
の
常
識
」
は
李
逵
に
も
及
ん
で
い
る
。
し
か
し

兄
の
李
達
に
よ
っ
て
、
李
逵
は
江
州
で
大
殺
戮
を
し
た
擧
句
梁
山
泊

に
逃
げ
込
ん
だ
懸
賞
首
だ
と
暴
露
さ
れ
る
や
本
性
を
と
り
も
ど
し

「
一
發
和
你
同
上
山
去
快
活
、
多
少
好
（
い
っ
し
ょ
に
山
に
の
ぼ
っ

て
愉
快
に
や
っ
た
ほ
う
が
ど
れ
だ
け
い
い
か
）
」
と
言
い
、
母
に
は

「
只
顧
去
快
活
便
了
（
愉
快
に
生
き
る
こ
と
だ
け
考
え
た
ら
い
い
ん

だ
）
」
と
本
音
を
告
げ
、
母
を
背
負
っ
て
梁
山
へ
向
か
う
。
「
快
活
」

こ
そ
が
重
要
で
あ
る
李
逵
に
と
っ
て
は
、
何
處
で
あ
ろ
う
が
母
に
何

不
自
由
な
い
快
適
な
暮
ら
し
を
提
供
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
物
質
的

孝
こ
そ
が
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
価
値
觀
で
あ
る
。
し
か
し
宋
江

や
公
孫
勝
、
梁
山
泊
集
團
、
ひ
い
て
は
水
滸
傳
と
い
う
物
語
は
精
神

的
な
孝
を
よ
り
重
ん
じ
て
い
た
。
そ
の
雰
圍
気
は
李
逵
に
も
傳
わ
っ

て
い
る
。
孝
の
三
部
作
と
も
言
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
三
人
そ
れ
ぞ

れ
の
孝
に
對
す
る
考
え
、
そ
れ
に
發
す
る
親
へ
の
待
遇
に
少
し
づ
つ

相
違
を
見
せ
、
三
者
三
様
の
結
末
を
迎
え
る
。
精
神
的
孝
を
重
ん
じ

る
宋
江
は
父
を
連
れ
歸
る
こ
と
に
成
功
し
、
山
賊
で
あ
る
こ
と
と
母

の
名
譽
を
汚
さ
な
い
こ
と
と
が
兩
立
し
が
た
い
と
わ
か
っ
て
い
た
公

孫
勝
は
母
を
連
れ
歸
ら
な
か
っ
た
。
李
逵
は
母
を
山
寨
に
入
れ
る
と

い
う
不
名
譽
を
犯
し
て
も
物
質
的
な
孝
を
強
行
せ
ん
と
し
、
そ
の
途

上
で
虎
に
母
を
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
見
方
を
變
え
れ
ば
、
精

神
的
孝
の
勝
る
世
界
に
お
い
て
、
母
を
盗
賊
集
團
の
仲
間
に
す
る
と
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い
う
大
罪
を
犯
し
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
を
虎
が
水
際
で
食
い
止
め
て

く
れ
た
と
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
母
は
失
っ
た
も
の

の
、
仇
討
を
遂
行
し
た
李
逵
に
は
「
孝
子
」
の
美
名
が
與
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
水
滸
傳
で
は
李
逵
の
物
質
的
な
孝
は
宋
江
式
の
精
神

的
孝
に
押
さ
れ
と
ん
と
さ
え
な
い
が
、
雜
劇
で
は
積
極
的
に
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
親
自
身
が
、
養
っ
て
も
ら
う
の
に
最
適
の
場

所
と
考
え
れ
ば
山
寨
に
行
く
よ
う
勸
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な

お
梁
山
泊
に
戻
ろ
う
と
し
な
い
魯
智
深
に
母
は
、
「
你
不
肯
做
賊
呵

罷
。
只
回
山
寨
上
住
去
、
看
營
守
寨
也
好
（
賊
に
な
り
た
く
な
い
と

い
う
な
ら
そ
れ
も
い
い
。
山
寨
に
戻
っ
て
住
む
だ
け
住
ん
で
、
見
張

り
番
で
も
す
れ
ば
い
い
）
」
と
言
う
。
し
か
し
魯
智
深
は
こ
う
答
え

る
。 

 

【
倘
秀
才
】
我
若
是
守
着
箇
賊
營
坐
地
、
怎
當
那
做
賊
的
干
連
帶

累
。
〔
末
云
〕
若
是
竊
盜
小
賊
呵
、
也
趓
過
了
。
若
是
強
劫
殺
人

賊
呵
、
不
分
首
從
都
是
該
死
。
〔
末
唱
〕
便
守
寨
的
也
少
不
得
雲

陽
血
染
衣
…
… 

 
 

【
倘
秀
才
】
賊
の
陣
地
を
見
張
っ
て
い
れ
ば
、
賊
と
の
連
座
は

避
け
ら
れ
ぬ
。
〔
末
、
せ
り
ふ
〕
コ
ソ
泥
だ
っ
た
ら
逃
れ
ら
れ

よ
う
が
、
強
盗
殺
人
な
ら
首
領
も
手
下
も
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
死

刑
だ
。
〔
末
、
う
た
〕
留
守
番
と
て
も
雲
陽
の
血
染
め
の
衣

（
死
刑
）
は
免
れ
ぬ
…
… 

 

母
は
山
寨
に
も
ど
っ
て
も
盗
賊
稼
業
に
手
を
貸
さ
な
け
れ
ば
犯
罪
で

は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
魯
智
深
の
意
見
は
異
な
る
。
わ
が
手
で

強
盗
、
殺
人
を
せ
ず
と
も
、
寨
を
見
張
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
そ
の
罪

行
を
後
方
支
援
し
た
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
私
は
な
に
も
盗
っ

て
い
な
い
し
人
を
傷
つ
け
て
も
い
ま
せ
ん
よ
な
ど
と
い
う
言
い
譯
が

通
用
す
る
は
ず
が
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
母
子
の
議
論
の
焦
點
が

梁
山
泊
に
い
る
こ
と
の
是
非
で
は
な
く
、
犯
罪
行
為
に
關
わ
る
か
否

か
に
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
梁
山
泊
に

い
れ
ば
、
遲
か
れ
早
か
れ
強
人
た
ち
の
犯
罪
行
為
に
協
力
す
る
こ
と

に
な
る
と
魯
智
深
は
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
寨
に
い
る
こ
と

が
即
ち
悪
人
で
あ
る
こ
と
と
は
考
え
て
い
な
い
以
上
、
山
寨
に
入
る

こ
と
へ
の
心
理
的
ハ
ー
ド
ル
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
高
く
な
い
。 

と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
母
親
の
ほ
う
か
ら
主
體
的
に
、
盗
賊

集
團
の
な
か
に
も
ど
れ
ば
養
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
が
出
て
く
る

こ
と
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
宋
江
の
父
や
公
孫
勝
の
母
に
は
絶
對
に
言

わ
せ
ら
れ
な
い
セ
リ
フ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
名
譽
よ
り
も
衣
食
、

千
年
の
清
名
よ
り
明
日
の
お
ま
ん
ま
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
盗
賊

の
一
味
と
見
な
さ
れ
る
不
名
譽
は
、
水
滸
傳
ほ
ど
に
は
強
力
な
抑
止
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力
に
な
っ
て
い
な
い
。 

 

笠
井
直
美
「
義
賊
の
誕
生
―
雜
劇
『
水
滸
』
か
ら
小
説
『
水
滸
』

へ
―
」
が
、
梁
山
泊
も
の
雜
劇
に
お
い
て
「
強
人
が
恐
れ
ら
れ
非
難

さ
れ
る
の
は
『
殺
人
犯
』
『
強
盗
犯
』
と
い
っ
た
、
刑
事
犯
的
側
面

を
持
つ
か
ら
で
あ
っ
て
、
『
謀
反
人
』
と
い
う
政
治
犯
と
見
な
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
」
の
に
對
し
、
水
滸
傳
で
は
「
落
草
す
る
こ

と
即
ち
謀
反
す
る
こ
と
と
見
な
さ
れ
る
」
と
分
析
し
て
い
る
の
が
こ

の
母
子
の
會
話
の
よ
い
注
釋
と
な
る
。
梁
山
泊
入
り
す
る
こ
と
イ
コ

ー
ル
反
國
家
の
謀
反
人
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
會
話
は
成

立
し
得
な
い
。
も
っ
と
も
他
の
梁
山
泊
も
の
雜
劇
で
は
、
梁
山
泊
の

一
員
で
も
な
く
、
た
だ
梁
山
泊
の
強
人
と
義
を
結
ん
だ
と
い
う
だ
け

で
犯
罪
行
為
と
見
な
さ
れ
る
場
面
も
あ
る
。
ゆ
え
に
魯
智
深
の
言
い

分
も
根
據
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
。 

 

雜
劇
か
ら
は
さ
ら
に
、
宋
江
の
孝
に
對
す
る
態
度
も
水
滸
傳
と
は

異
な
る
こ
と
が
讀
み
と
れ
る
。 

 

我
今
有
一
智
量
、
必
然
勸
的
他
回
來
也
。
今
差
兩
箇
小
婁
囉
粧
辦

做
客
人
去
那
村
里
胡
索
債
。
到
他
母
親
住
處
尋
些
事
打
他
母
親
。

魯
智
深
聞
知
有
人
打
他
母
親
、
必
來
救
也
。
我
親
自
後
去
、
好
歹

賺
他
回
來
。 

 

必
ず
や
あ
い
つ
を
呼
び
も
ど
せ
る
知
惠
が
浮
か
ん
だ
ぞ
。
ま
ず

小
者
に
商
賣
人
の
な
り
を
さ
せ
て
僞
り
の
借
金
の
取
り
立
て
に

行
か
せ
る
。
あ
い
つ
の
母
親
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
へ
い
か
せ

て
な
に
か
因
緣
を
つ
け
て
な
ぐ
る
。
母
を
な
ぐ
っ
て
い
る
も
の

が
い
る
と
聞
け
ば
魯
智
深
は
必
ず
助
け
に
來
る
。
そ
こ
へ
わ
し

が
み
ず
か
ら
出
て
、
ど
う
あ
っ
て
も
あ
い
つ
を
言
い
く
る
め
て

歸
ら
せ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
雜
劇
で
は
宋
江
が
魯
智
深
を
お
び
き
出
す
計
略
を
授
け

る
。
一
方
、
水
滸
傳
で
は
次
の
と
お
り
。 

 

戴
宗
道
「
小
可
再
來
、
就
辭
了
婆
婆
。
」
却
來
門
外
對
李
逵
道

「
今
番
須
用
着
你
。
方
纔
他
娘
說
道
不
在
家
裏
。
如
今
你
可
去
請

他
。
他
若
說
不
在
時
、
你
便
打
將
起
來
、
却
不
得
傷
犯
他
老
母
。

我
來
喝
住
你
便
罷
。
」 

 
 

戴
宗
が
言
っ
た
。
「
わ
た
く
し
ま
た
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
こ

れ
に
て
失
禮
い
た
し
ま
す
。
」
そ
し
て
門
の
外
へ
出
て
李
逵
に

行
っ
た
。
「
お
ま
え
に
賴
る
時
が
來
た
ぞ
。
さ
っ
き
お
母
さ
ん

は
、
公
孫
勝
は
家
に
い
な
い
と
言
っ
た
。
お
ま
え
も
公
孫
勝
を

呼
び
に
行
け
。
も
し
い
な
い
と
言
っ
た
ら
暴
れ
だ
す
ん
だ
。
で

も
お
母
さ
ん
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
。
俺
が
し
か
り
つ
け
た

ら
す
ぐ
に
や
め
な
さ
い
。
」 
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計
略
の
あ
ら
ま
し
は
お
な
じ
だ
が
、
雜
劇
で
は
宋
江
が
立
案
し
、
最

後
は
み
ず
か
ら
登
場
し
て
真
相
を
告
げ
る
。
水
滸
傳
の
宋
江
は
公
孫

勝
を
連
れ
歸
る
よ
う
命
じ
た
だ
け
で
、
具
體
的
な
指
示
は
あ
た
え
て

い
な
い
。
計
略
を
立
て
た
の
も
真
相
を
明
か
す
の
も
戴
宗
で
あ
る
。

遠
く
離
れ
た
高
唐
州
で
敵
と
對
峙
し
て
い
る
宋
江
は
現
地
で
公
孫
勝

が
い
か
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
の
か
、
歸
還
を
快
諾
す
る
の
か

し
な
い
の
か
知
る
由
も
な
く
、
具
體
的
指
示
が
で
き
よ
う
は
ず
も
な

い
。
物
語
世
界
内
の
現
實
的
に
、
宋
江
の
不
出
馬
も
、
戴
宗
が
現
場

の
責
任
者
と
し
て
臨
機
應
變
に
策
を
案
じ
る
の
も
理
に
か
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
單
に
構
成
上
の
都
合
と
の
み
見
る
の
で
は
な
く
、
我
々

は
こ
の
改
編
か
ら
、
宋
江
に
「
孝
」
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
行
為
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
よ
う
な
言
動
す
ら
さ
せ
て
は
い
け
な
い

と
い
う
編
集
方
針
を
も
讀
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

水
滸
傳
以
外
の
宋
江
は
義
な
る
人
物
で
は
あ
っ
て
も
孝
な
る
人
物
で

は
な
か
っ
た
。
兄
弟
の
義
が
な
に
に
も
ま
さ
る
。
ゆ
え
に
義
氣
を
守

る
た
め
に
は
他
人
の
孝
心
を
利
用
し
よ
う
が
、
他
人
の
母
を
脅
迫
し

よ
う
が
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
水
滸
傳
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
水

滸
傳
は
初
登
場
の
時
か
ら
宋
江
を
孝
と
義
と
を
兩
立
で
き
る
人
間
と

し
て
描
い
て
い
る
。
孝
を
重
ん
じ
る
宋
江
に
、
他
人
の
孝
心
を
利
用

し
て
人
を
だ
ま
す
行
爲
を
さ
せ
ら
れ
よ
う
か
。
宋
江
が
、
義
兄
弟
の

母
に
對
し
て
は
脅
し
た
り
す
か
し
た
り
し
て
も
よ
い
と
い
う
態
度
で

は
、
自
分
自
身
の
孝
は
重
視
す
る
が
他
人
の
孝
は
ど
う
で
も
よ
い
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
こ
そ
金
聖
歎
の
言
う
「
僞
」
で

あ
り
、
宋
江
の
形
象
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
な
は
だ
し
い
。
編
纂
者
に

は
宋
江
を
そ
の
よ
う
な
僞
善
者
に
描
く
意
圖
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に

現
場
か
ら
宋
江
を
遠
ざ
け
、
公
孫
勝
の
孝
心
を
逆
手
に
と
っ
た
計
略

の
こ
と
は
一
切
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
い
う
狀
況
を
用
意
し
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
公
孫
勝
の
母
を
脅
迫
す
る
實
行
役
が
李
逵

で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
李
逵
は
宋
江
の
分
身
で
あ

り
、
短
氣
、
粗
暴
、
直
情
と
い
っ
た
宋
江
の
負
な
る
部
分
を
引
き
受

け
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
代
理
執
行
人
の
お
か
げ
で
宋
江
は
「
孝

義
黑
三
郎
」
と
い
う
高
潔
な
形
象
を
保
持
し
得
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
當
然
湧
く
で
あ
ろ
う
疑
問
が
あ
る
。
現
場
に
お
ら
ず
、
計

略
實
行
に
攜
わ
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
公
孫
勝
を
連
れ

戻
す
よ
う
命
じ
た
の
は
宋
江
で
は
な
い
か
。
そ
の
使
命
を
ま
っ
と
う

す
る
た
め
に
戴
宗
は
計
略
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
宋
江
は
間
接
的
と

は
い
え
公
孫
勝
の
孝
心
を
傷
つ
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
任
命
責
任
は

問
わ
れ
な
い
の
か
。 

 
こ
れ
に
似
た
狀
況
が
第
五
十
一
回
、
第
五
十
二
回
に
見
え
る
。 

 

宋
江
は
か
つ
て
自
分
の
命
を
救
っ
て
く
れ
た
朱
仝
を
梁
山
泊
に
迎

え
入
れ
る
べ
く
呉
用
、
雷
横
、
李
逵
を
遣
わ
す
。
朱
仝
は
罪
人
と
な
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っ
て
い
た
が
、
配
流
地
の
知
府
に
氣
に
入
ら
れ
、
そ
の
息
子
の
世
話

を
任
さ
れ
て
い
た
。
呉
用
ら
が
梁
山
泊
に
來
る
よ
う
す
す
め
て
も
、

知
府
の
信
賴
に
感
謝
し
、
生
活
に
不
滿
の
な
い
朱
仝
は
承
知
し
な

い
。
そ
こ
で
呉
用
は
李
逵
に
命
じ
、
呉
用
、
雷
横
と
朱
仝
が
話
を
し

て
い
る
す
き
に
知
府
の
子
、
小
衙
内
を
殺
害
せ
し
め
た
。
朱
仝
は
怒

り
心
頭
に
發
し
、
李
逵
を
殺
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
息
子
を
死
な
せ

た
と
あ
っ
て
は
も
は
や
知
府
の
も
と
へ
も
ど
る
こ
と
は
で
き
ず
、
呉

用
ら
の
說
得
を
聞
き
入
れ
、
李
逵
の
首
を
交
換
條
件
に
梁
山
泊
入
り

を
承
諾
し
た
。
笠
井
直
美
四

十

が
こ
の
事
件
を
詳
し
く
分
析
し
た
う
え

で
、
水
滸
傳
の
本
文
か
ら
は
宋
江
が
小
衙
内
殺
し
を
指
示
し
た
と
確

言
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
事
件
の
真
相
は
「
藪
の
中
」
狀
態
に

な
っ
て
い
る
と
言
う
。
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
な
の
で
あ
る
が
、
同

時
に
、
こ
れ
も
笠
井
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
事
件
の
被
害
者
で

あ
る
朱
仝
は
ひ
た
す
ら
に
李
逵
の
み
を
憎
み
、
頭
領
で
あ
る
宋
江
は

お
ろ
か
、
直
接
李
逵
に
殺
害
を
指
示
し
た
呉
用
、
そ
れ
を
黙
認
し
た

と
思
わ
れ
る
雷
横
、
柴
進
に
對
し
て
す
ら
、
文
句
こ
そ
言
え
、
憎
し

み
を
も
っ
て
い
る
樣
子
が
な
い
。
下
手
人
で
あ
る
李
逵
に
も
っ
と
も

強
い
怒
り
が
向
け
ら
れ
る
の
は
當
然
と
し
て
も
、
呉
用
、
宋
江
に
は

                                        

             

 

四

十

笠
井
直
美
「
誰
が
小
衙
内
を
殺
し
た
か
―
『
水
滸
伝
』
に
お
け
る

『
宣
言
と
し
て
の
暴
力
』
の
馴
致
」
（
『
水
滸
伝
の
衝
撃 

東
ア
ジ
ア
に

な
ん
ら
の
監
督
責
任
も
求
め
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
水
滸
傳

の
世
界
で
は
、
直
接
手
を
下
し
た
も
の
こ
そ
が
犯
人
で
あ
り
、
間
接

に
計
畫
に
加
わ
っ
た
も
の
の
責
任
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の

で
あ
る
。
公
孫
勝
の
母
を
脅
迫
す
る
場
面
も
同
樣
な
の
で
は
な
い

か
。
ゆ
え
に
宋
江
は
他
人
の
孝
を
輕
ん
ず
る
僞
善
性
、
目
的
を
果
た

す
た
め
に
は
子
ど
も
ま
で
手
に
か
け
る
殘
虐
性
な
ど
を
も
っ
て
指
彈

さ
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
物
語
世
界
内
に
お
い
て
は
、
な

い
。
編
纂
者
は
宋
江
を
現
場
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
德
の
高
い
人
物

と
い
う
宋
江
の
形
象
を
護
持
し
得
た
の
で
あ
る
。 

 

九
．
「
個
」
と
「
全
體
」 

 

こ
の
ほ
か
に
も
雜
劇
と
水
滸
傳
の
間
に
は
小
さ
い
な
が
ら
も
兩
者

の
本
質
的
な
差
異
を
あ
ら
わ
す
違
い
が
あ
る
。 

 
 

「
豹
子
和
尚
」
雜
劇
で
宋
江
が
魯
智
深
を
呼
び
戻
さ
ん
と
す
る
理

由
は
こ
う
で
あ
っ
た
。 

 

想
俺
兄
弟
結
義
時
曾
有
誓
願
云
、
來
時
三
十
六
去
後
十
八
雙
、
若

還
少
一
箇
定
是
不
還
鄉
。
這
箇
誓
願
怎
敢
違
了
。
今
日
只
少
他
一

お
け
る
言
語
接
触
と
文
化
受
容
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
） 
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箇
。
這
衆
兄
弟
内
誰
敢
去
勸
化
他
喚
回
來
依
舊
做
賊
。 

わ
れ
ら
兄
弟
は
結
義
の
と
き
に
誓
っ
た
。
來
た
る
時
三
十
六

人
、
去
る
時
十
八
雙
、
一
人
で
も
缺
け
れ
ば
決
し
て
戻
ら
ぬ
。

こ
の
誓
い
を
た
が
え
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
さ
て
、
い
ま

あ
い
つ
が
足
り
な
い
。
兄
弟
衆
の
誰
か
、
あ
い
つ
を
說
き
伏
せ

て
元
通
り
盗
賊
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
は
い
な
い
か
。 

 

非
常
に
單
純
明
快
で
あ
る
。
三
十
六
人
で
生
死
を
と
も
に
す
る
と
誓

っ
た
の
だ
か
ら
誰
ひ
と
り
缺
け
て
も
い
け
な
い
。
仲
間
同
士
の
き
わ

め
て
強
力
な
結
束
意
識
だ
と
も
言
え
よ
う
が
、
ひ
と
た
び
足
を
踏
み

入
れ
た
も
の
は
個
人
の
事
情
は
一
切
顧
慮
さ
れ
ず
、
い
か
な
る
理
由

で
あ
れ
族
拔
け
は
徹
底
し
て
批
判
さ
れ
る
と
い
う
、
非
合
法
集
團
の

強
制
力
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 

 
 

第
四
十
四
回
で
宋
江
が
最
初
に
公
孫
勝
を
連
れ
戻
す
よ
う
命
じ
た

時
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 

 

一
日
、
宋
江
與
晁
盖
、
呉
學
究
并
衆
人
閒
話
道
「
我
等
弟
兄
衆
位

今
日
都
共
聚
大
義
。
只
有
公
孫
一
清
不
見
回
還
。
我
想
他
回
薊
州

探
母
𠫭
師
期
約
百
日
便
回
、
今
經
日
久
、
不
知
信
息
、
莫
非
昧
信

不
來
。
可
煩
戴
宗
兄
弟
與
我
去
走
一
遭
、
探
聴
他
虚
實
下
落
、
如

何
不
來
。
」 

 
 

あ
る
日
、
宋
江
は
、
晁
蓋
、
呉
學
究
と
そ
の
他
の
人
々
と
雜
談

の
折
に
言
っ
た
。
「
わ
れ
ら
兄
弟
衆
は
い
ま
こ
う
し
て
大
義
に

集
っ
て
い
る
が
、
公
孫
一
清
だ
け
が
ま
だ
戻
ら
ぬ
。
薊
州
に
戻

っ
て
母
を
見
舞
い
、
師
を
拝
し
、
百
日
で
戻
る
は
ず
だ
と
い
う

に
、
ず
い
ぶ
ん
と
經
つ
が
便
り
も
な
い
。
ま
さ
か
約
束
を
違
え

て
戻
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
戴
宗
よ
、
ご
面
倒
だ
が
ひ
と

っ
走
り
し
て
彼
が
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
、
ど
う
し
て
戻
ら
ぬ
の

か
探
っ
て
き
て
く
れ
な
い
か
。 

 

雜
劇
と
違
い
、
こ
こ
で
は
個
人
の
約
束
を
理
由
に
し
て
い
る
。
出
發

の
際
、
公
孫
勝
は
み
ず
か
ら
「
暫
別
衆
頭
領
三
五
個
月
再
回
來
相
見

（
親
分
衆
に
は
し
ば
し
の
暇
を
い
た
だ
き
、
數
か
月
後
ふ
た
た
び
お

目
に
か
か
り
ま
す
）
」
と
言
い
、
宋
江
が
「
百
日
之
外
專
望
鶴
駕
降

臨
、
切
不
可
𤕤

約
（
百
日
後
の
お
も
ど
り
を
ひ
た
す
ら
お
待
ち
し
ま

す
、
ゆ
め
ゆ
め
約
を
違
え
ま
せ
ぬ
よ
う
）
」
と
答
え
た
の
に
對
し
て

さ
ら
に
「
小
道
豈
敢
失
信
（
わ
た
く
し
が
ど
う
し
て
約
を
破
り
ま
し

ょ
う
か
）
」
と
應
じ
て
出
發
し
て
い
る
（
第
四
十
二
回
）
。
特
定
の
狀

況
に
應
じ
た
約
束
で
あ
り
、
か
つ
具
體
的
に
期
日
も
定
め
て
い
る
。

戻
っ
て
來
な
い
公
孫
勝
の
約
束
違
反
は
明
確
で
あ
り
、
連
れ
戻
そ
う

と
す
る
の
に
十
分
な
理
が
あ
る
。 

 

こ
の
個
人
の
色
彩
は
第
五
十
三
回
の
二
回
目
の
呼
び
戻
し
に
お
い
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て
よ
り
濃
厚
に
な
る
。 

 

話
説
、
當
下
呉
學
究
對
宋
公
明
說
道
「
要
破
此
法
、
只
除
非
快
教

人
去
薊
州
𪨆
取
公
孫
勝
請
來
、
便
可
破
得
高
廉
。
」 

さ
て
、
そ
の
時
呉
学
究
が
宋
公
明
に
言
う
よ
う
、
「
こ
の
法
を

破
る
に
は
い
そ
い
で
薊
州
に
人
を
や
っ
て
公
孫
勝
を
呼
び
も
ど

し
て
く
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
高
廉
を
倒
せ
ま

す
。
」 

 

二
度
目
の
理
由
は
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
敵
方
の
道
術
使
い
高

廉
に
よ
っ
て
梁
山
泊
軍
は
苦
し
め
ら
れ
、
道
術
使
い
で
あ
る
公
孫
勝

の
力
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
い
く
さ
に
勝
つ
た
め
に
必
要

な
戰
力
」
と
い
う
個
別
的
、
具
體
的
で
明
確
な
理
由
で
あ
る
。
ひ
る

が
え
っ
て
雜
劇
を
見
る
と
、
特
に
魯
智
深
が
缺
け
て
は
い
け
な
い
理

由
は
ど
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
戰
力
と
し
て
必
要
に
な
っ
た

わ
け
で
も
な
く
、
魯
智
深
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
任
務
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
。
た
だ
、
三
十
六
人
死
ぬ
ま
で
運
命
を
と
も
に
す
る
と
誓

っ
た
以
上
こ
れ
か
ら
三
十
五
人
で
や
ろ
う
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ

か
ら
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
水
滸
傳
で
感
じ
と
れ
る
「
個
人
」
が
雜

                                        

             

 

四

十

一

笠
井
直
美
「
『
義
賊
』
の
誕
生
―
雑
劇
『
水
滸
』
か
ら
小
説
『
水

劇
に
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

筆
者
は
こ
れ
に
よ
り
水
滸
傳
に
人
權
意
識
な
り
個
人
主
義
な
り
を

見
出
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
違
い
は
思
想
的
、
社
會
的
背

景
よ
り
、
や
は
り
兩
者
の
物
語
構
造
の
違
い
に
由
來
す
る
の
で
は
な

い
か
。 

雜
劇
で
梁
山
泊
の
豪
傑
が
梁
山
泊
外
の
人
物
と
義
を
結
ぶ
こ
と
は

少
な
く
な
い
が
、
そ
の
人
物
が
梁
山
泊
入
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
。
事
件
が
終
わ
れ
ば
も
と
の
世
界
の
も
と
の
生
活
に
戻
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
な
ぜ
水
滸
傳
の
よ
う
に
仲
間
入
り
を
し
な
い
の
か
。
宋

江
は
引
き
止
め
な
い
の
か
。
雜
劇
の
物
語
世
界
で
は
水
滸
傳
の
よ
う

に
「
落
草
す
る
こ
と
即
謀
反
す
る
こ
と
」
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
「
結

義
に
よ
る
集
團
が
、
強
人
同
士
の
集
團
と
し
て
閉
じ
て
お
ら
ず
、
堅

気
の
人
に
向
か
っ
て
『
開
い
て
い
る
』
」
た
め
に
、
梁
山
泊
の
強
人

と
堅
氣
の
人
が
「
相
互
的
・
取
り
引
き
的
」
に
結
義
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
い
て
、
梁
山
泊
の
豪
傑
と
義
を
結
ん
だ
一
般
人
は
も
と

の
世
界
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
笠
井
直
美
の
分
析
四

十

一

は

說
得
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
等
、
あ
る
い
は
よ
り
重
要
な
理
由
と

し
て
、
「
梁
山
泊
の
三
十
六
人
」
は
不
變
、
な
に
も
足
さ
な
い
な
に

も
引
か
な
い
と
い
う
安
定
型
作
品
の
約
束
事
が
あ
る
の
で
は
な
い

滸
』
へ
―
」
、
二
百
八
～
二
百
十
頁 
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か
。
梁
山
泊
と
い
え
ば
三
十
六
人
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も

そ
れ
以
下
で
も
不
自
然
な
狀
態
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
安
定
型
で

あ
る
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
の
制
約
を
生
む
。
そ
れ
は
差
異
を
與
え
る

こ
と
の
む
ず
か
し
さ
で
あ
る
。 

雜
劇
は
す
べ
て
獨
立
し
た
故
事
で
、
梁
山
泊
集
團
と
い
う
基
本
設

定
以
外
に
互
い
の
影
響
関
係
は
な
い
。
既
存
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
繼
承
す
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
現
存
す
る
限
り
で
は
續
作
が
作
ら

れ
た
形
跡
も
な
い
。
複
數
の
作
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
作
品
を
作
る
場

合
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
便
利
で
効
率
的
な
方
法
な
の
だ
ろ
う
。
作
品

間
で
各
種
設
定
を
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
李
逵
の
よ
う
に
黑
い
肌
の
亂
暴
者
と
い
う
、
わ
か
り
や
す
く
、

作
者
や
觀
客
に
廣
く
知
ら
れ
た
特
徵
を
有
す
る
人
物
は
重
寶
し
た
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
登
場
人
物
は
、
そ
れ
が
誰
で
あ

れ
、
「
梁
山
泊
の
豪
傑
ら
し
い
」
要
素
を
備
え
て
い
る
だ
け
で
よ

く
、
こ
ち
ら
の
作
品
の
魯
智
深
と
あ
ち
ら
の
作
品
の
魯
智
深
と
の
間

に
違
い
が
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ま
た
、
形
式
の
制
約
も
あ
る
。

「
仗
義
疎
財
」
雜
劇
は
例
外
的
に
五
折
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
が
、

雜
劇
は
原
則
四
折
と
篇
幅
が
短
い
。
加
え
て
正
末
の
獨
唱
と
い
う
形

式
も
あ
い
ま
っ
て
、
メ
イ
ン
で
活
躍
す
る
登
場
人
物
が
す
く
な
い
。

基
本
的
に
は
一
人
か
二
人
、
多
く
て
も
せ
い
ぜ
い
三
人
で
あ
る
。
こ

の
た
め
一
人
の
人
物
が
賢
か
っ
た
り
狡
猾
だ
っ
た
り
短
氣
だ
っ
た
り

亂
暴
だ
っ
た
り
と
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

ほ
う
が
現
實
の
人
間
に
近
い
と
も
言
え
よ
う
が
、
各
人
物
の
個
性
は

出
に
く
い
。
結
果
と
し
て
「
梁
山
泊
の
豪
傑
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼

ら
れ
た
類
型
的
な
登
場
人
物
が
で
き
あ
が
る
。
單
發
の
話
で
、
他
の

話
を
引
き
繼
ぐ
で
も
な
く
、
次
回
に
續
く
わ
け
で
も
な
い
の
だ
か
ら

そ
れ
で
不
都
合
は
生
じ
な
い
。 

 

こ
れ
に
對
し
水
滸
傳
は
篇
幅
も
長
く
、
登
場
人
物
も
多
い
。
各
故

事
が
互
い
に
影
響
な
く
獨
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
前
後

の
つ
な
が
り
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
百
八
人
す
べ
て
を
書

き
分
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
事
實
區
別
の
つ
か
な
い
人
物
が
何
人
も

い
る
と
い
う
指
摘
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
主
だ
っ
た
十
數
人
に
つ

い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徵
的
な
個
性
を
打
ち
出
す
こ
と
が
重
要
に
な

る
。
第
四
十
二
回
以
前
は
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
、
落
草
に
至
っ
た
い
き

さ
つ
を
紹
介
す
る
個
人
の
物
語
の
つ
ら
な
り
で
、
個
性
を
書
き
分
け

る
こ
と
こ
そ
が
眼
目
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
變
化
型
で
あ
る
以
上
、
梁
山
泊
集
團
の
人
數
は
一
定
し
な

い
の
が
常
態
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
増
え
つ
づ
け
る
方
向
で
は
あ
る

が
、
王
倫
の
暗
殺
、
晁
蓋
の
戰
死
の
ご
と
く
、
ま
れ
に
減
少
す
る
こ

と
も
あ
る
。
第
四
十
二
回
で
宋
江
が
得
た
天
書
は
、
『
宣
和
遺
事
』

の
よ
う
に
集
ま
る
べ
き
豪
傑
の
名
簿
で
は
な
く
、
百
八
こ
そ
が
天
の

定
め
た
數
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
は
よ
う
や
く
第
七
十
一
回
で
あ
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る
。
水
滸
傳
に
お
け
る
梁
山
泊
集
團
の
安
定
期
は
ご
く
み
じ
か
い
。

固
定
の
數
を
持
ち
出
し
て
、
一
人
も
缺
け
て
は
な
ら
ぬ
ゆ
え
連
れ
戻

せ
と
い
う
せ
り
ふ
は
使
え
な
い
。
魯
智
深
の
個
と
し
て
の
事
情
、
能

力
や
役
割
に
顧
慮
し
な
い
雜
劇
と
、
山
を
降
り
る
個
人
的
事
情
が
考

慮
さ
れ
、
個
人
の
約
束
が
重
視
さ
れ
、
公
孫
勝
の
能
力
が
必
要
な
具

體
的
事
案
に
應
じ
て
呼
び
戻
さ
れ
る
水
滸
傳
と
の
差
異
は
こ
の
よ
う

な
事
情
に
も
關
係
し
て
い
よ
う
。 

ゆ
え
に
雜
劇
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
水
滸
傳
に
移
植
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
、
よ
り
細
か
く
具
體
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ト
や
特
徵
を
與
え

て
他
の
人
物
と
の
差
異
化
を
圖
る
作
業
に
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
李
卓
吾
、
金
聖
歎
が
水
滸
傳
の
優
れ
た
點
の
ひ
と
つ
に
個
性
が

巧
み
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

作
業
は
成
功
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
點
こ
そ
が
梁
山
泊
も
の
雜
劇
と

水
滸
傳
と
の
重
要
な
違
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
「
黑
旋
風
雙
獻
功
」

雜
劇
で
は
黑
旋
風
ひ
と
り
が
粗
暴
、
冷
靜
、
智
慧
、
狡
猾
、
裝
傻
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
見
せ
、
そ
れ
が
ま
た
雜
劇
の
魅
力
と
も
な
っ

て
い
る
の
だ
が
、
水
滸
傳
の
黑
旋
風
李
逵
は
、
短
氣
、
粗
暴
に
徹
底

的
に
單
純
化
さ
れ
て
い
る
。
雜
劇
の
黑
旋
風
の
有
し
て
い
た
冷
靜
、

狡
猾
、
理
知
的
な
ど
の
性
質
は
、
水
滸
傳
で
は
、
李
逵
と
コ
ン
ビ
を

組
む
燕
青
に
ゆ
ず
り
わ
た
さ
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
円
滑
な
進
行
を
守

っ
て
い
る
。
燕
青
は
雜
劇
中
で
は
没
個
性
と
言
っ
て
い
い
人
物
で
あ

る
が
、
最
終
編
纂
者
に
よ
っ
て
、
賢
く
、
拔
け
目
な
く
、
李
逵
を
止

め
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
い
う
個
性
を
與
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
か
ら
の
改
編
は
複
雜
で
あ
る
。
個
性

に
應
じ
て
人
物
を
差
し
替
え
、
思
想
性
に
も
手
を
加
え
て
い
る
。
最

終
編
纂
者
は
こ
れ
ら
の
差
異
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
、
つ
ま
り
現
在

編
纂
中
の
作
品
の
目
標
と
す
る
全
體
像
が
は
っ
き
り
イ
メ
ー
ジ
で
き

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
編
纂
者
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
手

間
の
か
か
る
こ
と
を
し
て
ま
で
雜
劇
を
導
入
し
た
か
っ
た
の
か
。 

 

す
で
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
水
滸
傳
は
南
方
系
の
變
化
型
ス
ト
ー

リ
ー
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
豪
傑
個
々
の
銘
々
傳
を
加

え
る
だ
け
で
も
充
實
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
そ
ろ
え
る
こ
と
は
で
き
た

だ
ろ
う
。
水
滸
傳
中
で
雜
劇
が
原
型
を
か
な
り
と
ど
め
る
形
で
と
り

こ
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
先
述
の
と
お
り
一
回
半
分
に
す
ぎ

ず
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
轉
用
し
た
「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
、
一
場

面
の
趣
向
を
借
り
た
「
血
光
之
災
」
、
「
大
殺
戮
」
を
加
え
て
も
全
體

の
數
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
な
ら
な
い
。
わ
ず
か
數
パ
ー
セ
ン
ト
な
ら

ば
雜
劇
を
使
わ
ず
と
も
十
分
に
篇
幅
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
た
だ
ろ

う
。
筆
者
は
、
雜
劇
が
と
り
こ
ま
れ
た
最
大
の
理
由
は
材
料
不
足
ゆ

え
で
も
、
回
數
あ
わ
せ
の
た
め
で
も
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
手
間

の
か
か
る
變
換
作
業
を
加
え
て
で
も
と
り
こ
む
だ
け
の
価
値
を
雜
劇

に
認
め
て
い
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。 
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十
．
文
體
と
し
て
の
雜
劇
の
意
義 

 
 

水
滸
傳
が
世
に
問
わ
れ
る
ま
え
の
宋
江
集
團
に
關
す
る
物
語
は
主

に
口
頭
藝
能
と
し
て
語
り
繼
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
民
間
の

口
頭
藝
能
の
多
く
は
詩
讚
系
と
稱
さ
れ
る
文
藝
に
属
す
る
。
詩
讚
系

演
劇
は
齊
言
句
を
用
い
、
打
楽
器
に
よ
る
簡
單
な
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ

て
歌
う
。
リ
ズ
ム
の
變
更
が
容
易
で
あ
る
た
め
作
詞
も
し
や
す
く
、

各
地
の
方
言
に
も
對
應
で
き
る
た
め
民
間
で
廣
く
流
行
し
、
現
在
で

も
農
村
な
ど
に
殘
る
演
劇
は
詩
讚
系
で
あ
る
と
い
う
。
說
唱
詞
話
も

お
な
じ
く
詩
讚
系
の
唱
を
用
い
た
語
り
物
で
、
元
代
に
は
こ
の
詞
話

を
演
劇
と
し
て
上
演
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
四

十

二

。
し
か
し
文

人
的
教
養
を
も
つ
知
識
人
か
ら
は
藝
術
と
見
な
さ
れ
ず
、
そ
の
歌
詞

や
臺
本
が
書
籍
化
さ
れ
る
機
會
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。 

一
方
、
知
識
人
が
藝
術
と
認
め
た
唱
い
も
の
が
樂
曲
系
文
藝
で
あ

っ
た
。
樂
曲
系
は
ま
ず
音
樂
（
曲
牌
）
が
あ
り
、
作
者
は
そ
れ
に
應

じ
て
詞
を
埋
め
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
豊
富
な
語
彙
量
と
と
も

に
、
十
分
な
音
韻
の
知
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
知
識
人
で
な
け
れ

                                        

             

 

四

十

二 

金
文
京
「
詩
讃
系
文
学
試
論
」
（
『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
七

号
、
一
九
九
二
年
） 

四

十

三

金
文
京
「
詩
讃
系
文
学
試
論
」
參
照 

四

十

四 

宮
紀
子
「
花
関
索
と
楊
文
広
」
參
照 

ば
製
作
は
お
ろ
か
鑑
賞
も
で
き
な
い
文
藝
作
品
で
あ
っ
た
。
諸
宮

調
、
散
曲
、
雜
劇
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高

級
文
藝
で
あ
っ
て
よ
う
や
く
書
籍
化
さ
れ
、
形
に
殘
る
。
こ
こ
に
、

「
樂
曲
系
＝
文
學
的
、
音
樂
的
」
、
「
詩
讃
系
＝
野
暮
」 

と
い
う
構

圖
が
成
り
立
つ
四

十

三

。
こ
の
「
野
暮
」
は
音
樂
性
や
修
辭
の
み
な
ら

ず
内
容
に
も
お
よ
ぶ
。
明
代
初
期
に
は
、
說
唱
詞
話
で
語
ら
れ
る
内

容
が
あ
ま
り
に
で
た
ら
め
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
き
ら
う
知
識
人
も

あ
っ
た
四

十

四

。 

 
 

明
代
中
後
期
に
な
る
と
、
水
滸
傳
に
限
ら
ず
、
か
つ
て
知
識
人
が

齒
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
通
俗
文
藝
が
陸
續
と
出
版
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
現
象
の
背
後
に
は
知
識
人
の
審
美
觀
の
大
轉
換
が
あ
る

と
言
わ
れ
る
。
水
滸
傳
（
な
い
し
は
そ
の
材
料
）
が
知
識
人
の
目
に

止
ま
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
ご
く
お

お
ま
か
に
は
、
こ
の
時
期
の
知
識
人
の
も
っ
て
い
た
、
真
に
道
德
的

な
も
の
は
素
朴
、
野
暮
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
思
想
、
そ
の

思
想
を
體
現
す
る
人
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
か
ら

と
言
え
よ
う
四

十

五

。
識
字
層
が
擴
大
し
た
た
め
、
そ
の
素
朴
な
藝
能

四

十

五 
島
田
虔
次
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
２
』
（
平
凡
社
東

洋
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）
第
三
章
「
李
卓
吾
」
、
大
木
康
『
明
末
の
は

ぐ
れ
知
識
人 

馮
夢
龍
と
蘇
州
文
化
』
（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九

九
五
年
）
第
四
章
「
文
学
の
大
転
換
」
３
「
『
真
』
の
探
求
」
、
小
松
謙
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に
比
較
的
近
い
距
離
に
い
た
人
々
も
讀
者
に
加
わ
り
得
た
と
い
う
背

景
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

民
間
の
素
朴
な
も
の
が
よ
し
と
さ
れ
る
風
潮
が
あ
っ
た
と
は
い

え
、
高
級
知
識
人
を
も
讀
者
に
想
定
す
る
以
上
、
そ
れ
ま
で
忌
み
嫌

わ
れ
て
い
た
「
素
朴
」
で
「
野
暮
」
な
も
の
そ
の
ま
ま
の
形
で
印
刷

に
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
手
を
加
え
ら
れ
る
の

が
常
で
あ
っ
た
。
『
三
國
志
平
話
』
と
『
三
國
志
演
義
』
と
を
比
べ

た
際
、
過
度
に
荒
唐
無
稽
な
要
素
が
前
者
に
は
多
く
後
者
に
は
少
な

く
、
史
書
に
符
合
す
る
内
容
が
前
者
に
は
少
な
く
後
者
に
多
く
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
讀
者
と
し
て
想
定
す
る
高
級
知
識
人
の
鑑
賞
に
ふ

さ
わ
し
い
よ
う
編
纂
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
一
種
の
「
高
級
化
」
で

あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
荒
唐
無
稽
な
要
素
の
削
除
と
歷
史
書
に
基

づ
く
記
述
の
追
加
と
い
う
二
点
は
、
『
三
国
志
演
義
』
に
限
ら
ず
、

『
全
相
平
話
』
と
明
代
歴
史
小
説
と
の
間
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る

現
象
で
あ
る
」
四

十

六

。
と
こ
ろ
が
水
滸
傳
は
こ
の
よ
う
な
改
編
が
あ

ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
小
松
謙
は
『
三
國
志
平

話
』
は
水
滸
傳
と
大
差
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
改

                                        

             

 

「
『
四
大
奇
書
』
の
研
究
」
第
三
部
『
水
滸
傳
』
第
三
章
「
水
滸
傳
は

な
ぜ
刊
行
さ
れ
た
の
か
」
參
照
。 

四

十

六

小
松
謙
「
三
国
志
物
語
の
変
容
」
（
『
中
国
四
大
奇
書
の
世
界
』
、
和

編
を
経
て
「
『
水
滸
伝
』
的
要
素
を
払
拭
」
四

十

七

す
る
こ
と
で
『
三

國
志
演
義
』
が
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
水
滸
傳
は
徹
底
的

に
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、

水
滸
傳
は
史
書
に
よ
り
修
正
可
能
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
民
間
の
賊
を
あ
つ
か
っ
た
物
語
ゆ
え
、

登
場
人
物
が
非
知
識
人
的
倫
理
觀
で
行
動
し
て
も
抵
抗
が
少
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
水
滸
傳
も
知
識
人
向
け
の
改
編

か
ら
自
由
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
既
述
の
ご
と
く
、
宋
江
を
南

宋
期
の
抗
金
英
雄
と
す
る
傳
承
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
編
纂
者
は
こ
の

設
定
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
史
書
の
宋
江
は
北
宋
期
の
人
物
で
あ
る

た
め
、
こ
れ
に
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

の
宋
江
は
、
水
滸
傳
以
前
の
傳
承
や
類
似
の
故
事
か
ら
想
定
で
き
る

姿
か
ら
大
き
く
樣
變
わ
り
し
て
知
識
人
的
倫
理
の
持
ち
主
に
な
っ
て

い
る
。
宋
江
が
牙
を
拔
か
れ
て
い
く
一
方
、
元
來
宋
江
が
有
し
て
い

た
無
賴
漢
的
性
格
を
引
き
受
け
た
李
逵
や
王
英
は
み
な
非
知
識
人
で

あ
る
。
知
識
人
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
性
質
を
非
知
識
人
に
ゆ
ず
り
わ

た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
知
識
人
化
と
い
う
點
で
宋
江
像

泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
、
四
十
六
～
四
十
七
頁 

四

十

七

小
松
謙
「
三
国
志
物
語
の
変
容
」
（
『
中
国
四
大
奇
書
の
世
界
』
）
、 

五
十
八
頁 
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の
改
變
と
劉
備
像
の
改
變
と
は
共
通
す
る
。
た
だ
物
語
全
體
を
見
る

と
、
三
國
も
の
同
樣
の
方
法
で
高
級
化
さ
れ
た
人
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
割
合
は
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

で
は
水
滸
傳
の
編
纂
者
は
ほ
か
に
い
か
な
る
方
法
で
高
級
化
を
は

か
っ
た
の
か
。 

水
滸
傳
の
材
料
の
中
核
は
詞
話
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
詞
話
は
詩

讚
系
の
藝
能
で
あ
り
、
金
文
京
は
、
長
篇
白
話
小
説
は
「
詩
讃
系
講

唱
文
学
と
深
い
関
係
に
あ
」
り
、
「
前
身
に
詞
話
の
存
在
が
あ
」
っ

た
こ
と
か
ら
、
「
小
説
に
対
す
る
戯
曲
の
優
位
は
、
あ
る
意
味
で

は
、
楽
曲
系
の
詩
讃
系
に
対
す
る
優
位
の
反
映
で
あ
っ
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
」
四

十

八

と
言
う
。
水
滸
傳
最
終
編
纂
者
は
、
こ
の
「
野

暮
な
詩
讚
系
」
主
體
の
物
語
に
、
「
高
級
な
樂
曲
系
」
由
來
の
成
分

を
加
え
る
こ
と
で
高
級
讀
者
へ
の
對
應
を
圖
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
雜
劇
の
採
用
で
あ
る
。 

 
 

元
代
、
雜
劇
が
舞
台
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
は
高
級
知
識
人
と

は
言
え
な
い
都
市
住
民
も
鑑
賞
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
時
の
雜
劇

は
大
衆
性
を
有
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
明
代
に
な
る
と

民
間
で
は
南
曲
が
流
行
し
、
雜
劇
は
宮
廷
と
王
府
以
外
で
は
上
演
さ

                                        

             

 

四

十

八 

金
文
京
「
詩
讃
系
文
学
試
論
」
、
百
二
十
頁 

四

十

九 

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅲ
「
水
滸
伝
的
傷

れ
る
機
會
を
失
い
、
書
籍
を
通
じ
て
鑑
賞
す
る
文
字
藝
術
に
變
わ
っ

て
い
く
。
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
切
り
離
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
雜
劇
か
ら
曲

を
採
取
し
た
讀
曲
用
の
書
籍
が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
狀
況

を
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
讀
者
は
曲
牌
、
曲
譜
、
音
韻
を
理
解
で
き

る
知
識
人
に
限
ら
れ
る
。 

 
 

水
滸
傳
の
編
纂
者
が
基
礎
教
養
を
備
え
た
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
編
纂
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て

雜
劇
を
と
り
こ
む
機
會
が
生
じ
る
。
本
稿
で
水
滸
傳
が
雜
劇
を
利
用

し
た
部
分
に
つ
い
て
、
「
讀
者
の
知
識
を
利
用
し
た
」
、
「
從
來
の
形

に
改
變
を
加
え
る
こ
と
で
違
っ
た
雰
圍
気
を
打
ち
出
し
た
」
と
解
釋

し
た
が
、
そ
れ
は
編
纂
者
も
讀
者
も
雜
劇
に
親
し
ん
で
い
る
讀
書
人

で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
編
纂
者
が
想
定
す
る
對
象
讀
者
は
も

は
や
高
級
文
藝
に
縁
の
な
い
大
衆
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
黑
旋
風
雙
獻
功
」
雜
劇
の
と
り
こ
み
に
つ
い
て
「
元
曲
が
既
に
普

及
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
人
気
者
を
取
入
れ
な
け
れ
ば
フ
ァ
ン
を
満

足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
四

十

九

な
る

宮
崎
市
定
の
解
釋
が
俄
然
深
い
意
味
を
持
つ
。
そ
の
「
フ
ァ
ン
」

は
、
そ
れ
を
讀
ん
で
樂
し
め
る
知
識
人
な
の
で
あ
る
。
雜
劇
が
と
り

痕
」
、
三
百
五
十
八
頁 
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こ
ま
れ
た
の
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
自
體
の
お
も
し
ろ
さ
の
み
な
ら
ず
、

梁
山
泊
も
の
雜
劇
を
知
る
知
識
人
讀
者
に
馴
染
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

提
供
し
彼
ら
を
滿
足
せ
し
め
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
宮
崎
市
定
が
「
人
気
者
」
と
指
摘
す
る
李
逵
は
、
『
宣
和
遺
事
』

で
は
な
ん
ら
目
立
つ
こ
と
の
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
「
梁
山
泊
の
物

語
と
言
え
ば
李
逵
」
と
連
想
し
得
る
の
は
雜
劇
を
讀
む
人
々
で
あ

り
、
そ
う
し
た
高
級
讀
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
人
気
者
」
だ
っ
た

こ
と
を
こ
の
現
象
は
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

馬
幼
垣
は
水
滸
傳
に
お
け
る
宋
江
の
「
你
和
黑
廝
最
好
、
你
可
略

等
他
一
等
、
隨
後
與
他
同
來
（
き
み
と
黑
ん
坊
は
仲
が
い
ち
ば
ん
い

い
か
ら
、
彼
を
待
っ
て
、
あ
と
か
ら
一
緒
に
來
て
く
れ
）
。
」
（
第
七

十
二
回
）
と
い
う
こ
と
ば
に
着
目
し
、
水
滸
傳
で
は
こ
の
せ
り
ふ
以

前
に
李
逵
と
燕
青
が
親
し
く
し
て
い
る
描
寫
は
お
ろ
か
、
そ
れ
を
預

期
さ
せ
る
一
言
半
句
も
な
い
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
黑
旋
風
仗
義

疏
財
」
雜
劇
で
李
逵
と
燕
青
が
組
ん
で
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
水
滸

傳
の
こ
の
場
面
に
影
響
し
て
い
る
の
だ
と
解
釋
し
て
い
る
五

十

。
つ
ま

り
雜
劇
に
親
し
ん
だ
讀
者
な
ら
ば
わ
か
る
設
定
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
一
回
半
と
は
い
え
雜
劇
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
利

用
し
た
以
上
、
雜
劇
の
世
界
と
水
滸
傳
の
世
界
と
は
つ
な
が
っ
た
も

                                        

             

 

五

十 

馬
幼
垣
「
從
招
安
部
分
看
水
滸
傳
的
成
書
過
程
」
（
『
水
滸
論

の
で
あ
る
と
の
印
象
を
讀
者
に
與
え
る
。
讀
者
は
水
滸
傳
に
と
り
こ

ま
れ
な
か
っ
た
雜
劇
作
品
を
も
思
い
起
こ
し
、
こ
の
一
回
半
と
同
時

期
に
起
き
た
出
來
事
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
雜
劇
作
品
は
梁

山
泊
に
豪
傑
が
集
結
し
安
定
し
て
い
る
時
期
に
、
好
漢
が
一
人
二
人

と
山
を
降
り
、
ひ
と
騒
動
の
の
ち
山
へ
戻
っ
て
い
く
構
成
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
事
件
は
こ
の
時
期
に
起
き
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
。
構
成
の
都
合
上
直
接
雜
劇
作
品
を
と
り
こ
む
の
は
一
回
半

に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
、
讀
者
は
そ
の
何
倍
も
の
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ

ー
を
想
起
で
き
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
滸
傳
は
決

し
て
宋
江
集
團
を
語
る
唯
一
か
つ
完
結
し
た
物
語
と
い
う
位
置
づ
け

で
は
な
く
、
完
成
後
な
お
、
と
り
こ
ま
れ
な
か
っ
た
他
の
物
語
と
交

流
し
得
る
、
開
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
雜
劇
を
知

る
讀
者
に
と
っ
て
も
、
雜
劇
そ
の
ま
ま
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
何
回
分
も

あ
る
よ
り
、
民
間
由
來
の
、
野
暮
で
素
朴
な
物
語
が
多
く
盛
り
こ
ま

れ
て
い
る
ほ
う
が
新
鮮
味
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

こ
れ
に
關
し
て
興
味
深
い
の
は
、
『
三
國
志
演
義
』
に
お
い
て
は

「
『
江
湖
』
の
人
々
や
庶
民
の
代
表
選
手
で
あ
っ
た
張
飛
の
役
割
」

衡
』
）
、
百
六
十
二
頁 
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が
大
幅
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
五

十

一

。
張
飛
と
李
逵
は
同

類
型
の
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
樣
に
民
間
の
傳
承
に
高
級
化

の
手
を
加
え
た
結
果
、
同
類
型
の
人
物
の
活
躍
が
、
か
た
や
大
量
に

插
入
さ
れ
、
か
た
や
大
幅
に
削
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
想
像
を
た

く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
表
裏
一
體
の
現
象
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
張
飛
は
自
稱
漢
の
正
統
た
る
劉
備
直
屬
の
臣
ゆ
え
あ
ま
り
荒

唐
無
稽
な
こ
と
を
さ
れ
て
は
こ
ま
る
た
め
、
演
義
で
大
幅
に
出
番
を

削
ら
れ
た
。
し
か
し
張
飛
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
そ
の
も
の
は
知
識
人
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
雜
劇
で
李
逵
、
焦
贊
な
ど
張
飛
と
同
樣

の
性
格
、
言
動
を
見
せ
る
人
物
が
活
躍
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
傍
證

と
な
ろ
う
。
三
國
の
世
界
の
制
約
で
活
躍
で
き
な
く
な
っ
た
張
飛

を
、
そ
う
し
た
制
約
の
少
な
い
水
滸
の
世
界
で
大
い
に
暴
れ
さ
せ
て

                                        

             

 

五

十

一 

小
松
謙
「
『
四
大
奇
書
』
の
研
究
」
第
二
部
『
三
國
志
演
義
』
第

二
章
「
三
國
志
物
語
の
變
容
」
、
八
十
八
頁 

補

注

三

本
稿
全
體
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
本
章
で
多
用
し
て
い

る
「
知
識
人
」
な
い
し
「
高
級
知
識
人
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
口
頭

試
問
の
際
に
そ
の
定
義
の
あ
い
ま
い
さ
へ
の
ご
指
摘
と
、
そ
れ
に
附
随

す
る
助
言
を
頂
戴
し
た
。
ま
ず
、
「
知
識
人
」
と
は
身
分
な
の
か
、
あ

る
い
は
素
養
な
の
か
と
い
う
點
が
問
題
で
あ
る
。
筆
者
は
漠
然
と
科
擧

官
僚
に
な
る
た
め
に
國
家
が
求
め
る
知
識
を
有
し
て
い
る
（
ま
た
は
そ

の
準
備
を
し
て
い
る
）
人
々
、
な
い
し
そ
の
知
識
を
も
っ
て
地
位
を
確

立
し
て
い
る
人
々
、
傳
統
的
教
養
を
修
め
、
そ
の
後
繼
者
を
自
任
す
る

や
ろ
う
と
い
う
の
が
李
逵
臺
頭
の
原
因
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
編
纂
者
も
讀
者
も
そ
う
は
っ
き
り
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
張
飛
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
見
た
い
、
出
し
た

い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
演
義
で
張
飛
が
活
躍
で
き
な
く
な
っ
た
こ

と
で
そ
の
要
求
が
水
滸
に
向
い
た
と
い
う
言
い
方
は
で
き
る
だ
ろ

う
。
し
ば
し
ば
併
稱
さ
れ
る
三
國
と
水
滸
は
、
結
果
的
に
相
互
に
不

足
し
て
い
る
部
分
を
補
完
し
合
う
關
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
讀
ま
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

人
々
と
い
う
程
度
に
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
よ
り
明
確
な
定

義
を
用
意
す
る
か
、
用
語
を
變
更
す
る
か
の
檢
討
が
必
要
と
な
る
。
ま

た
、
「
高
級
」
と
非
「
高
級
」
の
違
い
は
な
に
か
と
い
う
點
に
つ
い
て

も
明
快
な
定
義
を
與
え
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
章
で
は
も
っ
ぱ
ら

知
識
人
が
從
來
注
目
し
て
い
な
か
っ
た
（
注
目
し
な
い
ふ
り
を
し
て
い

た
）
文
藝
を
堂
々
と
と
り
あ
げ
は
じ
め
た
點
を
強
調
し
て
い
る
が
、
明

代
に
は
從
來
「
知
識
人
」
で
は
な
か
っ
た
人
々
が
教
養
を
備
え
、
發
言

力
を
增
し
た
り
社
會
的
地
位
を
高
め
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

現
象
に
も
よ
り
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
人
々

が
自
分
た
ち
の
価
値
觀
を
攜
え
て
「
知
識
人
」
と
な
っ
た
た
め
に
文
藝

の
面
で
も
變
化
が
生
じ
た
面
へ
の
言
及
が
不
足
し
て
い
た
。 
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第
五
章 

宋
江
と
李
逵
を
軸
と
し
た
作
品
編
成 

～
第
三
十
八
回
か
ら
第
百
回
ま
で 

 

一
．
中
核
人
物
の
目
安 

 

最
終
編
纂
者
は
水
滸
傳
の
完
成
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
を
お

こ
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
見
た
目
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
大

規
模
な
改
造
の
ひ
と
つ
が
三
十
六
人
か
ら
百
八
人
へ
の
擴
張
で
あ
っ

た
。
晁
蓋
ら
生
辰
綱
強
奪
に
は
じ
ま
る
初
期
メ
ン
バ
ー
、
林
冲
の
よ

う
に
自
ら
落
草
す
る
こ
と
を
選
擇
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
物
を
除

け
ば
、
梁
山
泊
に
上
る
面
々
の
ほ
と
ん
ど
は
先
に
梁
山
泊
に
の
ぼ
っ

て
い
た
、
な
い
し
は
關
わ
っ
て
い
た
人
物
と
接
觸
す
る
こ
と
に
よ
り

梁
山
泊
入
り
す
る
機
會
を
得
る
。
つ
ま
り
、
ご
く
單
純
に
計
算
す
れ

ば
、
ネ
ズ
ミ
講
式
に
三
十
六
人
が
そ
れ
ぞ
れ
二
人
づ
つ
新
メ
ン
バ
ー

を
勸
誘
す
れ
ば
百
八
人
に
な
る
。
し
か
し
物
語
は
か
よ
う
に
機
械
的

に
は
作
ら
れ
な
い
。
登
場
す
る
場
面
の
多
い
人
物
の
ほ
う
が
新
規
に

接
觸
す
る
人
物
を
多
く
し
や
す
い
。
そ
の
典
型
例
が
宋
江
で
あ
る
。

『
宣
和
遺
事
』
、
雜
劇
な
ど
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
明
初
期
以
前
の

傳
承
で
は
宋
江
は
捕
縛
さ
れ
て
か
ら
ま
も
な
く
救
い
出
さ
れ
て
梁
山

泊
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
水
滸
傳
で
は
そ
こ
で
宋
江
自
身
が
梁
山
泊

入
り
を
拒
み
、
判
決
に
從
っ
て
江
州
へ
護
送
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
途

上
お
よ
び
配
流
先
の
江
州
で
多
く
の
豪
傑
と
知
り
合
い
、
醉
っ
た
勢

い
で
作
っ
た
反
詩
を
き
っ
か
け
と
す
る
大
騒
動
の
の
ち
、
そ
れ
ら
の

豪
傑
た
ち
が
大
擧
し
て
梁
山
泊
入
り
す
る
。
張
橫
、
張
順
、
穆
橫
、

穆
春
、
李
俊
、
童
威
、
童
猛
、
薛
永
、
戴
宗
、
李
逵
、
侯
建
、
李
立

と
、
そ
の
數
、
十
二
人
に
も
及
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
六
名
（
穆

春
、
童
威
、
童
猛
、
薛
永
、
侯
建
、
李
立
）
が
「
三
十
六
贊
」
、
『
宣

和
遺
事
』
に
は
見
え
ず
、
最
終
編
纂
段
階
で
は
じ
め
て
加
わ
っ
た
と

思
し
き
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
宣
和
遺
事
』
と
異
な
り
、
宋
江

は
梁
山
泊
入
り
以
前
に
危
險
な
行
動
を
と
も
に
し
た
自
ら
の
グ
ル
ー

プ
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
江
州
グ
ル
ー
プ
と
稱
す
る
こ
と
に

す
る
。
第
四
十
回
「
白
龍
廟
小
聚
義
」
が
い
わ
ば
江
州
グ
ル
ー
プ
の

結
團
式
で
あ
る
。
宋
江
は
梁
山
泊
集
團
の
主
と
な
る
人
物
で
あ
る
か

ら
、
三
十
六
人
を
百
八
人
に
增
や
す
と
い
う
構
成
上
の
要
請
に
應
じ

て
行
動
す
る
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
首
領
か
ら

直
々
に
誘
わ
れ
た
人
物
が
多
け
れ
ば
の
ち
の
集
團
の
結
束
力
の
說
明

と
も
な
り
や
す
い
。
さ
り
と
て
宋
江
に
百
七
人
ひ
と
り
ひ
と
り
に
聲

を
か
け
さ
せ
る
わ
け
に
も
い
か
ぬ
。
で
は
、
最
終
編
纂
者
は
こ
の
重

要
な
役
割
を
ほ
か
に
誰
に
任
せ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
と

お
り
、
李
逵
は
こ
の
點
で
水
滸
傳
の
編
纂
に
貢
獻
し
て
い
る
。
誘
い

入
れ
た
人
數
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
そ
の
人
物
自
身
の
登

場
場
面
も
增
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
誘
い
入
れ
た
人
數
の

多
寡
は
あ
る
程
度
最
終
編
纂
者
に
と
っ
て
の
重
要
度
を
反
映
し
て
い
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る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

二
．
仲
間
の
誘
い
方 

 

表
３
は
、
梁
山
泊
の
百
八
人
が
誰
の
仲
立
ち
で
梁
山
泊
入
り
す
る

に
至
っ
た
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
物
の
梁
山
泊
入

り
に
複
數
の
人
物
が
關
わ
っ
て
い
る
場
合
は
、
戰
っ
て
捕
ら
え
た
、

だ
ま
し
て
お
び
き
よ
せ
た
、
交
渉
し
て
說
得
し
た
な
ど
、
も
っ
と
も

直
接
的
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
人
物
の
名
を
記
し
た
。
た
と
え
ば
Ａ

と
い
う
豪
傑
を
仲
間
に
引
き
入
れ
よ
と
Ｂ
が
命
令
し
、
Ｃ
が
說
得
す

る
も
う
ま
く
い
か
ず
、
結
局
Ｄ
が
力
づ
く
で
捕
ら
え
て
歸
り
、
最
後

に
宋
江
が
接
見
し
て
仲
間
入
り
を
承
諾
さ
せ
た
と
い
う
場
合
は
、
Ｄ

が
Ａ
を
梁
山
泊
入
り
さ
せ
た
と
み
な
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
宋
江

の
義
氣
を
感
じ
て
承
諾
し
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
見
ら
れ
る
人
物

は
、
宋
江
が
そ
の
引
き
込
み
工
作
に
參
加
し
て
い
な
く
と
も
す
べ
て

宋
江
が
梁
山
泊
入
り
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
影
響
力
が
ほ
ぼ
お
な
じ
人
物
が
二
名
い
る
場
合
に
は
兩
名
を

併
記
し
た
。
「
自
」
は
、
誰
か
の
仲
立
ち
で
梁
山
泊
入
り
し
た
の
で

は
な
く
、
み
ず
か
ら
梁
山
泊
に
落
草
し
よ
う
と
決
意
し
た
人
物
、

「
某
某
グ
ル
ー
プ
」
と
あ
る
の
は
、
集
團
で
梁
山
泊
入
り
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
。 

 

表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
で
梁
山
泊
入
り
し
た
も
の
が

少
な
く
な
い
。
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
な
か
で
百
八
人
を
集
め
る
に

は
何
人
か
が
ま
と
め
て
梁
山
泊
入
り
す
る
ほ
う
が
効
率
が
よ
い
し
、

そ
の
分
ひ
と
つ
の
事
件
を
長
く
描
け
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
グ
ル
ー
プ

單
位
で
合
流
さ
せ
る
と
い
う
手
法
は
『
宣
和
遺
事
』
と
共
通
す
る
。

な
か
で
も
二
龍
山
グ
ル
ー
プ
は
、
魯
智
深
ら
六
名
の
二
龍
山
グ
ル
ー

プ
、
李
忠
・
周
通
の
桃
花
山
グ
ル
ー
プ
、
孔
明
・
孔
亮
の
白
虎
山
グ

ル
ー
プ
が
ま
ず
合
流
し
、
そ
の
う
え
で
梁
山
泊
本
體
に
加
わ
る
と
い

う
入
れ
子
型
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
個
人
で
梁
山
泊
入
り
し
て
い
る

人
物
、
特
に
水
滸
傳
以
外
の
資
料
に
名
の
見
え
な
い
人
物
に
目
を
向

け
る
と
、
李
逵
が
勸
誘
し
て
い
る
人
物
が
七
人
あ
る
。
こ
れ
は
個
人

別
の
勸
誘
人
數
で
は
宋
江
に
次
い
で
二
位
で
あ
る
。 

 

李
逵
が
最
初
に
新
成
員
を
連
れ
歸
っ
た
の
は
第
四
十
二
回
で
、
地

煞
星
第
五
十
七
位
の
笑
面
虎
朱
冨
、
同
六
十
一
位
の
青
眼
虎
李
雲
の

二
名
で
あ
る
。
兩
名
と
も
水
滸
傳
以
外
に
そ
の
名
は
見
え
な
い
。 

 

つ
づ
い
て
第
五
十
二
回
の
朱
仝
で
あ
る
。
こ
れ
は
呉
用
、
柴
進
、

李
逵
の
共
同
作
戰
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
後
、
李
逵
は
梁
山
泊
に
も

ど
ら
ず
柴
進
の
や
し
き
に
逗
留
す
る
。 

 
柴
進
は
、
高
唐
州
に
住
む
叔
父
・
柴
皇
城
が
危
篤
で
あ
る
と
の
知

ら
せ
を
う
け
、
高
唐
州
へ
向
か
う
。
李
逵
も
強
引
に
隨
行
す
る
。 
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柴
皇
城
の
病
は
、
高
唐
州
知
府
高
廉
の
妻
の
弟
・
殷
天
錫
が
、
そ

の
權
勢
を
か
さ
に
柴
皇
城
を
や
し
き
か
ら
追
い
出
し
て
そ
の
庭
園
を

乗
っ
と
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
對
す
る
怒
り
と
心
勞
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
。
柴
皇
城
は
柴
進
に
後
を
託
し
て
他
界
す
る
。
そ
の
喪
も
明
け
ぬ

う
ち
に
殷
天
錫
が
や
っ
て
き
て
や
し
き
を
明
け
渡
せ
と
迫
る
。
そ
こ

に
飛
び
出
し
た
李
逵
が
殷
天
錫
を
撲
殺
し
て
し
ま
う
。
柴
進
は
ま
ず

李
逵
を
逃
亡
さ
せ
、
柴
氏
は
後
周
皇
族
の
末
裔
で
、
そ
の
や
し
き
は

宋
朝
皇
室
か
ら
丹
書
鐵
券
を
賜
っ
て
い
る
治
外
法
權
の
地
で
あ
る
と

主
張
し
て
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
が
、
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
投
獄
さ

れ
、
拷
問
を
う
け
る
羽
目
に
な
る
。
李
逵
は
梁
山
泊
へ
柴
進
の
窮
地

を
知
ら
せ
に
驅
け
戻
っ
た
。
宋
江
は
、
自
身
を
含
む
多
數
の
梁
山
泊

の
成
員
が
か
つ
て
世
話
に
な
っ
た
柴
進
を
助
け
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

軍
を
起
こ
す
が
、
高
廉
の
妖
術
に
苦
し
め
ら
れ
、
城
市
を
攻
め
落
と

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
公
孫
勝
を
呼
び
戻
す
た
め
の
戴

宗
の
旅
が
は
じ
ま
る
。
李
逵
は
、
「
我
打
死
了
殷
天
錫
却
教
柴
大
官

人
吃
官
司
。
我
如
何
不
要
救
他
。
今
番
並
不
敢
惹
事
了
（
俺
が
殷
天

錫
を
殴
り
殺
し
た
ば
か
り
に
柴
の
だ
ん
な
は
投
獄
さ
れ
た
ん
だ
。
俺

が
助
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
ん
ど
は
な
に
も
厄
介
は
起
こ

さ
な
い
か
ら
）
」
と
訴
え
、
戴
宗
に
同
行
す
る
。
李
逵
の
短
氣
で
け

ん
か
っ
ぱ
や
い
性
格
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
で
は
あ
る
が
、
こ
の
セ

リ
フ
に
見
え
る
李
逵
の
人
物
は
義
理
堅
い
好
漢
で
あ
る
。 

 

公
孫
勝
つ
れ
も
ど
し
の
歸
途
（
戴
宗
は
報
告
の
た
め
一
足
先
に
歸

っ
て
い
る
）
、
李
逵
は
さ
ら
に
も
う
一
人
新
た
な
人
物
を
連
れ
歸
っ

て
い
る
。
前
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
ま
っ
た
く
關
係
が
な
く
、
新
し

い
人
物
を
登
場
さ
せ
る
た
め
に
插
入
し
た
場
面
で
あ
る
こ
と
明
ら
か

で
あ
る
。 

 

只
聽
得
路
傍
側
首
有
人
喝
采
道
「
好
氣
力
」
。
李
逵
看
時
、
一
夥

人
圍
定
一
個
大
漢
把
鉄
爪
鎚
在
那
里
使
。
衆
人
看
了
喝
采
他
。
李

逵
看
那
大
漢
時
、
七
尺
以
上
身
材
、
面
皮
有
麻
、
鼻
子
上
一
條
大

路
。
李
逵
看
那
鉄
鎚
時
、
約
有
三
十
來
斤
。
那
漢
使
的
發
了
一
爪

鎚
正
打
在
壓
街
石
上
、
把
那
石
頭
打
做
粉
碎
、
衆
人
喝
啋
。
李
逵

忍
不
住
便
把
棗
糕
揣
在
懷
中
便
來
拿
那
鉄
鎚
、
那
漢
喝
道
「
你
是

甚
麽
鳥
人
。
敢
來
拿
我
的
鎚
」
。
李
逵
道
「
你
使
的
甚
麽
鳥
、
好

教
衆
人
喝
啋
、
看
了
倒
汚
眼
。
你
看
老
爺
使
一
回
教
衆
人
看
」
。

那
漢
道
「
我
借
與
你
。
你
若
使
不
動
時
、
且
吃
我
一
頓
脖
子
拳
了

去
」
。
李
逵
接
過
爪
鎚
、
如
弄
彈
丸
一
般
使
了
一
回
、
輕
輕
放

下
、
面
又
不
紅
、
心
頭
不
跳
、
口
内
不
喘
。
那
漢
看
了
倒
身
便
拜

說
道
「
願
求
哥
哥
大
名
」
。
李
逵
道
「
你
家
在
那
里
住
」
。
那
漢
道

「
只
在
前
面
便
是
」
。
引
了
李
逵
到
一
個
所
在
、
見
一
把
鎻
鎻
着

門
。
那
漢
把
鑰
匙
開
了
門
請
李
逵
到
裏
面
坐
地
。
李
逵
看
他
屋
裏

都
是
鉄
鉆
鉄
鎚
火
爐
鉗
鑿
家
火
、
尋
思
道
「
這
人
必
是
個
打
鉄
匠
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人
、
山
寨
裡
正
用
得
着
。
何
不
呌
他
也
去
入
夥
」
。
李
逵
又
道

「
漢
子
、
你
通
個
姓
名
教
我
知
道
」
。
那
漢
道
「
小
人
姓
湯
名

隆
、
父
親
原
是
延
安
府
知
寨
官
來
因
爲
打
鉄
上
遭
際
老
經
略
相
公

帳
前
敘
用
、
近
年
父
親
在
任
亡
故
、
小
人
貪
賭
流
落
在
江
湖
上
。

因
此
權
在
此
間
打
鉄
度
日
、
入
骨
好
使
鎗
棒
。
爲
是
自
家
渾
身
有

麻
點
、
人
都
叫
小
人
做
金
錢
豹
子
。
敢
問
哥
哥
高
姓
大
名
」
。
李

逵
道
「
我
便
是
梁
山
泊
好
漢
黑
旋
風
李
逵
」
。
湯
隆
聽
了
再
拜
道

「
多
聞
哥
哥
威
名
。
誰
想
今
日
偶
然
得
遇
」
。
李
逵
道
「
你
在
這

里
幾
時
得
發
跡
、
不
如
跟
我
上
梁
山
泊
入
夥
、
教
你
也
做
個
頭

領
」
。
湯
隆
道
「
若
得
哥
哥
不
棄
肯
帶
携
兄
弟
時
、
願
隨
鞭
鐙
」
、

就
拜
李
逵
爲
兄
。 

 

ふ
と
道
端
で
人
々
が
「
す
ば
ら
し
い
力
だ
」
と
喝
采
す
る
の
が

聞
こ
え
た
。
李
逵
が
見
る
と
、
一
群
の
人
々
が
、
鐵
鎚
を
ふ
り

ま
わ
し
て
い
る
大
男
を
と
り
か
こ
ん
で
い
る
。
人
々
は
そ
の
男

を
見
て
喝
采
し
て
い
る
。
李
逵
が
そ
の
男
を
見
る
と
、
七
尺
以

上
は
あ
る
体
、
顔
に
は
あ
ば
た
、
鼻
筋
は
ま
っ
す
ぐ
通
っ
て
い

る
。
李
逵
が
か
の
鐵
鎚
を
み
る
と
、
三
十
斤
ほ
ど
は
あ
り
そ
う

だ
っ
た
。
男
が
鐵
鎚
で
街
路
の
石
を
一
打
ち
す
る
や
、
石
は

粉
々
に
碎
け
、
人
々
は
喝
采
し
た
。
李
逵
は
こ
ら
え
き
れ
ず
棗

の
蒸
し
餅
を
懷
に
ね
じ
こ
ん
で
か
ら
近
づ
い
て
そ
の
鐵
鎚
を
奪

お
う
と
し
た
。
男
は
「
な
に
や
つ
。
俺
の
鎚
を
と
ろ
う
と
は
い

い
度
胸
だ
」
。
李
逵
は
言
っ
た
。
「
そ
ん
な
へ
な
ち
ょ
こ
技
で
喝

采
を
と
ろ
う
な
ん
て
目
が
腐
る
。
お
れ
さ
ま
が
使
っ
て
み
せ
る

か
ら
見
て
お
け
」
。
男
は
言
っ
た
。
「
貸
し
て
や
ろ
う
。
使
い
こ

な
せ
な
か
っ
た
ら
と
き
に
は
頭
突
き
を
一
發
お
見
舞
い
し
て
や

る
」
。
李
逵
は
鎚
を
う
け
と
る
と
ボ
ー
ル
遊
び
の
よ
う
に
輕
々

と
使
っ
て
み
せ
た
。
顔
も
赤
く
な
ら
な
け
れ
ば
心
臟
も
暴
れ

ず
、
息
も
切
れ
な
い
。
男
は
見
る
や
拝
禮
し
て
言
っ
た
。
「
お

な
ま
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
」
。
李
逵
は
言
っ
た
。
「
お
ま
え

の
家
は
ど
こ
だ
」
。
男
は
言
っ
た
。
「
す
ぐ
目
の
前
で
す
」
。
李

逵
を
つ
れ
て
行
く
と
、
門
に
錠
が
か
け
て
あ
る
。
男
は
鍵
で
門

を
開
け
、
李
逵
を
中
へ
招
じ
入
れ
て
坐
ら
せ
た
。
李
逵
は
部
屋

の
な
か
に
鐵
鉆
、
鐵
鎚
、
火
爐
、
鑿
な
ど
の
道
具
が
あ
る
の
を

見
て
思
う
よ
う
、
「
こ
の
男
は
鐵
匠
だ
ろ
う
。
山
寨
で
ち
ょ
う

ど
必
要
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
仲
間
入
り
さ
せ
な
い
手
は
な

い
」
。
李
逵
は
「
姓
名
を
教
え
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。
男
の
言

う
よ
う
。
「
わ
た
く
し
姓
は
湯
、
名
は
隆
、
父
は
も
と
延
安
府

知
寨
の
部
下
で
、
鐵
匠
の
腕
で
老
經
略
相
公
の
御
前
に
仕
え
て

お
り
ま
し
た
。
近
ご
ろ
父
が
在
任
の
ま
ま
な
く
な
り
ま
し
て
、

わ
た
く
し
も
博
打
が
す
ぎ
て
江
湖
に
身
を
落
し
ま
し
た
。
し
ば

ら
く
こ
こ
で
鐵
を
打
っ
て
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
が
、
鎗
棒
が
好

き
で
、
體
中
に
あ
ば
た
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
錢
豹
子
と
呼
ば
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れ
て
い
ま
す
。
失
禮
で
す
が
お
な
ま
え
は
」
。
李
逵
は
言
っ

た
。
「
お
れ
は
梁
山
泊
の
好
漢
、
黑
旋
風
李
逵
だ
」
。
湯
隆
は
聞

く
や
改
め
て
拝
し
て
言
っ
た
。
「
兄
貴
の
威
名
は
う
か
が
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
さ
か
今
日
お
目
に
か
か
れ
る
と
は
」
。
李
逵
は

言
っ
た
。
「
こ
こ
で
日
の
目
を
見
る
の
を
待
つ
よ
り
お
れ
に
つ

い
て
梁
山
泊
に
仲
間
入
り
し
て
頭
領
に
な
っ
た
ほ
う
が
よ
か
ろ

う
」
。
湯
隆
は
「
お
連
れ
く
だ
さ
る
の
で
あ
れ
ば
お
供
い
た
し

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
李
逵
を
拝
し
て
兄
と
し
た
。 

 

家
の
よ
う
す
を
見
て
鍛
冶
師
だ
と
悟
り
、
梁
山
泊
に
は
鍛
冶
師
が
必

要
だ
と
考
え
、
相
手
の
身
の
上
を
聞
き
、
梁
山
泊
へ
行
っ
て
頭
領
に

な
る
こ
と
が
益
で
あ
る
こ
と
を
す
す
め
る
。
「
若
是
上
風
放
火
、
下

風
殺
人
。
打
家
劫
舍
、
衝
州
撞
府
、
合
用
着
你
。
這
是
做
細
的
勾

當
、
你
性
子
又
不
好
去
（
風
上
に
あ
れ
ば
放
火
、
風
下
に
あ
れ
ば
人

殺
し
。
押
し
込
み
強
盗
に
城
攻
め
な
ら
ば
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
が
、
こ

れ
は
忍
び
の
仕
事
、
お
ま
え
の
性
格
で
は
無
理
だ
）
」
な
ど
と
、
直

情
的
で
冷
静
な
判
斷
、
行
動
が
で
き
な
い
と
叱
ら
れ
る
李
逵
イ
メ
ー

ジ
と
は
か
な
り
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
。 

 

李
逵
が
公
孫
勝
を
連
れ
歸
り
、
梁
山
泊
軍
の
高
唐
州
攻
め
が
再
開

さ
れ
る
。
よ
う
や
く
城
市
を
攻
め
落
と
す
と
、
宋
江
ら
は
敵
方
に
捕

ら
え
ら
れ
て
い
た
柴
進
の
捜
索
に
と
り
か
か
る
。
そ
し
て
柴
進
が
始

末
さ
れ
る
こ
と
を
心
配
し
た
獄
卒
が
枯
れ
井
戸
の
な
か
に
隱
し
た
こ

と
を
知
る
。
こ
こ
で
も
李
逵
が
枯
れ
井
戸
に
入
っ
て
柴
進
を
探
し
た

い
と
名
乗
り
出
る
。 

 

第
五
十
二
回
の
小
衙
内
殺
害
事
件
か
ら
第
五
十
四
回
の
柴
進
救
出

ま
で
は
ま
っ
た
く
李
逵
を
中
心
に
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。
李
逵
が
何

か
し
で
か
す
こ
と
で
新
た
な
事
件
が
起
き
、
梁
山
泊
の
面
々
が
驅
り

出
さ
れ
る
と
い
う
展
開
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。 

 

李
逵
が
柴
進
を
救
い
出
す
の
は
、
そ
も
そ
も
柴
進
が
枯
れ
井
戸
に

押
し
込
め
ら
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
原
因
が
李
逵
で
あ
る
か
ら
な
の
だ

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
水
滸
傳
の
材
料
に
も
理
由
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。 

 

柴
進
は
「
小
旋
風
」
と
あ
だ
名
さ
れ
る
。
高
島
俊
男
は
、
皇
族
の

末
裔
で
あ
り
、
「
李
逵
と
ま
っ
た
く
似
た
と
こ
ろ
の
な
い
、
し
ご
く

温
厚
な
」
柴
進
が
な
ぜ
李
逵
と
お
な
じ
「
旋
風
」
と
稱
さ
れ
る
の
か

と
疑
い
、
「
治
外
法
権
的
な
屋
敷
う
ち
に
、
常
に
四
五
十
人
の
お
尋

ね
者
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
、
滄
州
郊
外
の
お
だ
や
か
な
村
に
不
穏
の

気
配
を
か
も
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
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い
る
一

。 

 

し
か
し
水
滸
傳
以
前
の
材
料
を
見
る
と
、
柴
進
と
李
逵
と
が
か
け

は
な
れ
た
人
物
像
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
せ
る
も
の
は
ま
っ
た
く
な

い
。
「
宋
江
三
十
六
贊
」
で
は
第
二
十
位
に
黑
旋
風
李
逵
、
第
二
十

一
位
に
小
旋
風
柴
進
が
並
ん
で
い
る
。
『
宣
和
遺
事
』
で
は
十
四
位

黑
旋
風
李
逵
、
十
五
位
小
旋
風
柴
進
、
『
菽
園
雜
記
』
で
は
十
六
番

目
に
黑
旋
風
李
逵
、
十
七
番
目
に
小
旋
風
柴
進
が
い
る
。
「
宋
江
三

十
六
贊
」
で
は
二
人
と
も
に
贊
の
第
一
句
に
「
風
有
大
小
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
、
か
つ
て
の
宋
江
集
團
物
語
で
は
李
逵
と

柴
進
は
二
人
一
組
で
、
「
小
」
旋
風
の
ほ
う
が
弟
分
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
『
豹
子
和
尚
自
還
俗
』
で
は
六
位
に
黑
旋
風

李
逵
、
小
旋
風
柴
進
は
す
こ
し
は
な
れ
て
十
六
位
で
あ
る
か
ら
、
兩

者
が
コ
ン
ビ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
柴

進
が
下
位
に
あ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
兩
者
の
順
位
が
逆
轉
し
て
い

る
の
は
水
滸
傳
以
外
で
は
『
七
修
類
稿
』
で
七
番
目
に
柴
進
、
二
十

一
番
に
李
逵
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
水
滸
傳
で
「
沒
遮

攔
」
穆
弘
と
「
小
遮
攔
」
穆
春
の
「
遮
攔
」
コ
ン
ビ
が
同
時
に
仲
間

入
り
す
る
よ
う
に
、
か
つ
て
李
逵
と
柴
進
の
「
旋
風
」
コ
ン
ビ
が
う

ち
そ
ろ
っ
て
宋
江
の
手
下
に
加
わ
る
と
い
う
物
語
が
あ
っ
た
の
で
は

                                        

             

 

一 

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
十
七
「
豪
傑
た
ち
の
ア
ダ
名
」
、
三

な
い
か
。
最
終
編
纂
段
階
で
李
逵
は
宋
江
直
屬
の
重
要
人
物
と
な

り
、
柴
進
は
そ
の
姓
か
ら
連
想
さ
れ
て
後
周
皇
帝
の
末
裔
と
い
う
こ

と
に
さ
れ
、
コ
ン
ビ
は
解
消
さ
れ
た
。
し
か
し
、
李
逵
が
柴
進
を
梁

山
泊
に
連
れ
て
く
る
と
い
う
設
定
だ
け
は
水
滸
傳
に
も
引
き
繼
が
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

し
ば
ら
く
間
が
空
き
、
第
六
十
七
回
、
攻
め
寄
せ
て
く
る
單
廷

珪
、
魏
定
國
の
官
軍
二
將
を
打
ち
破
る
べ
く
、
宋
江
は
關
勝
を
主
將

と
す
る
軍
勢
を
派
遣
す
る
。
李
逵
は
遠
征
軍
に
加
え
て
く
れ
と
訴
え

る
が
認
め
ら
れ
ず
、
夜
中
に
こ
っ
そ
り
山
を
下
り
る
。 

 

行
不
得
一
日
、
正
走
之
間
、
官
道
旁
邉
只
見
走
過
一
條
大
漢
直
上

直
下
相
李
逵
。
李
逵
見
那
人
看
他
便
道
「
你
那
厮
看
老
爺
怎

地
」
。
那
漢
便
答
道
「
你
是
誰
的
老
爺
」
。
李
逵
便
搶
將
入
來
、
那

漢
子
手
起
一
拳
打
箇
搭
墎
。
李
逵
尋
思
「
這
漢
子
到
使
得
好

拳
」
。
坐
在
地
下
仰
着
臉
間
道
「
你
這
漢
子
姓
甚
名
誰
」
。
那
漢
道

「
老
爺
没
姓
。
要
厮
打
便
和
你
厮
打
、
你
敢
起
來
」
。
李
逵
大

怒
、
正
待
跳
將
起
來
、
被
那
漢
子
肋
羅
裡
又
只
一
脚
踢
了
一
交
。

李
逵
叫
道
贏
他
不
得
、
扒
將
起
來
便
走
。
那
漢
叫
住
問
道
「
這
黑

漢
子
、
你
姓
甚
名
誰
、
那
里
人
氏
」
。
李
逵
道
「
我
說
與
你
、
休

百
三
十
一
～
三
百
三
十
二
頁 



169 
 

要
吃
驚
。
我
是
梁
山
泊
黑
旋
風
李
逵
的
便
是
」
。
那
漢
道
「
你
端

的
是
不
是
、
不
要
說
謊
」
。
李
逵
道
「
你
不
信
只
看
我
這
兩
把
板

斧
」
。
那
漢
道
「
你
既
是
梁
山
泊
好
漢
、
獨
自
一
個
投
那
里
去
」
。

李
逵
道
「
我
和
哥
哥
鱉
只
氣
、
要
投
凌
州
去
殺
那
姓
單
姓
魏
的
兩

個
」
。
那
漢
道
「
我
聽
得
你
梁
山
泊
已
有
軍
馬
去
了
、
你
且
說
是

誰
」
。
李
逵
道
「
先
是
大
刀
關
勝
領
兵
、
隨
後
便
是
豹
子
頭
林

冲
、
青
面
獸
楊
志
領
軍
策
應
」
。
那
漢
廳
了
納
頭
便
拜
。
李
逵
道

「
你
端
的
姓
甚
名
誰
」
。
那
漢
道
「
小
人
原
是
中
山
府
人
氏
、
祖

傳
三
代
相
撲
爲
生
、
却
纔
手
脚
父
子
相
傳
不
教
徒
弟
、
平
生
最
無

面
目
到
處
投
人
不
着
、
山
東
河
北
都
叫
我
做
没
面
目
焦
挺
。
近
日

打
聽
的
宼
州
地
面
有
座
山
名
爲
枯
樹
山
、
山
上
有
個
强
人
平
生
只

好
殺
人
、
世
人
把
他
比
做
喪
門
神
、
姓
鮑
名
旭
、
他
在
那
山
裡
打

家
劫
舍
。
我
如
今
待
要
去
那
里
入
夥
」
。
李
逵
道
「
你
有
這
等
本

事
如
何
不
來
投
逩
俺
哥
哥
宋
公
明
」
。
焦
挺
道
「
我
多
時
要
投
逩

大
寨
入
夥
、
却
没
條
門
路
。
今
日
得
遇
兄
長
、
願
隨
哥
哥
」
。
李

逵
道
「
我
却
要
和
宋
公
明
哥
哥
爭
口
氣
了
下
山
來
、
不
殺
得
一
個

人
空
着
雙
手
怎
地
回
去
。
你
和
我
去
枯
樹
山
說
了
鮑
旭
、
同
去
凌

州
殺
得
單
魏
二
將
便
好
回
山
」
。 

 
 

一
日
も
行
か
ぬ
う
ち
、
歩
い
て
い
る
と
國
道
の
わ
き
に
大
男
が

一
人
い
て
、
李
逵
を
頭
か
ら
爪
先
ま
で
眺
め
て
い
る
。
李
逵
は

男
が
見
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
「
お
の
れ
、
な
ぜ
お
れ
さ
ま
を

見
て
い
る
」
と
言
っ
た
。
そ
の
男
は
「
お
ま
え
が
ど
こ
の
お
偉

い
さ
ん
だ
と
い
う
の
だ
」
と
言
っ
た
。
李
逵
が
す
ぐ
さ
ま
飛
び

込
む
と
、
男
は
手
を
ふ
り
あ
げ
ひ
と
拳
で
防
い
だ
。
李
逵
は

「
こ
の
男
、
拳
法
が
で
き
る
」
と
思
い
、
地
べ
た
に
す
わ
り
、

見
上
げ
て
言
っ
た
。
「
お
ま
え
の
姓
名
は
。
」
そ
の
男
は
「
名
な

ど
な
い
。
戰
い
た
け
れ
ば
戰
っ
て
や
る
。
起
き
上
が
れ
る
も
の

な
ら
起
き
上
が
っ
て
み
ろ
」
と
言
っ
た
。
李
逵
が
怒
っ
て
飛
び

上
が
ら
ん
と
す
る
や
、
あ
ば
ら
に
ひ
と
蹴
り
を
喰
ら
っ
た
。
李

逵
は
と
て
も
か
な
わ
な
い
と
思
い
、
這
い
上
が
っ
て
逃
げ
出
そ

う
と
し
た
。
男
は
李
逵
を
呼
び
止
め
、
「
黑
い
や
つ
、
姓
名
は

な
ん
だ
、
ど
こ
の
も
の
だ
」
と
問
う
た
。
李
逵
は
言
っ
た
。

「
聞
い
て
驚
く
な
、
お
れ
が
梁
山
泊
の
黑
旋
風
李
逵
だ
。
」
男

は
「
ほ
ん
と
う
か
、
ウ
ソ
を
つ
く
な
よ
」
と
言
っ
た
。
李
逵
は

「
信
じ
ぬ
と
い
う
な
ら
こ
の
二
丁
の
板
斧
を
見
ろ
」
と
言
っ

た
。
男
は
「
梁
山
泊
の
好
漢
だ
と
い
う
な
ら
た
だ
一
人
で
ど
こ

へ
行
こ
う
と
い
う
の
だ
」
と
言
っ
た
。
李
逵
は
言
っ
た
。
「
兄

貴
と
ち
ょ
っ
と
い
ざ
こ
ざ
が
あ
っ
て
な
、
凌
州
へ
あ
の
單
や
ら

魏
や
ら
言
う
二
人
を
殺
し
に
行
く
ん
だ
。
」
男
は
言
っ
た
。
「
梁

山
泊
は
す
で
に
軍
勢
を
送
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
誰
だ
か
言
っ

て
み
ろ
。
」
李
逵
は
「
ま
ず
大
刀
關
勝
が
率
い
、
あ
と
か
ら
豹

子
頭
林
冲
、
青
面
獸
楊
志
が
軍
を
引
き
連
れ
、
こ
れ
に
應
じ
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る
」
と
言
っ
た
。
男
は
そ
れ
を
聞
く
や
額
づ
い
て
拝
禮
し
た
。

李
逵
は
「
お
ま
え
は
ほ
ん
と
う
に
何
者
な
ん
だ
」
と
言
っ
た
。

男
は
言
っ
た
。
「
わ
た
く
し
も
と
は
中
山
府
の
も
の
。
三
代
つ

づ
く
相
撲
を
生
業
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
父
か
ら
子
へ
受
け
繼

ぐ
の
み
で
弟
子
は
と
り
ま
せ
ん
。
平
生
人
づ
き
あ
い
が
な
く
、

ど
こ
に
も
身
を
寄
せ
ら
れ
な
い
の
で
、
山
東
河
北
で
は
み
な
わ

た
し
を
没
面
目
焦
挺
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
近
頃
、
宼
州
に
枯
樹

山
と
い
う
山
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
賊
が
人
殺
し
ば
か
り
し
て
い

る
と
い
う
の
で
、
人
々
は
彼
を
喪
門
神
に
な
ぞ
ら
え
て
い
ま

す
。
そ
の
姓
名
は
鮑
旭
、
山
地
で
押
し
込
み
掠
奪
を
は
た
ら
い

て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ
へ
行
っ
て
仲
間
入
り
す
る
つ
も

り
で
す
。
」
李
逵
は
言
っ
た
。
「
こ
ん
な
實
力
が
あ
る
の
に
な
ぜ

わ
が
兄
貴
宋
公
明
に
身
を
寄
せ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ん
だ
。
」

焦
挺
が
言
う
よ
う
。
「
わ
た
し
も
長
ら
く
山
寨
へ
入
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
つ
て
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
日
お

                                        

             

 

二

佐
竹
靖
彦
は
、
李
逵
、
鮑
旭
に
加
え
、
項
充
、
李
袞
の
四
名
が
一
組

と
な
っ
て
戰
闘
を
行
う
場
面
が
多
い
こ
と
か
ら
こ
の
四
名
を
「
李
逵
ア

ク
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
」
と
名
づ
け
、
方
臘
討
伐
部
分
に
お
い
て
ま
ず
完

成
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
以
前
の
部
分
に
も
押
し
及
ぼ
さ
れ
た
と
考
え
、

こ
の
チ
ー
ム
の
成
立
を
現
行
本
成
立
に
近
い
萬
曆
年
間
と
推
測
し
て
い

る
。
佐
竹
靖
彦
『
梁
山
泊
―
水
滸
伝
・1

0
8

人
の
豪
傑
た
ち
』
（
中
公
新

書
、
一
九
九
二
年
）
第
六
章
「
魯
智
深
と
李
逵
」
「
李
逵
ア
ク
シ
ョ

會
い
で
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
兄
貴
に
し
た
が
い
ま

す
。
」
李
逵
は
言
っ
た
。
「
お
れ
は
宋
公
明
兄
貴
と
け
ん
か
し
て

山
を
下
り
て
き
た
。
一
人
も
殺
さ
ず
手
ぶ
ら
で
か
え
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
枯
樹
山
へ
行
き
鮑
旭
と
語
ら
い
、
と
も
に
凌
州

へ
行
っ
て
單
と
魏
の
二
將
軍
を
殺
し
て
か
ら
歸
ろ
う
。
」 

  

梁
山
泊
本
體
と
別
行
動
を
と
っ
た
李
逵
が
新
た
な
仲
間
を
誘
い
入

れ
る
の
は
第
四
十
三
回
、
第
五
十
三
回
に
お
な
じ
で
あ
る
。
鮑
旭
は

こ
れ
以
降
、
戰
闘
の
際
李
逵
と
と
も
に
動
く
よ
う
に
な
る
。
李
逵
は

い
わ
ば
自
前
の
部
下
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
二

。
魯
智

深
、
史
進
な
ど
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
有
し
て
い
た
仲
間
や
部
下
を

ひ
き
つ
れ
て
梁
山
泊
入
り
す
る
頭
領
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
よ
う

に
梁
山
泊
入
り
以
降
の
行
動
の
な
か
で
部
下
を
獲
得
す
る
例
は
ほ
と

ん
ど
な
い
三

。
最
終
編
纂
者
に
李
逵
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
ひ

と
つ
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
後
李
逵
、
焦
挺
、
鮑
旭
は
敗
れ
て

ン
・
チ
ー
ム
」
、
百
十
七
～
百
二
十
五
頁
參
照
。
本
稿
は
現
行
本
成
立

を
萬
曆
年
間
と
す
る
說
は
と
ら
な
い
が
、
李
逵
の
手
下
が
最
終
編
纂
段

階
で
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
う
點
に
は
賛
同
す
る
。 

三 
第
百
回
に
、
朱
武
と
樊
瑞
が
道
士
と
な
り
公
孫
勝
の
も
と
に
身
を
寄

せ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
日
談
に
す
ぎ
ず
、
實
際
に
二
人
が
公
孫
勝

の
弟
子
と
し
て
活
躍
す
る
場
面
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。 
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官
軍
に
つ
か
ま
っ
て
い
た
宣
賛
、
赫
思
文
を
救
出
し
、
關
勝
ら
の
梁

山
泊
軍
本
體
が
凌
州
か
ら
打
っ
て
出
た
官
軍
と
交
戰
し
て
い
る
間
に

凌
州
城
に
攻
め
入
り
陥
落
さ
せ
る
な
ど
の
手
柄
を
た
て
る
。 

 

三
．
物
語
展
開
を
變
え
る
男 

 

李
逵
は
新
成
員
の
獲
得
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
増
加
の
た
め
に
重
用
さ

れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
轉
換
點
に
お
い
て
も
た
び

た
び
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。 

第
七
十
二
回
、
宋
江
ら
は
東
京
へ
元
宵
節
の
燈
籠
見
物
に
お
も
む

い
た
。
宋
江
の
反
對
を
押
し
切
り
李
逵
も
同
行
し
た
。
東
京
で
宋
江

は
偶
然
李
師
師
の
い
る
妓
樓
を
見
つ
け
る
。
李
師
師
に
と
り
な
し
て

も
ら
っ
て
皇
帝
の
赦
免
を
得
ら
れ
な
い
も
の
か
と
考
え
た
宋
江
は
、

燕
青
の
機
智
に
よ
り
柴
進
、
燕
青
と
と
も
に
李
師
師
に
會
う
こ
と
に

成
功
し
た
。
し
か
し
、
戴
宗
と
と
も
に
門
外
で
待
た
さ
れ
て
い
た
李

逵
が
、
妓
樓
で
樂
し
げ
な
宋
江
の
樣
子
を
う
か
が
っ
て
い
る
う
ち
に

し
び
れ
を
き
ら
し
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
や
っ
て
き
た
楊
大
尉
に
な
ぐ

り
か
か
っ
た
こ
と
で
騒
動
と
な
る
。
一
同
は
赦
免
の
こ
と
を
頼
め
ぬ

ま
ま
逃
げ
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
後
、
雜
劇
に
取
材
し

                                        

             

 

四 

大
塚
秀
高
『
漢
文
古
典

Ⅱ
（
放
送
大
学
教
材
）
』
（
放
送
大
学
教
育
振

興
会
、
一
九
八
七
年
）
７
「
短
篇
小
説
だ
っ
た
水
滸
伝
―
長
篇
小
説
の

た
安
定
型
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
話
本
に
取
材
し
た
と
思
わ
れ
る
燕
青
の
泰

山
奉
納
相
撲
四

と
い
う
、
李
逵
と
燕
青
の
コ
ン
ビ
の
活
躍
が
展
開
さ

れ
る
。 

 

第
七
十
四
回
末
、
朝
廷
で
宋
江
ら
を
招
安
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、

使
者
が
遣
わ
さ
れ
る
。
招
安
に
反
對
す
る
面
々
は
内
心
お
も
し
ろ
く

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
妨
害
工
作
を
す
る
。
よ
う
や
く
招
安
の
儀
式
が

は
じ
ま
る
と
、
詔
勅
を
讀
み
上
げ
て
い
る
最
中
に
李
逵
が
飛
び
出

し
、
詔
勅
を
奪
っ
て
破
き
、
使
者
に
毆
り
か
か
る
。
宋
江
は
平
謝
り

に
あ
や
ま
っ
た
が
、
招
安
は
破
談
と
な
っ
た
。
報
告
を
受
け
た
朝
廷

は
梁
山
泊
討
伐
に
方
針
を
轉
換
し
、
童
貫
が
二
度
、
高
俅
が
三
度
、

軍
勢
を
率
い
て
梁
山
泊
に
攻
め
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

梁
山
泊
と
官
軍
と
の
戰
闘
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
た
あ
と
の
第
八
十
一

回
、
燕
青
が
單
獨
で
ふ
た
た
び
李
師
師
の
も
と
を
訪
れ
、
皇
帝
へ
の

直
訴
に
成
功
、
第
八
十
二
回
の
招
安
に
つ
な
が
る
。
第
七
十
二
回
と

第
八
十
一
回
の
二
度
の
李
師
師
訪
問
は
、
宮
崎
市
定
の
指
摘
す
る
ご

と
く
本
來
一
度
で
あ
っ
た
も
の
を
二
度
に
分
け
て
間
に
エ
ピ
ソ
ー
ド

育
た
ぬ
わ
け
―
」
が
、
『
清
平
山
堂
話
本
』
「
楊
温
欄
路
虎
傳
」
と
燕
青

の
泰
山
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
類
似
を
論
じ
て
い
る
。 
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を
插
入
し
た
も
の
に
相
違
な
い
五

。
李
逵
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
插
入
の
空

間
を
作
り
出
す
の
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
空
間
に
は

二
度
の
招
安
失
敗
が
書
き
込
ま
れ
、
二
度
目
の
招
安
失
敗
が
梁
山
泊

と
官
軍
と
の
戰
爭
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
二
度
目
の
失
敗
の
場
面

で
招
安
に
反
發
し
て
い
る
の
は
李
逵
一
人
で
は
な
い
が
、
招
安
を
だ

い
な
し
に
す
る
決
定
的
な
役
割
を
李
逵
が
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。 

招
安
失
敗
の
の
ち
朝
廷
か
ら
送
り
こ
ま
れ
た
討
伐
軍
を
梁
山
泊
軍

は
こ
と
ご
と
く
破
る
。
特
に
五
回
目
の
戰
役
で
は
總
大
將
の
高
俅
を

生
け
捕
り
に
す
る
ほ
ど
の
大
勝
利
を
収
め
、
前
回
よ
り
好
條
件
で
の

招
安
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。 

招
安
を
受
け
た
梁
山
泊
軍
は
ま
ず
北
方
の
遼
と
の
戰
い
に
送
り
こ

ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
凱
旋
し
た
梁
山
泊
軍
に
は
さ
し
た
る
恩
賞
も

與
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
つ
ね
に
忠
義
を
口
に
す
る
宋
江
も

不
滿
を
漏
ら
す
。 

 

宋
江
嘆
口
氣
道
「
想
我
生
來
八
字
淺
薄
、
年
命
蹇
滯
。
破
遼
受
了

許
多
勞
苦
、
今
日
連
累
衆
弟
兄
無
功
、
我
自
職
小
官
微
、
因
此
愁

悶
」
。
呉
用
荅
道
「
兄
長
、
既
知
造
化
未
通
、
何
故
不
樂
萬
事
分

                                        

             

 

五

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』

Ⅲ
「
水
滸
伝
的
傷
痕
」 

定
、
不
必
多
憂
」
。
黑
旋
風
李
逵
道
「
哥
哥
好
没
尋
思
。
當
初
在

梁
山
泊
裡
不
受
一
箇
的
氣
、
却
今
日
也
要
招
安
、
明
日
也
要
招

安
。
討
得
招
安
了
却
惹
煩
惱
。
放
着
兄
弟
們
都
在
這
里
、
再
上
梁

山
泊
去
却
不
快
活
」
。
宋
江
大
喝
道
「
這
黑
禽
獸
又
來
無
禮
。
如

今
做
了
國
家
臣
子
、
都
是
朝
廷
良
臣
。
你
這
厮
不
省
得
道
理
、
反

心
尚
兀
自
未
除
」
。
李
逵
又
應
道
「
哥
哥
不
聽
我
説
、
明
朝
有
的

氣
受
里
」
。
衆
人
都
笑
、
且
捧
酒
與
宋
江
添
壽
。 

宋
江
は
た
め
息
を
つ
い
て
言
っ
た
。
「
私
は
生
來
八
字
も
は
か

ば
か
し
く
な
く
、
運
勢
も
よ
く
な
い
。
遼
を
破
る
の
に
さ
ん
ざ

ん
苦
勞
し
た
と
い
う
の
に
兄
弟
た
ち
に
は
な
ん
の
功
績
も
認
め

ら
れ
な
い
し
、
私
も
つ
ま
ら
ぬ
官
職
を
も
ら
っ
た
だ
け
、
そ
れ

で
氣
が
晴
れ
な
い
の
だ
。
」
呉
用
が
答
え
た
。
「
兄
者
、
運
氣
が

開
け
ぬ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
す
べ
て
の
こ
と
は
運
命
で
す
。
す

で
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
樂
し
め
ば
よ
い
の
で
す
。
お
考
え
す

ぎ
に
な
り
ま
せ
ぬ
よ
う
。
」
黑
旋
風
李
逵
が
言
っ
た
。
「
兄
貴
は

ほ
ん
と
に
考
え
な
し
だ
ね
。
梁
山
泊
に
い
た
と
き
に
は
な
ん
の

惱
み
も
な
か
っ
た
く
せ
に
、
今
日
も
招
安
、
明
日
も
招
安
。
い

ざ
招
安
さ
れ
て
み
た
ら
惱
む
こ
と
ば
か
り
。
兄
弟
を
連
れ
て
も

う
い
っ
ぺ
ん
梁
山
泊
に
行
っ
た
ほ
う
が
愉
快
じ
ゃ
な
い
か
。
」
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宋
江
は
一
喝
し
た
。
「
こ
の
黑
け
だ
も
の
め
、
ま
た
無
禮
な
こ

と
を
。
國
家
の
臣
に
な
っ
た
以
上
は
み
な
朝
廷
の
赤
子
な
ん

だ
。
お
ま
え
は
そ
ん
な
道
理
も
わ
か
ら
ず
い
ま
だ
に
叛
心
を
抱

い
て
い
る
の
か
。
」
李
逵
は
さ
ら
に
口
答
え
す
る
。
「
俺
の
言
う

こ
と
を
聞
か
な
き
ゃ
ま
た
バ
カ
に
さ
れ
る
ぜ
。
」
み
な
は
笑
っ

て
宋
江
に
酒
を
す
す
め
、
長
壽
を
願
っ
た
。 

 

李
逵
が
朝
廷
へ
の
忠
心
に
反
發
し
宋
江
が
一
喝
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は

い
つ
も
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
普
段
そ
れ
で
引
き
下
が
る
李
逵
が
こ

こ
で
は
も
う
一
言
附
け
加
え
る
。
そ
し
て
事
態
は
そ
の
李
逵
の
こ
と

ば
通
り
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
不
平
不
滿
を
抱
く
も
の
が
多

い
こ
と
を
知
っ
た
宋
江
は
、
ち
ょ
う
ど
朝
廷
が
江
南
の
方
臘
征
伐
を

計
畫
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
戰
役
に
派
遣
し
て
も
ら
う
こ
と

で
ガ
ス
拔
き
を
は
か
る
。
朝
廷
が
遠
征
を
準
備
し
て
い
る
と
い
う
情

報
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
李
逵
と
燕
青
で
あ
っ
た
（
第
八

十
八
回
）
。
方
臘
征
伐
戰
は
そ
れ
ま
で
の
戰
い
と
は
比
べ
も
の
に
な

ら
ぬ
ほ
ど
で
、
梁
山
泊
軍
も
多
く
の
戰
病
死
者
、
離
脱
者
を
出
し
、

都
に
凱
旋
し
た
頭
領
わ
ず
か
二
十
七
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

殘
っ
た
者
に
は
官
職
が
與
え
ら
れ
た
も
の
の
任
地
は
バ
ラ
バ
ラ
で
、

梁
山
泊
軍
は
完
全
に
潰
散
す
る
に
至
る
。
さ
ら
に
宋
江
と
盧
俊
義

は
、
梁
山
泊
集
團
再
集
結
の
核
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
高
俅
ら
の
差

し
金
で
毒
殺
さ
れ
る
。
ま
さ
に
李
逵
の
言
う
ご
と
く
「
受
氣
」
の
憂

き
目
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

四
．
第
百
回
か
ら
見
る
水
滸
傳 

 

本
稿
で
は
水
滸
傳
の
最
終
編
纂
を
「
全
百
回
、
百
八
人
の
好
漢
、

梁
山
泊
集
團
の
誕
生
、
發
展
、
完
成
か
ら
崩
壞
ま
で
を
一
貫
し
た
ス

ト
ー
リ
ー
と
し
て
ま
と
め
る
作
業
」
と
定
義
し
た
。
そ
う
考
え
た
場

合
、
第
百
回
は
最
終
編
纂
者
が
創
作
し
た
可
能
性
が
も
っ
と
も
高
い

場
面
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
主
人
公
が
最
後
に
非
命
の
死
を
と
げ
る
こ

と
は
英
雄
物
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
か
ら
、
宋
江
の
發
跡
、
貴
種
流
離

の
口
頭
傳
承
に
す
で
に
宋
江
が
奸
臣
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
最
終
編
纂

者
が
準
主
役
に
拔
擢
し
た
李
逵
と
と
も
に
死
ぬ
と
い
う
場
面
は
最
終

編
纂
時
期
に
完
成
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

主
役
た
る
宋
江
、
準
主
役
た
る
李
逵
が
物
語
冒
頭
か
ら
し
ば
ら
く

登
場
し
な
い
の
は
奇
妙
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
聶
紺
弩
は
、
第

十
六
回
、
楊
志
が
梁
山
泊
を
離
れ
て
か
ら
鄆
城
縣
の
新
任
知
事
時
文

彬
が
登
場
す
る
間
に
は
ま
っ
た
く
何
の
つ
な
が
り
も
な
く
あ
ま
り
に

唐
突
で
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
水
滸
傳
は
こ
の
場
面
に
は
じ
ま
っ
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て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
六

。
た
し
か
に
水
滸
傳
は

通
常
、
異
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
間
に
も
共
通
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る

な
ど
し
て
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
設
け
て
い
る
。
第
十
六
回
以
前

に
な
ら
ん
で
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
る
と
、
洪
大
尉
が
龍
虎
山
で
妖

魔
を
放
つ
、
高
俅
に
に
ら
ま
れ
た
王
進
の
逃
亡
と
史
進
と
の
邂
逅
、

史
進
と
少
華
山
の
盗
賊
た
ち
、
史
進
の
逃
亡
と
魯
智
深
と
の
出
會

い
、
魯
智
深
の
鎮
關
西
殺
し
、
五
臺
山
で
の
大
暴
れ
、
李
忠
や
史
進

と
の
再
會
を
經
て
東
京
へ
出
て
林
冲
と
の
出
會
い
、
林
冲
が
罪
に
陥

れ
ら
れ
流
罪
と
な
り
梁
山
泊
へ
の
ぼ
る
、
と
人
物
が
數
珠
つ
な
ぎ
に

登
場
す
る
形
式
で
物
語
が
連
續
し
て
い
る
。
そ
の
流
れ
を
斷
ち
切
っ

て
第
十
六
回
の
途
中
で
唐
突
に
晁
蓋
の
生
辰
綱
強
奪
の
物
語
が
は
じ

ま
る
の
は
た
し
か
に
奇
妙
で
あ
る
。
第
十
六
回
以
前
の
物
語
の
う

ち
、
王
進
、
林
冲
の
物
語
は
、
「
や
む
に
や
ま
れ
ず
落
草
し
た
好
漢

た
ち
と
奸
臣
・
佞
臣
と
の
對
立
」
と
い
う
構
圖
を
讀
者
に
印
象
づ
け

る
た
め
に
水
滸
傳
編
纂
時
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

                                        

             

 

六

聂
绀
弩
「
《
水
浒
》
的
思
想
性
和
艺
术
性
是
逐
渐
提
高
的
」
（
『
《
水

浒
》
四

议
』
）
、
七
十
七
〜
七
十
八
頁
。
第
十
三
回
以
前
の
物
語
は
も
と

も
と
の
水
滸
物
語
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
特
に
王
進
と
林
冲
の
物
語

は
も
と
も
と
ま
っ
た
く
關
係
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
冒

頭
に
入
れ
る
こ
と
で
、
好
漢
た
ち
の
敵
對
者
が
地
方
的
な
人
物
か
ら
朝

七

。
魯
智
深
、
史
進
は
「
三
十
六
贊
」
、
『
宣
和
遺
事
』
以
來
ず
っ
と

名
簿
に
見
え
る
名
で
あ
る
が
、
『
宣
和
遺
事
』
に
は
そ
の
仲
間
入
り

の
經
緯
が
見
え
な
い
。
兩
者
と
も
、
梁
山
泊
の
一
員
と
し
て
の
物
語

は
な
く
、
最
終
編
纂
時
に
こ
の
部
分
に
配
置
さ
れ
た
う
え
で
、
後
で

梁
山
泊
入
り
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
楊
志
の
花
石
綱

運
搬
失
敗
は
『
宣
和
遺
事
』
に
見
え
る
も
の
の
、
水
滸
傳
で
は
過
去

の
出
來
事
と
し
て
話
題
に
の
ぼ
る
の
み
で
、
實
際
に
は
描
か
れ
な

い
。
そ
も
そ
も
『
宣
和
遺
事
』
で
も
、
楊
志
は
と
も
に
花
石
綱
を
運

搬
し
た
面
々
と
と
も
に
太
行
山
に
落
草
し
、
あ
と
か
ら
晁
蓋
グ
ル
ー

プ
と
宋
江
グ
ル
ー
プ
と
が
合
流
し
て
き
た
と
い
う
だ
け
で
、
梁
山
泊

入
り
前
に
は
他
グ
ル
ー
プ
と
の
接
觸
が
一
切
な
い
獨
立
性
の
高
い
物

語
で
あ
っ
た
。
第
十
六
回
以
前
は
、
編
纂
者
が
材
料
と
し
た
宋
江
集

團
物
語
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
故
事
を
、
宋
江
の
物
語
が
は
じ

ま
る
ま
え
に
附
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
小
松
謙
も
ま

た
、
第
一
回
は
水
滸
傳
が
で
き
あ
が
っ
た
時
に
加
わ
っ
た
も
の
、
史

廷
に
變
わ
り
、
「
反
朝
廷
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
鮮
明
に
な
っ
た
と
說
明

し
て
い
る
。 

七 
石
昌
渝
「
林
冲
与
高
俅—

—

《
水
浒
传
》
成
书
研
究
」
は
、
水
滸
傳

に
お
け
る
「
官
逼
民
反
」
は
高
俅
と
林
冲
の
故
事
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

成
り
立
つ
も
の
だ
と
述
べ
る
。 
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進
の
物
語
も
新
し
く
作
ら
れ
た
も
の
、
魯
智
深
の
部
分
は
獨
立
し
た

物
語
を
こ
こ
に
插
入
し
た
も
の
、
林
冲
物
語
は
戲
曲
を
題
材
に
新
し

く
創
作
さ
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
楊
志
の
花
石
綱
物
語
が

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
太
行
山
を
物
語
に
登
場
さ
せ
な
い
た
め
の

處
置
で
あ
る
と
い
う
八

。
生
辰
綱
強
奪
事
件
以
前
の
部
分
は
、
の
ち

の
ち
梁
山
泊
に
関
係
し
て
く
る
人
物
た
ち
の
物
語
で
は
あ
る
も
の

の
、
獨
立
性
が
高
く
、
武
松
の
十
回
と
と
も
に
最
終
編
纂
段
階
で
よ

う
や
く
「
宋
江
と
梁
山
泊
集
團
の
物
語
」
に
加
わ
っ
た
と
考
え
て
よ

い
。 第

十
六
回
に
は
じ
ま
る
生
辰
綱
強
奪
物
語
の
主
役
は
晁
蓋
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
宋
江
が
義
俠
心
か
ら
晁
蓋
を
助
け
た
と
い
う

重
要
な
要
素
を
含
み
、
第
一
期
梁
山
泊
集
團
の
成
立
と
宋
江
の
人
物

紹
介
と
を
兼
ね
た
、
宋
江
と
梁
山
泊
集
團
の
物
語
の
本
格
的
な
は
じ

ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
晁
蓋
ら
が
梁
山
泊
に
落
ち
つ
い
た
第
十
八
回

                                        

             

 

八 

小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
～
内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で

は
、
林
冲
を
主
役
と
し
た
戯
曲
『
寶
剣
記
』
は
水
滸
傳
に
お
く
れ
て
成

立
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
の
ち
に
同
「
『
寶
劍
記
』
と
『
水
滸
傳
』

―
林
冲
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―
」
（
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告 

人

文
』
第
六
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
で
は
見
方
を
あ
ら
た
め
、
『
寶
劍

記
』
の
前
身
作
品
が
水
滸
傳
最
終
編
纂
前
に
す
で
に
完
成
し
て
い
た
可

能
性
が
高
く
、
水
滸
傳
の
林
冲
は
こ
の
戲
曲
に
も
と
づ
い
て
人
物
像
が

形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析
し
て
い
る
。
水
滸
傳
に
お
け
る

か
ら
本
格
的
に
主
人
公
宋
江
の
發
跡
故
事
が
展
開
さ
れ
る
（
た
だ
し

間
に
武
松
の
十
回
を
は
さ
む
）
。
そ
の
最
終
盤
に
李
逵
に
出
會
い
、

發
跡
故
事
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
梁
山
泊
の
頭
領
宋
江
と
し
て
の
物
語
に

切
り
替
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
李
逵
個
人
の
故
事
が
配
置
さ
れ
る
。
そ
し

て
最
終
回
、
宋
江
と
李
逵
の
死
を
も
っ
て
梁
山
泊
集
團
も
水
滸
傳
も

實
質
的
な
終
わ
り
を
告
げ
る
。
梁
山
泊
集
團
の
物
語
に
組
み
込
む
こ

と
が
で
き
ず
冒
頭
に
附
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
史
進
、
魯
智
深
、
林

冲
の
列
傳
部
分
を
別
と
す
れ
ば
、
梁
山
泊
集
團
の
物
語
は
宋
江
に
始

ま
り
、
宋
江
出
身
傳
が
終
わ
る
と
こ
ろ
で
李
逵
が
現
れ
、
宋
江
と
李

逵
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
回
數
、
人
數
を
そ
ろ
え
る

構
成
上
の
必
要
の
た
め
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
登
場
人
物
を
增
や
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
や
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
轉
換
點
な
ど
の
要
所
要

所
に
宋
江
と
李
逵
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
要
所
に
見
え

る
宋
江
と
李
逵
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
對
立
し
て
い
る
。
意
見
が
ま
っ

「
小
張
飛
」
と
稱
さ
れ
る
林
冲
像
と
「
小
心
な
律
義
者
」
と
し
て
描
か

れ
る
知
識
人
風
の
林
冲
像
と
の
矛
盾
と
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
る
問

題
で
あ
っ
た
（
た
と
え
ば
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
五
「
人
の
殺

し
か
た
に
つ
い
て
」
）
。
『
寶
劍
記
』
が
、
水
滸
傳
成
立
以
前
に
す
で
に

知
識
人
好
み
に
改
變
さ
れ
た
林
冲
像
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
が
水
滸
傳

に
と
り
こ
ま
れ
た
た
め
に
、
民
間
傳
承
由
來
の
張
飛
も
ど
き
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
と
し
て
の
林
冲
と
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
確
か

に
こ
の
矛
盾
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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た
く
合
わ
な
い
の
に
も
關
わ
ら
ず
、
互
い
の
信
頼
關
係
は
消
え
る
ど

こ
ろ
か
む
し
ろ
深
ま
る
一
方
で
あ
り
、
李
逵
は
死
ぬ
理
由
に
は
ま
っ

た
く
納
得
が
で
き
な
い
の
に
、
宋
江
と
と
も
に
死
ぬ
の
な
ら
ば
と
受

け
入
れ
る
。
こ
の
、
ま
っ
た
く
實
益
を
と
も
な
わ
な
い
信
頼
關
係
、

「
義
」
が
軸
と
な
っ
て
二
人
の
物
語
は
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。 
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第
六
章 

「
義
」
か
ら
見
た
編
纂
方
針 

 

一
．
水
滸
傳
の
キ
ー
ワ
ー
ド 

 

最
終
編
纂
者
は
非
武
力
式
發
跡
英
雄
の
宋
江
を
主
役
と
し
、
粗
暴

に
し
て
無
知
な
が
ら
ま
っ
す
ぐ
な
氣
質
を
持
つ
平
話
式
英
雄
の
李
逵

を
準
主
役
と
し
、
こ
の
二
人
を
軸
に
水
滸
傳
を
編
み
あ
げ
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
。
こ
の
二
人
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
「
義
」
、
「
孝
」

と
い
う
価
値
觀
で
あ
る
。
「
孝
」
に
つ
い
て
は
先
に
す
で
に
檢
討
し

た
。
本
章
で
は
も
う
ひ
と
つ
の
価
値
觀
「
義
」
を
最
終
編
纂
者
が
い

か
に
利
用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
の
問
題
は
、
宋
江

と
李
逵
と
の
あ
つ
か
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
水
滸
傳
全
體
の
構
成
に
も

關
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

二
．
問
題
の
所
在 

～ 

と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
「
義
」 

水
滸
傳
で
「
義
」
が
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と

は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
こ
の
語
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
け
れ
ば
こ
の
小
説
を
理
解
し
た
と
は
言
え
な
い
」
一

と
い
う
こ
と

ば
が
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
「
義
」
は
容
與
堂
本
に
は

                                        

             

 

一 

孫
述
宇
「
梁
山
泊
英
雄
的
義
氣
」
（
『
明
報
月
刊
』
第
十
三
巻
第
十

期
、
一
九
七
八
年
十
月
） 

筆
者
の
數
え
た
か
ぎ
り
四
百
十
二
例
現
れ
る
二

。
數
が
多
い
の
み
な

ら
ず
、
樣
々
な
狀
況
下
で
自
在
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
語
の
本

質
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
に

解
釋
さ
れ
て
き
た
。 

全
百
回
の
中
に
四
百
例
以
上
と
い
う
常
用
語
で
あ
る
か
ら
、
文
中

で
は
至
極
自
然
に
、
簡
單
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

林
冲
大
喜
、
就
當
結
義
、
智
深
為
兄
。 

 
 

 

林
冲
は
お
お
い
に
よ
ろ
こ
び
、
す
ぐ
さ
ま
義
を
む
す
び
、
智 

 
 

深
を
兄
と
し
た
（
第
七
回
） 

２ 

一
者
是
天
罡
之
數
、
自
然
義
氣
相
投
。 

ひ
と
つ
に
は
天
罡
星
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
自
然
と 

 

義
氣
が
投
合
し
た
（
第
五
十
八
回
） 

  

こ
れ
ら
の
「
義
」
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
含
意
が
あ
る
の

か
、
「
義
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
で
な
に
か
特
別
な
意
味
が
發
生

す
る
の
か
。
「
義
を
結
ぶ
」
と
「
兄
弟
に
な
る
」
、
「
氣
が
合
う
」
と

「
義
氣
が
合
う
」
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
の
か
。

二 

人
名
、
軍
營
の
名
稱
、
山
寨
の
集
會
所
の
名
稱
、
官
職
名
な
ど
の
固

有
名
詞
を
の
ぞ
き
、
回
目
を
ふ
く
む
。 
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水
滸
傳
の
文
章
は
そ
の
こ
と
を
詳
し
く

說
明
し
て
は
く
れ
な
い
。
水

滸
傳
に
お
い
て
も
宋
代
の
制
度
な
ど
、
明
代
の
讀
者
に
わ
か
り
に
く

い
こ
と
に
は

說
明
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
義
」
に
そ
れ
が
な

い
の
は
、
編
纂
者
は
、
「
義
」
と
書
け
ば
讀
者
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
含
意
を
有
す
る
の
か
す
ぐ
に
わ
か
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
當
時
の
共
通
認
識
で
あ
っ
て
も
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
り

に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
多
々
あ
り
、
「
義
」
も
そ
の
ひ
と

つ
な
の
で
あ
ろ
う
。
抽
象
概
念
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
わ
か
り
に
く
さ

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
水
滸
傳
の
「
義
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。 

「
忠
は
君
に
対
す
る
忠
誠
心
、
義
は
友
に
對
す
る
義
侠
心
を
意
味

す
る
」
三

と
い
う

說
明
が
あ
る
。
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
朝
廷
と
の
タ

テ
の
關
係
と
義
兄
弟
間
の
ヨ
コ
の
關
係
の
雙
方
を
追
求
す
る
際
に
生

じ
る
矛
盾
が
水
滸
傳
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
解
釋
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
た
と
え
ば
第
十
八
回
、
生
辰
綱
強
奪
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ

る
は
ず
の
晁
蓋
に
宋
江
が
そ
の
情
報
を
教
え
、
先
ん
じ
て
逃
げ
さ
せ

                                        

             

 

三 

中
鉢
雅
量
『
中
国
小
説
史
研
究 

―
水
滸
伝
を
中
心
と
し
て
―
』
第

四
章
「
水
滸
伝
の
後
半
部
に
つ
い
て
―
そ
の
歴
史
性
と
文
学
性
―
」
、

百
七
十
六
頁 

た
事
例
は
、
宋
江
が
義
兄
の
晁
蓋
と
の
「
義
＝
ヨ
コ
」
の
關
係
と
、

朝
廷
へ
の
「
忠
＝
タ
テ
」
の
關
係
と
を
天
秤
に
か
け
て
前
者
を
選
ん

だ
代
表
例
と
さ
れ
る
。
し
か
し
次
の
例
は
「
友
に
對
す
る
義
侠
心
」

と
呼
ぶ
に
は
不
向
き
で
あ
ろ
う
。 

 

３ 

又
得
當
案
葉
孔
目
仗
義
踈
財
、
不
肯
陷
害
平
人
。 

ま
た
文
書
係
の
葉
孔
目
は
義
に
よ
っ
て
財
を
う
と
ん
じ
る
人 

 

で
、
罪
の
な
い
人
を
お
と
し
い
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
第
三
十
一
回
） 

 

第
三
十
一
回
、
武
松
は
無
實
の
罪
で
投
獄
さ
れ
る
。
葉
孔
目
は
武
松

が
お
と
し
い
れ
ら
れ
た
と
知
り
、
な
ん
と
か
罪
を
輕
く
し
て
や
ろ
う

と
し
た
。
こ
れ
以
前
に
こ
の
二
人
は
一
面
識
も
な
い
。
葉
孔
目
の
武

松
へ
の
態
度
を
「
友
に
對
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
「
タ

テ
ヨ
コ
」

說
は
李
卓
吾
「
忠
義
水
滸
傳
序
」
に
「
君
に
忠
た
り
、
友

に
義
た
り
」
四

と
あ
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
君
と
の
關
係
が
忠
、
友
と
の
關
係
が
義
」
と

四 
最
後
南
征
方
臘
、
一
百
單
八
人
者
陣
亡
已
過
半
矣
。
又
智
深
坐
化
于

六
和
、
燕
青
涕
泣
而
辭
主
、
二
童
就
計
于
「
混
江
」
。
宋
公
明
非
不
知

也
、
以
為
明
幾
明
哲
、
不
過
小
丈
夫
自
完
之
計
、
決
非
忠
于
君
義
于
友

者
所
忍
屑
矣
。
（
最
後
は
南
に
方
臘
征
伐
に
行
き
、
百
八
人
は
戰
陣
で
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言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
君
に
對
し
て
忠
の
心
を
も
ち
、
友
に

對
し
て
義
の
心
を
も
つ
」
と
言
っ
て
い
る
（
友
以
外
に
「
義
」
の
心

を
も
つ
こ
と
も
で
き
る
と
讀
め
る
）
の
で
あ
り
、
依
然
「
義
」
の
根

本
的
な
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
疑
問
は
殘
る
。 

「
義
は
ヨ
コ
の
關
係
」
と
い
う
解
釋
に
近
い
も
の
に
ま
た
、
「
義

は
兄
弟
・
仲
間
の
間
の
相
互
扶
助
、
助
け
合
い
の
心
で
あ
る
」
と
い

う

說
明
も
あ
る
五

。
し
か
し
次
の
よ
う
な
例
は
「
助
け
合
い
」
と
言

え
る
だ
ろ
う
か
。 

 

４ 

小
乙
本
待
去
辭
宋
先
鋒
、
他
是
箇
義
重
的
人
、
必
不
肯
放
。
只

此
辭
別
主
公
。 

わ
た
く
し
（
燕
青
）
は
も
と
も
と
宋
先
鋒
（
宋
江
）
に
も
ご
あ

い
さ
つ
に
參
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
あ
の
人
は
義
が
重
い
人
、

き
っ
と
行
か
せ
て
は
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
ご
主
人
に

だ
け
お
別
れ
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
（
第
九
十
九
回
） 

                                        

             

 

死
ん
だ
者
は
半
數
を
超
え
た
。
魯
智
深
は
六
和
で
坐
し
て
死
に
、
燕
青

は
泣
い
て
主
を
離
れ
、
二
童
〔
童
威
・
童
猛
〕
は
「
混
江
」
〔
混
江
龍

李
俊
〕
の
計
畫
に
し
た
が
っ
た
。
宋
江
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

が
、
預
兆
を
察
知
す
る
の
は
小
人
が
自
分
の
身
を
ま
っ
と
う
し
よ
う
と

す
る
計
略
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
君
に
忠
で
あ
り
、
友
に
義
で
あ
る
も
の

が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
た
の
だ
。
） 

 

方
臘
征
伐
戰
で
勝
利
を
収
め
た
も
の
の
仲
間
の
三
分
の
二
を
失
っ
た

梁
山
泊
軍
が
京
師
へ
の
歸
途
に
つ
く
。
そ
の
途
上
燕
青
は
、
都
に
戻

っ
た
と
こ
ろ
で
不
幸
な
運
命
が
待
っ
て
い
る
だ
け
と
悟
り
、
梁
山
泊

参
加
以
前
か
ら
の
主
人
・
盧
俊
義
に
、
い
ま
の
う
ち
に
身
を
ひ
い
て

靜
か
に
く
ら
そ
う
と
提
案
す
る
。
こ
れ
か
ら
恩
賞
を
受
け
、
官
職
を

授
か
り
、
榮
耀
榮
華
が
待
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
盧
俊
義
は
こ
れ

を
受
け
入
れ
な
い
。
そ
こ
で
燕
青
が
言
っ
た
の
が
こ
の
セ
リ
フ
で
あ

る
。
こ
れ
に
對
し
編
纂
者
も
「
若
燕
青
、
可
謂
知
進
退
存
亡
之
機
矣

（
燕
青
の
よ
う
な
人
は
進
退
存
亡
の
機
微
が
わ
か
っ
て
い
る
）
」
（
第

九
十
九
回
）
と
そ
の
預
見
能
力
を
認
め
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

燕
青
は
な
か
な
か
集
團
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理

由
は
「
宋
江
が
自
分
を
自
由
に
さ
せ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
」
で

あ
る
。
燕
青
は
宋
江
に
置
手
紙
を
殘
し
、
そ
こ
で
も
「
５ 

本
待
拜

辭
、
恐
主
將
義
氣
深
重
、
不
肯
輕
放
、
連
夜
潛
去
（
暇
乞
い
申
し
上

つ
ま
り
燕
青
は
狀
況
判
斷
能
力
は
高
い
が
「
義
」
を
ま
も
る
こ
こ
ろ
は

足
り
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。 

五

「
《
水
浒
》
所
推
崇
的
“
义
”
主
要
是
一
种
江
湖
义
气
，
其
着
眼
点
是

人
与
人
之
间
的
互
相
扶
助
、
支
持
。
」
（
邹
少
雄
「
论
《
水
浒
》
的
文
化

精
神
」
『
孝
感
学
院
学
报
（
社
会
科
学
版
）
』
第
二
十
巻
第
三
期
、
二
〇

〇
〇
年
） 
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げ
る
つ
も
り
で
し
た
が
、
將
軍
の
義
氣
が
深
い
ゆ
え
行
か
せ
て
く
だ

さ
る
ま
い
と
思
い
、
夜
の
う
ち
に
こ
っ
そ
り
お
い
と
ま
し
ま
す
）
」

と
言
う
。
こ
れ
で
は
宋
江
が
一
方
的
に
燕
青
を
束
縛
し
て
い
る
よ
う

で
、
「
助
け
合
い
」
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。 

特
殊
な
世
界
を
描
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
の
「
義
」
も
特
殊
で
、

一
般
の
人
々
の
「
義
」
と
は
異
な
る
の
だ
と
す
る
見
解
も
多
い
六

。

孫
述
宇
は
、
「
義
」
に
は
①
正
義
、
②
不
正
、
假
の
、
③
對
等
な
い

し
は
下
の
相
手
、
同
じ
稼
業
の
も
の
に
對
す
る
忠
誠
心
や
約
束
を
守

る
心
、
④
人
へ
の
施
し
と
手
助
け
、
の
諸
義
が
あ
る
と
し
、
一
般
に

「
義
」
と
い
う
と
①
を
連
想
す
る
た
め
に
水
滸
傳
の
「
義
」
を
誤
解

す
る
の
だ
と

說
明
し
て
い
る
。
孫
術
宇
に
よ
れ
ば
、
②
の
例
に
は

「
結
義
」
が
あ
り
、
人
々
が
結
束
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
③
は
「
義

氣
」
の
「
義
」
で
、
是
非
を
問
わ
な
い
人
々
の
情
誼
で
あ
り
、
②
と

                                        

             

 

六 

「
（
義
氣
は
）
純
粋
に
は
だ
か
の
人
間
の
あ
い
だ
だ
け
に
存
在
す
る

連
帯
感
で
、
人
間
同
士
が
じ
か
に
ふ
れ
あ
っ
て
そ
こ
に
生
ま
れ
る
」

（
小
川
環
樹
「
『
水
滸
伝
』
の
文
学
」
『
中
国
の
八
大
小
説
』
平
凡
社
、

一
九
六
五
年
、
百
三
十
八
〜
百
三
十
九
頁
）
、
「
流
氓
と
総
称
さ
れ
…
…

仲
間
同
士
の
双
務
的
な
モ
ラ
ル
と
も
い
う
べ
き
《
義
》
を
第
一
の
規
範

と
し
て
標
榜
す
る
、
特
殊
な
習
俗
を
形
成
し
て
い
た
」
（
木
山
英
雄

「
『
水
滸
伝
』
の
世
界
」
『
世
界
の
歴
史
６
東
ア
ジ
ア
世
界
の
変
貌
』
筑

摩
書
房 

、
一
九
六
一
年 

、
二
百
六
十
一
頁
）
な
ど
。 

七

孫
述
宇
「
梁
山
英
雄
的
義
氣
」 

は
關
係
な
い
。
③
、
④
は
①
に
由
來
す
る
の
だ
が
、
す
で
に
そ
の
意

味
は
か
け
は
な
れ
て
關
係
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
梁

山
泊
で
「
義
」
を
標
榜
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
目
的
は
「
團
結
互

助
」
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
結
義
」
と
「
聚
義
」
と
は
や
や

異
な
る
も
の
で
、
「
聚
義
」
は
集
ま
っ
て
な
に
か
（
多
く
の
場
合
非

合
法
で
危
險
を
と
も
な
う
こ
と
）
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
江
湖
の
人

物
は
安
全
を
渇
望
し
、
團
結
と
助
け
合
い
、
お
互
い
の
忠
誠
を
つ
ね

に
必
要
と
し
て
い
る
の
で
「
義
」
を
結
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
「
義
」
は

正
義
と
は
ま
っ
た
く
關
係
な
い
と
強
調
す
る
七

。
こ
の

說
に
從
え

ば
、
例
３
の
葉
孔
目
の
「
義
」
は
①
、
４
の
燕
青
の
「
義
」
は
③
に

あ
た
り
、
兩
者
は
ま
っ
た
く
關
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
孫

述
宇
は
ま
た
「
水
滸
傳
：
強
人

說
給
強
人
聽
的
故
事
」
八

に
お
い
て

も
、
水
滸
の
義
は
少
數
の
例
外
を
の
ぞ
い
て
正
義
と
は
關
係
の
な
い

八

孫
術
宇
「
水
滸
傳
：
強
人

說
給
強
人
聽
的
故
事
」
（
『
水
滸
傳
的
來

歷
、
心
態
與
藝
術
』
時
報
文
化
出
版
事
業
有
限
公
司
、
一
九
八
一

年
）
。
邦
譯
に
孫
述
宇
著
・
田
仲
一
成
訳
「
水
滸
伝
―
強
盗
が
強
盗
に

語
っ
た
物
語
―
」
（
『
東
洋
文
化

61
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一

九
八
一
年
）
が
あ
る
。 
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「
江
湖
之
義
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
「
江
湖
義
氣
是
亡
命
漢
的

商
標
。
…
…
在
危
險
環
境
中
討
生
活
的
亡
命
漢
、
卻
沒
有
不
講
求
江

湖
義
氣
以
求
安
全
互
助
的
（
江
湖
の
義
氣
は
亡
命
者
の
目
印
で
あ

る
。
…
危
険
な
環
境
で
行
き
ぬ
く
亡
命
者
に
江
湖
の
義
氣
を
掲
げ
て

相
互
扶
助
を
求
め
な
い
も
の
は
い
な
い
）
」
と
言
う
。
鄒
少
雄
も
孫

說
を
引
き
、
水
滸
傳
の
「
義
」
と
は
江
湖
の
義
氣
の
こ
と
で
、
梁
山

泊
の
好
漢
同
士
、
ま
た
は
梁
山
泊
好
漢
と
貧
し
い
民
衆
と
の
間
の
相

互
扶
助
を
表
し
、
傳
統
的
な
倫
理
觀
の
「
義
」
と
は
無
關
係
で
あ
る

と
い
う
九

。
舒
媛
媛
「
“
生
”
与
“
死
”
的
背
反
―
《
水
浒
传
》
的
道

德
观
」

十

も
、
江
湖
は
世
俗
の
秩
序
を
ぬ
け
だ
し
て
化
外
の
民
と
な

っ
た
人
の
生
活
す
る
場
で
、
そ
こ
で
の
行
動
基
準
は
他
を
利
す
る
道

德
「
義
」
で
あ
る
と
す
る
。
王
學
泰
「
从
《
水
浒
传
》
看
江
湖
文

化
」

十

一

は
、
江
湖
は
主
流
社
會
か
ら
承
認
さ
れ
ず
彈
壓
さ
れ
た
遊
民

の
社
會
で
あ
り
、
そ
の
成
員
は
大
多
數
が
統
治
者
か
ら
異
類
、
甚
だ

し
く
は
「
匪
」
と
見
な
さ
れ
る
者
で
、
そ
の
な
か
で
最
高
の
道
德
準

                                        

             

 

九

邹
少
雄
「
论
《
水
浒
》
的
文
化
精
神
」 

十

舒
媛
媛
「
“
生
”
与
“
死
”
的
背
反
―
《
水
浒
传
》
的
道
德
观
」
『
明

清
小
说
研
究
』
二
〇
〇
七
年
第
一
期 

十

一

王
学
泰
「
从
《
水
浒
传
》
看
江
湖
文
化
」
『
上
饒
師
範
學
院
學
報 

則
が
義
氣
で
あ
る
と
す
る
。 

水
滸
傳
の
描
寫
對
象
の
中
心
は
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
人
物
た
ち

で
あ
り
、
「
武
人
及
び
彼
ら
を
取
り
巻
く
藝
人
、
そ
れ
に
ア
ウ
ト
ロ

ー
と
い
っ
た
人
々
を
主
な
擔
い
手
と
す
る
藝
能
」
十

二

が
主
な
材
料
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
士
大
夫
と
異
な
る
倫
理
觀

が
作
中
に
現
れ
る
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ

と
と
、
「
義
」
と
い
う
語
自
体
が
他
の
作
品
に
表
れ
る
そ
れ
と
異
な

る
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
水
滸
傳
の

最
終
編
纂
者
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
知
識
人
で
あ
り
、
讀
者
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
た
の
は
官
僚
・
郷
紳
・
大
商
人
な
ど
の
上
層
階
級
お
よ
び

科
舉
受
驗
生
・
中
規
模
商
人
・
僧
侶
・
道
士
な
ど
の
中
間
層
の
人
々

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
十

三

。
藝
能
由
來
の
物
語
を
多
分
に
利
用
し

な
が
ら
も
、
編
纂
者
や
讀
者
の
立
場
に
あ
わ
せ
た
改
編
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
際
、

用
語
の
面
で
も
編
纂
者
・
讀
者
が
理
解
で
き
る
も
の
が
採
用
さ
れ
た

社
科
版
』
二
〇
〇
五
年 

十

二

小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』
第
七
章
「
詞
話
系
小
説
考
」
、
二

百
三
十
頁 

十

三

大
木
康
『
明
末
江
南
の
出
版
文
化
』
第
二
章
「
明
末
江
南
に
お
け
る

出
版
業
隆
盛
の
背
景
」
、
九
十
頁 
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で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
「
義
」
も
特
殊
用
語
と
し
て

で
は
な
く
、
ま
ず
は
當
時
讀
者
一
般
に
理
解
可
能
で
あ
っ
た
語
と
し

て
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

水
滸
傳
の
「
義
」
を
全
面
的
に
解
釋
す
べ
く
詳
細
に
分
析
、
分
類

を
行
う
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。 

霍
有
明
は
「
義
」
を
①
江
湖
の
倫
理
、
②
謙
遜
し
て
他
者
に
譲

る
、
③
義
兄
弟
の
結
束
、
④
集
團
で
の
造
反
、
⑤
「
忠
」
と
分
類
す

る
十

四

。
賀
信
民
は
、
「
義
」
に
は
多
様
な
含
意
が
あ
る
が
、
そ
の
具

體
的
な
現
れ
に
は
①
「
轻
利
。
即
疏
财
仗
义
」
②
「
自
觉
担
当
，
不

避
风
险
」
③
「
恩
谊
高
于
一
切
」
④
「
事
业
心
」
⑤
「
忠
诚
」
⑥

「
温
情
主
义
与
平
均
思
想
」
が
あ
り
、
梁
山
好
漢
の
最
も
重
要
な
精

神
品
格
と
道
德
規
則
で
あ
る
と
す
る
十

五

。
盧
炘
は
、
「
義
」
は
①

「
对
外
劫
富
济
贫
即
仗
义
疏
财
」
、
②
「
对
内
讲
义
气
，
好
交
结
」

と
に
分
か
れ
る
と
す
る
十

六

。
こ
れ
ら
は
水
滸
傳
で
「
義
」
が
使
わ
れ

て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
理
解
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
含
意
を
く

み
と
ろ
う
と
し
た
研
究
で
あ
り
、
參
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
は
、
詳
細
に
分
類
し
す
ぎ
た
結
果
、

                                        

             

 

十

四

霍
有
明
「
由
『
义
』
词
源
的
演
化
略
探
《
水
浒
》
的
『
忠
』
、

『
义
』
」
『
唐
都
学
刊
（
西
安
联
合
大
学
社
会
科
学
学
刊
）
』
二
〇
〇
一

年
第
十
七
卷
第
四
期 

や
や
も
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
例
が
ま
る
で
ち
が
う
語
で
あ
る
か
の
よ

う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
し
ま
う
憾
み
が
あ
る
。
た
と
え
ば
霍
有
明
は
、

②
謙
遜
し
て
讓
る
「
義
」
の
例
と
し
て
金
聖
歎
本
第
五
十
七
回
（
容

與
堂
本
第
五
十
八
回
に
あ
た
る
）
、
官
軍
の
將
・
呼
延
灼
が
梁
山
泊

に
と
ら
え
ら
れ
な
が
ら
も
宋
江
に
鄭
重
に
あ
つ
か
わ
れ
、
頭
領
の
座

を
ゆ
ず
ろ
う
と
ま
で
言
わ
れ
、
「
非
是
呼
延
灼
不
忠
於
國
、
實
感
兄

長
義
氣
過
人
、
不
容
呼
延
灼
不
依
（
わ
た
し
が
國
に
不
忠
な
の
で
は

な
い
、
兄
上
の
義
氣
が
人
な
み
は
ず
れ
て
い
る
の
を
切
に
感
じ
、
從

わ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
の
だ
）
」
（
容
與
堂
本
で
は
「
實
慕
兄
長
義
氣

過
人
」
）
と
答
え
た
場
面
を
あ
げ
、
④
集
ま
っ
て
造
反
す
る
「
義
」

で
は
金
聖
歎
本
第
十
五
回
（
同
第
十
六
回
）
、
こ
れ
か
ら
生
辰
綱
の

強
奪
を
し
よ
う
と
す
る
場
面
の
「
今
日
我
等
七
人
聚
義
舉
事
（
今
日

わ
れ
ら
七
人
が
聚
義
し
て
こ
と
を
お
こ
す
）
」
（
容
與
堂
本
も
同
じ
）

を
例
に
引
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
義
」
に
は
複
數
の
異
な
る
意

味
が
あ
り
、
場
面
ご
と
に
ど
の
解
釋
に
該
當
す
る
の
か
考
え
、
そ
れ

ぞ
れ
②
と
④
に
あ
た
る
の
だ
と
わ
か
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
以
上
に
關
連

性
を
追
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
辭
書
的
配
列
法
」
と

十

五

贺
信
民
「
论
『
水
浒
气
』
」
『
人
文
杂
志
』
二
〇
〇
〇
年
第
四
期 

十

六

卢
炘
「
《
水
浒
传
》
作
者
的
英
雄
观
」
『
江
汉
论
坛
』
一
九
八
七
年
第

一
期 
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で
も
呼
べ
る
分
析
は
、
あ
ま
り
に
具
體
的
に
す
ぎ
る
と
根
本
の
意
味

を
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

水
滸
傳
各
部
分
の
來
源
は
非
常
に
雜
多
で
あ
る
が
、
た
だ
や
み
く

も
に
傳
わ
っ
て
き
た
文
を
ひ
き
う
つ
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
一
定

の
方
針
の
も
と
、
最
終
編
纂
を
經
て
完
成
し
た
ひ
と
つ
の
作
品
に
お

い
て
、
人
物
の
樣
々
な
性
格
・
言
動
に
對
し
て
「
義
」
と
い
う
同
じ

語
を
あ
て
て
い
る
以
上
、
編
纂
者
は
そ
れ
ら
に
は
根
底
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
り
、
み
な
「
義
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
条
件
を
滿
た
し
て
い

る
と
み
な
し
、
そ
れ
は
讀
者
に
も
理
解
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
香
坂
順
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
《
水
滸
》

が
世
に
問
わ
れ
た
時
代
、
こ
の
雑
多
さ
の
中
に
、
当
時
の
一
般
の
読

者
の
理
解
を
越
え
た
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
般
の
読
者
の
理
解
を
越
え
た
も
の
が
余
り
に

も
多
け
れ
ば
、
そ
れ
は
文
学
作
品
と
し
て
の
成
立
条
件
を
欠
く
こ
と

に
な
り
、
刊
行
と
同
時
に
消
え
去
る
運
命
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
…
…
ま
た
纂
脩
し
た
時
点
で
は
、
そ
の
仕
事
に
携
っ
た
人
の
頭

の
中
に
は
、
そ
の
当
時
の
読
者
を
対
象
に
編
ん
で
い
る
と
い
う
意
識

                                        

             

 

十

七 

香
坂
順
一
『
《
水
滸
》
語
彙
の
研
究
』
（
光
生
館
、
一
九
八
七
年
）
、

二
～
三
頁 

十

八

笠
井
直
美
「
隠
蔽
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
忠
義
」
―
『
水
滸
傳
』
の

が
働
い
て
い
る
か
ら
、
『
当
世
風
』
に
書
き
か
え
た
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
十

七

」
。
本
稿
で
分
析
し
て
き
た
各
部
分
に
は
い
ず

れ
も
讀
者
に
讀
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
意
識
が
感
じ
と
れ
た
。
販
賣

を
目
的
と
す
る
通
俗
小

說
な
れ
ば
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
最
終
編
纂

者
が
、
讀
者
が
讀
ん
で
わ
か
る
か
ど
う
か
判
斷
し
な
が
ら
用
語
を
選

ん
だ
と
考
え
る
の
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
本
章

で
は
先
行
諸
研
究
の
分
類
の
基
礎
に
立
ち
つ
つ
、
さ
ら
に
な
ぜ
こ
れ

ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
ひ
と
し
く
「
義
」
の
一
語
を
も
っ
て
表
現

し
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
の
「
義
」
の
核
心
的
イ
メ
ー

ジ
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
編
纂
者
の
意
圖
を
考
え
る
う
え
で
も
大
い

に
助
け
に
な
ろ
う
。 

水
滸
傳
の
道
德
語
彙
に
關
し
て
は
す
で
に
、
笠
井
直
美
「
隱
蔽
さ

れ
た
も
う
一
つ
の
「
忠
義
」
―
『
水
滸
傳
』
の
「
忠
義
」
を
め
ぐ
る

論
議
に
關
す
る
一
視
點
―
」
十

八

が
、
從
來
「
朝
廷
へ
の
忠
誠
」
と
理

解
さ
れ
て
き
た
「
忠
義
」
を
再
檢
討
し
て
い
る
。
笠
井
は
水
滸
傳
に

見
え
る
「
忠
義
」
は
「
損
得
や
結
果
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
わ
が
身
の
犠

牲
を
顧
み
ず
、
甚
し
く
は
わ
が
身
を
捨
て
て
、
他
人
の
た
め
に
力
を

「
忠
義
」
を
め
ぐ
る
論
議
に
關
す
る
一
視
點
―
」
『
日
本
中
國
學
會

報
』
第
四
十
四
集
、
一
九
九
二
年 
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盡
く
す
こ
と
」
で
あ
り
、
「
そ
の
對
象
は
本
來
限
定
さ
れ
な
い
」
と

ま
と
め
て
い
る
。
對
象
ご
と
に
細
か
く
分
類
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た

「
忠
義
」
と
い
う
語
の
核
心
的
な
意
味
を
見
出
し
た
こ
の
研
究
は
、

本
稿
の
大
い
に
參
考
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

次
節
以
降
、
水
滸
傳
に
現
れ
る
「
義
」
の
全
用
例
を
觀
察
し
、
ど

の
よ
う
な
狀
況
下
で
、
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
、
人
、
行
爲
、
發
言

を
「
義
」
と
稱
し
て
い
る
の
か
を
先
行
研
究
の
「
辭
書
的
配
列
」
の

方
法
を
參
考
に
分
類
し
、
そ
の
う
え
で
そ
れ
ら
の
共
通
點
、
つ
ま
り

「
義
」
の
核
心
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 

三
．
「
義
」
の
「
辭
書
」 

水
滸
傳
の
「
義
」
を
理
解
す
る
の
に
も
っ
と
も
よ
い
用
例
集
は
水

滸
傳
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
水
滸
傳
の
「
義
」
は
、
水
滸
傳
が

書
か
れ
、
讀
ま
れ
た
時
代
の
「
義
」
の
用
法
の
反
映
で
あ
ろ
う
か

ら
、
時
代
、
地
域
、
受
容
者
層
が
重
な
れ
ば
、
他
の
作
品
に
お
け
る

「
義
」
も
、
そ
の
含
意
は
き
わ
め
て
近
い
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は

嘉
靖
壬
午
序
『
三
國
志
通
俗
演
義
』
（
以
下
、
「
三
國
志
演
義
」
）
、
馮

                                        

             

 

十

九 

「
三
国
志
演
義
」
、
「
三
言
」
の
刊
行
事
情
に
関
し
て
は
孫
楷
第

『
中
國
通
俗
小

說
書
目
（
外
二
種
）
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
）
、

魏
安
『
三
國
演
義
版
本
考
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
、
金

夢
龍
編
「
三
言
」
、
明
人
の
筆
記
を
參
考
資
料
と
し
て
用
い
る
。 

 

「
三
國
志
演
義
」
を
選
ん
だ
理
由
は
、
刊
行
年
代
が
近
い
こ
と
、

水
滸
傳
同
様
江
南
地
域
で
出
版
さ
れ
、
知
識
人
讀
者
を
對
象
と
し
た

長
篇
小

說
で
あ
る
こ
と
、
實
際
に
水
滸
傳
と
併
稱
す
る
知
識
人
讀
者

が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

「
三
言
」
は
、
『
古
今
小
説
』
が
天
啓
元
年
（
一
六
二
一
年
）
ご

ろ
、
『
警
世
通
言
』
は
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
年
）
、
『
醒
世
恒
言
』

が
天
啓
七
年
（
一
六
二
七
年
）
の
刊
行
で
、
水
滸
傳
か
ら
百
年
ほ
ど

遲
れ
る
。
し
か
し
編
者
馮
夢
龍
の
出
身
地
は
蘇
州
で
あ
り
、
『
警
世

通
言
』
は
南
京
の
兼
善
堂
、
『
醒
世
恒
言
』
は
蘇
州
の
葉
敬
池
が
刻

し
て
お
り
、
地
理
的
に
は
近
い
十

九

。
馮
夢
龍
は
水
滸
傳
を
ほ
め
た
李

卓
吾
の
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
し
、
自
身
も
ま
た
楊
定
見

の
水
滸
傳
刊
刻
に
關
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
水
滸
傳
に
近
い
言

語
感
覚
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
三
言
」
に
は

唐
宋
以
來
の
前
歷
を
も
つ
故
事
を
利
用
、
改
變
し
た
も
の
、
明
代
に

書
か
れ
た
も
の
、
馮
夢
龍
自
身
が
創
作
し
た
も
の
な
ど
が
混
在
し
て

い
る
が
、
水
滸
傳
同
様
、
最
終
的
に
編
者
の
チ
ェ
ッ
ク
を
經
た
も
の

文
京
『
三
国
志
演
義
の
世
界
』
（
東
方
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
大
木
康

『
明
末
の
は
ぐ
れ
知
識
人 

馮
夢
龍
と
蘇
州
文
化
』
、
『
明
末
江
南
の
出

版
文
化
』
を
參
照
し
た
。 
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で
あ
る
に
相
違
な
い
。
さ
ら
に
、
収
録
作
品
の
原
材
料
が
は
っ
き
り

と
わ
か
る
篇
も
あ
り
、
材
料
ど
お
り
の
こ
と
ば
づ
か
い
を
踏
襲
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
改
編
を
經
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き

る
二

十

。
『
醒
世
恒
言
』
の
う
ち
二
十
二
篇
は
馮
夢
龍
に
近
い
存
在
の

明
人
が
創
作
し
た
と
い
う
指
摘
二

十

一

も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
時
代

性
、
地
域
性
、
階
層
性
の
条
件
は
滿
た
し
て
い
る
か
ら
、
參
考
資
料

と
し
て
排
除
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
こ
の
ほ
か
明
代
に
改
編
さ
れ
た

元
人
雜
劇
も
、
明
代
の
讀
者
に
わ
か
る
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
讀
み

物
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
「
辭
書
」
を
參
考

に
し
な
が
ら
水
滸
傳
の
「
義
」
の
意
味
を
考
え
た
い
。 

 

四
．
「
義
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情 

                                        

             

 

二

十

佐
藤
晴
彦
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
―
言
語
的
特

徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
（
『
東
方
学
』
第
七
十
二
輯
、
一
九
八
六

年
）
、
同
「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（

Ⅰ
）
―
言
語
的

特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第

39
巻
第
６
号
、

一
九
八
八
年
）
、
同
「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（

Ⅱ
）

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第

41
巻

第
４
号
、
一
九
九
〇
年
）
、
同
「
《
警
世
通
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創

作 

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
（
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第

從
來
水
滸
傳
の
「
義
」
の
統
一
的
解
釋
が
な
さ
れ
に
く
か
っ
た
要

因
の
ひ
と
つ
に
、
「
義
」
に
も
と
づ
く
言
動
の
も
た
ら
す
結
果
が
多

種
多
樣
で
共
通
性
を
見
出
し
が
た
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

 

例
と
し
て
同
一
人
物
の
二
種
の
「
義
擧
」
を
あ
げ
る
。 

 

ま
ず
第
二
十
八
回
の
一
場
面
。
殺
人
犯
と
な
り
牢
城
營
へ
護
送
さ

れ
る
途
上
、
武
松
と
護
送
役
人
二
人
は
居
酒
屋
に
立
ち
寄
る
。
そ
こ

は
痺
れ
薬
入
り
の
酒
を
客
に
飲
ま
せ
る
強
盗
酒
屋
で
あ
っ
た
。
護
送

役
人
は
盛
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
た
く
ら
み
を
見
拔
い
て

い
た
武
松
は
逆
に
店
の
者
を
組
み
伏
せ
る
。
店
主
夫
妻
は
こ
の
男
が

う
わ
さ
の
豪
傑
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
役
人
二
人
を
こ
こ
で
始
末

し
て
逃
げ
る
よ
う
す
す
め
た
が
、
武
松
は
二
人
は
道
中
ず
っ
と
自
分

を
鄭
重
に
扱
っ
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
殺
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
答

43
巻
第
２
号
、
一
九
九
二
年
）
、
同
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍

の
創
作
（
改
稿
） 

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
（
『
神
戸

外
大
論
叢
』
第

44
巻
第
１
号
、
一
九
九
三
年
）
參
照
。
こ
れ
ら
に
お
い

て
馮
夢
龍
が
明
代
の
言
語
感
覺
に
も
と
づ
い
て
文
章
を
書
い
た
と
思
わ

れ
る
巻
の
推
定
も
行
わ
れ
て
い
る
。 
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え
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
店
主
・
張
青
の
こ
と
ば
。 

 

６ 
 

「
都
頭
既
然
如
此
仗
義
、
小
人
便
救
醒
了
」 

「
都
頭
が
か
く
も
義
に
よ
っ
て
行
動
さ
れ
る
の
な
ら
、
わ
た 

 

く
し
は
二
人
を
目
覚
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
」 

  

次
に
第
五
十
七
回
に
見
え
る
例
。
か
つ
て
武
松
を
や
し
き
に
居
候

さ
せ
て
い
た
孔
明
と
そ
の
叔
父
孔
賓
と
が
官
に
捕
え
ら
れ
牢
に
入
れ

ら
れ
た
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
武
松
の
こ
と
ば
。 

 

７ 

「
那
時
我
與
宋
江
在
他
庒
上
相
會
、
多
有
相
擾
。
今
日
俺 

 

 
 
 
 

們
可
以
義
氣
為
重
、
聚
集
三
山
人
馬
、
攻
打
青
州
」 

「
当
時
お
れ
と
宋
江
は
彼
ら
の
や
し
き
で
出
會
い
、
い
ろ
い

ろ
と
面
倒
を
か
け
た
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
義
氣
を
重
ん
じ
、

三
山
の
人
馬
を
集
め
て
青
州
を
攻
め
る
べ
き
だ
ろ
う
」 

 

 

そ
し
て
こ
と
ば
通
り
魯
智
深
ら
と
と
も
に
軍
勢
を
率
い
て
都
市
に

攻
め
こ
み
火
を
放
つ
。 

兩
例
の
行
動
の
結
果
は
、
か
た
や
國
家
の
法
に
服
し
、
か
た
や
刃

向
か
う
も
の
で
、
正
反
對
と
言
っ
て
よ
い
。
後
者
の
よ
う
な
例
が
少

な
く
な
い
た
め
、
水
滸
傳
の
「
義
」
は
江
湖
の
者
の
朝
廷
へ
の
造
反

を
表
す
と
み
な
さ
れ
る
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。 

 

し
か
し
ま
た
、
兩
例
と
も
に
「
義
」
と
い
う
語
が
選
ば
れ
て
い
る

事
實
に
も
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
二
つ
の
考
え
方
に
共
通
點
が

あ
る
か
ら
こ
そ
同
じ
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
確
か
に
結
果
は
よ
ほ
ど
異
な
る
が
、
危
機
に
陷
っ
た
恩
人
を
助

け
よ
う
と
い
う
動
機
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
動
機

に
從
っ
て
行
動
す
る
と
き
、
前
者
で
は
「
自
由
を
あ
き
ら
め
る
」
、

後
者
で
は
「
官
軍
と
戰
う
」
と
い
う
試
練
が
た
ち
は
だ
か
る
。
反
權

力
的
行
為
か
否
か
に
注
目
し
て
兩
例
に
大
き
な
差
異
を
見
出
そ
う
と

す
る
よ
り
、
恩
人
を
助
け
る
際
の
障
碍
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
考

え
、
二
つ
の
「
義
」
の
類
似
性
を
重
視
す
る
方
が
こ
の
語
の
使
用
實

感
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
義
」
は
そ
も
そ
も
德
目
、
つ
ま
り
人
の
思
考
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
結
果
主
義
的
觀
點
で
は
な
く
、
笠
井

直
美
が
「
忠
義
」
を
整
理
し
た
際
と
同
様
の
動
機
主
義
的
解
釋
が
よ

り
妥
當
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
物
語
中
に
お
け
る

「
義
」
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
觀
察
し
、
そ
の
行
為
を
支
え
る

動
機
を
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。 

 

１ 

交
誼
斷
黃
金 

～ 

團
結
の
「
義
」 

第
十
六
回
、
晁
蓋
ら
が
生
辰
綱
を
奪
い
と
る
計
畫
を
た
て
た
と
き
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呉
用
は
「
８ 

保
正
夢
見
北
斗
七
星
墜
在
屋
脊
上
、
今
日
我
等
七
人

聚
義
舉
事
、
豈
不
應
天
象
（
晁
保
正
は
北
斗
七
星
が
屋
根
に
落
ち
る

夢
を
見
た
。
今
日
わ
れ
ら
七
人
が
聚
義
し
て
事
を
起
こ
す
の
は
天
の

示
し
に
應
じ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
）
」
と
言
い
、
そ
の
直
後
に

「
我
等
七
人
和
會
、
並
無
一
人
曉
得
（
わ
れ
ら
七
人
が
つ
ど
っ
て
い

る
こ
と
は
だ
れ
も
知
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
）
」
と
も
言
う
。
こ
こ

で
「
聚
義
」
と
「
和
會
」
と
は
お
な
じ
行
動
を
指
し
て
い
る
。 

第
三
十
五
回
、
清
風
寨
で
騒
動
を
起
こ
し
た
宋
江
は
、
清
風
山
の

山
賊
た
ち
や
元
武
官
の
花
榮
、
秦
明
、
黃
信
に
、
「
我
等
何
不
收
拾

起
人
馬
、
去
那
裡
入
夥
（
人
馬
を
ま
と
め
て
か
の
地
に
仲
間
入
り
に

行
こ
う
）
」
と
提
案
す
る
。
そ
の
道
中
、
さ
ら
に
郭
盛
、
呂
方
を
仲

間
に
し
た
と
こ
ろ
で
今
度
は
「
９ 

宋
江
就
說
…
輳
隊
上
梁
山
泊
去

投
奔
晁
蓋
聚
義
。
那
兩
個
歡
天
喜
地
、
都
依
允
了
（
人
々
を
ま
と
め

て
梁
山
泊
へ
行
き
、
晁
蓋
に
身
を
寄
せ
て
聚
義
し
よ
う
と
宋
江
が
い

う
と
、
二
人
と
も
大
喜
び
で
從
っ
た
）
」
と
あ
る
。
「
入
夥
」
と
「
聚

義
」
と
は
同
じ
行
動
を
指
し
て
い
る
。 

そ
の
後
宋
江
は
江
州
で
反
詩
を
よ
ん
だ
か
ど
で
處
刑
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
刑
の
執
行
直
前
、
梁
山
泊
の
好
漢
た
ち
が
刑
場
に
亂
入
し

て
宋
江
を
救
い
出
し
、
江
州
城
外
の
白
龍
廟
に
た
ど
り
つ
き
、
援
軍

と
合
流
す
る
。
そ
の
場
面
に
「
張
順
等
九
人
、
晁
蓋
十
七
人
、
宋

江
、
戴
宗
、
李
逵
、
共
是
二
十
九
人
、
都
入
白
龍
廟
聚
會
。
這
個
喚

做
白
龍
廟
小
聚
會
（
張
順
ら
九
人
、
晁
蓋
ら
十
七
人
、
宋
江
、
戴

宗
、
李
逵
、
あ
わ
せ
て
二
十
九
人
は
み
な
白
龍
廟
に
入
り
、
集
合
し

た
。
こ
れ
を
白
龍
廟
の
小
聚
會
と
申
し
ま
す
）
」
と
あ
る
（
第
四
十

回
）
。
つ
づ
く
第
四
十
一
回
で
は
お
な
じ
場
面
を
「

10 

城
裡
黑
旋

風
李
逵
引
衆
人
殺
至
潯
陽
江
邊
、
兩
路
救
應
、
通
共
有
一
百
四
五
十

人
、
都
在
白
龍
廟
裡
聚
義
（
城
内
で
は
黑
旋
風
李
逵
が
人
々
を
ひ
き

つ
れ
て
潯
陽
江
の
ほ
と
り
ま
で
突
進
し
、
二
方
面
か
ら
の
救
援
を
あ

わ
せ
て
百
四
五
十
人
、
み
な
白
龍
廟
の
な
か
で
聚
義
し
た
）
」
と
言

う
。
お
な
じ
場
面
を
指
す
の
に
「
聚
會
」
、
「
聚
義
」
と
い
う
二
種
の

言
い
方
を
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
梁
山
泊
へ
の
歸
途
、
四
人
の
山
賊
に
出
會
っ
た

宋
江
は
「

11 

今
次
宋
江
投
奔
了
哥
哥
晁
天
王
、
上
梁
山
泊
去
一
同

聚
義
。
未
知
四
位
好
漢
肯
弃
了
此
處
、
同
往
梁
山
泊
大
寨
相
聚
否

（
い
ま
わ
た
し
は
兄
の
晁
天
王
に
身
を
よ
せ
、
梁
山
泊
に
の
ぼ
り
聚

義
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
あ
な
た
が
た
四
人
も
こ
こ
を
捨
て
て
と
も
に

梁
山
泊
の
大
寨
に
あ
つ
ま
り
ま
せ
ん
か
）
」
と
言
う
（
第
四
十
一

回
）
。
こ
の
「
聚
義
」
と
「
相
聚
」
の
指
す
内
容
も
似
て
い
る
。 

「
集
ま
る
」
、
「
仲
間
に
な
る
」
行
為
を
「
聚
義
」
と
稱
す
例
は
少

な
く
な
い
。 

 

12 

「
老
母
平
生
只
愛
清
幽
、
吃
不
得
驚
諕
、
因
此
不
敢
取
來
。
…
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小
道
只
去
省
視
一
遭
便
來
、
再
得
聚
義
。
」 

「
老
母
は
平
生
静
か
な
環
境
を
好
み
、
肝
を
冷
や
す
よ
う
な

こ
と
に
は
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
つ
れ
て
こ
よ
う
と
は
お
も

い
ま
せ
ん
。
…
ち
ょ
っ
と
様
子
を
見
に
行
き
、
す
ぐ
に
歸
っ

て
き
て
ふ
た
た
び
聚
義
い
た
し
ま
す
。
」
（
第
四
十
二
回
） 

13 

「
當
初
軍
師
好
意
、
啓
請
盧
員
外
上
山
來
聚
義
。
今
日
不
想
却

教
他
受
苦
、
又
陷
了
石
秀
兄
弟
。
」 

 

「
は
じ
め
は
軍
師
の
好
意
で
盧
員
外
を
お
ま
ね
き
し
て
山
に

の
ぼ
っ
て
聚
義
し
て
い
た
だ
こ
う
と
し
た
の
に
、
い
ま
か
え

っ
て
彼
を
苦
し
ま
せ
、
し
か
も
石
秀
兄
弟
ま
で
窮
地
に
陷
い

っ
て
し
ま
う
と
は
。
」
（
第
六
十
三
回
） 

14 

當
時
會
集
大
小
頭
領
盡
來
集
義
飲
宴
。 

 
 

そ
の
と
き
大
小
の
頭
領
を
集
め
、
み
な
集
義
し
て
宴
會
を
し

た
（
第
八
十
二
回
） 

 

類
似
の
形
に
「
聚
大
義
」
も
見
ら
れ
る
。
日
本
語
と
し
て
は
や
や

不
通
だ
が
ひ
と
ま
ず
「
大
義
に
あ
つ
ま
る
」
と
譯
す
。 

 

15 

「
小
可
宋
江
久
聞
三
位
壯
士
大
名
、
欲
來
禮
請
上
山
、
同
聚
大

義
。
」 

 
 

 

「
わ
た
く
し
宋
江
は
お
三
方
の
壯
士
の
お
な
ま
え
を
久
し
く

う
か
が
っ
て
お
り
、
禮
を
も
っ
て
山
に
お
ま
ね
き
し
、
と
も

に
大
義
に
あ
つ
ま
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
。
」
（
第
六
十
回
） 

16 

「
某
與
宋
公
明
哥
哥
面
前
多
曾
舉
你
、
特
來
相
招
二
位
將
軍
同

聚
大
義
。
」 

「
わ
た
し
は
宋
公
明
兄
の
ま
え
で
何
度
も
あ
な
た
を
推
薦

し
、
特
に
お
二
人
の
將
軍
を
と
も
に
大
義
に
あ
つ
ま
る
よ
う

お
招
き
に
ま
い
り
ま
し
た
。
」
（
第
六
十
七
回
） 

  

個
人
間
の
場
合
、
１
の
よ
う
に
「
兄
弟
に
な
る
」
と
い
う
例
が
多

い
。 

 

17 

「
他
和
我
心
腹
相
交
、
結
義
弟
兄
…
四
海
之
内
、
名
不
虛
傳
。

結
義
得
這
個
兄
弟
、
也
不
枉
了
。
」 

 

「
彼
（
宋
江
）
は
わ
た
し
と
心
腹
の
交
友
が
あ
り
、
義
を
結

ん
だ
兄
弟
だ
。
…
世
の
中
に
虛
名
は
傳
わ
ら
な
い
も
の
だ
。

義
を
結
ん
で
こ
の
兄
弟
を
得
た
こ
と
は
む
だ
で
は
な
か
っ

た
。
」
（
第
十
八
回
） 

18 
皆
是
張
都
監
和
張
團
練
兩
箇
同
姓
結
義
做
兄
弟
…
。 

 

張
都
監
と
張
團
練
の
同
姓
の
二
人
は
義
を
む
す
ん
で
兄
弟
と 

 
な
っ
て
い
て
…
（
第
三
十
回
） 
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17
は
晁
蓋
、

18
は
康
節
級
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
は
逆
の

「
壞
義
氣
」
と
い
う
形
も
見
ら
れ
る
。 

 

19 

李
逵
見
他
兩
個
赶
來
、
恐
怕
爭
功
壞
了
義
氣
、
就
手
把
趙
能
一

斧
、
砍
做
兩
半
、
連
胸
膛
都
砍
開
了
。 

 

李
逵
は
二
人
（
引
用
者
注
：
梁
山
泊
の
仲
間
で
あ
る
歐
鵬
と

陶
宗
旺
）
が
驅
け
よ
っ
て
く
る
の
を
見
て
、
功
績
を
爭
っ
て

義
氣
を
こ
わ
す
の
を
心
配
し
、
す
ぐ
さ
ま
趙
能
を
斧
で
ま
っ

ぷ
た
つ
に
し
、
胸
ま
で
切
り
裂
い
て
し
ま
っ
た
。
（
第
四
十

二
回
） 

 

次
は
、
李
應
が
同
盟
を
結
ぶ
祝
家
莊
の
橫
柄
な
態
度
に
腹
を
立

て
、
武
装
し
て
乘
り
込
も
う
と
す
る
の
を
楊
雄
と
石
秀
が
押
し
と
ど

め
て
い
る
場
面
。 

 

20 

「
大
官
人
息
怒
。
休
為
小
人
們
壞
了
貴
處
義
氣
」 

 

「
だ
ん
な
さ
ま
お
怒
り
を
お
し
ず
め
く
だ
さ
い
。
わ
た
く
し

ど
も
の
た
め
に
あ
な
た
が
た
の
義
氣
を
こ
わ
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
」
（
第
四
十
七
回
） 

 

21 

「
你
便
是
真
箇
了
得
的
好
漢
、
我
好
意
來
幫
你
、
你
道
翻
成
惡

意
。
我
却
偏
鳥
要
去
」
。
燕
青
尋
思
、
怕
壞
了
義
氣
、
便
對
李

逵
説
道
「
和
你
去
…
」
。 

 

「
あ
ん
た
は
實
に
た
い
し
た
好
漢
だ
な
、
好
意
で
手
傳
っ
て

や
ろ
う
と
い
う
の
に
あ
べ
こ
べ
に
悪
意
に
と
ろ
う
と
す
る
。

お
れ
は
ど
う
し
た
っ
て
行
く
ぞ
」
。
燕
青
は
考
え
、
義
氣
を

こ
わ
す
の
を
お
そ
れ
て
李
逵
に
言
っ
た
。
「
一
緒
に
行
こ
う

…
」
。
（
第
七
十
四
回
） 

  

晁
蓋
、
公
孫
勝
ら
生
辰
綱
強
奪
メ
ン
バ
ー
の
梁
山
泊
入
り
を
し
ぶ

る
王
倫
を
林
冲
が
の
の
し
り
、
お
そ
い
か
か
ろ
う
と
す
る
場
面
で
は

晁
蓋
ら
が
こ
の
こ
と
ば
を
使
う
。 

 

22 

「
休
為
我
等
壞
了
大
義
」 

 

「
わ
れ
ら
の
た
め
に
大
義
を
こ
わ
す
の
は
お
や
め
く
だ
さ

い
」
（
第
十
九
回
） 

 

 

同
樣
の
言
い
ま
わ
し
は
『
警
世
通
言
』
巻
二
十
一
「
趙
太
祖
千
里

相
送
京
娘
」
に
も
見
え
る
。
二
人
の
盗
賊
が
女
を
一
人
つ
か
ま
え
、

ど
ち
ら
の
妻
と
す
る
か
も
め
た
が
、
「
恐
壞
了
義
氣
（
義
氣
を
こ
わ

す
の
を
お
そ
れ
）
」
、
ひ
と
ま
ず
女
を
軟
禁
し
、
も
う
ひ
と
り
女
を
つ
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か
ま
え
に
行
く
こ
と
に
し
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。 

「
壞
義
氣
」
は
「
結
束
が
亂
れ
る
」
、
「
仲
間
同
士
で
爭
う
」
と
い

う
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
義
氣
」
は
「
仲
間
同
士
結
束
し

よ
う
と
す
る
心
」
を
表
す
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。 

「
聚
義
」
、
「
結
義
」
は
「
入
夥
」
、
「
相
會
」
、
「
相
聚
」
な
ど
と
ど

う
ち
が
う
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
十
九
回
に
「

23 

因
請
二
位
上
山
入

夥
，
共
聚
大
義
（
そ
こ
で
お
ふ
た
り
に
山
に
の
ぼ
っ
て
仲
間
に
な

り
、
と
も
に
大
義
に
あ
つ
ま
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
）
」
と
い

う
言
い
か
た
が
あ
る
。
ま
っ
た
く
お
な
じ
意
味
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う

な
繰
り
返
し
は
す
ま
い
。
單
な
る
「
あ
つ
ま
る
」
に
は
な
い
意
味
が

「
義
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

附
加
さ
れ
る
の
か
。
第
九
十
回
に
宋
江
が
「
義
」
の

說
明
を
す
る
場

面
が
あ
る
。 

 

24 

一
失
雌
雄
、
死
而
不
配
、
此
為
義
也
。 

ひ
と
た
び
つ
れ
あ
い
を
失
う
と
死
ん
で
も
再
び
つ
れ
あ
い
を

得
よ
う
と
し
な
い
、
こ
れ
が
義
で
あ
る
。
（
（
第
九
十
回
） 

 

宋
江
の
考
え
で
は
、
夫
婦
で
あ
る
だ
け
で
は
ま
だ
「
義
」
と
呼
ぶ

に
は
足
り
な
い
。
一
度
築
い
た
關
係
を
、
た
と
え
そ
の
相
手
が
死
し

て
も
絶
對
に
變
え
な
い
決
意
が
あ
っ
て
よ
う
や
く
「
義
」
と
呼
び
得

る
の
で
あ
る
。 

こ
の
考
え
を
踏
ま
え
る
と
４
の
セ
リ
フ
の
真
意
が
明
確
に
な
る
。

な
に
が
あ
ろ
う
と
も
關
係
を
變
え
な
い
こ
と
が
「
義
」
で
あ
る
と
宋

江
が
考
え
て
い
る
以
上
、
一
度
「
聚
義
」
し
た
者
の
離

脫
は
、
い
か

に
そ
の
狀
況
判
斷
が
正
確
で
あ
ろ
う
と
も
許
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
と

燕
青
は
預
測
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
水
滸
傳
に
限
っ

た
も
の
で
は
な
い
。 

元
末
明
初
の
陶
宗
儀
の
『
輟
耕
録
』
巻
二
十
四
に
「
結
交
重
氣

義
」
と
題
す
る
文
が
あ
る
。
張
、
李
、
鮮
于
と
い
う
三
人
の
同
僚
が

お
り
、
と
も
に
官
職
に
つ
い
た
が
、
李
が
先
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

張
は
鮮
于
に
手
紙
を
書
き
、
李
の
家
は
貧
し
く
、
子
は
ま
だ
幼
い
か

ら
自
分
た
ち
が
助
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
分
は
娘
を
李

の
次
男
に
と
つ
が
せ
る
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
鮮
于
も
娘
を
李
の
長
男

に
と
つ
が
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
「
於
此
可
見
前
輩
結

交
重
義
氣
。
不
以
貴
賤
貧
富
易
其
心
，
誠
可
敬
也
（
こ
こ
に
先
人
た

ち
が
交
友
に
義
氣
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
貴
賤
や
貧
富

に
よ
っ
て
心
變
わ
り
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
ま
こ
と
に
う
や
ま
う
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べ
き
で
あ
る
）
」
と
結
ば
れ
て
い
る
二

十

二

。 
明
・
李
贄
『
初
譚
集
』
巻
十
九
「
篤
義
」
に
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

僧
曇
遷
は
范
蔚
宗
と
交
友
が
あ
っ
た
。
の
ち
蔚
宗
の
一
族
が
誅
せ

ら
れ
る
と
、
誰
も
近
づ
く
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
曇
遷
は
そ
の
葬

儀
を
し
た
二

十

三

。 

 

孔
融
が
魏
武
帝
に
誅
せ
ら
れ
る
と
、
か
つ
て
孔
融
と
親
し
か
っ
た

も
の
た
ち
は
誰
も
そ
の
遺
體
を
ひ
き
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、

脂
習
だ
け
は
す
が
り
つ
い
て
泣
き
、
「
文
擧
、
あ
な
た
が
私
を
す

て
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
誰
と
語
ら
っ
た
ら
い
い
の

                                        

             

 

二

十

二

陶
宗
儀
『
南
村
輟
耕
録
』
（
四
部
叢
刊
三
編
子
部
、
上
海
書
店
、
一

九
八
五
年
）
、
『
輟
耕
録
』
（
叢
書
集
成
初
編
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五

年
）
。
叢
書
集
成
本
は
題
名
を
「
結
交
重
義
氣
」
と
あ
ら
た
め
て
い

る
。 

二

十

三

李
贄
『
初
譚
集
』
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
。
何
良
俊
『
語
林
』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
巻
一
に
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
の

せ
る
が
、
「
義
」
と
は
言
わ
な
い
。 

二

十

四

『
後
漢
書
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
）
巻
七
十
、
宋
・
司
馬

光
『
資
治
通
鑑
』
（
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
年
）
巻
六
十
五
、
赦
經

だ
」
と
言
っ
た
二

十

四

。 

 

脂
習
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
三
國
志
演
義
」
に
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、

脂
習
を
殺
そ
う
と
す
る
曹
操
を
荀
彧
が
い
さ
め
て
「
乃
義
人
也
、
不

可
殺
（
義
の
人
で
す
。
殺
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
」
と
言
っ
て

い
る
（
八
巻
七
十
九
則
）
二

十

五

。
こ
れ
ら
は
一
度
結
ん
だ
人
間
關
係

は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
保
ち
つ
づ
け
、
變
え
な
い
氣
概
を
描
い

た
も
の
で
あ
る
。
李
贄
は
、
「
誰
も
近
づ
く
も
の
は
な
か
っ
た
」
、

「
誰
も
ひ
き
と
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
」
の
あ
と
に
「
千
古
如
此
（
む

か
し
か
ら
こ
う
い
う
も
の
だ
）
」
と
評
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
時
々

の
利
害
關
係
で
、
以
前
の
人
間
關
係
を
重
ん
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

人
が
多
い
現
實
を
ふ
ま
え
、
そ
う
で
は
な
い
人
を
「
義
に
あ
つ
い
」

『
續
後
漢
書
』
（
『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、

一
九
八
三
年
）
卷
七
十
上
に
同
じ
く
だ
り
が
あ
る
。
文
の
長
短
、
使
っ

て
い
る
こ
と
ば
に
ち
が
い
は
あ
る
も
の
の
い
づ
れ
も
「
義
」
と
は
言
わ

な
い
。
『
册
府
元
龜
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）
卷
八
百
二
は
文

中
に
「
義
」
は
な
い
も
の
の
こ
の
話
を
「
義
」
の
項
目
に
分
類
す
る
。 

二

十

五 
『
三
國
志
通
俗
演
義
』
（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）
。
以

下
、
特
に
注
記
し
な
い
場
合
、
「
三
國
志
演
義
」
の
引
用
は
本
書
か
ら

の
も
の
。 
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と
稱
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

明
・
謝
肇
淛
『
五
雜
組
』
二

十

六

巻
十
四
は
辛
辣
な
口
ぶ
り
で
義
を

重
ん
じ
な
い
狀
況
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
「
訓
蒙
受
業
之
師
真
師
也
。

其
恩
深
其
義
重
（
訓
蒙
受
業
の
師
は
ま
こ
と
の
師
で
あ
る
。
そ
の
恩

は
深
く
、
義
は
重
い
）
」
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
實
に
は
出
世
し
て
富

貴
に
な
る
と
そ
の
恩
を
忘
れ
、
「
甚
至
利
害
切
身
之
日
、
戈
可
操

也
、
石
可
下
也
（
利
害
關
係
が
切
實
に
な
っ
た
時
に
は
、
矛
も
と
る

べ
し
、
石
も
投
げ
つ
け
る
べ
し
と
い
う
こ
と
に
ま
で
な
っ
て
し
ま

う
）
」
と
い
う
。
か
つ
て
の
人
間
關
係
を
忘
れ
た
り
、
利
害
に
よ
っ

て
敵
對
關
係
に
か
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
べ
き
姿
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
「
梁
山
泊
李
逵
負
荊
」
雜
劇
で
は
、
李
逵
に
人
さ

ら
い
の
犯
人
と
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
の
の
し
ら
れ
た
魯
智
深
が
機

嫌
を
損
ね
、
李
逵
を
助
け
て
や
ら
な
い
と
言
う
が
、
呉
學
究
に
「
你

只
看
聚
義
兩
個
字
、
不
要
因
這
小
忿
壞
了
大
體
面
（
た
だ
聚
義
の
二

字
だ
け
を
思
い
、
小
さ
な
怒
り
で
大
き
な
體
面
を
傷
つ
け
な
い
で
く

れ
）
」
二

十

七

と
た
し
な
め
ら
れ
る
。
個
人
的
な
感
情
の
も
つ
れ
よ
り

も
、
集
團
の
結
束
の
ほ
う
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
用
法
に
照
ら
せ
ば
、
宋
江
に
從
っ
て
い
て
も
よ
い
こ

                                        

             

 

二

十

六

明
・
謝
肇
淛
『
五
雜
組
』
、
東
京
大
學
文
學
部
藏
和
刻
本 

二

十

七

元
曲
選
、
酹
江
集
所
収
本
と
も
に
同
じ
文
言
。 

 

と
は
な
さ
そ
う
だ
と
判
斷
し
て
集
團
を
離
れ
よ
う
と
す
る
燕
青
は
、

義
兄
弟
の
風
上
に
も
置
け
ぬ
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
事
實
、
李
卓
吾
は
そ
の
「
忠
義
水
滸
傳
序
」
の
な
か
で
、

「
燕
青
の
涕
泣
し
て
主
を
辭
す
」
一
事
を
「
小
者
が
自
分
の
身
を
守

る
策
（
小
丈
夫
自
完
之
計
）
」
と
批
判
し
て
い
る
二

十

八

。
だ
か
ら
こ

そ
編
纂
者
は
燕
青
に
、
自
分
の
行
動
に
理
が
あ
る
こ
と
を
宋
江
に
直

接

說
か
せ
る
こ
と
な
く
、
夜
中
に
こ
っ
そ
り
と
立
ち
去
ら
せ
る
こ
と

に
し
た
の
だ
ろ
う
。 

ゆ
え
に
「
仲
間
に
な
る
」
よ
り
も
「
義
を
結
ぶ
」
ほ
う
が
條
件
は

き
び
し
い
。
義
を
む
す
ぶ
際
に
は
っ
き
り
こ
の
條
件
を
擧
げ
る
場
面

は
少
な
い
が
、
な
か
に
は
義
を
結
ぶ
に
値
す
る
相
手
か
ど
う
か
を
確

か
め
る
、
あ
る
い
は
永
遠
に
裏
切
ら
な
い
こ
と
を
誓
い
合
っ
て
か
ら

關
係
を
と
り
む
す
ん
だ
例
も
あ
る
。 

生
辰
綱
強
奪
を
決
意
し
た
晁
蓋
ら
三
人
は
、
晁
蓋
が
夢
に
見
た
北

斗
七
星
に
あ
わ
せ
、
仲
間
を
七
人
そ
ろ
え
よ
う
と
す
る
。
呉
用
は
知

り
合
い
の
阮
家
三
兄
弟
を
推
薦
す
る
。
そ
の
際
、
「

25 

有
三
箇

人
、
義
胆
包
身
、
武
藝
出
衆
、
敢
赴
湯
蹈
火
、
同
死
同
生
、
義
氣
最

重
（
義
が
全
身
を
つ
つ
み
、
武
藝
は
ひ
と
な
み
す
ぐ
れ
、
煮
え
た
ぎ

二

十

八

注
四
引
用
文
參
照
。 
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る
湯
に
も
と
び
こ
み
、
火
を
も
の
り
こ
え
、
生
死
を
と
も
に
す
る
度

胸
が
あ
り
、
義
氣
は
最
も
重
い
と
い
う
三
人
が
あ
り
ま
す)

」
、

「

26 

這
三
箇
是
親
弟
兄
、
量
有
義
氣
（
こ
の
三
人
は
實
の
兄
弟
で

義
氣
が
あ
り
ま
す
）
」
、
「

27 

他
雖
是
箇
不
通
文
墨
的
人
、
為
見

他
與
人
結
交
真
有
義
氣
、
是
箇
好
男
子
，
因
此
和
他
來
往
（
彼
ら
は

學
の
な
い
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
づ
き
あ
い
に
ま
こ
と
に
義
氣
が

あ
り
、
い
い
男
た
ち
な
の
で
つ
き
あ
っ
て
い
る
の
で
す
）
」
（
第
十

五
回
）
と
、
こ
と
さ
ら
に
「
義
」
を
強
調
し
て
い
る
。
ひ
と
た
び
仲

間
と
な
れ
ば
何
が
あ
ろ
う
と
決
し
て
裏
切
る
こ
と
は
な
い
と
晁
蓋
を

安
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
晁
蓋
は
阮
氏
三

兄
弟
ら
と
紙
錢
を
焼
き
、
「
我
等
六
人
中
但
有
私
意
者
、
天
地
誅
滅

神
明
鍳
察
」
と
個
人
よ
り
も
六
人
の
結
束
を
優
先
す
る
こ
と
を
誓
う

の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
關
係
を
壊
し
た
場
合
に
は
「
背
義
」
、
「
負
義
」
な

ど
の
語
で
非
難
さ
れ
る
。 

                                         

             

 

二

十

九 

笠
井
直
美
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
境
界 

:
 

岳
飛
故
事
の
通
俗
文
藝
の

言
說
に
お
け
る
國
家
と
民
族(

上)

」
（
『
言
語
文
化
論
集
』
第
十
三
巻
二

号
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
境
界 

:
 

岳
飛
故
事
の
通

俗
文
藝
の
言
說
に
お
け
る
國
家
と
民
族(

下)

」
（
『
言
語
文
化
論
集
』
第

十
四
巻
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
明
代
の
通
俗
文
藝
に
は
、
「
國

28 

恩
相
放
心
、
小
將
必
要
擒
此
背
義
之
賊
。 

 
 

閣
下
ご
安
心
く
だ
さ
い
、
わ
た
く
し
が
か
な
ら
ず
や
こ
の
背

義
の
賊
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。
（
第
五
十
八
回
） 

  

元
官
軍
の
將
で
梁
山
泊
に
歸
順
し
た
秦
明
に
つ
い
て
、
知
州
は

「
與
花
榮
一
同
背
反
」
（
花
榮
と
と
も
に
背
い
た
）
と
言
い
、
官
軍

の
將
呼
延
灼
は
「
背
義
の
賊
」
と
言
っ
て
い
る
。
將
軍
と
し
て
宋
朝

に
盡
く
す
と
い
う
「
義
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
二

十

九

、
そ
れ

を
斷
ち
切
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
も
「
水

滸
傳
の
義
は
ヨ
コ
の
つ
な
が
り
」
と
は
言
え
ぬ
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

仲
間
入
り
の
際
に
語
ら
れ
る
「
義
」
に
は
「
い
か
な
る
障
碍
が
あ

ろ
う
と
そ
の
關
係
を
維
持
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

條
件
が
附
帯
し
、
自
分
が
裏
切
ら
な
い
の
と
同
樣
、
相
手
も
自
分
を

裏
切
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

２ 

信
士
豈
敢
爽
信 

～ 

約
束
の
「
義
」 

家
」
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
所
屬
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

が
個
別
に
關
係
を
結
ぶ
對
象
で
あ
り
、
「
所
屬
」
の
變
更
も
可
能
で
あ

る
と
い
う
考
え
を
反
映
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
「
義
」
も
そ
の
一
例
と
言
え
よ
う
。 
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「
い
っ
た
ん
口
に
し
た
こ
と
は
實
行
す
る
こ
と
が
義
だ
」
と
い
う

用
法
も
見
ら
れ
る
。
第
五
十
一
回
で
宋
江
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
祝
家

莊
と
の
戰
い
で
捕
虜
に
し
た
女
將
一
丈
青
扈
三
娘
と
、
梁
山
泊
の
王

英
と
を
結
婚
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
緣
談
は
扈
三
娘
の
意
志
と

は
無
關
係
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「

29 

一
丈
青
見
宋
江

義
氣
深
重
、
推
却
不
得
（
一
丈
青
は
宋
江
の
義
氣
が
深
い
の
を
見
て

斷
り
き
れ
ず
）
」
、
宋
江
に
し
た
が
い
、
「

30 

晁
蓋
等
衆
人
皆
喜
、

都
稱
賀
宋
公
明
真
乃
有
德
有
義
之
士
（
晁
蓋
た
ち
人
々
は
み
な
は
と

て
も
喜
び
、
宋
公
明
は
實
に
德
が
あ
り
義
が
あ
る
人
だ
と
た
た
え

た
）
」
。
こ
の
場
面
を
理
解
す
る
に
は
第
三
十
二
回
を
見
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
時
清
風
山
の
盗
賊
で
あ
っ
た
王
英
は
、
手
下
が
捕
ら
え
て

き
た
清
風
寨
の
文
官
知
寨
劉
高
の
妻
を
自
分
の
妻
に
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
宋
江
は
、
そ
の
劉
高
の
同
僚
で
あ
る

清
風
寨
の
武
官
知
寨
の
花
榮
を
た
ず
ね
て
行
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
た

め
、
劉
高
の
妻
を
歸
す
よ
う

說
得
し
、
「
宋
江
日
後
好
歹
要
與
兄
弟

完
娶
一
個
、
教
你
歡
喜
便
了
。
小
人
並
不
失
信
（
私
が
い
つ
か
な
ん

と
し
て
も
あ
な
た
に
一
人
め
と
ら
せ
、
喜
ば
せ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

決
し
て
約
束
は
違
え
ま
せ
ん
）
」
と
言
っ
た
。
第
五
十
一
回
で
宋
江

                                        

             

 

三

十 

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
「
七 

女
傑
た
ち
」
も
、
こ
の
場
面

の
「
義
」
は
宋
江
が
約
束
を
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
賞
贊
す
る
こ
と
ば

は
つ
い
に
そ
の
約
束
を
は
た
し
、
人
々
は
約
束
を
守
っ
た
行
為
を

「
義
」
と
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
三

十

。 

梁
山
泊
集
團
の
方
臘
征
伐
中
、
水
軍
頭
領
李
俊
ら
は
、
地
元
の
好

漢
費
保
ら
と
知
り
合
い
、
結
義
し
て
兄
弟
に
な
っ
た
。
費
保
は
、
い

ま
の
う
ち
に
梁
山
泊
集
團
を
離
れ
、
船
を
準
備
し
て
大
海
に
漕
ぎ
出

し
終
の
棲
家
を
求
め
よ
う
と
提
案
す
る
。
李
俊
は
こ
の
考
え
に
大
い

に
感
じ
入
り
、
「
若
是
衆
位
肯
姑
待
李
俊
、
容
待
收
伏
方
臘
之
後
、

李
俊
引
了
兩
箇
兄
弟
逕
來
相
投
、
萬
望
帶
挈
。
是
必
賢
弟
們
先
準
備

下
這
條
門
路
。
若
負
今
日
之
言
、
天
實
厭
之
、
非
為
男
子
也
（
も
し

お
の
お
の
が
た
が
し
ば
し
お
待
ち
く
だ
さ
る
の
で
あ
れ
ば
、
方
臘
を

屈
服
さ
せ
た
あ
と
、
弟
二
人
を
連
れ
て
身
を
投
じ
ま
す
の
で
、
ど
う

か
お
連
れ
く
だ
さ
い
。
賢
弟
た
ち
は
先
に
そ
の
道
の
準
備
を
し
て
お

い
て
く
だ
さ
い
。
も
し
今
日
の
こ
の
こ
と
ば
に
背
い
た
ら
天
も
わ
た

し
を
男
兒
に
非
ず
と
忌
み
嫌
う
で
し
ょ
う
）
。
」
と
約
束
す
る
。
費
保

ら
四
人
は
「
我
等
准
備
下
船
隻
、
專
望
哥
哥
到
來
、
切
不
可
負
約

（
わ
れ
ら
は
船
を
準
備
し
、
ひ
た
す
ら
兄
貴
の
お
い
で
を
待
っ
て
い

ま
す
、
ゆ
め
ゆ
め
約
束
を
違
え
ま
せ
ぬ
よ
う
）
」
と
應
じ
、
「

31 

李

俊
、
費
保
結
義
飲
酒
、
都
約
定
了
、
誓
不
負
盟
（
李
俊
と
費
保
は
義

と
解
釋
し
て
い
る
（
百
十
頁
）
。 
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を
結
ん
で
酒
を
飲
み
、
誓
っ
て
盟
に
背
か
ぬ
こ
と
を
約
し
た
）
。
」

（
第
九
十
四
回
）
彼
ら
は
す
で
に
「
結
義
」
し
て
兄
弟
に
な
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
結
義
」
は
兄
弟
や
仲
間
に
な
る
こ
と
で
は
な

い
。
必
ず
戻
っ
て
く
る
と
約
束
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

「
三
言
」
は
こ
の
種
の
用
例
に
事
缺
か
な
い
。 

 

『
醒
世
恒
言
』
巻
九
「
陳
多
壽
生
死
夫
妻
」
。
重
病
を
わ
ず
ら
っ

て
い
る
陳
多
壽
に
と
つ
い
だ
朱
多
福
は
、
獻
身
的
に
看
病
す
る
が
、

そ
の
甲
斐
も
な
く
治
癒
の
き
ざ
し
は
な
い
。
多
壽
は
自
殺
を
思
い
立

ち
、
自
分
が
死
ん
だ
後
ほ
か
に
良
緣
を
探
す
よ
う
言
う
が
、
多
福
は

「
我
與
你
結
髮
夫
妻
、
苦
樂
同
受
。
今
日
官
人
患
病
、
即
是
奴
家
命

中
所
招
。
同
生
同
死
、
有
何
理
説
（
私
と
あ
な
た
は
夫
婦
と
な
り
、

苦
樂
を
と
も
に
し
て
い
ま
す
。
い
ま
あ
な
た
が
病
を
わ
ず
ら
っ
て
い

る
の
も
私
の
運
命
に
よ
る
も
の
。
と
も
に
生
き
、
と
も
に
死
に
ま
し

ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
）
」
と
こ
た
え
る
。

多
壽
は
自
分
の
酒
に
砒
霜
を
ま
ぜ
自
殺
を
試
み
る
が
、
そ
れ
を
知
っ

                                        

             

 

三

十

一 

佐
藤
晴
彦
「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（Ⅰ

）
―

言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
は
こ
の
巻
を
、
馮
夢
龍
の
創
作

の
可
能
性
が
高
い
回
と
推
定
し
て
い
る
。
明
・
許
浩
『
復
齋
日
記
』

（
百
部
叢
書
集
成
『
歷
代
小
史
』
、
藝
文
印
書
館
、
一
九
六
六
年
）
、

『
情
史
』
巻
十
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
簡
潔
に
の
っ
て
い
る
が
、

「
義
」
の
く
だ
り
は
な
く
、
「
夫
を
か
え
る
こ
と
を
肯
ん
ぜ
ず
、
獻
身

た
多
福
も
自
ら
毒
酒
を
飲
み
、
「
奴
家
有
言
在
前
、
與
你
同
生
同

死
。
既
然
官
人
服
毒
、
奴
家
義
不
獨
生
（
私
は
さ
き
に
言
い
ま
し

た
。
と
も
に
生
き
、
と
も
に
死
ぬ
と
。
あ
な
た
が
毒
を
飲
む
の
な

ら
、
私
は
義
と
し
て
一
人
で
生
き
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
）
」
と
言

っ
た
。
こ
の
「
義
」
を
「
前
言
を
た
が
え
な
い
誓
い
」
と
解
す
の
は

た
や
す
い
三

十

一

。 

『
古
今
小
説
』
巻
十
七
「
單
符
郎
全
州
佳
偶
」
三

十

二

の
場
合
は
こ

う
で
あ
る
。
子
ど
も
同
士
の
將
來
の
結
婚
の
約
束
を
し
て
い
た
兩
家

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
女
の
子
の
兩
親
は
盗
賊
に
殺
さ
れ
て
し
ま

い
、
女
の
子
は
賣
ら
れ
て
妓
女
と
な
る
。
男
の
ほ
う
は
出
世
し
て
官

と
な
り
、
妓
女
と
な
っ
て
い
た
女
と
再
會
す
る
。
事
情
を
知
っ
た
二

人
は
結
婚
す
る
。
そ
こ
に
「
上
司
官
每
聞
飛
英
娶
娼
之
事
、
皆
以
為

有
義
氣
（
上
官
た
ち
は
飛
英
が
妓
女
を
娶
っ
た
こ
と
を
聞
き
、
み
な

義
氣
が
あ
る
と
思
っ
た
）
」
と
あ
る
。
い
や
し
い
身
分
で
あ
る
妓
女

を
娶
れ
ば
自
分
の
不
名
譽
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
な
が
ら
、
幼
い
こ

的
に
ひ
と
り
の
夫
に
つ
く
し
た
妻
が
最
後
に
報
わ
れ
る
（
婦
貞
烈
之

報
）
」
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
「
前
言
を
た
が
え
な
い
義
」
は

馮
夢
龍
が
書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。 

三

十

二 
佐
藤
晴
彦
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（
改
稿
） 

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
は
明
人
の
筆
に
な
る
と
推
定

し
て
い
る
。 
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ろ
か
ら
の
約
束
を
守
ろ
う
と
し
た
気
持
ち
の
強
さ
を
「
義
」
と
た
た

え
た
の
で
あ
ろ
う
三

十

三

。
『
情
史
』
も
こ
の
話
を
収
め
、
「
每
有
不
了

辦
公
事
、
上
司
督
責
、
聞
有
此
事
、
以
為
知
義
、
往
往
多
得
解
釋

（
公
務
を
は
た
せ
な
い
と
、
上
官
は
督
促
し
、
責
め
た
て
よ
う
と
す

る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
義
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
よ
く
許

さ
れ
た
）
」
、
「
每
對
士
大
夫
具
言
其
事
、
無
所
隱
諱
、
人
皆
義
之

（
士
大
夫
た
ち
に
詳
し
く
そ
の
こ
と
を
話
し
、
隱
す
こ
と
が
な
か
っ

た
。
人
々
は
み
な
彼
を
義
だ
と
思
っ
た
）
」
と
、
約
束
を
守
る
こ
と

を
「
義
」
と
呼
ん
で
い
る
（
後
者
は
「
真
實
を
つ
つ
み
隱
さ
ず
話
す

態
度
」
を
「
義
」
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
。 

 

つ
づ
い
て
『
古
今
小
説
』
巻
十
六
「
范
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
の

例
。
兄
弟
の
ち
ぎ
り
を
結
ん
だ
范
式
（
巨
卿
）
と
張
劭
は
重
陽
節
に

張
劭
の
家
で
會
う
約
束
を
す
る
。
范
式
は
な
か
な
か
や
っ
て
こ
な
い

が
、
張
劭
は
「
巨
卿
信
士
也
、
必
然
今
日
至
矣
、
安
肯
悞
雞
黍
之
約

（
巨
卿
は
信
士
だ
。
か
な
ら
ず
今
日
や
っ
て
く
る
。
鶏
黍
の
約
束
を

た
が
え
る
は
ず
が
な
い
）
」
と
信
じ
て
待
つ
。
實
は
范
式
は
う
っ
か

り
約
束
の
期
日
を
違
え
そ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
死
ん
で
靈
魂
と
な

れ
ば
日
に
千
里
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
自
害
し

て
靈
魂
と
な
り
、
約
束
に
間
に
合
う
よ
う
飛
ん
で
き
た
。
そ
れ
を
聞

                                        

             

 

三

十

三 

『
摭
青
雜
說
』
（
『
說
郛
三
種
』
明
・
陶
宗
儀
編
、
上
海
古
籍
出
版

い
た
張
劭
は
「
今
為
義
兄
范
巨
卿
為
信
義
而
亡
、
須
當
往
弔
（
い
ま

義
兄
の
范
巨
卿
は
信
義
の
た
め
に
な
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
と
む
ら
い

に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
）
」
と
巨
卿
の
故

鄉
へ
行
き
、
祭
文
を
さ
さ

げ
て
「
於
維
巨
卿
、
氣
貫
虹
霓
、
義
高
雲
漢
（
巨
卿
よ
、
そ
の
氣
は

虹
を
貫
き
、
義
は
雲
よ
り
高
い
）
」
と
た
た
え
、
後
を
追
っ
て
自
刎

し
た
。
「
信
義
而
亡
」
、
「
義
高
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
約
束
を
守
る
た
め

に
死
ん
だ
」
、
「
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る
心
が
つ
よ
い
」
と
解
釋
す
る

ほ
か
な
い
。
「
巨
卿
既
己
為
信
而
死
（
巨
卿
は
信
の
た
め
に
死
ん

だ
）
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
、
「
信
」
と
「
信
義
」
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味

で
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
で
は
ほ
か
に
、
「
信
士
」
「
失
信
」
、

「
爽
信
」
、
「
負
約
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
で
「
約
束
」
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
話
は
長
い
前
歷
を
も
つ
。
『
清
平
山
堂
話
本
』
「
死
生
交
范
巨

卿
鶏
黍
」
は
前
半
を
缺
く
が
、
後
半
は
『
古
今
小
説
』
と
同
じ
内
容

で
、
「
為
信
義
而
亡
」
と
い
う
語
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
が
直

社
、
一
九
八
八
年
）
に
も
ほ
ぼ
同
じ
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。 
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接
の
資
料
で
あ
ろ
う
三

十

四

。
「
死
生
交
范
巨
卿
鶏
黍
」
雜
劇
三

十

五

は

筋
が
異
な
り
、
約
束
の
日
に
范
式
は
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
く
る
。
そ
し

て
翌
年
も
張
劭
の
家
で
會
う
約
束
を
し
て
別
れ
る
が
、
そ
の
日
よ
り

前
に
張
劭
は
病
で
死
ん
で
し
ま
う
。
夢
に
現
れ
た
張
劭
か
ら
そ
の
こ

と
を
聞
い
た
范
式
が
張
劭
の

鄉
里
へ
驅
け
つ
け
る
と
、
そ
れ
ま
で
ど

う
し
て
も
動
か
な
か
っ
た
張
劭
の
棺
が
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

約
束
を
守
る
た
め
に
自
殺
す
る
だ
の
、
そ
の
思
い
に
感
じ
て
後
を
追

う
だ
の
と
い
う
壯
絶
な
話
で
は
な
い
。
雜
劇
で
は
、
二
人
の
最
初
の

約
束
を
扱
っ
た
第
一
折
に
「
俺
哥
哥
是
至
誠
君
子
、
必
不
失
信
（
わ

が
兄
は
誠
實
な
君
子
で
、
約
束
に
背
く
こ
と
は
な
い
）
」
、
「
巨
卿
千

里
赴
會
、
真
乃
信
士
也
（
巨
卿
は
千
里
の
道
を
會
い
に
や
っ
て
き

た
、
ま
こ
と
の
信
士
だ
）
」
と
あ
る
三

十

六

よ
う
に
、
「
約
束
」
に
か
か

わ
る
表
現
は
一
貫
し
て
「
信
」
、
「
約
」
で
あ
り
、
「
義
」
は
二
人
の

交
友
の
強
さ
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
四
折
末
で
范
巨

卿
を
「
信
義
雙
全
」
と
た
た
え
て
い
る
の
は
、
約
束
を
守
る
「
信
」

と
、
二
人
の
交
友
「
義
」
の
並
列
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
『
捜
神
記
』
に
も
二
人
は
登
場
す
る
。
記
述
は
簡
潔
で
あ
る
が
、

                                        

             

 

三

十

四

佐
藤
晴
彦
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（
改
稿
） 

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
は
、
先
行
す
る
話
本
に
も
と

づ
い
て
書
か
れ
た
文
章
だ
と
推
定
し
て
い
る
。 

三

十

五

元
刊
雜
劇
三
十
種
、
脈
望
館
校
鈔
本
、
酹
江
集
本
、
元
曲
選
本
が

筋
は
雜
劇
と
ほ
ぼ
同
じ
。
こ
こ
で
も
「
巨
卿
信
士
、
必
不
乖
違
（
巨

卿
は
信
士
で
す
、
約
束
を
違
え
る
は
ず
が
な
い
）
」
と
言
う
の
み
。

『
後
漢
書
』
「
獨
行
傳
」
も
「
巨
卿
信
士
、
必
不
乖
違
」
、
「
巨
卿
果

到
（
は
た
し
て
巨
卿
は
や
っ
て
き
た
）
」
と
言
う
の
み
。
こ
の
四
者

を
な
ら
べ
る
と
次
第
に
話
が
壯
絶
に
、
お
お
げ
さ
に
か
わ
っ
て
い
く

過
程
が
わ
か
っ
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
約
束
を
表
す
語
は
そ
も
そ
も

「
信
」
だ
け
だ
っ
た
も
の
が
、
『
清
平
山
堂
話
本
』
に
い
た
っ
て

「
信
義
」
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
三
國
志
演
義
」
に
も
目
を
轉
じ
て
み
よ
う
。
劉
繇
の
部
將
と
し

て
戰
い
、
孫
策
に
捕
ら
え
ら
れ
た
太
史
慈
は
、
敗
れ
た
劉
繇
の
部
下

の
將
兵
を
味
方
に
加
え
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
進
言
し
た
。
孫
策

は
同
意
し
、
明
日
か
な
ら
ず
歸
っ
て
く
る
よ
う
言
う
。
孫
策
麾
下
の

諸
將
は
、
太
史
慈
は
約
束
を
破
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
が
、
孫
策

は
「
子
義(

太
史
慈)

乃
青
州
名
士
、
信
義
為
重
、
必
不
肯
背
我
（
子

義
は
青
州
の
名
士
で
信
義
を
重
し
と
す
る
の
だ
か
ら
、
裏
切
る
は
ず

は
な
い
）
」
と
言
う
（
巻
三
第
三
十
則
）
。
巻
五
第
四
十
九
則
で
は
、

張
遼
の

說
得
で
曹
操
に
く
だ
る
こ
と
を
承
知
し
た
關
羽
が
曹
操
に
、

あ
る
。 

三

十

六

酹
江
集
本
で
は
前
者
は
「
俺
哥
哥
是
誠
實
君
子
必
不
失
信
」
、
後
者

は
同
じ
。
脈
望
館
校
鈔
本
で
は
前
者
は
酹
江
集
本
に
同
じ
、
後
者
は

「
真
乃
傑
士
也
」
。
元
刊
雜
劇
に
は
こ
の
白
自
体
が
な
い
。 
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い
っ
た
ん
劉
備
の
二
人
の
夫
人
に
報
告
に
行
か
せ
て
ほ
し
い
と
言

う
。
荀
彧
は
、
關
羽
は
心
變
わ
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
行
か
せ

て
は
な
ら
な
い
と
進
言
す
る
が
、
曹
操
は
「
吾
知
雲
長
忠
義
之
士

也
、
必
不
失
信
（
わ
た
し
は
雲
長
が
忠
義
の
士
で
あ
る
と
わ
か
っ
て

い
る
。
約
束
を
違
え
る
こ
と
は
な
い
）
」
と
言
い
、
關
羽
を
行
か
せ

た
。
よ
く
似
た
場
面
が
水
滸
傳
に
も
あ
る
。
官
軍
の
將
と
し
て
梁
山

泊
と
戰
い
、
と
ら
え
ら
れ
た
關
勝
が
宋
江
に
對
し
、
官
軍
の
將
の
單

廷
珪
と
魏
定
國
を

說
得
し
て
梁
山
泊
に
く
だ
ら
せ
た
い
と
提
案
す

る
。
宋
江
は
こ
れ
を
認
め
た
が
、
軍
師
の
呉
用
は
信
用
せ
ず
、
見
張

り
を
つ
け
た
ほ
う
が
よ
い
と
進
言
す
る
。
し
か
し
宋
江
は
「
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吾

看
關
勝
義
氣
凜
然
、
始
終
如
一
。
軍
師
不
必
見
疑
（
わ
た
し
が
見
る

に
關
勝
は
き
っ
ぱ
り
と
し
た
義
氣
が
あ
り
、
始
終
變
わ
ら
な
い
。
軍

師
が
疑
う
に
は
お
よ
ば
な
い
）
」
と
言
う
（
第
六
十
七
回
）
。
關
勝
は

關
羽
の
子
孫
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
水
滸
傳
は
、
關
勝
に
先
祖
と
同

じ
「
約
束
を
守
る
」
場
面
を
用
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

３ 

感
承
大
恩
必
圖
報 

～ 

報
恩
の
「
義
」 

６ 

都
頭
（
武
松
）
既
然
如
此
仗
義
，
小
人
便
救
醒
了
。 

都
頭
が
こ
れ
ほ
ど
義
に
よ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
二
人
を
助
け

ま
し
ょ
う
。 

 

 

武
松
が
殺
人
犯
と
し
て
護
送
さ
れ
て
い
る
途
上
、
張
青
・
孫
二
娘

は
武
松
に
、
藥
入
り
の
酒
を
飲
ん
で
昏
倒
し
た
護
送
役
人
二
人
を
殺

し
落
草
す
る
よ
う
す
す
め
た
。
し
か
し
武
松
は
、
こ
の
二
人
は
道
中

ず
っ
と
よ
く
面
倒
を
み
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
「
我
若
害
了
他
，
天

理
也
不
容
我
（
も
し
こ
こ
で
彼
ら
を
殺
し
た
ら
天
の
理
も
自
分
を
許

す
ま
い
）
」
と
言
っ
て
斷
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
張
青
の
こ
と
ば
で
あ

る
。 

 

張
青
は
な
に
を
「
義
」
と
稱
し
て
い
る
か
。
武
松
は
護
送
役
人
二

人
と
仲
間
と
し
て
生
死
の
誓
い
を
た
て
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
が
身

の
自
由
を
拒
否
し
て
ま
で
二
人
を
救
お
う
と
し
た
理
由
は
、
二
人
が

道
中
武
松
を
大
切
に
あ
つ
か
っ
て
い
た
こ
と
以
外
に
見
當
た
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
相
手
を
自
分
の
都
合
で
殺
す
の
は
天
理
に
反
す
る

と
言
う
の
で
あ
る
。
「
如
此
」
の
指
す
内
容
は
直
前
の
武
松
の
こ
と

ば
に
相
違
な
い
か
ら
、
「
自
分
に
よ
く
し
て
く
れ
た
人
に
は
自
分
を

犠
牲
に
し
て
で
も
恩
返
し
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
道
理

が
「
義
」
な
の
だ
と
考
え
る
し
か
な
い
。
他
の
場
面
で
武
松
が
護
送

役
人
に
「
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難
得
你
兩
個
送
我
到
這
里
了
、
終
不
成
有
害
你
之

心
。
…
…
我
們
並
不
肯
害
為
善
的
人
、
我
不
是
忘
恩
負
義
的
（
き
み

た
ち
ふ
た
り
が
こ
こ
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
な

の
だ
か
ら
、
殺
そ
う
な
ど
と
思
う
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。
…
…

わ
れ
わ
れ
は
よ
い
こ
と
を
す
る
人
は
殺
さ
な
い
、
恩
を
忘
れ
て
義
に
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そ
む
く
よ
う
な
者
で
は
な
い
）
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
そ
の
傍
證
と

な
ろ
う
。
「
７ 

那
時
我
與
宋
江
在
他
庄
上
相
會
、
多
有
相
擾
。
今

日
俺
們
可
以
義
氣
為
重
、
聚
集
三
山
人
馬
、
攻
打
青
州
（
当
時
お
れ

は
彼
の
や
し
き
で
宋
江
に
出
會
い
、
い
ろ
い
ろ
と
面
倒
を
か
け
た
。

い
ま
お
れ
た
ち
は
義
氣
を
重
ん
じ
、
三
山
の
人
馬
を
あ
つ
め
て
青
州

を
攻
め
よ
う
）
」
の
「
義
」
も
同
樣
に
「
世
話
に
な
っ
た
人
に
は
恩

返
し
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

類
似
の
例
は
第
十
一
回
に
も
見
ら
れ
る
。
柴
進
の
紹
介
で
林
冲
は

梁
山
泊
に
身
を
寄
せ
ん
と
す
る
が
、
頭
領
の
王
倫
は
ほ
か
へ
追
い
や

ろ
う
と
す
る
。
王
倫
の
部
下
の
杜
遷
は
「
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哥
哥
若
不
收
留
、
柴
大
官
人
見
知
道
時
怪
顯
的
我
們
忘
恩
背
義
。
日

前
多
曾
虧
了
他
、
今
日
薦
個
人
來
、
便
恁
推
却
、
發
付
他
去
（
も
し

兄
貴
が
う
け
い
れ
な
け
れ
ば
、
柴
大
官
人
が
知
っ
た
と
き
、
わ
れ
わ

れ
は
明
ら
か
に
恩
を
忘
れ
義
に
そ
む
い
て
い
る
と
氣
を
悪
く
さ
れ
ま

す
。
以
前
さ
ん
ざ
ん
世
話
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
い
ま
推
薦
し
て
き

た
一
人
を
斷
り
、
追
い
出
す
な
ん
て
）
」
と
反
對
す
る
。
以
前
面
倒

を
み
て
く
れ
た
人
の
頼
み
を
斷
る
の
は
「
義
」
で
は
な
い
の
で
あ

る
。 

                                        

             

 

三

十

七

佐
藤
晴
彦
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（
改
稿
） 

―
言
語
的
特
徵
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
は
、
馮
夢
龍
が
書
い
た
文
章

 

『
古
今
小
説
』
巻
八
「
呉
保
安
棄
家
贖
友
」
三

十

七

。
呉
保
安
は
、

宰
相
郭
震
の
甥
で
同
郷
人
の
郭
仲
翔
に
、
面
識
は
な
い
も
の
の
自
分

の
推
擧
を
た
の
む
手
紙
を
書
い
た
。
仲
翔
は
保
安
を
將
軍
李
蒙
の
書

記
に
推
薦
す
る
。
そ
の
後
仲
翔
は
李
蒙
に
し
た
が
っ
て
蠻
族
征
伐
に

お
も
む
く
が
大
敗
、
李
蒙
は
自
害
、
仲
翔
は
と
ら
え
ら
れ
た
。
蠻
族

は
仲
翔
が
宰
相
の
甥
と
知
り
、
絹
千
匹
を
身
代
金
と
し
て
要
求
す

る
。
仲
翔
は
手
紙
で
保
安
に
、
伯
父
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
頼
む

が
、
す
で
に
郭
震
は
死
ん
で
い
た
。
保
安
は
仲
翔
を
救
う
た
め
妻
子

を
捨
て
て
姚
州
へ
行
き
、
十
年
で
絹
七
百
匹
を
た
め
た
。
一
方
保
安

の
妻
は
困
窮
の
末
、
息
子
を
連
れ
て
保
安
を
探
し
に
姚
州
へ
む
か

う
。
途
上
、
姚
州
都
督
の
楊
安
居
に
た
す
け
ら
れ
、
事
情
を
話
す
。

安
居
は
姚
州
で
保
安
を
探
し
出
し
、
た
り
な
い
絹
を
出
し
て
や
り
、

と
う
と
う
仲
翔
を
と
り
も
ど
し
た
。
の
ち
に
仲
翔
は
保
安
に
「
私

恩
」
を
返
そ
う
と
す
る
が
、
保
安
夫
妻
は
す
で
に
死
ん
で
い
た
。
そ

こ
で
保
安
夫
妻
を
と
む
ら
い
、
石
碑
を
た
て
て
「
棄
家
贖
友
」
の
こ

と
を
記
し
た
。
ま
た
、
朝
廷
に
上
奏
し
て
呉
保
安
の
息
子
・
呉
天
祐

を
推
薦
し
た
。 

こ
の
話
に
は
二
種
の
恩
返
し
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
自
分
を
推
擧
し

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
推
定
し
て
い
る
。 
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て
く
れ
た
郭
仲
翔
を
、
家
族
を
犠
牲
に
し
て
も
救
い
出
さ
ん
と
す
る

呉
保
安
で
あ
る
。
そ
の
保
安
を
安
居
は
「
此
人
真
義
士
（
真
の
義
士

だ
）
」
と
感
じ
、
「
慕
公
之
義
、
欲
成
公
之
志
耳
（
あ
な
た
の
義
を
慕

い
、
そ
の
思
い
を
と
げ
て
ほ
し
い
と
思
う
だ
け
で
す
）
」
と
い
う
理

由
で
援
助
し
、
「
為
呉
保
安
義
氣
上
十
分
敬
重
（
義
氣
が
あ
る
と
し

て
敬
う
）
」
。
も
う
一
種
は
保
安
に
救
わ
れ
た
仲
翔
の
報
恩
で
あ
る
。

本
人
へ
の
恩
返
し
こ
そ
か
な
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
息
子
を
朝

廷
に
推
擧
し
、
こ
の
と
き
の
上
奏
で
「
有
恩
必
酧
者
亦
匹
夫
之
義

（
恩
を
う
け
た
ら
必
ず
報
い
る
こ
と
が
匹
夫
の
義
で
あ
り
ま
す
）
」
、

「
下
臣
酬
恩
之
義
（
恩
に
報
い
る
わ
た
く
し
の
義
）
」
と
述
べ
て
い

る
。
他
の
官
員
た
ち
は
「
雖
然
保
安
施
恩
在
前
、
也
難
得
郭
仲
翔
義

氣
、
真
不
愧
死
友
者
矣
（
保
安
が
か
つ
て
恩
を
ほ
ど
こ
し
て
い
た
と

は
い
え
、
郭
仲
翔
の
義
氣
は
得
が
た
い
も
の
だ
。
さ
す
が
に
生
死
を

こ
え
た
友
人
で
あ
る
）
」
と
た
た
え
た
。
さ
ら
に
死
後
は
「
雙
義

祠
」
に
ま
つ
ら
れ
た
。 

こ
の
話
の
原
型
は
『
太
平
廣
記
』
巻
百
六
十
六
に
お
さ
め
る
『
紀

聞
』
「
呉
保
安
」
三

十

八

で
あ
る
。
話
の
筋
は
『
古
今
小
説
』
と
ほ
ぼ

                                        

             

 

三

十

八

牛
肅
『
紀
聞
』
は
す
で
に
散
逸
し
て
い
る
。
『
紀
聞
』
「
呉
保
安
」

に
つ
い
て
は
溝
部
良
恵
「
牛
粛
『
紀
聞
』
に
つ
い
て
‐
「
呉
保
安
」
を

中
心
に
‐
」
（
『
中
唐
文
學
會
報
』
第
十
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し

お
な
じ
。
楊
安
居
が
呉
保
安
の
思
い
に
感
じ
入
る
部
分
は
「
何
分
義

情
深
、
妻
子
意
淺
。
捐
棄
家
室
、
求
贖
友
朋
（
な
ん
と
義
に
厚
く
、

妻
子
へ
の
思
い
の
薄
い
こ
と
か
。
家
族
を
捨
て
て
友
を
買
い
も
ど
そ

う
と
す
る
と
は
）
」
。
『
古
今
小
説
』
の
「
慕
公
之
義
」
に
あ
た
る
部

分
は
「
思
公
道
義
」
と
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
「
欽
呉
生
分
義

（
呉
さ
ん
の
義
を
尊
敬
し
た
の
で
す
）
」
と
い
う
安
居
の
こ
と
ば
が

あ
る
。
恩
返
し
の
「
義
」
の
用
法
が
『
紀
聞
』
が
書
か
れ
た
八
世
紀

中
葉
か
ら
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
た
だ
し
郭
仲
翔
が
呉
保
安
の
息
子

を
推
擧
し
た
行
爲
は
「
義
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
）
。
さ
か
の
ぼ
っ

て
『
後
漢
書
』
に
も
呉
保
安
が
自
分
を
推
擧
し
て
く
れ
た
郭
仲
翔
を

蠻
族
か
ら
買
い
も
ど
そ
う
と
苦
勞
し
た
く
だ
り
が
あ
る
。
文
中
で
こ

の
行
為
を
「
義
」
と
稱
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
巻
百
九
十
一
「
忠
義

傳
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
忠
義
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
忠
義
」
は
笠
井
直
美
の
言

う
損
得
を
顧
み
ず
他
者
に
尽
く
す
「
忠
義
」
で
あ
ろ
う
三

十

九

。 

「
三
國
志
演
義
」
に
、
曹
操
は
袁
譚
を
滅
ぼ
し
て
そ
の
首
を
さ
ら

し
、
袁
譚
の
た
め
に
哭
し
た
も
の
は
三
族
皆
殺
し
に
す
る
と
宣
告
し

い
。
こ
こ
で
溝
部
は
二
人
の
行
動
を
「
忠
義
」
と
表
現
し
て
い
る
。 

三

十

九

笠
井
直
美
「
隠
蔽
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
忠
義
」
―
『
水
滸
傳
』

の
「
忠
義
」
を
め
ぐ
る
論
議
に
關
す
る
一
視
點
―
」 



201 
 

た
場
面
が
あ
る
。
以
前
袁
譚
に
仕
え
て
い
た
王
修
は
そ
れ
と
知
り
な

が
ら
袁
譚
の
死
體
に
哭
し
た
。
皆
殺
し
が
恐
ろ
し
く
な
い
の
か
と
問

う
曹
操
に
、
「
畏
死
忘
義
、
何
以
立
世
乎
。
吾
受
袁
氏
厚
恩
、
若
得

收
葬
譚
屍
於
残
土
、
然
後
全
家
受
戮
、
瞑
目
無
恨
（
死
を
恐
れ
て
義

を
忘
れ
て
は
世
の
中
に
は
い
ら
れ
な
い
。
わ
た
し
は
袁
氏
の
厚
い
恩

を
う
け
た
の
だ
か
ら
、
袁
譚
の
死
骸
を
葬
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

の
あ
と
一
家
皆
殺
し
に
な
ろ
う
と
も
心
殘
り
は
な
い
）
」
と
答
え

た
。
曹
操
は
「
河
北
義
士
何
如
此
之
多
矣
（
河
北
に
義
士
の
な
ん
と

多
い
こ
と
か
）
」
と
感
嘆
し
た
（
七
巻
六
十
五
則
）
。 

『
輟
耕
録
』
巻
七
「
義
奴
」
に
も
同
樣
の
用
例
が
見
え
る
。
劉
信

甫
は
富
商
曹
氏
の
下
僕
で
、
主
人
亡
き
あ
と
息
子
を
託
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
子
が
殺
人
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
時
、
信
甫
は
み
ず
か
ら

身
代
わ
り
に
殺
人
犯
の
汚
名
を
か
ぶ
り
、
同
時
に
巨
額
の
金
錢
を
つ

か
っ
て
つ
い
に
冤
罪
を
晴
ら
し
た
。
曹
氏
の
子
は
そ
の
費
用
を
返
そ

う
と
す
る
が
、
信
甫
は
「
奴
之
富
、
皆
主
翁
之
䕃
也
。
今
主
有
難
、

奴
救
脱
之
、
分
内
事
耳
（
わ
た
く
し
め
の
繁
榮
は
す
べ
て
だ
ん
な
さ

ま
の
お
か
げ
で
す
。
い
ま
主
が
苦
難
に
お
ち
い
り
、
そ
れ
を
わ
た
く

し
め
が
お
助
け
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
す
）
」
と
言
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
「
自
分
の
た
め
に
な
に
か
し
て
く
れ
た
人
に

                                        

             

 

四

十

邹
少
雄
「
论
《
水
浒
》
的
文
化
精
神
」 

は
力
を
つ
く
し
て
恩
返
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え

を
「
義
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
お
こ
た
れ
ば
非
難
さ

れ
、
當
然
と
思
わ
れ
る
程
度
を
超
え
て
恩
返
し
を
す
れ
ば
評
価
は
さ

ら
に
高
ま
る
。
武
松
が
逃
げ
出
す
機
會
を
ふ
い
に
し
た
こ
と
、
信
甫

が
自
分
の
財
産
を
は
た
い
た
こ
と
、
呉
保
安
が
家
族
を
捨
て
た
こ
と

な
ど
は
す
べ
て
、
「
義
」
の
強
さ
を
強
調
し
、
評
価
を
高
め
る
要
素

に
な
っ
て
い
る
。 

で
は
反
對
に
、
「
人
に
悪
い
こ
と
を
さ
れ
た
ら
仕
返
し
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
も
「
義
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

鄒
少
雄
は
「
義
」
の
特
徵
に
「
有
恩
必

报
、
有
仇
必
复
」
を
あ
げ
、

武
松
の
仇
討
ち
を
例
と
し
て
い
る
四

十

。
武
松
は
兄
武
大
の
仇
の
西
門

慶
と
潘
金
蓮
を
殺
し
た
う
え
で
自
首
す
る
。
管
轄
の
陽
穀
縣
の
縣
官

は
情
狀
酌
量
し
よ
う
と
し
た
。 

 

35 

念
武
松
那
廝
是
個
有
義
的
漢
子
、
把
這
人
們
招
狀
從
新
做
過
。 

武
松
が
義
の
あ
る
男
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
こ
の
人
た
ち
の

供
述
書
を
作
り
な
お
し
た
。
（
第
二
十
七
回
） 

 
こ
の
「
有
義
」
を
鄒
少
雄
は
「
肉
親
を
殺
さ
れ
た
ら
仕
返
し
を
す
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る
の
が
當
然
で
あ
り
、
武
松
は
そ
れ
を
果
た
す
意
志
の
強
い
男
で
あ

る
」
と
讀
ん
だ
の
だ
ろ
う
。 

 

４ 

路
見
不
平
一
聲
吼 

～ 

援
助
の
「
義
」 

 

梁
山
泊
討
伐
に
派
遣
さ
れ
た
官
軍
の
將
・
彭
玘
は
、
梁
山
泊
軍
に

と
ら
え
ら
れ
、
宋
江
の
も
と
に
連
行
さ
れ
る
。
宋
江
は
手
ず
か
ら
そ

の
縛
を
解
き
、
無
禮
を
わ
び
た
。
彭
玘
は
「

36 

素
知
將
軍
仗
義
行

仁
、
扶
危
濟
困
、
不
想
果
然
如
此
義
氣
（
將
軍
が
義
に
よ
っ
て
仁
を

お
こ
な
い
、
危
險
や
困
難
に
あ
る
人
を
助
け
て
い
る
と
は
も
と
よ
り

存
じ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
義
氣
が
お
あ
り
と
は
思
い
も
よ

り
ま
せ
ん
で
し
た
）
」
と
言
う
（
第
五
十
五
回
）
。
「
義
に
よ
っ
て
仁

を
お
こ
な
」
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
義
」
は
「
仁
」
を
さ
さ
え
る
行

動
原
理
と
考
え
て
よ
い
。
彭
玘
は
捕
虜
で
あ
り
、
殺
さ
れ
て
當
然
と

思
っ
て
い
た
の
に
、
預
想
に
反
し
て
宋
江
は
自
分
を
鄭
重
に
遇
し

た
。
そ
の
こ
と
が
「
仁
」
で
あ
り
、
「
弱
い
立
場
に
あ
る
相
手
を
害

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
行
動
原
理
が
「
義
」
で
あ
る
と
い
う
假

説
が
導
き
出
せ
る
。
ほ
か
に
も
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
を
助
け
る

「
義
」
の
用
例
は
あ
る
。 

梁
山
泊
討
伐
軍
の
將
・
關
勝
が
逆
に
梁
山
泊
軍
に
と
ら
え
ら
れ
、

配
下
の
將
・
宣
贊
、
郝
思
文
と
と
も
に
宋
江
の
ま
え
に
ひ
き
だ
さ
れ

た
。
宋
江
は
連
行
し
て
き
た
兵
士
を
し
か
り
つ
け
、
み
ず
か
ら
縄
を

解
い
て
無
禮
を
わ
び
た
。
そ
こ
に
「

37 

關
勝
看
了
一
般
頭
領
義
氣

深
重
、
回
顧
與
宣
贊
、
郝
思
文
道
『
我
們
被
擒
在
此
、
所
事
若

何
？
』
（
關
勝
は
い
な
ら
ぶ
頭
領
た
ち
の
義
氣
が
深
い
の
を
見
、
ふ

り
む
い
て
宣
贊
と
郝
思
文
に
言
っ
た
。
『
わ
れ
わ
れ
は
つ
か
ま
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
』
）
」
と
あ
る
（
第
六
十

四
回
）
。 

梁
山
泊
軍
が
東
昌
府
に
攻
め
寄
せ
た
際
、
敵
將
の
石
投
げ
の
名
手

張
清
に
苦
戰
し
、
何
人
も
が
そ
の
石
つ
ぶ
て
で
負
傷
し
た
。
つ
い
に

東
昌
府
を
打
ち
破
り
、
張
清
を
生
け
捕
り
に
す
る
と
、
恨
み
を
も
つ

梁
山
泊
の
頭
領
た
ち
は
張
清
に
お
そ
い
か
か
ろ
う
と
し
た
が
、
宋
江

は
手
を
下
し
て
は
な
ら
ぬ
と
し
か
り
つ
け
、
非
禮
を
わ
び
た
。
す
る

と
「

38 

張
清
見
宋
江
如
此
義
氣
、
叩
頭
下
拜
受
降
（
張
清
は
宋
江

の
こ
の
義
氣
を
見
て
、
頭
を
地
に
う
ち
つ
け
て
拝
禮
し
、
降
伏
し

た
）
」
（
第
七
十
回
）
。
「
如
此
」
は
直
前
の
捕
虜
に
手
を
く
だ
し
て
は

な
ら
ぬ
と
い
う
命
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

36
、

37
、

38
の
ど
れ

も
、
宋
江
に
は
彼
ら
を
仲
間
に
し
よ
う
と
い
う
意
圖
が
あ
っ
て
助
け

て
い
る
の
だ
が
、
捕
ま
っ
た
も
の
の
視
點
を
借
り
て
「
義
」
で
表
さ

れ
て
い
る
の
は
、
「
不
利
な
立
場
に
あ
る
も
の
を
害
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
、
負
け
た
も
の
へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。 

梁
山
泊
の
好
漢
・
張
順
に
出
會
っ
た
土
地
の
老
人
が
梁
山
泊
の
評
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判
を
語
る
場
面
に
は
こ
う
あ
る
。
「

39 

老
漢
聽
得

說
、
宋
江
這
夥

端
的
仁
義
、
只
是
救
貧
濟
老
、
那
里
似
我
這
里
草
賊
（
わ
た
く
し
が

聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
宋
江
た
ち
は
き
っ
ぱ
り
と
し
た
仁
と
義
が
あ

り
、
貧
し
き
を
救
い
老
い
た
る
を
助
け
る
と
の
こ
と
、
こ
の
あ
た
り

の
盗
賊
と
は
ち
が
い
ま
す
）
」
（
第
六
十
五
回
）
こ
れ
も
弱
者
に
對
す

る
思
い
や
り
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

「
三
國
志
演
義
」
に
も
同
樣
の
例
が
あ
る
。
曹
操
に
敗
れ
た
呂
布

が
、
徐
州
に
い
た
劉
備
に
身
を
寄
せ
た
。
曹
操
は
劉
備
を
徐
州
牧
に

任
命
し
、
呂
布
を
殺
す
よ
う
命
じ
た
。
張
飛
は
呂
布
を
殺
し
た
ほ
う

が
よ
い
と
進
言
し
た
が
、
劉
備
は
「
他
人
志
極
事
窮
而
來
投
我
。
我

若
殺
之
、
大
不
義
也
（
彼
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
り
私
に
身
を
よ

せ
て
き
た
。
そ
れ
を
殺
し
た
ら
大
い
な
る
不
義
だ
）
」
（
三
巻
二
十
八

則
）
と
答
え
た
。 

こ
れ
ら
の
「
義
」
は
、
「
不
利
な
立
場
に
あ
る
人
や
困
っ
て
い
る

人
は
害
さ
ず
、
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
」
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
考
え
に
基
づ
い
た
救
濟
が
「
思
い
や

り
」
、
「
情
け
深
い
」
と
評
価
さ
れ
れ
ば
「
仁
」
、
「
不
忍
」
、
「
慈
悲
」

                                        

             

 

四

十

一

明
・
楊
慎
『
丹
鉛
總
錄
』
（
東
京
大
學
文
學
部
所
藏
康
煕
五
十
九
年

序
本
）
「
人
事
類
」
に
「
諺
曰
慈
不
掌
兵
，
義
不
主
財
」
と
あ
る
。
「
仗

義
疏
財
」
（
義
を
大
切
に
し
、
惜
し
み
な
く
お
金
を
使
う
）
と
い
う
慣

用
句
に
應
じ
て
、
つ
ま
り
「
義
の
あ
る
人
は
お
金
を
管
理
で
き
な
い
」

な
ど
と
描
寫
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
「
義
」
と
「
仁
」
が
ほ
ぼ
お
な
じ

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。 

『
警
世
通
言
』
第
二
十
五
巻
「
桂
員
外
途
窮
纎
悔
」
に
は
「
慈
不

掌
兵
、
義
不
掌
財
」
と
い
う
慣
用
句
が
引
用
さ
れ
四

十

一

、
「
為
仁
不

富
、
家
事
也
漸
漸
消
乏
不
如
前
了
（
仁
を
な
す
人
は
金
持
ち
に
は
な

れ
な
い
、
家
も
し
だ
い
に
貧
し
く
な
っ
て
、
昔
の
よ
う
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
）
」
と
解
釋
が
附
さ
れ
て
い
る
。
「
義
」
と
「
仁
」
が

「
思
い
や
り
」
と
い
う
似
た
意
味
を
表
し
て
い
る
。 

こ
の
「
義
」
は
さ
ら
に
、
下
心
な
く
弱
い
立
場
の
人
を
助
け
る
こ

と
を
も
表
す
。
李
贄
『
初
譚
集
』
巻
十
九
「
篤
義
」
に
は
、
嚴
植
之

と
い
う
人
が
、
病
氣
に
な
っ
て
雇
い
主
に
捨
て
ら
れ
た
人
を
助
け
て

看
病
し
て
や
り
、
病
氣
が
治
っ
た
こ
の
人
が
感
謝
し
て
植
之
の
召
使

に
な
り
た
い
と
申
し
出
た
が
斷
っ
た
と
い
う
話
が
見
え
る
。 

「
三
國
志
演
義
」
一
巻
六
則
で
は
董
卓
の
部
下
の
李
肅
が
、
當
時

丁
原
の
も
と
に
い
た
呂
布
を
味
方
に
つ
け
る
べ
く
計
略
を
め
ぐ
ら

す
。
李
粛
は
名
馬
を
呂
布
に
送
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
同

鄉
の
よ
し
み
を
通
じ
て
の
呂
布
へ
の
好
意
と
い
う
形
に
す
る
。

の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
義
が
あ
る
と
金
持
ち
に
な
れ
な
い
」
と
言
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
『
丹
鉛
總
錄
』
で
は
論
語
や
易
を
ひ
き
、
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
の
だ
、
と
反
論
し
て
い
る
。 
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「
布
謝
肅
曰
『
兄
與
此
龍
駒
、
布
将
何
報
之
？
』
肅
曰
『
某
為
義
氣

而
來
、
豈
望
報
乎
。
』
（
呂
布
は
李
肅
に
感
謝
し
て
言
っ
た
。
『
大
兄

は
こ
の
馬
を
く
だ
さ
る
と
い
う
が
、
い
か
に
こ
れ
に
報
い
れ
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
。
』
李
肅
は
言
っ
た
。
『
わ
た
し
は
義
氣
に
よ
っ
て
來
た

の
で
す
、
お
禮
な
ん
ぞ
望
ん
で
い
ま
せ
ん
』
）
」
。 

『
醒
世
恒
言
』
巻
十
「
劉
小
官
雌
雄
兄
弟
」 

で
は
、
嵐
で
難
破

し
た
船
か
ら
落
ち
た
少
年
を
助
け
あ
げ
、
家
で
介
抱
す
る
劉
老
人
を

人
々
が
「
還
是
劉
長
者
有
些
義
氣
。
這
个
異
郷
落
難
之
人
、
在
此
這

一
回
、
並
沒
个
慈
悲
的
肯
收
留
回
去
、
偏
他
一
曉
得
了
便
攙
扶
回
家

（
や
は
り
劉
長
者
は
義
氣
が
あ
る
。
こ
の
異

鄉
で
災
難
に
あ
っ
た
人

を
、
慈
悲
の
心
で
ひ
き
と
ろ
う
と
い
う
人
が
ひ
と
り
も
い
な
い
な
か

で
、
こ
の
こ
と
を
知
る
な
り
つ
れ
歸
ろ
う
と
し
て
い
る
）
」
と
た
た

え
て
い
る
。
當
人
は
「
不
忍
之
心
人
皆
有
之
…
若

說
報
答
便
是
為
利

了
（
見
捨
て
ら
れ
な
い
心
は
誰
で
も
も
っ
て
い
る
も
の
だ
…
お
禮
な

ど
と
言
わ
れ
る
と
、
利
益
の
た
め
に
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
）
」
と
言
う
。 

こ
の
三
例
で
は
純
粹
に
相
手
の
た
め
に
行
動
し
、
そ
の
見
返
り
は

望
ま
な
い
態
度
を
「
義
」
と
稱
し
て
い
る
。 

                                        

             

 

四

十

二

佐
藤
晴
彦
「
《
警
世
通
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作 

―
言
語
的

特
徵
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
は
馮
夢
龍
の
筆
に
な
る
と
推
定
。 

『
警
世
通
言
』
巻
二
十
一
「
趙
太
祖
千
里
相
送
京
娘
」
四

十

二

に
興

味
深
い
例
が
あ
る
。
趙
太
祖
は
若
い
こ
ろ
、
盗
賊
に
軟
禁
さ
れ
て
い

た
若
い
娘
・
趙
京
娘
を
救
っ
た
。
そ
し
て

鄉
里
ま
で
護
衛
し
て
送
り

届
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
恩
に
感
じ
た
京
娘
は
恩
返
し
の
た
め
に

も
妻
と
な
っ
て
お
世
話
し
た
い
と
申
し
出
る
が
、
太
祖
は
「
實
出
側 マ

マ

隱
之
心
、
非
貪
美
麗
之
容
（
氣
の
毒
に
思
う
気
持
ち
に
よ
る
も
の

で
、
美
女
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
）
四

十

三

」
と
言
い
、
さ
ら

に
頼
む
と
、
「
你
把
我
做
看
施
恩
望
報
的
小
輩
、
假
公
濟
私
的
奸
人

（
あ
ん
た
は
お
れ
を
、
恩
を
賣
っ
て
禮
を
の
ぞ
む
け
ち
な
や
つ
、
人

の
た
め
の
ふ
り
を
し
て
得
し
よ
う
と
す
る
腹
黑
い
や
つ
だ
と
思
っ
て

い
る
の
か
）
」
、
「
本
為
義
氣
上
千
里
步
行
相
送
、
今
日
若
就
私
情
、

與
那
兩
個
响
馬
何
異
（
そ
も
そ
も
義
氣
の
た
め
に
千
里
の
道
を
步
い

て
送
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
い
ま
私
情
に
は
し
れ
ば
、
あ
の
二
人

の
盗
賊
と
な
に
も
違
わ
ぬ
で
は
な
い
か
）
」
と
怒
り
だ
す
。
無
事
に

京
娘
を

鄉
里
に
送
り
届
け
る
と
、
京
娘
の
家
族
も
太
祖
が
京
娘
を
娶

る
こ
と
を
望
む
。
京
娘
が
「
公
子
正
直
無
私
。
…
此
事
不
可
題
起

（
公
子
は
ま
っ
す
ぐ
で
私
心
の
な
い
人
で
す
。
…
こ
の
件
を
持
ち
だ

四

十

三

『
孟
子
集
注
』
巻
三
に
「
惻
隱
之
心
，
仁
之
端
也
」
と
あ
り
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
太
祖
の
行
為
は
「
仁
」
で
あ
る
と
も
と
れ
る
。 
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す
の
は
や
め
て
く
だ
さ
い
）
」
と
言
う
の
も
無
視
し
、
ま
た
怒
ら
せ

て
し
ま
う
。
太
祖
は
「
俺
為
義
氣
而
來
、
反
把
此
言
來
汚
辱
我
。
俺

若
貪
女
色
時
、
路
上
也
就
成
親
了
、
何
必
千
里
相
送
。
你
這
般
不
識

好
歹
的
、
枉
費
俺
一
片
熱
心
（
お
れ
は
義
氣
の
た
め
に
き
た
の
に
、

逆
に
こ
ん
な
こ
と
ば
で
侮
辱
し
や
が
っ
た
。
も
し
女
色
を
む
さ
ぼ
る

の
な
ら
道
中
で
も
の
に
し
て
し
ま
え
ば
い
い
。
千
里
の
道
を
送
る
必

要
な
ん
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
も
の
の
わ
か
ら
ん
や
つ
ら
め
、
人
の

気
持
ち
を
む
だ
に
さ
せ
お
っ
て
）
」
と
飛
び
出
し
て
し
ま
う
。
他
者

救
濟
の
心
「
義
氣
」
は
純
粹
に
相
手
の
た
め
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の

利
益
を
求
め
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
動
機
は
最
後
ま
で
ず
っ

と
維
持
し
つ
づ
け
る
べ
き
も
の
で
、
な
に
が
あ
ろ
う
と
變
え
て
は
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
し
心
變
わ
り
を
す
れ
ば
は
じ
め
か
ら
そ
れ

が
目
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
動
機
が
汚
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
な
ど
が
讀
み
と
れ
る
。
京
娘
が
恩
返
し
を
し
よ
う
と
す
る
の
は
京

娘
側
の
「
義
氣
」
だ
と
も
言
え
よ
う
が
、
太
祖
に
と
っ
て
は
「
義
」

を
實
行
す
る
に
當
た
っ
て
の
障
碍
に
す
ぎ
な
い
。
相
手
方
の
義
氣
を

ま
っ
た
く
受
け
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
こ
れ
は
い
さ
さ
か
極
端
な
例

で
あ
る
が
、
「
利
益
を
求
め
ず
純
粹
に
他
者
を
救
濟
し
よ
う
と
す

                                        

             

 

四

十

四

邹
少
雄
「
论
《
水
浒
》
的
文
化
精
神
」
は
梁
山
泊
の
「
義
侠
」
の

特
徴
の
第
一
に
こ
の
「
路
見
不
平
、
拔
刀
相
助
」
を
あ
げ
る
。
こ
の
場
面
の
ほ

る
」
、
「
障
碍
や
誘
惑
が
あ
ろ
う
と
、
當
初
の
意
志
、
決
定
を
つ
ら
ぬ

こ
う
と
す
る
」
こ
と
も
「
義
」
の
要
件
な
の
で
あ
る
。 

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
ふ
た
た
び
水
滸
傳
を
讀
ん
で
み
よ
う
。 

 40 

「
我
弟
兄
兩
個
也
是
外
郷
人
、
因
見
壯
士
仗
義
之
心
、
只
恐
足

下
拳
手
太
重
誤
傷
人
命
、
特
地
做
這
個
出
埸
」 

「
わ
れ
わ
れ
兄
弟
二
人
（
戴
宗
・
楊
林
）
も
よ
そ
の
土
地
の

も
の
で
す
。
壯
士
の
義
に
よ
る
心
を
見
て
、
あ
な
た
の
こ
ぶ

し
が
強
す
ぎ
て
人
を
あ
や
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心

配
し
、
こ
う
し
て
首
を
つ
っ
こ
み
ま
し
た
」
（
第
四
十
四

回
） 

 

楊
雄
が
數
人
が
か
り
で
襲
わ
れ
て
い
る
場
面
に
遭
遇
し
た
石
秀
は
、

そ
れ
ま
で
一
面
識
も
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
助
太
刀
に
は
い
っ

た
。

40
は
そ
れ
を
見
た
戴
宗
が
石
秀
に
言
っ
た
こ
と
ば
。
こ
の
前
に

も
戴
宗
は
「
端
的
是
好
漢
！
此
乃
路
見
不
平
、
拔
刀
相
助
。
真
壯
士

也
！
（
ま
っ
た
く
の
好
漢
だ
。
こ
れ
こ
そ
道
で
不
正
を
み
か
け
た
ら

助
太
刀
す
る
と
い
う
も
の
。
ま
こ
と
の
壯
士
だ
）
」
四

十

四

と
感
想
を

か
に
も
、
第
四
十
九
回
で
無
實
の
罪
で
投
獄
さ
れ
た
解
珍
・
解
宝
兄
弟
に
つ
い

て
牢
役
人
の
楽
和
が
言
っ
た
「
小
人
路
見
不
平
、
獨
力
難
救
。
只
想
一
者
占
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も
ら
し
て
い
る
。
「
不
利
な
狀
況
に
あ
る
人
は
助
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
行
動
原
則
「
義
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
わ

が
身
が
危
險
な
目
に
あ
う
こ
と
も
か
え
り
み
ず
助
け
る
行
動
」
を

「
壯
」
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。 

 

５ 

用
力
於
人
道
之
所
宜 
～ 

道
理
の
「
義
」 

例
３
で
、
牢
役
人
・
葉
孔
目
が
「
仗
義
疏
財
」
で
あ
る
が
た
め
、

無
實
の
罪
で
投
獄
さ
れ
た
武
松
を
か
た
づ
け
る
よ
う
に
と
渡
さ
れ
た

金
を
受
け
ず
、
逆
に
な
ん
と
か
助
け
て
や
ろ
う
と
思
案
し
て
い
た
場

面
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
葉
孔
目
を
武
松
の
支
援
者
で
あ
る
施
恩
が

こ
う
評
し
て
い
る
。 

 

41 

「
這
人
忠
直
仗
義
、
不
肯
要
害
平
人
、
亦
不
貪
愛
金
寶
」 

 

「
こ
の
人
は
ま
じ
め
で
ま
っ
す
ぐ
、
義
に
從
う
性
格
で
、
無

實
の
人
を
害 

そ
う
と
は
せ
ず
、
金
銀
財
寶
も
む
さ
ぼ
ら
な

い
」
（
第
三
十
回
） 

 

３
の
「
疏
財
」
と

41
の
「
不
貪
愛
金
寶
」
が
わ
い
ろ
を
受
け
な
い

                                        

             

 

親
、
二
乃
義
氣
為
重
、
特
地
與
他
通
個
消
息
（ 

不
正
を
み
た
ら
助
け
る
べ

き
だ
が
、
ひ
と
り
で
は
む
ず
か
し
い
。
ひ
と
つ
に
は
親
戚
で
も
あ
る
し
、
ふ
た
つ
に
は

こ
と
を
さ
す
の
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
「
仗
義
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。 

 

42 

知
府
道
「
雷
橫
為
何
打
死
了
那
娼
妓
？
」
朱
仝
却
把
雷
橫
上
項

的
事
備
細
説
了
一
遍
。
知
府
道
「
你
敢
見
他
孝
道
、
為
義
氣
上

放
了
他
」 

 

知
府
が
言
っ
た
。
「
雷
横
は
な
ぜ
そ
の
娼
妓
を
な
ぐ
り
殺
し

た
の
か
」
。
朱
仝
は
雷
横
の
一
件
を
こ
と
こ
ま
か
に
語
っ

た
。
知
府
は
言
っ
た
。
「
き
み
は
彼
の
親
孝
行
を
見
て
、
義

氣
か
ら
彼
を
逃
が
し
て
や
っ
た
の
だ
ろ
う
」
（
第
五
十
一

回
） 

 

白
秀
英
殺
し
の
罪
で
流
刑
と
な
っ
た
雷
橫
を
、
護
送
を
担
當
し
た
朱

仝
は
わ
ざ
と
逃
が
す
。

42
は
そ
の
罪
で
配
流
さ
れ
た
朱
仝
と
、
配
流

先
の
知
府
と
の
会
話
で
あ
る
。
雷
橫
は
白
秀
英
に
母
親
を
侮
辱
さ
れ

た
こ
と
に
怒
っ
て
白
秀
英
を
殺
し
た
。
こ
れ
を
知
府
は
「
孝
道
」
と

稱
し
て
い
る
。
親
を
侮
辱
か
ら
守
る
と
い
う
理
由
が
あ
っ
て
の
殺
人

で
あ
っ
た
ゆ
え
に
逃
が
し
て
や
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。 

義
氣
を
お
も
ん
じ
る
こ
と
を
思
い
、
特
に
彼
ら
に
事
情
を
知
ら
せ
た
の
で
す
）
」

な
ど
八
例
あ
る
。 
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こ
れ
は
武
松
の
仇
討
ち
に
も
共
通
す
る
。
兄
・
武
大
を
毒
殺
し
た

潘
金
蓮
と
西
門
慶
を
殺
し
た
武
松
は
陽
穀
縣
に
自
首
す
る
。
陽
穀
縣

縣
官
は
武
松
の
上
司
で
あ
り
、
そ
の
よ
し
み
か
ら
刑
を
輕
く
し
て
や

り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
も
の
の
、
ど
う
や
ら
理
由
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

43 

縣
官
念
武
松
是
個
義
氣
烈
漢
、
又
想
他
上
京
去
了
這
一
遭
、
一

心
要
周
全
他
、
又
尋
思
他
的
好
處
。 

県
官
は
武
松
が
義
氣
の
烈
し
い
男
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
ま

た
都
へ
（
使
い
に
）
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
、
ひ
た
す

ら
彼
に
便
宜
を
は
か
っ
て
や
ろ
う
と
し
、
ま
た
彼
の
有
利
な

點
を
考
え
た
。
（
第
二
十
七
回
） 

  

そ
の
後
、
上
級
の
東
平
府
へ
送
ら
れ
た
武
松
を
扱
っ
た
の
が
府
尹

の
陳
文
昭
で
あ
っ
た
。 

 

44 

陳
府
尹
哀
憐
武
松
是
個
有
義
的
烈
漢
、
如
常
差
人
看
覷
他
。 

陳
府
尹
は
武
松
が
義
の
あ
る
豪
傑
で
あ
る
と
同
情
し
、
つ
ね

づ
ね
人
を
見
舞
い
に
や
っ
た
。
（
第
二
十
七
回
） 

 

陽
穀
縣
縣
官
は
武
松
と
事
件
以
前
か
ら
つ
き
あ
い
が
あ
る
が
、
陳
府

尹
が
武
松
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
は
事
件
の
こ
と
の
み
で
あ
る
。

そ
の
情
報
か
ら
武
松
を
ど
の
よ
う
に
「
義
が
あ
る
」
と
評
し
た
の

か
。
そ
れ
は
雷
橫
の
場
合
と
同
樣
、
兄
の
仇
討
ち
と
い
う
「
ま
っ
と

う
な
理
由
に
も
と
づ
い
て
行
動
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

３
、

41
の
葉
孔
目
、

43
の
縣
官
も
同
樣
で
あ
ろ
う
。
葉
孔
目
は
、
武

松
は
冤
罪
で
あ
り
、
罪
を
負
わ
せ
る
正
當
な
理
由
は
な
い
と
考
え

た
。
賄
賂
は
武
松
を
有
罪
に
す
る
「
ま
っ
と
う
な
理
由
」
に
は
な
ら

な
い
。
そ
の
「
ま
っ
と
う
な
理
由
が
な
け
れ
ば
行
動
し
な
い
」
態
度

が
「
義
」
な
の
だ
ろ
う
。
縣
官
、
陳
府
尹
は
、
武
松
の
殺
人
に
は
兄

の
敵
討
ち
と
い
う
ま
っ
と
う
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
最
大
限
に
考
慮

し
て
や
ろ
う
と
し
た
。
と
は
い
え
、
殺
人
を
犯
し
た
以
上
、
無
罪
に

は
で
き
な
い
。
ま
っ
と
う
な
理
由
に
も
と
づ
い
た
行
動
で
も
、
そ
の

行
為
が
社
会
秩
序
を
亂
し
た
と
判
斷
さ
れ
れ
ば
「
正
義
」
と
は
呼
ば

れ
ず
、
他
者
に
貢
獻
し
た
、
少
な
く
と
も
害
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と

判
斷
さ
れ
れ
ば
「
正
義
」
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
一
部
の
人
に
は
「
正

義
」
に
見
え
る
が
他
の
人
か
ら
み
れ
ば
「
正
義
」
で
は
な
い
と
い
う

行
爲
も
十
分
あ
り
得
る
。
「
正
義
」
と
は
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
あ

る
。 『

醒
世
恒
言
』
巻
三
十
「
李
汧
公
窮
邸
遇
俠
客
」
に
、
暗
殺
の
た

め
剣
俠
を
雇
お
う
と
相
談
す
る
場
面
が
あ
る
。
「
有
一
人
悄
對
小
人

説
『
那
人
是
个
劔
俠
、
能
飛
劍
取
人
之
頭
、
又
能
飛
行
、
頃
刻
百
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里
。
且
是
極
有
義
氣
、
曾
與
長
安
市
上
代
人
報
仇
、
白
晝
殺
人
、
潛

綜
於
此
。
』
相
公
何
不
備
些
禮
物
前
去
、
只

說
被
李
勉
陷
害
、
求
他

報
仇
（
あ
る
人
が
こ
っ
そ
り
私
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
『
あ
の
人

は
劍
俠
で
、
劍
を
飛
ば
し
て
人
の
首
を
と
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
ひ

と
っ
飛
び
で
ま
た
た
く
ま
に
百
里
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う

え
非
常
に
義
氣
が
あ
り
、
か
つ
て
長
安
で
人
の
た
め
に
仇
討
ち
を

し
、
白
晝
人
を
殺
し
、
行
方
を
く
ら
ま
し
て
い
た
』
と
。
ご
主
人
は

贈
り
も
の
を
用
意
し
て
行
き
、
李
勉
に
陷
れ
ら
れ
た
の
で
仕
返
し
を

し
た
い
と
だ
け
言
え
ば
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
）
」
。
こ
の
人
は
義
氣

が
あ
る
の
で
、
人
殺
し
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
に
は
理
由
が
必
要
で

あ
る
。
そ
し
て
理
由
さ
え
き
ち
ん
と
し
て
い
れ
ば
罪
を
犯
す
こ
と
も

辭
さ
ず
、
「
他
是
个
義
士
、
重
情
不
重
物
、
得
三
百
金
足
矣
（
彼
は

義
士
で
す
か
ら
、
情
を
重
ん
じ
、
物
品
は
重
視
し
ま
せ
ん
、
三
百
金

も
あ
れ
ば
十
分
で
し
ょ
う
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
報
酬
に
は
淡
白
な

の
で
あ
る
四

十

五

。 

「
三
國
志
演
義
」
の
呂
伯
奢
一
家
殺
し
の
く
だ
り
に
も
「
義
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
曹
操
は
陳
宮
と
と
も
に
逃
亡
中
、
父
の
義
兄
弟
の

                                        

             

 

四

十

五

佐
藤
晴
彦
「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（Ⅱ

）
―
言

語
的
特
徵
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
は
明
人
の
文
章
と
、P

a
tric

k
 

H
A

N
A

N

も
馮
夢
龍
以
外
の
明
人
が
書
い
た
も
の
と
推
定
。
李
肇
『
唐
國

史
補
』
（
『
唐
國
史
補
等
八
種
』
世
界
書
局
、
一
九
六
二
年
）
巻
中
、

呂
伯
奢
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
休
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
呂
伯
奢
の

外
出
中
、
刃
物
を
と
ぐ
音
と
「
縛
っ
て
殺
そ
う
」
と
い
う
声
を
聞
い

た
曹
操
は
、
呂
伯
奢
の
家
族
が
自
分
の
命
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
と
思

い
、
皆
殺
し
に
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
家
族
は
豚
を
殺
そ
う
と
し

て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
あ
わ
て
て
家
を
出
た
二
人
は
呂
伯
奢
が
戻
っ

て
く
る
の
に
出
く
わ
し
、
曹
操
は
呂
伯
奢
を
も
斬
り
殺
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
こ
に
「
操
曰
『
伯
奢
到
家
見
殺
死
親
子
、
安
肯
罷
休
。
吾
等

必
遭
禍
矣
』
。
宮
曰
『
非
也
。
知
而
故
殺
、
大
不
義
也
』
。
（
曹
操

は
言
っ
た
。
『
伯
奢
が
家
に
つ
い
て
家
族
が
殺
さ
れ
て
い
る
の
を
見

た
ら
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
は
ず
が
な
い
。
わ
れ
ら
は
必
ず
災
い
に

あ
っ
て
し
ま
う
』
。
陳
宮
は
言
っ
た
。
『
そ
れ
は
ち
が
う
。
〔
敵
意

が
な
い
と
〕
知
っ
て
い
な
が
ら
殺
す
の
は
大
い
な
る
不
義

だ
』
。
）
」
と
あ
る
（
一
巻
八
則
）
。
殺
す
理
由
が
な
い
の
だ
か
ら

曹
操
の
行
爲
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
反
對

に
、
葉
孔
目
に
は
世
間
の
大
多
數
の
人
が
贊
同
す
る
行
動
原
則
が
あ

り
、
雷
橫
や
武
松
の
場
合
も
、
母
の
名
譽
の
た
め
、
殺
さ
れ
た
兄
の

た
め
と
い
う
理
由
が
あ
る
の
で
酌
量
の
余
地
は
十
分
に
あ
っ
た
。
む

『
唐
語
林
』
（
古
典
文
學
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）
巻
四
に
収
め
る
こ

の
話
に
は
「
義
」
は
見
え
な
い
。
『
太
平
広
記
』
巻
百
九
十
五
で
は

「
義
」
と
稱
し
て
い
て
、
こ
の
話
を
「
義
俠
」
と
題
す
。 
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し
ろ
罪
を
犯
す
こ
と
も
か
え
り
み
ず
に
な
す
べ
き
こ
と
を
し
た
と
評

価
さ
れ
て
す
ら
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
朱
仝
が
、
自
分
が
罪
人
と
な
ろ

う
と
も
「
孝
」
と
い
う
根
據
に
も
と
づ
い
て
殺
人
を
犯
し
た
雷
橫
を

逃
が
し
た
行
爲
が
理
解
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

６ 

さ
ま
ざ
ま
な
「
義
」 

 

「
義
」
が
用
い
ら
れ
る
環
境
を
五
項
目
に
わ
け
て
整
理
し
て
き
た

が
、
無
論
あ
ら
ゆ
る
例
が
は
っ
き
り
分
類
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、

中
間
的
な
例
や
複
合
的
な
例
も
お
お
い
。
は
っ
き
り
と
境
界
線
を
定

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
義
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
孤
立

し
て
相
互
無
關
係
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
證
明
し
て

い
る
と
も
言
え
る
。 

第
四
十
三
回
に
、
李
逵
が
と
ら
え
ら
れ
護
送
さ
れ
る
場
面
が
あ

る
。
そ
の
護
送
を
担
當
し
て
い
た
李
雲
の
ま
え
に
、
李
雲
に
棒
術
の

手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
朱
富
が
現
れ
、
李
雲
以
下
護
送
役
人
に
祝

い
酒
を
ふ
る
ま
っ
た
。
こ
れ
は
李
逵
を
救
う
た
め
の
計
略
で
、
酒
に

は
し
び
れ
藥
が
入
っ
て
い
た
。
李
雲
た
ち
が
麻
痺
し
て
い
る
間
に
李

逵
ら
は
梁
山
泊
へ
む
け
て
逃
げ
る
が
、
朱
富
は
途
中
で
殘
り
、
李
雲

が
追
っ
て
く
る
の
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。 

 

45 

「
我
想
他
日
前
教
我
的
恩
義
…
就
請
他
一
發
上
山
入
夥
、
也
是

我
的
恩
義
、
免
得
教
回
縣
去
吃
苦
。
」 

 

「
彼
が
以
前
教
え
て
く
れ
た
恩
義
を
思
い
…
彼
を
誘
い
と
も

に
梁
山
泊
に
の
ぼ
り
仲
間
入
り
す
る
こ
と
は
ま
た
私
の
恩
義

で
す
。
縣
に
戻
っ
て
つ
ら
い
目
に
遭
わ
せ
ず
に
す
み
ま
す
」

（
第
四
十
三
回
） 

 

ひ
と
つ
め
の
「
恩
義
」
は
「
思
い
や
り
」
で
あ
ろ
う
。
ふ
た
つ
め

は
「
恩
返
し
」
で
も
あ
り
、
「
私
か
ら
の
思
い
や
り
」
で
も
あ
ろ

う
。 

 

46 

「
忘
恩
背
主
、
負
義
匹
夫
。
」 

「
恩
を
忘
れ
主
君
に
背
く
、
負
義
の
匹
夫
め
！
」
（
第
六
十

七
回
） 

 

官
軍
か
ら
梁
山
泊
に
降
っ
た
單
廷
珪
を
、
も
と
同
僚
の
魏
定
國
が

非
難
し
て
い
る
。
「
負
義
」
は
「
朝
廷
か
ら
受
け
た
恩
に
背
く
」
こ

と
で
あ
る
と
同
時
に
「
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
を
斷
ち
切
る
」
意
で
も

あ
ろ
う
。 

「
團
結
」
と
「
援
助
」
の
例
も
多
く
目
に
つ
く
。
第
二
十
二
回
、

殺
人
を
犯
し
た
宋
江
を
、
捕
り
方
な
が
ら
宋
江
と
つ
き
あ
い
の
あ
る

朱
仝
が
逃
が
し
て
や
っ
た
場
面
の
回
目
「

47 

朱
仝
義
釋
宋
公
明
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（
朱
仝
義
も
て
宋
公
明
を
釋
す
）
」
が
そ
う
で
あ
る
。

鄉
里
の
母
と

師
の
も
と
へ
帰
っ
た
公
孫
勝
を
、
戴
宗
と
李
逵
が
迎
え
に
行
っ
た

時
、
公
孫
勝
の
師
・
羅
真
人
が
「

48 

今
為
汝
大
義
為
重
、
權
教
他

去
走
一
遭
（
い
ま
は
お
ま
え
た
ち
の
大
義
を
重
ん
じ
、
ひ
と
ま
ず
彼

を
行
か
せ
よ
う
）
」
（
第
五
十
三
回
）
と
言
っ
た
の
も
、
「
ひ
と
た
び

義
を
結
ん
だ
仲
間
が
危
機
に
陷
っ
た
ら
か
つ
て
の
關
係
を
忘
れ
ず
に

助
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
道
理
で
あ
ろ
う
。

42
に
續
く
場
面
で

呉
用
に
會
っ
た
朱
仝
は
「

49 
雷
橫
兄
弟
他
自
犯
了
該
死
的
罪
、
我

因
義
氣
放
了
他
（
雷
横
兄
弟
は
死
罪
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
が
、
わ

た
し
は
義
氣
に
よ
っ
て
逃
が
し
た
）
」
（
第
五
十
一
回
）
と
言
う
。
こ

の
「
義
」
は
、

42
と
同
樣
に
解
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
雷
橫
と
同

僚
で
あ
り
友
人
で
も
あ
っ
た
朱
仝
自
身
の
こ
と
ば
で
あ
る
か
ら
、

「
交
友
あ
る
人
は
助
け
る
べ
き
だ
と
判
斷
し
た
」
と
讀
ん
で
も
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
逆
に
、
「
義
を
む
す
ん
だ
相
手
な
ら
自
分
の
危
機

を
救
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
期
待
も
成
立
す
る
。
病
に
か
か

っ
た
宋
江
が
江
南
に
名
醫
が
い
る
と
聞
き
、
「

50 

兄
弟
、
你
若
有

這
箇
人
、
快
與
我
去
、
休
辭
生
受
、
只
以
義
氣
為
重
（
弟
よ
、
そ
の

よ
う
な
人
が
い
る
の
な
ら
は
や
く
行
っ
て
き
て
く
れ
。
勞
苦
を
厭
う

て
く
れ
る
な
。
た
だ
義
氣
を
重
ん
じ
る
こ
と
だ
け
考
え
て
く
れ
）
」

（
第
六
十
五
回
）
と
言
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 

「
團
結
」
と
「
約
束
」
と
は
密
接
な
關
係
に
あ
る
。
決
し
て
變
わ

ら
な
い
關
係
を
と
り
む
す
ぶ
こ
と
は
約
束
の
一
種
で
あ
る
。
時
に
そ

の
約
束
の
内
容
を
「
誓
」
、
「
願
」
な
ど
に
よ
っ
て
明
確
に
讀
者
に
示

し
て
い
る
場
面
も
あ
る
。 

 

第
二
回
で
史
進
が
少
華
山
の
賊
の
一
人
陳
達
を
と
ら
え
る
。
殘
る

二
人
も
生
捕
り
に
し
て
や
ろ
う
と
息
巻
く
史
進
の
も
と
に
そ
の
朱
武

と
楊
春
が
や
っ
て
き
て
、
陳
達
と
と
も
に
捕
ま
え
て
ほ
し
い
と
言

う
。
朱
武
は
「

51 

小
人
等
三
箇
…
當
初
發
願
道
、
不
求
同
日
生
、

只
願
同
日
死
。
雖
不
及
關
張
劉
備
的
義
氣
、
其
心
則
同
（
わ
た
く
し

ど
も
三
人
は
…
は
じ
め
に
願
を
た
て
ま
し
た
…
同
日
に
生
ま
れ
よ
う

と
は
望
ま
ぬ
が
、
同
日
に
死
な
ん
と
願
う
ば
か
り
。
關
・
張
・
劉
の

義
氣
に
は
及
ば
ぬ
と
は
い
え
、
そ
の
心
は
同
じ
で
す
）
」
と
言
う
。

史
進
は
こ
れ
を
見
て
「

52 

他
們
直
恁
義
氣
、
我
若
拿
他
去
解
官
請

賞
時
、
反
教
天
下
好
漢
們
耻
笑
我
不
英
雄
（
こ
れ
ほ
ど
義
氣
が
あ
る

と
い
う
の
に
、
も
し
彼
ら
を
官
に
つ
き
だ
し
て
恩
賞
を
も
ら
っ
た
り

し
た
ら
、
天
下
の
好
漢
た
ち
に
、
英
雄
に
あ
ら
ず
と
笑
わ
れ
る
）
」

と
思
い
、
「

53 

你
們
既
然
如
此
義
氣
深
重
、
我
若
送
了
你
們
、
不

是
好
漢
（
こ
れ
ほ
ど
義
氣
が
深
い
の
だ
か
ら
、
も
し
お
ま
え
た
ち
を

つ
き
だ
し
た
ら
お
れ
は
好
漢
で
は
な
い
）
」
と
言
い
、
三
人
な
が
ら

に
許
し
、
歸
ら
せ
る
。
こ
の
「
義
氣
」
は
、
「
死
ぬ
ま
で
運
命
を
と

も
に
す
る
と
い
う
誓
い
を
決
し
て
反
故
に
し
な
い
気
概
」
と
解
釋
で

き
よ
う
。
「
關
・
張
・
劉
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
桃
園
結
義
」
の
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三
人
を
さ
す
。
「
三
國
志
演
義
」
一
巻
一
則
に
「
三
人
焚
香
再
拜
、

而
説
誓
曰
：
『
念
劉
備
、
關
羽
、
張
飛
雖
然
異
姓
、
皆
為
兄
弟
、
同

心
協
力
救
困
扶
危
、
上
報
國
家
下
安
黎
庶
、
不
求
同
年
同
月
同
日

生
、
只
願
同
年
同
月
同
日
死
。
皇
天
后
土
、
以
鑒
此
心
、
背
義
忘

恩
、
天
人
共
戳
！
』
（
三
人
は
香
を
焚
い
て
再
拝
し
、
誓
い
を
た
て

て
言
っ
た
。
『
劉
備
、
關
羽
、
張
飛
は
姓
は
異
な
る
が
、
兄
弟
と
な

り
、
心
を
同
じ
う
し
力
を
あ
わ
せ
、
困
難
に
あ
る
も
の
を
救
い
、
危

う
き
に
あ
る
も
の
を
助
け
、
上
は
國
家
に
報
い
、
下
は
庶
民
を
安
ん

じ
、
同
年
同
月
同
日
に
生
ま
れ
た
い
と
は
願
わ
ぬ
が
、
た
だ
同
年
同

月
同
日
に
死
せ
ん
こ
と
の
み
を
願
う
。
天
地
の
神
々
は
こ
の
心
に
鑑

み
、
義
に
背
き
恩
を
忘
れ
る
も
の
あ
ら
ば
、
天
も
人
も
こ
れ
を
誅
す

べ
し
）
」
と
あ
り
、
最
後
ま
で
と
も
に
あ
る
こ
と
、
裏
切
ら
な
い
こ

と
を
は
っ
き
り
と
約
し
て
い
る
四

十

六

。 

第
十
五
回
、
生
辰
綱
強
奪
の
た
め
に
あ
つ
ま
っ
た
六
人
（
こ
の
と

き
ま
だ
公
孫
勝
は
加
わ
っ
て
い
な
い
）
は
「
個
個

說
誓
道
（
そ
れ
ぞ

れ
誓
い
を
た
て
て
言
っ
た
）
…
『
我
等
六
人
中
、
但
有
私
意
者
、
天

地
誅
滅
、
神
明
鑒
察
（
わ
れ
ら
六
人
の
な
か
に
私
心
を
い
だ
く
も
の

が
あ
れ
ば
、
天
地
が
こ
れ
を
誅
殺
し
、
神
明
も
こ
れ
を
了
察
さ
れ
よ

                                        

             

 

四

十

六 

「
水
滸
傳
」
が
「
三
國
志
演
義
」
の
こ
の
場
面
を
直
接
引
用
し
た

と
い
う
限
定
的
な
意
味
で
は
な
い
。
「
桃
園
結
義
」
は
史
書
に
は
見
え

う
）
』
」
と
、
個
人
よ
り
も
結
束
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
約
し
て
い

る
。
不
法
行
為
を
す
る
に
あ
た
り
、
絶
對
に
裏
切
ら
な
い
こ
と
を
か

さ
ね
て
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。 

 

『
宣
和
遺
事
』
に
も
「
誓
」
で
強
調
さ
れ
る
「
義
」
が
見
ら
れ

る
。
花
石
綱
運
搬
の
任
に
あ
た
っ
た
十
二
人
は
ま
ず
「
結
義
為
兄

弟
、
誓
有
災
厄
、
各
相
救
援
（
義
を
結
ん
で
兄
弟
と
な
り
、
災
厄
が

あ
れ
ば
助
け
あ
う
こ
と
を
誓
っ
た
）
」
。
こ
の
う
ち
十
人
は
無
事
に
運

搬
を
終
え
る
が
、
楊
志
は
孫
立
を
待
っ
て
い
て
遲
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
う
ち
雪
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
て
動
け
な
く
な
り
、
路
銀
も
不
足
し

て
き
た
の
で
や
む
な
く
寶
刀
を
賣
っ
て
い
た
と
こ
ろ
ご
ろ
つ
き
に
か

ら
ま
れ
、
そ
の
ご
ろ
つ
き
を
斬
り
殺
し
て
し
ま
う
。
楊
志
は
罪
人
と

な
り
護
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
楊
志
に
出
會
い
一
部
始
終

を
聞
い
た
孫
立
は
「
楊
志
因
等
候
我
了
犯
著
這
罪
。
當
初
結
義
之
時

誓
有
厄
難
相
救
（
楊
志
は
お
れ
を
ま
っ
て
い
て
罪
を
犯
し
た
の
だ
。

か
つ
て
義
を
む
す
ん
だ
と
き
、
災
い
や
困
難
が
あ
れ
ば
助
け
よ
う
と

誓
っ
た
で
は
な
い
か
）
」
と
思
い
、
ほ
か
の
十
人
と
と
も
に
護
送
役

人
を
殺
し
、
み
な
で
太
行
山
に
落
草
し
た
。
こ
こ
に
は
、
兄
弟
と
し

て
助
け
あ
う
と
い
う
誓
い
と
、
十
人
は
運
搬
を
つ
つ
が
な
く
終
え
て

な
い
も
の
の
、
「
花
關
索
傳
」
の
冒
頭
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
民
間
の

三
國
語
り
で
は
広
く
知
ら
れ
た
場
面
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 



212 
 

い
る
の
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
安
穩
と
し
て
い
る
こ
と
も
で
き
た
の
に
、

罪
を
犯
し
て
も
誓
い
を
履
行
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
見
て
と
れ
る
。 

 

こ
の
種
の
約
束
の
も
っ
と
も
大
規
模
な
も
の
が
第
七
十
一
回
に
あ

る
。
天
か
ら
く
だ
さ
れ
た
石
碑
に
よ
り
、
梁
山
泊
に
つ
ど
っ
た
百
八

人
は
す
べ
て
天
上
の
星
に
對
應
す
る
仲
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
宋
江
が
「
必
須
對
天
盟
誓
、
各
無
異
心
、
死
生
相
托
、
吉
凶
相

救
、
患
難
相
扶
、
一
同
報
國
安
民
（
お
の
お
の
二
心
な
く
、
生
き
る

も
死
ぬ
も
信
賴
し
あ
い
、
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の
よ
い
と
き
も
悪
い
と
き

も
、
艱
難
に
あ
っ
て
も
助
け
あ
い
、
み
な
で
國
家
に
報
い
、
民
衆
を

安
ん
じ
る
こ
と
を
天
に
誓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
」
と
言
い
、
百

八
人
は
そ
の
通
り
誓
っ
た
。 

 

54 

宋
江
為
首
誓
曰
「
…
…
若
是
各
人
存
心
不
仁
，
削
絶
大
義
，
萬

望
天
地
行
誅
，
神
人
共
戳
，
萬
世
不
得
人
身
，
億
載
永
沉
未

劫
。
但
願
共
存
忠
義
于
心
，
同
著
功
勳
于
國
，
替
天
行
道
，
保

境
安
民
，
神
天
察
鑒
，
報
應
昭
彰
」 

宋
江
を
先
頭
に
誓
っ
て
言
う
よ
う
、
「
も
し
各
々
が
心
に
不

仁
を
も
ち
、
大
義
を
消
し
去
る
こ
と
あ
ら
ば
、
天
も
地
も
こ

れ
を
誅
し
、
神
も
人
も
こ
れ
を
刺
し
、
萬
世
人
の
身
と
な
る

こ
と
を
得
ず
、
一
億
年
の
長
き
に
末
法
の
劫
に
沈
ま
ん
。
た

だ
願
う
は
と
も
に
心
に
忠
義
を
存
し
、
と
も
に
國
に
功
勲
を

あ
ら
わ
し
、
天
に
替
わ
っ
て
道
を
行
い
、
境
を
保
ち
民
を
安

ん
じ
、
神
も
天
も
ご
覽
じ
、
報
い
を
明
ら
か
に
さ
れ
ん
こ

と
」
。 

 

本
文
で
は
こ
れ
を
「
梁
山
泊
大
聚
義
處
」
と
稱
し
て
い
る
。
第
九
十

回
に
も
か
さ
ね
て
「
設
誓
道
『
只
願
弟
兄
同
生
同
死
、
世
世
相
逢
』

（
誓
い
を
た
て
て
言
っ
た
。
『
た
だ
願
う
は
兄
弟
た
ち
が
と
も
に
生

き
と
も
に
死
に
、
未
来
永
劫
め
ぐ
り
あ
え
る
こ
と
』
）
」
と
あ
る
。
こ

れ
ら
は
「
誓
」
を
た
て
、
「
義
」
に
よ
る
結
束
、
決
し
て
裏
切
ら
な

い
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

『
新
刻
繡
像
批
評
金
瓶
梅
』
（
崇
禎
本
）
第
一
回
の
西
門
慶
ら
十

人
が
「
結
拝
兄
弟
」
に
な
る
場
面
は
桃
園
結
義
を
模
し
て
い
る
。
形

式
こ
そ
模
倣
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
實
態
は
い
つ
も
つ
る
ん
で
遊

び
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
讀
者
は
水
滸

傳
や
三
國
志
演
義
の
命
が
け
の
結
義
を
思
い
出
し
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
に
や
り
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
水
滸
傳
に
は
か
よ
う
に
結
義
を
茶
化

し
て
遊
ぶ
余
裕
は
見
ら
れ
な
い
。
パ
ロ
デ
ィ
を
作
る
に
は
、
そ
の
基

礎
に
誰
も
が
知
っ
て
い
る
意
味
・
用
法
が
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ

る
。
金
瓶
梅
は
三
國
志
演
義
や
水
滸
傳
の
「
義
」
を
誰
も
が
思
い
起

こ
せ
る
こ
と
が
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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四
．
「
義
」
の
核
心
義 

１ 

「
義
」
の
共
通
項 

 

こ
れ
ま
で
各
項
に
わ
け
て
見
て
き
た
「
義
」
に
は
共
通
點
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
「
こ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
人
は
こ
う
考
え
る
べ
き

だ
」
と
い
う
規
範
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
が
場
面
に
應
じ
て
、
「
仲
間

に
な
っ
た
ら
そ
の
關
係
を
維
持
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、

「
約
束
を
し
た
ら
そ
の
通
り
實
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
人
に

世
話
に
な
っ
た
ら
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
恩
返
し
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
、
「
助
け
が
必
要
な
人
が
い
た
ら
手
を
さ
し
の
べ
ね
ば
な
ら

な
い
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
れ
る
。
さ
ら
に
、
い
か
な
る
障
碍

が
あ
ろ
う
と
も
最
後
ま
で
や
り
ぬ
く
決
意
が
必
要
で
あ
り
、
自
分
を

犠
牲
に
す
る
覺
悟
ま
で
あ
れ
ば
よ
り
高
い
評
価
が
與
え
ら
れ
る
。
六

十
七
回
回
頭
の
詩
で
古
今
の
俠
客
を
た
た
え
て
「

54 
丈
夫
取
義
能

捨
生
、
豈
學
曹
兒
誇
大
口
（
大
丈
夫
は
義
を
と
り
生
を
捨
て
る
、
こ

ど
も
が
口
先
だ
け
大
き
な
こ
と
を
言
う
の
と
は
ち
が
う
の
だ
）
」
と

い
う
。
「
命
を
捨
て
て
も
義
を
つ
ら
ぬ
く
」
こ
と
が
最
高
の
評
価
な

の
で
あ
る
四

十

七

。 

 

逆
に
、
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
り
、
途
中
で
や
め
た

                                        

             

 

四

十

七

姜
国
钧
「
〝
义
气
〟
词
义
演
变
探
析
」
（
『
邵
阳
师
范
高
等
专
科
学

校
学
报
』
第
二
十
二
巻
第
六
期
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
「
義
を
重
ん
じ

り
變
更
し
た
り
す
れ
ば
「
背
義
」
、
「
負
義
」
な
ど
の
語
を
も
っ
て
批

判
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
い
け
な
い
の
は
個
人
的
な
事
情
、

利
益
に
よ
る
も
の
で
、
「
私
」
、
「
利
」
と
指
彈
さ
れ
る
。
一
度
定
ま

っ
た
目
的
は
徹
底
的
に
「
公
」
で
あ
り
、
個
人
的
事
情
よ
り
も
優
先

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
「
義
」
の
核
心
は
「
人
間
關
係
を
律
す
る

規
範
意
識
」
で
あ
り
、
「
道
義
的
理
由
」
に
も
と
づ
い
て
「
や
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
な
し
と
げ
ん
と
す
る
」
こ
と
、
俗
に
言
え
ば
「
筋

を
と
お
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
持

っ
て
行
動
す
る
こ
と
の
宣
言
で
あ
る
。
他
人
の
「
義
」
を
助
け
る
こ

と
も
「
義
」
で
あ
り
、
他
者
の
「
義
」
を
妨
げ
る
こ
と
、
害
す
る
こ

と
は
「
不
義
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
個
人
的
事
情
、
利
益
を
犠
牲
に
す

る
程
度
、
障
碍
を
の
り
こ
え
る
程
度
の
高
さ
が
「
義
」
を
つ
ら
ぬ
こ

う
と
す
る
意
志
の
強
さ
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
ら
の
要
件
を
滿
た
し
た

も
の
が
水
滸
傳
に
お
け
る
も
っ
と
も
「
義
ら
し
い
義
」
で
あ
る
。 

「
義
」
の
條
件
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
が
「
道
義
的
理

由
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
は
あ
い
ま
い
な
條
件
で
も
あ
る
。
た

と
え
ば
、
「
仲
間
を
裏
切
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
え
ば
、
至
極
正

利
を
輕
ん
じ
る
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
た
め
に
、
義
は
單
純
な
「
自
己

犠
牲
」
の
意
味
に
ま
で
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。 
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當
な
道
義
的
理
由
に
見
え
る
が
、
こ
れ
が
一
般
庶
民
同
士
の
助
け
合

い
で
は
な
く
盗
賊
仲
間
の
助
け
合
い
と
な
れ
ば
、
「
道
義
的
」
と
感

じ
な
い
人
も
出
て
く
る
。
當
事
者
に
と
っ
て
は
ま
っ
と
う
な
理
由
で

あ
っ
て
も
盗
賊
の
被
害
に
さ
ら
さ
れ
る
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
犯
罪
者

を
助
け
る
こ
と
の
ど
こ
が
道
義
的
か
と
で
も
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ

う
。
し
か
し
當
事
者
は
た
し
か
に
「
筋
を
通
そ
う
と
す
る
動
機
」
に

も
と
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
誰
も
否
定
で

き
な
い
。 

 

「
い
か
な
る
障
碍
を
も
乗
り
越
え
る
」
も
同
樣
で
あ
る
。
こ
の

「
障
碍
」
が
他
者
の
利
益
で
あ
る
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。
國
家
や

法
で
あ
る
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。
利
益
を
侵
さ
れ
る
立
場
や
、
國

家
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
許
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

水
滸
傳
の
主
役
は
落
草
し
た
も
の
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
と

っ
て
な
す
べ
き
こ
と
が
一
般
の
人
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
は
ま

ま
あ
る
。
彼
ら
が
「
義
」
を
つ
ら
ぬ
く
際
の
障
碍
が
一
般
人
の
利
益

や
國
家
の
法
で
あ
る
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
る
。
「
正
義
」
を
「
世
の

中
の
壓
倒
的
多
數
の
人
や
國
家
の
法
が
認
め
る
行
動
」
と
定
義
し
た

                                        

             

 

四

十

八

中
鉢
雅
量
『
中
国
小
説
史
研
究 

―
水
滸
伝
を
中
心
と
し
て
―
』

も
「
義
は
仲
間
内
の
助
け
合
い
の
精
神
で
あ
る
が
」
、
「
各
人
は
そ
れ
に

拘
束
さ
れ
、
本
心
に
反
す
る
言
動
や
反
社
会
的
な
行
動
を
余
儀
な
く
さ

場
合
、
彼
ら
の
行
動
に
「
正
義
」
に
反
す
る
と
言
え
る
も
の
が
多
く

含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
四

十

八

。
こ
こ
か
ら
、
水
滸
傳
の

「
義
」
は
正
義
と
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
論
法
が
生
ま
れ
る
。
し
か

し
そ
こ
を
重
要
な
境
界
と
見
る
こ
と
は
適
當
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
６

で
は
武
松
が
、
自
分
が
逃
げ
出
す
機
會
を
ふ
い
に
し
て
も
い
ま
ま
で

世
話
に
な
っ
た
護
送
役
人
を
助
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
合
法
で
あ

る
。
例
７
で
は
、
以
前
世
話
に
な
っ
た
人
が
投
獄
さ
れ
た
の
で
牢
破

り
に
行
こ
う
と
言
う
。
こ
れ
は
違
法
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ふ
た
つ

の
行
動
の
動
機
に
目
を
向
け
れ
ば
、
世
話
に
な
っ
た
人
を
助
け
た
い

と
思
い
、
目
的
を
果
た
す
た
め
に
障
碍
を
の
り
こ
え
た
と
い
う
性
質

に
お
い
て
は
な
ん
ら
變
わ
り
は
な
く
、
編
纂
者
も
そ
の
共
通
點
に
注

目
し
て
ひ
と
し
く
「
義
」
と
稱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
結
果
と

し
て
表
れ
る
行
為
が
合
法
で
あ
っ
た
か
違
法
で
あ
っ
た
か
は
こ
の
語

の
定
義
に
か
か
わ
る
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
道
義
的

に
正
當
な
理
由
」
、
「
排
除
す
べ
き
障
碍
」
と
い
う
意
識
を
共
有
で
き

る
人
間
關
係
の
範
圍
が
そ
の
人
、
そ
の
時
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る

の
で
あ
る
。
當
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
關
係
の
範
圍
に
お
い
て
な

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
ら
が
そ
の
義
を
実
践
し
た
行
動
は
、
一
般
的
な

正
義
や
社
会
正
義
と
一
致
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
抵
触
す
る

ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
」
と
言
う
（
九
十
七
頁
）
。 
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す
べ
き
こ
と
を
す
る
。
國
家
の
法
の
支
配
下
に
あ
る
人
た
ち
は
そ
の

秩
序
が
ひ
と
つ
の
單
位
で
あ
る
。
ま
た
、
個
人
同
士
と
い
う
單
位
が

あ
り
四

十

九

、
家
族
と
い
う
單
位
が
あ
り
、
同
業
者
集
團
と
い
う
單
位

が
あ
り
、
盗
賊
集
團
と
い
う
單
位
が
あ
る
。
定
住
民
社
會
と
非
定
住

民
社
會
も
こ
の
單
位
の
ひ
と
つ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

２ 

定
型
表
現
に
つ
い
て 

 

水
滸
傳
中
の
「
義
」
は
、
編
纂
さ
れ
た
當
時
の
言
語
感
覺
に
も
と

づ
い
て
使
用
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
か
に

は
一
字
ご
と
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
慣
用
表
現
、
定
型
表
現

と
し
て
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
も
の
も
あ
る
。 

 

「
不
義
（
之
）
財
」
は
第
十
四
回
か
ら
十
六
回
の
三
回
で
、
計
六

度
現
れ
る
。
「

55 

此
等
不
義
之
財
、
取
之
何
碍
（
こ
れ
は
不
義
の

財
、
奪
っ
て
な
ん
の
問
題
が
あ
る
も
の
か
）
」
（
第
十
四
回
）
、
「

56 

梁
中
書
在
北
京
害
民
詐
得
錢
物
、
却
把
去
東
京
與
蔡
太
師
慶
生
辰
。

此
一
等
正
是
不
義
之
財
（
梁
中
書
は
北
京
で
民
を
苦
し
め
、
財
物
を

だ
ま
し
と
り
、
東
京
の
蔡
太
師
の
誕
生
日
祝
い
に
贈
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
不
義
の
財
で
す
）
」
（
第
十
五
回
）
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
る
。
こ
の
言
い
か
た
は
古
く
か
ら
あ
り
、
漢
・
劉
向
『
列

                                        

             

 

四

十

九

姜
国
钧
「
〝
义
气
〟
词
义
演
变
探
析
」
は
水
滸
傳
の
「
正
義
」
の

女
伝
』
「
齊
田
稷
母
」
に
は
、
齊
の
宰
相
田
稷
子
が
吏
か
ら
贈
ら
れ

た
金
を
母
に
贈
っ
た
と
こ
ろ
、
母
は
君
に
仕
え
祿
を
食
む
も
の
が
そ

の
他
の
方
法
で
得
た
金
は
「
不
義
之
財
」
だ
と
非
難
し
た
と
あ
る
。

宋
・
洪
邁
『
夷
堅
志
』
支
丁
巻
第
四
「
張
妖
巫
」
で
は
妖
術
で
人
を

病
死
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
男
が
人
々
に
さ
し
だ
さ
せ
て
い
た
財
物

を
「
不
義
之
財
」
と
表
現
し
て
い
る
。
宋
・
周
密
『
癸
辛
雜
識
』
別

集
上
「
楊
髠
發
陵
」
で
は
、
皇
族
の
墓
あ
ば
き
を
し
て
得
た
財
寶
を

「
不
義
之
財
」
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
正
當
な
ら
ざ
る
手
段
で
得
た

財
物
」
と
解
釋
で
き
る
。
水
滸
傳
に
お
け
る
梁
中
書
の
財
物
も
民
か

ら
搾
取
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
來
な
ら
ば
彼
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で

は
な
い
不
當
な
財

產
だ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
晁
蓋
ら
に

は
搾
取
さ
れ
た
住
民
を
助
け
よ
う
と
い
う
目
的
は
な
く
、
財
寶
を
自

分
た
ち
の
も
の
に
し
て
お
り
、
「
義
賊
」
と
し
て
は
不
完
全
な
描
寫

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
古
く
か
ら
あ
る
言
い
ま
わ
し
を
踏

襲
し
た
の
み
で
、
こ
の
「
不
義
」
と
晁
蓋
ら
の
「
義
」
と
の
關
係
は

考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
類
似
の
表
現
に
、
魯
智
深

か
ら
布
施
を
受
け
た
智
真
長
老
の
「

57 

吾
弟
子
此
物
何
處
得
來
？

無
義
錢
財
、
決
不
敢
受
（
わ
が
弟
子
よ
、
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
得
た
も

の
か
。
無
義
の
財
物
は
受
け
と
れ
ぬ
ぞ
）
」
（
第
九
十
回
）
が
あ
る
。

範
圍
は
個
人
間
の
「
私
誼
」
に
ま
で
縮
小
し
て
い
る
と
言
う
。 
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こ
れ
も
財
物
の
入
手
方
法
を
問
う
、
共
通
の
発
想
で
あ
る
が
、
『
列

女
傳
』
の
例
と
同
様
、
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
金
錢
で

あ
る
な
ら
ば
受
け
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
、
智
真
長
老
自

身
の
「
義
」
に
も
對
應
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
點
で
、
晁
蓋
ら
の

「
不
義
之
財
」
の
用
い
方
と
異
な
る
。 

 

「
仗
義
疎
財
」
も
多
く
見
ら
れ
る
。
「
仗
義
疎
財
」
、
「
疎
財
仗

義
」
、
「
好
義
疎
財
」
あ
わ
せ
て
三
十
二
例
あ
る
（
異
體
字
の

「
踈
」
、
「
疏
」
を
含
む
）
。
こ
の
う
ち
、
「

58 

想
起
大
官
人
仗
義
疎

財
、
特
來
投
逩
（
あ
な
た
が
仗
義
疎
財
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、

身
を
寄
せ
に
き
た
の
で
す
）
」
（
第
二
十
二
回
）
は
「
友
人
を
私
財
を

も
っ
て
助
け
て
く
れ
る
」
意
で
あ
る
し
、
３
の
葉
孔
目
の
場
合
は
正

當
な
裁
き
を
す
る
た
め
に
賄
賂
を
拒
ん
だ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

て
、
ど
の
よ
う
な
「
義
」
を
な
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
「
財
」
を
捨

て
た
か
が
明
確
に
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
多
い
の
が
、
個

別
、
具
體
の
行
動
な
し
に
人
柄
を
「
仗
義
疎
財
」
と
稱
す
る
例
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
の
ち
に
た
し
か
に
「
義
」
の
た
め
に
財
を

捨
て
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
第
十
四
回
の
登
場
時
に
「
仗
義
疎
財
」

と
紹
介
さ
れ
る
晁
蓋
は
、
の
ち
に
仲
間
と
と
も
に
逃
亡
す
る
た
め
に

自
分
の
や
し
き
と
家
財
を
灰
に
し
て
い
る
。
柴
進
も
行
き
場
の
な
い

                                        

             

 

五

十 

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』
「
水
滸
伝
―
虛
構
の
中
の

人
を
自
分
の
や
し
き
に
住
ま
わ
せ
、
金
品
を
援
助
し
て
い
る
。
一
方

で
「

59 

原
是
本
處
富
戸
、
只
因
他
仗
義
疎
財
、
結
識
江
湖
上
好
漢

（
も
と
も
と
こ
の
土
地
の
金
持
ち
の
も
の
、
た
だ
仗
義
疎
財
で
あ
る

が
た
め
に
、
江
湖
の
好
漢
た
ち
と
交
友
が
あ
る
）
」
（
第
十
三
回
）
と

紹
介
さ
れ
る
朱
仝
は
、
「
義
」
に
あ
つ
い
場
面
は
あ
る
が
私
財
を
投

じ
る
場
面
は
な
い
。
宋
江
も
さ
か
ん
に
「
仗
義
疎
財
」
と
言
わ
れ
る

も
の
の
、
「
せ
い
ぜ
い
貧
乏
人
に
は
金
銭
を
め
ぐ
み
、
博
奕
打
ち
か

ら
金
を
何
べ
ん
た
か
ら
れ
て
も
怒
ら
な
い
く
ら
い
の
程
度
五

十

」
と
皮

肉
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
仗
義
疎
財
」
は
實
際
を
と
も
な
う
場
合
も
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
人
格
を
ほ
め
る
と
き
の
定
型
句
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
水
滸
傳
」
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
『
舊
唐
書
』
巻
百
七
十
一
で
は
李
景
儉
は
「
疏
財
尚
義
」
で

あ
っ
た
た
め
、
死
ん
だ
日
に
は
そ
の
名
を
知
る
人
た
ち
は
み
な
惜
し

ん
だ
と
あ
る
が
、
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
「
疎
財
」
を
行
っ
た
の
か

は
書
か
れ
て
い
な
い
。
『
金
史
』
巻
九
十
五
で
「
疏
財
尚
義
」
と
さ

れ
て
い
る
董
師
中
も
、
弟
の
子
を
推
擧
し
た
こ
と
を
「
上
義
之
（
皇

帝
は
こ
れ
を
義
と
し
た
）
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
具
體
的
な

「
疎
財
」
行
爲
に
は
言
及
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
「
義
の
た

め
な
ら
私
財
を
惜
し
ま
ぬ
ほ
ど
の
気
概
が
あ
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意

史
実
―
」
、
百
九
十
四
頁 
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味
で
、
「
疎
財
」
は
「
仗
義
」
の
程
度
の
強
さ
を
あ
ら
わ
す
修
飾
成

分
と
解
し
て
お
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
五

十

一

。 

こ
れ
に
對
し
、
戴
宗
が
「
貪
財
背
義
で
は
な
い
」
こ
と
を
李
逵
の

長
所
と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
（
第
五
十
三
回
）
、
「
金
品
の
誘
惑

に
負
け
て
義
に
そ
む
く
」
は
、
人
格
を
非
難
す
る
こ
と
ば
と
な
る
。 

 

水
滸
傳
に
よ
く
見
ら
れ
る
定
型
表
現
に
ま
た
「
義
士
」
が
あ
り
、

七
十
一
例
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
後
の
文
脈
と
照
ら
し
て
「
義

士
」
と
稱
す
る
理
由
が
は
っ
き
り
わ
か
る
例
よ
り
も
、
わ
か
ら
な
い

例
の
ほ
う
が
多
い
。
第
四
十
八
回
、
宋
江
が
李
家
莊
の
主
人
・
李
應

に
對
面
を
求
め
る
際
に
「
義
士
」
と
自
稱
す
る
場
面
、
第
五
十
九

回
、
呉
用
が
宿
元
景
大
尉
に
對
し
て
宋
江
を
「
義
士
」
と
稱
す
る
場

面
な
ど
は
「
怪
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
、

第
八
十
回
、
梁
山
泊
征
伐
に
お
も
む
き
、
逆
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た
高
俅
が
し
き
り
に
宋
江
を
「
義
士
」
と
呼
ぶ
の
は
相
手
の
ご
機

嫌
を
と
る
た
め
で
あ
る
。
「
義
士
」
は
、
ほ
め
こ
と
ば
と
し
て
す
で

に
定
着
し
て
お
り
、
い
ち
い
ち
具
體
性
を
求
め
る
必
要
は
な
い
の
だ

                                        

             

 

五

十

一 

具
體
的
に
ど
の
行
為
を
さ
す
の
か
、
は
っ
き
り
わ
か
る
場
合
も
あ

る
。
朱
有
燉
『
黒
旋
風
人
仗
義
疎
財
』
雜
劇
で
は
、
上
納
す
る
米
が
な

く
て
困
っ
て
い
る
親
子
に
李
逵
が
梁
山
泊
の
糧
米
を
め
ぐ
ん
で
や
っ
た

行
爲
を
さ
し
て
「
仗
義
疎
財
」
と
言
っ
て
い
る
。
『
散
家
財
天
賜
老
生

兒
』
雜
劇
で
は
、
男
の
子
の
生
ま
れ
な
い
男
が
、
私
財
を
投
じ
て
貧
し

ろ
う
。 

 

五
．
水
滸
傳
と
明
代
の
空
氣 

１ 

四
書
と
の
比
較
～
刷
り
込
ま
れ
た
「
義
」 

 

「
義
」
は
經
書
に
も
見
え
る
德
目
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
編
纂
者
は

お
そ
ら
く
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
想
定
す
る
讀
者
に
も
知
識
人
が
ふ

く
ま
れ
て
い
る
。
知
識
人
は
科
擧
に
應
じ
る
た
め
の
勉
強
を
經
驗
し

た
も
の
で
あ
り
、
幼
い
頭
に
經
書
を
徹
底
的
に
た
た
き
こ
ま
れ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
え
る
「
義
」
の
含
意
が
彼
ら
の
思
考
に
多
か

れ
少
な
か
れ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
い
。
明
代
は
朱
熹

の
注
釈
し
た
四
書
に
も
と
づ
い
て
科
擧
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か

ら
、
明
代
の
四
書
の
「
義
」
の
理
解
は
す
な
わ
ち
朱
熹
を
通
じ
て
の

「
義
」
理
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
論
語
集
注
』
（
以
下
「
論
語
」
）
、

『
孟
子
集
注
』
（
以
下
「
孟
子
」
）
、
『
中
庸
章
句
』
（
以
下
「
中

庸
」
）
、
『
大
學
章
句
』
（
以
下
「
大
學
」
）
に
現
れ
る
「
義
」
が
ど
の

よ
う
に

說
明
さ
れ
て
い
る
か
を
簡
單
に
見
て
お
き
た
い
五

十

二

。 

い
人
や
困
っ
て
い
る
人
を
救
い
、
功
徳
を
積
む
と
言
い
、
そ
の
こ
と
を

歌
の
な
か
で
「
仗
義
疎
財
」
と
言
う
（
元
刊
雜
劇
三
十
種
本
、
酹
江
集

本
に
よ
る
。
元
曲
選
本
に
は
現
れ
な
い
）
。 

五

十

二 

四
書
に
お
け
る
「
義
」
の
整
理
に
際
し
て
は
溝
口
雄
三
ほ
か
編

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
「
義
」
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四
書
お
よ
び
そ
の
朱
熹
注
（
以
下
、
朱
注
）
五

十

三

に
お
い
て

「
義
」
は
「
宜
」
と
い
う
語
で

說
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
義

者
、
事
之
宜
也
」
（
「
論
語
」
巻
一
朱
注
）
、
「
義
者
、
天
理
之
所
宜
。

利
者
人
情
之
所
欲
」
（
「
論
語
」
巻
二
朱
注
）
、
「
所
行
合
宜
」
（
「
論

語
」
巻
六
朱
注
）
、
「
好
義
、
則
事
合
宜
」
（
「
論
」
巻
七
朱
注
）
、

「
義
、
人
之
正
路
也
」
朱
注
「
義
者
、
宜
也
」
（
「
孟
子
」
巻
七
）
、

「
義
、
人
路
也
」
（
「
孟
子
」
巻
十
一
）
朱
注
「
義
者
、
行
事
之

宜
」
、
「
義
者
、
宜
也
」
（
「
中
庸
」
第
二
十
章
）
朱
注
「
宜
者
、
分
別

事
理
、
各
有
所
宜
也
」
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
朱
熹
の
高
弟
で
あ
っ

た
陳
淳
の
記
し
た
『
北
溪
字
義
』
五

十

四

で
も
「
義
就
心
上
論
、
則
是

心
裁
制
決
斷
處
。
宜
字
乃
裁
斷
後
字
。
裁
斷
當
理
、
然
後
得
宜
。
…

且
如
有
一
人
來
邀
我
同
出
去
、
便
須
能
剖
判
當
出
不
當
出
（
義
は
、

心
に
つ
い
て
言
え
ば
、
心
で
よ
く
考
え
決
斷
す
る
こ
と
で
あ
る
。
宜

は
決
斷
し
た
後
の
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
。
決
斷
が
理
に
か
な
っ
て

い
れ
ば
宜
し
き
を
得
る
。
…
た
と
え
ば
あ
る
人
が
一
緒
に
出
か
け
よ

う
と
誘
い
に
來
た
ら
、
出
る
べ
き
か
出
ざ
る
べ
き
か
を
判
斷
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）
」
、
「
到
那
義
、
裁
斷
千
條
萬
緒
、
各
得
其
宜
、
亦

都
渾
是
這
天
理
流
行
（
義
に
至
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
考
え
て

                                        

             

 

を
參
考
に
し
た
。 

五

十

三

『
四
書
章
句
集
注
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
を
使
用
し

決
斷
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宜
を
得
る
の
も
ま
た
す
べ
て
こ
の

天
理
が
廣
が
っ
た
も
の
で
あ
る
）
」
（
卷
上
「
仁
義
禮
智
心
」
）
と

說

明
す
る
。
そ
の
場
の
狀
況
を
見
て
適
切
な
行
為
は
な
に
か
を
判
斷
し

選
擇
す
る
と
い
う
の
が
「
義
」
の
基
本
的
な
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。 

で
は
な
に
を
も
っ
て
適
切
と
見
な
す
の
か
。
次
の
よ
う
な
解

說
が

あ
る
。 

「
君
子
有
勇
而
無
義
為
亂
、
小
人
有
勇
而
無
義
為
盜
（
君
子
に
勇

が
あ
り
義
が
な
け
れ
ば
亂
に
な
る
、
小
人
に
勇
あ
り
て
義
が
な
け
れ

ば
盗
に
な
る
）
」
（
「
論
語
」
巻
八
）
、
「
害
義
者
、
顛
倒
錯
亂
、
傷
敗

彝
倫
（
義
を
害
す
る
と
は
、
順
序
を
亂
し
、
人
倫
を
損
ね
る
こ
と
で

あ
る
）
」
（
「
孟
子
」
巻
二
朱
注
）
。
「
義
」
の
目
的
は
人
と
人
と
の
關

係
の
秩
序
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
適
切
な
判
斷
と
は
す
な
わ
ち

秩
序
維
持
と
い
う
目
的
に
か
な
っ
た
判
斷
で
あ
る
。
そ
の
判
斷
に
は

具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
「
孟
子
」
巻
七
に
は

「
義
之
實
、
從
兄
是
也
（
義
の
實
は
、
兄
に
從
う
こ
と
だ
）
」
、
そ
の

朱
注
に
「
義
主
於
敬
而
敬
莫
先
於
從
兄
（
義
は
敬
を
つ
か
さ
ど
り
、

敬
は
兄
に
從
う
こ
と
よ
り
優
先
す
る
も
の
は
な
い
）
」
と
あ
り
、
巻

十
三
に
も
「
敬
長
、
義
也
（
年
長
者
を
敬
う
こ
と
は
義
で
あ
る
）
」

た
。 

五

十

四

陳
淳
『
北
溪
字
義
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
） 
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と
あ
る
。 

年
長
者
を
敬
う
こ
と
は
長
幼
の
序
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

「
孟
子
」
巻
五
に
は
「
父
子
有
親
、
君
臣
有
義
、
夫
婦
有
別
、
長
幼

有
序
、
朋
友
有
信
（
父
子
に
親
あ
り
、
君
臣
に
義
あ
り
、
夫
婦
に
別

あ
り
、
長
幼
に
序
あ
り
、
朋
友
に
信
あ
り
）
」
と
あ
る
。
こ
の
一
文

は
「
論
語
」
巻
九
「
子
路
曰
『
不
仕
無
義
。
長
幼
之
節
不
可
廢
也
。

君
臣
之
義
如
之
何
其
廢
之
？
』
（
子
路
が
言
っ
た
。
『
仕
官
し
な
い
こ

と
は
義
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
長
幼
の
序
は
廢
し
て
は
な
ら
な
い
。

君
臣
の
義
を
ど
う
し
て
廢
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
』
）
」
に
對
す
る

朱
注
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
禮
義
、
所
以
辨
上
下
定
民

志
（
禮
義
と
は
上
下
の
區
別
を
し
、
民
の
心
を
定
め
る
こ
と
だ
）
」

と
も
い
う
。 

 

な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
適
切
に
判
斷
す
る
の
も
「
義
」
で
あ

る
。
「
人
能
充
無
穿
踰
之
心
而
義
不
可
勝
用
（
人
は
盗
み
を
し
な
い

心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
れ
ば
、
用
い
き
れ
な
い
ほ
ど
義
が
あ
る
こ
と
に

な
る
）
」
（
「
孟
子
」
巻
十
四
）
、
そ
の
朱
注
「
能
滿
其
無
穿
踰
之
心
而

無
不
義
矣
（
盗
み
を
し
な
い
心
が
滿
ち
れ
ば
義
で
な
い
も
の
は
な

い
）
」
、
「
言
不
及
義
、
則
放
辟
邪
侈
之
心
滋
（
こ
と
ば
が
義
に
お
よ

ば
な
い
と
は
、
ほ
し
い
ま
ま
に
不
正
な
こ
と
を
す
る
心
の
こ
と
）
」

（
「
論
語
」
巻
八
朱
注
）
の
よ
う
に
、
し
た
い
こ
と
で
も
、
そ
の
行

為
が
秩
序
を
亂
す
の
な
ら
ば
、
し
な
い
と
い
う
判
斷
を
く
だ
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
義
者
、
人
心
之
裁
制
（
義
は
人
の
心
を

抑
え
る
も
の
で
あ
る
）
」
（
「
孟
子
」
巻
三
朱
注
）
と
い
う
解
釋
も
生

ま
れ
る
。
欲
望
と
社
會
秩
序
と
が
對
立
す
る
場
合
は
自
制
す
る
の
が

「
義
」
で
あ
る
。
「
人
皆
有
所
不
為
、
達
之
於
其
所
為
、
義
也
（
人

は
み
な
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
そ
れ
ま
で
し
て
い
た
こ
と
に

及
ぼ
し
た
も
の
が
義
で
あ
る
）
」
（
「
孟
子
」
巻
十
四
）
。
そ
の
朱
注

に
、
こ
の
抑
止
す
る
心
が
義
の
は
じ
ま
り
（
端
）
な
の
だ
と
言
う
。 

自
己
の
欲
望
と
同
様
に
「
義
」
と
對
立
す
る
も
の
に
「
利
」
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
「
君
子
喩
於
義
小
人
喩
於
利
（
君
子
は
義
に
も
と

づ
い
て
理
解
し
、
小
人
は
利
に
も
と
づ
い
て
理
解
す
る
）
」
、
朱
注

「
義
者
、
天
理
之
所
宜
。
利
者
人
情
之
所
欲
（
義
は
天
の
道
理
が
ふ

さ
わ
し
い
と
す
る
こ
と
。
利
は
人
の
情
が
ほ
し
が
る
こ
と
）
」
（
「
論

語
」
巻
二
）
。
「
此
謂
國
不
以
利
為
利
、
以
義
為
利
也
（
こ
れ
は
國
は

利
を
も
っ
て
利
を
な
さ
ず
、
義
を
も
っ
て
利
を
な
す
と
い
う
こ
と

だ
）
」
（
「
大
學
」
十
章
）
な
ど
と

說
か
れ
て
い
る
。 

欲
や
利
に
と
ら
わ
れ
な
す
べ
き
こ
と
を
お
こ
た
る
の
が
「
小
人
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
、
「
非
義
之
義
、
大
人
弗
為
（
義
の
よ
う
で

義
で
な
い
こ
と
は
大
人
は
し
な
い
）
」
朱
注
「
因
時
而
處
宜
（
時
に

應
じ
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
す
る
）
」
、
「
大
人
者
、
言
不
必
信
、
行

不
必
果
、
惟
義
所
在
（
大
人
は
言
っ
た
と
お
り
に
す
る
と
は
限
ら

ず
、
し
は
じ
め
た
こ
と
を
最
後
ま
で
す
る
と
も
限
ら
ず
、
た
だ
義
あ
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る
の
み
で
あ
る
）
」
朱
注
「
大
人
言
行
、
不
先
期
於
信
果
、
但
義
之

所
在
、
則
必
從
之
（
大
人
の
言
動
と
は
あ
ら
か
じ
め
結
果
を
見
込
ん

だ
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
義
の
あ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
の
で
あ

る
）
」
（
「
孟
子
」
巻
九
）
。
「
義
主
於
制
斷
、
故
退
以
義
（
義
は
判
斷

の
基
準
で
あ
り
、
ゆ
え
に
退
く
に
も
義
を
も
っ
て
す
る
）
」
（
「
孟

子
」
巻
九
朱
注
）
と
、
い
か
な
る
と
き
で
も
「
義
」
を
行
動
基
準
に

で
き
る
の
が
「
大
人
」
で
あ
る
。
そ
の
極
端
な
言
い
よ
う
が
「
孟

子
」
巻
十
一
の
「
生
、
亦
我
所
欲
也
。
義
、
亦
我
所
欲
也
。
二
者
不

可
得
兼
、
舍
生
取
義
也
（
生
は
我
の
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
義
も
ま

た
我
の
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
兩
方
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
生
を
捨
て
義
を
と
る
）
」
で
あ
る
。
な
す
べ
き
こ
と
に
つ

い
て
確
乎
た
る
判
斷
基
準
を
も
ち
、
決
し
て
迷
わ
な
い
強
い
意
志
が

要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

人
間
關
係
秩
序
維
持
の
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
さ
ん
と
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
を
賭
し
て
も
な
す
氣
慨
が
求
め
ら
れ
、
個
人

の
欲
や
利
に
流
さ
れ
れ
ば
非
難
さ
れ
る
。
こ
れ
は
水
滸
傳
の
「
義
」

も
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
「
義
」
の
核
心
義
に
お
い
て
朱
子
學
と
水
滸

                                        

             

 

五

十

五

溝
口
雄
三
・
池
田
知
久
・
小
島
毅
『
中
国
思
想
史
』
（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
第
三
章
「
転
換
期
と
し
て
の
明
末
清
初
期
」

（
溝
口
雄
三
） 

傳
と
に
本
質
的
な
差
は
な
い
。
し
か
し
武
松
の
「
義
擧
」
を
朱
子
學

の
規
範
に
照
ら
せ
ば
、
６
の
行
為
は
「
正
義
」
、
７
は
「
不
正
義
」

と
正
反
對
の
評
価
を
下
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
朱
子
學
に

お
い
て
は
な
に
に
も
ま
し
て
守
る
べ
き
人
間
關
係
秩
序
が
確
定
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
學
は
純
粹
な
倫
理
道
德
學
で
は
な
く
、

個
々
人
の
道
德
的
修
養
が
社
會
全
體
の
秩
序
安
寧
に
つ
な
が
る
と
す

る
政
治
學
で
あ
る
五

十

五

。
「
朱
子
学
は
本
質
的
に
旧
秩
序
の
保
守
、

体
制
護
持
へ
の
志
向
を
も
つ
…
…
礼
は
社
会
的
な
『
し
き
た
り
』
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
心
的
な
機
能
は
君
臣
父
子
の
身
分
秩
序
を
保

持
す
る
こ
と
に
あ
る
。
朱
子
学
に
と
っ
て
は
礼
は
そ
の
ま
ま
に
理
で

あ
り
、
体
制
の
護
持
は
理
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
五

十

六

と
言

う
よ
う
に
、
國
家
秩
序
が
最
優
先
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
な
す
べ
き

こ
と
が
、
現
今
の
人
間
關
係
を
亂
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
小
さ

な
單
位
の
人
間
關
係
秩
序
を
保
つ
た
め
の
判
斷
が
大
き
な
單
位
の
秩

序
維
持
に
反
し
そ
う
な
場
合
は
ど
う
す
べ
き
か
。
「
大
學
」
一
章
の

有
名
な
一
節
が
そ
の
答
え
と
な
ろ
う
。
「
物
格
而
后
知
至
、
知
至
而

后
意
誠
、
意
誠
而
后
心
正
、
心
正
而
后
身
脩
、
身
脩
而
后
家
齊
、
家

五

十

六

森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史
』
（
第
三
文
明
社
レ
グ
ル
ス
文
庫
、
一

九
七
八
年
）
、
三
百
六
十
四
頁 
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齊
而
后
國
治
、
國
治
而
后
天
下
平
。
…
其
本
亂
而
末
治
者
、
否
矣

（
物
格
し
く
し
て
后
知
至
る
、
知
至
り
て
后
意
誠
な
り
、
意
誠
に
し

て
后
心
正
し
、
心
正
し
く
し
て
而
后
身
脩
ま
る
、
身
脩
ま
り
て
后
家

齊
ふ
、
家
齊
ひ
て
后
國
治
ま
る
、
國
治
ま
り
て
后
天
下
平
か
な
り
。

…
其
の
本
亂
れ
て
末
治
ま
る
者
、
否
ず
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間

關
係
秩
序
に
は
動
か
し
が
た
い
階
梯
性
が
あ
る
。
な
ぜ
小
規
模
單
位

の
秩
序
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
よ
り
上
位
の
秩
序
維

持
に
貢
献
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
最
終
目
標
が
平
天
下
で
あ
る
以

上
、
下
位
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
上
位
の
秩
序
を
亂
す
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。
朱
子
學
で
「
義
」
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
秩
序
は
ひ
と
つ
に

集
約
し
た
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
狀
、
同
心
圓
狀
と
解
し
得
る
體
系
で
あ

る
。
「
孟
子
」
巻
八
に
「
君
義
、
莫
不
義
（
君
主
が
義
で
あ
れ
ば
、

義
で
な
い
も
の
は
い
な
い
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
義
」
を
守
れ
ば
必

ず
秩
序
は
保
た
れ
る
。
逆
に
、
上
位
單
位
の
秩
序
に
反
す
る
も
の
は

「
義
」
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
國
家
秩
序
に
反
す
る
例
７
は
、
い
く
ら

恩
人
を
助
け
る
こ
と
は
道
義
的
に
な
す
べ
き
こ
と
だ
と
主
張
し
よ
う

と
、
朱
子
學
か
ら
見
れ
ば
「
義
」
に
は
な
り
え
な
い
。
こ
れ
を
水
滸

傳
が
「
義
」
と
稱
し
て
い
る
の
は
、
武
松
と
そ
の
恩
人
孔
明
、
孔
亮

と
い
う
三
者
の
人
間
關
係
の
み
に
注
目
し
、
上
位
秩
序
に
反
し
て
い

る
こ
と
を
考
慮
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
水
滸
傳
で
は
上
位
下
位
と
い

う
よ
り
も
、
複
數
の
單
位
が
並
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
「
義
」

が
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
「
義
」
の
特
徴
は
こ
の
獨
立

し
た
秩
序
範
圍
の
存
在
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

２ 

情
義
雙
全 

 

朱
子
學
の
説
く
「
義
」
は
き
わ
め
て
理
性
的
で
、
感
情
的
、
衝
動

的
な
行
動
と
は
一
線
を
劃
し
た
価
値
觀
で
あ
る
。
水
滸
傳
で
も

「
義
」
は
道
理
に
も
と
づ
く
判
斷
な
の
だ
が
、
往
々
に
し
て
道
理
に

よ
る
行
動
と
感
情
に
よ
る
行
動
が
並
列
さ
れ
、
時
に
同
一
視
す
る
樣

子
も
散
見
さ
れ
る
。 

 

60 

自
此
梁
山
泊
十
一
位
頭
領
聚
義
、
真
乃
是
交
情
渾
似
股
肱
、
義

氣
如
同
骨
肉
。 

こ
れ
よ
り
梁
山
泊
の
十
一
人
の
頭
領
が
聚
義
し
、
ま
さ
に
交

情
は
手
足
の
ご
と
く
、
義
氣
は
骨
肉
の
ご
と
し
。
（
第
二
十

回
） 

 

61 

梁
山
結
義
堅
如
石
、
此
別
難
忘
手
足
情
。 

梁
山
の
結
義
の
か
た
き
こ
と
は
石
の
ご
と
く
、
こ
の
別
れ
に

兄
弟
の
情
は
忘
れ
が
た
し
。
（
第
九
十
四
回
） 

 

62 

「
呉
某
心
中
想
念
宋
公
明
、
恩
義
難
報
、
交
情
難
捨
、
正
欲
就
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此
處
自
縊
一
死
、
魂
魄
與
仁
兄
同
聚
一
處
、
以
表
忠
義
之
心
」 

「
わ
た
く
し
呉
用
は
心
中
で
宋
公
明
の
こ
と
を
お
も
え
ば
、

恩
義
に
は
報
い
が
た
く
、
交
情
は
捨
て
が
た
い
、
こ
こ
で
み

ず
か
ら
首
を
く
く
っ
て
死
に
、
魂
魄
は
兄
上
と
ひ
と
と
こ
ろ

に
あ
つ
ま
り
、
わ
た
し
の
忠
義
の
心
を
あ
ら
わ
そ
う
と
思

う
。
」
（
第
百
回
） 

 

22
で
公
孫
勝
は
王
倫
ら
の
結
束
の
こ
と
を
「
大
義
」
と
言
う
が
、
そ

の
直
前
に
呉
用
は
「
頭
領
息
怒
。
自
是
我
等
來
的
不
是
、
倒
壞
了
你

山
寨
情
分
（
頭
領
、
お
怒
り
を
お
し
ず
め
く
だ
さ
い
。
わ
れ
ら
が
來

た
の
が
わ
る
か
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
が
た
山
寨
の
情
を
こ
わ
し
て

し
ま
い
ま
し
た
）
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
「
義
」
に

よ
る
結
束
、
「
情
」
に
よ
る
つ
な
が
り
が
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。 

「
三
言
」
に
お
い
て
は
夫
婦
關
係
を
表
す
の
に
、
「
情
」
を
用
い

る
場
合
と
「
義
」
を
用
い
る
場
合
と
が
見
ら
れ
る
。
「
義
」
は
夫
婦

と
な
っ
た
以
上
最
後
ま
で
そ
い
と
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
道
理
を

さ
し
、
「
情
」
は
愛
情
が
あ
る
ゆ
え
一
緒
に
い
る
こ
と
を
指
す
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
組
の
夫
婦
關
係
を
そ
の
兩
方
を
用
い
て
表

現
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
『
警
世
通
言
』
三
十
四
「
王
嬌
鸞

百
年
長
恨
」
で
は
「
薄
情
」
（
感
情
面
）
、
「
背
盟
」
（
道
理
面
）
の
二

種
の
こ
と
ば
で
婚
約
に
そ
む
い
た
男
を
非
難
す
る
。
『
古
今
小
説
』

巻
一
「
蒋
興
哥
重
會
珍
珠
衫
」
で
は
、
妻
の
不
義
密
通
を
知
り
離
緣

し
た
男
を
、
そ
の
事
情
を
知
ら
な
い
舅
が
「
無
情
無
義
」
と
言
う
。

當
の
妻
は
「
負
了
丈
夫
恩
情
」
と
、
も
っ
ぱ
ら
感
情
面
か
ら
夫
を
裏

切
っ
た
反
省
を
す
る
。
『
警
世
通
言
』
第
二
巻
「
莊
子
休
鼓
盆
成
大

道
」
で
は
、
妻
が
夫
を
批
判
し
て
「
没
仁
没
義
」
と
言
う
。
こ
の
よ

う
に
、
「
無
情
無
義
」
、
「
没
仁
没
義
」
な
ど
と
並
列
の
表
現
を
す
る

場
合
、
「
情
」
と
「
義
」
と
に
は
明
確
な
區
別
は
な
さ
れ
ず
、
「
人
と

人
と
の
結
び
つ
き
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。 

梁
山
泊
の
百
八
人
の
つ
な
が
り
も
同
様
に
、
義
と
情
を
な
い
ま
ぜ

に
し
た
「
人
を
結
び
つ
け
る
も
の
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
が
少

な
く
な
い
。 

楊
雄
の
妻
潘
巧
雲
は
、
不
義
密
通
を
し
た
う
え
、
そ
れ
に
気
づ
い

た
石
秀
を
楊
雄
と
仲
た
が
い
さ
せ
追
い
出
そ
う
と
し
た
。
よ
う
や
く

そ
れ
に
気
づ
い
た
楊
雄
は
妻
を
の
の
し
る
。 

 

63 

「
一
者
壞
了
我
兄
弟
情
分
、
二
乃
久
後
必
然
被
你
害
了
性
命
、

不
如
我
今
日
先
下
手
為
強
。
」 

 

「
ひ
と
つ
に
は
わ
れ
ら
兄
弟
の
情
を
こ
わ
し
た
こ
と
、
ふ
た

つ
に
は
い
づ
れ
必
ず
お
ま
え
に
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
。
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い
ま
先
に
手
を
く
だ
す
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
」
（
第
四
十

六
回
） 

 

楊
雄
と
石
秀
と
は
、
ご
ろ
つ
き
に
絡
ま
れ
て
い
た
楊
雄
を
見
ず
知
ら

ず
の
石
秀
が
助
太
刀
に
入
っ
た
の
が
出
會
い
で
、
「

64 

我
如
今
就

認
義
了
石
家
兄
弟
做
我
兄
弟
（ 

わ
た
し
は
い
ま
石
兄
弟
を
、
義
を

認
め
て
兄
弟
と
し
た
）
」
（
第
四
十
四
回
）
と
い
う
關
係
で
あ
る
。

そ
の
二
人
の
仲
を
引
き
裂
こ
う
と
し
た
潘
巧
雲
に
對
し
「
壞
義
氣
」

と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
「
壞
情
分
」
と
い
う
語
が
選
ば

れ
て
い
る
。 

第
百
回
、
毒
殺
さ
れ
た
宋
江
が
軍
師
呉
用
の
夢
枕
に
立
ち
、
次
の

よ
う
に
頼
む
。 

 

65 

「
軍
師
若
想
舊
日
之
交
情
、
可
到
墳
塋
親
來
看
視
一
遭
。
」 

 

「
軍
師
が
か
つ
て
の
交
情
を
思
っ
て
く
れ
る
な
ら
ひ
と
目
會

い
に
墓
ま
で
來
て
ほ
し
い
。
」 

 

「
義
」
で
結
ば
れ
て
い
る
梁
山
泊
の
成
員
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の

關
係
は
「
情
」
の
つ
な
が
り
で
あ
る
と
も
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
は

                                        

             

 

五

十

七 

「
意
」
は
「
義
」
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。 

ま
た
、
編
纂
者
が
そ
う
考
え
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
は
な

い
か
。
あ
る
い
は
「
義
」
で
結
ば
れ
た
關
係
を
つ
づ
け
る
う
ち
に
情

も
う
つ
っ
て
き
た
と

說
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

と
ま
れ
梁
山
泊
集
團
は
た
だ
道
理
に
よ
っ
て
義
務
的
に
保
た
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
仲
間
と
と
も
に
あ
り
た
い
と
い
う
感
情
も
そ
な
え

た
「
血
の
通
っ
た
」
團
結
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
梁
山
泊
成
員
以
外
の
セ
リ
フ
で
も
表
現
さ
れ
て
い

る
。

66
は
宿
元
景
が
、
歸
順
し
た
宋
江
た
ち
に
つ
い
て
奏
上
し
た
と

き
の
こ
と
ば
。

67
は
、
羅
真
人
が
弟
子
の
公
孫
勝
を
遼
を
破
る
ま
で

は
宋
江
に
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
を
認
め
た
場
面
で
あ
る
。 

 

66 

「
宋
江
這
夥
好
漢
、
方
始
歸
降
、
百
單
八
人
、
恩
同
手
足
、
意

若
同
胞
五

十

七

。
他
們
決
不
肯
便
拆
散
分
開
、
雖
死
不
捨
相
離
」 

 

「
宋
江
ら
好
漢
は
歸
順
し
た
ば
か
り
で
、
百
八
人
は
恩
情
は

手
足
に
同
じ
、
心
は
兄
弟
の
ご
と
し
。
彼
ら
は
決
し
て
ば
ら

ば
ら
に
な
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
し
、
死
す
と
も
離
れ
離
れ
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
」
（
第
八
十
三
回
） 

 
67 
「
若
今
日
便
留
下
在
此
伏
侍
貧
道
、
却
不
見
了
弟
兄
往
日
情
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分
。
」 

 

「
も
し
い
ま
こ
こ
に
殘
し
て
わ
た
く
し
の
世
話
を
さ
せ
れ

ば
、
あ
な
た
が
た
兄
弟
の
い
ま
ま
で
の
情
を
無
視
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
」
（
第
八
十
五
回
） 

 

で
は
、
血
の
通
わ
な
い
、
道
理
だ
け
で
成
り
立
つ
人
間
關
係
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
『
世
説
新
語
』
五

十

八

巻
一
「
德
行
」

の
一
條
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。 

 

華
歆
と
王
朗
が
賊
を
避
け
て
船
に
乗
っ
て
逃
げ
た
。
あ
る
人
が
一

緒
に
逃
げ
た
い
と
言
っ
た
が
華
歆
は
し
ぶ
っ
た
。
王
朗
は
連
れ
て

い
っ
た
。
し
か
し
賊
が
追
い
つ
い
て
く
る
と
、
王
朗
は
そ
の
人
を

捨
て
よ
う
と
し
た
。
華
歆
は
一
度
連
れ
て
行
く
と
決
め
た
の
だ
か

ら
い
ま
さ
ら
見
捨
て
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
た
。 

 

こ
の
條
の
注
に
引
か
れ
る
華
嶠
『
譜
敍
』
に
「
義
」
が
出
て
く
る
。

そ
こ
で
は
華
歆
と
王
朗
以
外
に
も
逃
げ
て
い
る
人
々
が
い
る
。
は
じ

め
連
れ
て
い
く
の
を
し
ぶ
る
華
歆
の
こ
と
ば
は
「
不
可
。
今
在
危
險

中
、
禍
福
患
害
、
義
猶
一
也
。
今
無
故
受
之
、
不
知
其
義
。
若
有
進

                                        

             

 

五

十

八 

『
世
説
新
語
校
箋
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
） 

退
、
可
中
棄
乎
？
（
だ
め
だ
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
危
險
に
あ

り
、
災
い
に
あ
る
と
き
義
は
一
貫
し
て
い
る
べ
き
だ
。
い
ま
受
け
入

れ
る
理
由
は
な
く
、
そ
の
義
は
わ
か
ら
な
い
。
も
し
い
き
づ
ま
っ
た

ら
捨
て
ら
れ
る
の
か
）
」
で
あ
る
。
ほ
か
の
人
は
「
不
忍
」
、
見
捨
て

る
こ
と
が
で
き
ず
助
け
た
。
の
ち
に
こ
の
人
が
井
戸
に
落
ち
た
の
で

み
な
は
見
捨
て
よ
う
と
し
た
。
華
歆
は
「
已
與
俱
矣
、
棄
之
不
義

（
す
で
に
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
見
捨
て
る
の
は
不
義

だ
）
」
と
言
っ
た
。
こ
の
義
は
水
滸
傳
の
そ
れ
と
は
雰
圍
氣
が
ち
が

う
。
背
筋
が
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
冷
た
い
義
で
あ
る
。
華
歆
以
外
の

人
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
つ
れ
て
い
こ
う
と
言
っ
た
と
思
え
ば
ま

た
、
足
手
ま
と
い
に
な
っ
た
か
ら
置
い
て
い
こ
う
と
言
う
。
華
歆
は

そ
の
場
の
感
情
で
意
見
を
變
え
る
人
々
を
冷
や
や
か
に
見
て
い
る
。

助
け
る
も
助
け
な
い
も
、
た
だ
道
理
に
よ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に

「
か
わ
い
そ
う
だ
」
、
「
面
倒
だ
」
な
ど
の
感
情
が
割
り
込
む
餘
地
は

な
い
。
『
譜
敍
』
は
華
氏
の
家
系
を
飾
り
た
て
る
た
め
の
も
の
だ
か

ら
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
華
歆
が
ど
ん
な
時
に
も
冷
静
に
道
理
を
重

ん
じ
て
い
た
こ
と
を
た
た
え
る
た
め
に
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

水
滸
傳
の
義
は
往
々
に
し
て
情
と
一
體
化
す
る
。
物
語
の
終
盤
、

梁
山
泊
集
團
の
崩
壊
の
過
程
で
、
先
行
き
が
暗
い
こ
と
が
分
か
っ
て
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い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
離
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
運
命
を
と
も
に
す
る
の

は
、
「
已
與
俱
矣
、
棄
之
不
義
」
と
い
う
道
理
だ
け
で
は
な
く
、
感

情
面
で
も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
ゆ
え
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
こ
れ
は
ひ
と
り
水
滸
傳
の
み
の
こ
と
で
は
な
い
。
大
木
康

「
馮
夢
龍
『
三
言
』
の
意
圖
に
つ
い
て
（
続
）
」
は
、
「
作
品
採
否
の

基
準
は
、
登
場
人
物
の
真
率
な
心
情
に
根
ざ
し
た
純
粋
な
行
動
で
あ

る
か
否
か
、
と
い
う
点
」
五

十

九

で
あ
っ
た
と
い
う
。
水
滸
傳
の

「
義
」
も
、
「
約
束
は
守
り
た
い

．
．
．
．
」
、
「
お
世
話
に
な
っ
た
人
に
恩
返

し
し
た
い

．
．
．
」
、
「
仲
間
を
裏
切
り
た
く
な
い

．
．
．
．
．
．
．
」
と
い
う
「
真
率
な
心

情
」
と
、
人
間
關
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
道
理
と
が
合
致
し

た
も
の
と
し
て
描
寫
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
四
書
や
『
譜

叙
』
の
「
義
」
は
、
感
情
を
排
し
た
、
義
務
的
で
ド
ラ
イ
な
「
義
」

で
あ
る
。
水
滸
傳
の
「
義
」
は
感
情
面
の
欲
求
と
一
致
し
て
い
る
。

編
纂
者
は
道
理
と
感
情
の
兩
面
か
ら
梁
山
泊
の
結
束
の
強
さ
を
表
現

す
る
こ
と
で
、
そ
の
結
束
の
あ
ま
り
の
強
さ
ゆ
え
、
集
團
が
崩
壞
へ

の
一
途
を
た
ど
る
な
か
で
も
愚
直
な
ま
で
に
運
命
を
と
も
に
す
る
と

                                        

             

 

五

十

九

大
木
康
「
馮
夢
龍
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
（
続
）

―
〝
真
情
〟
よ
り
見
た
一
側
面
―
」
（
『
伊
藤
漱
平
教
授
退
官
記
念

中
国
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
） 

六

十 

森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史
（
下
）
』
第
九
章
「
元
・
明
の
思

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
讀
者
も
そ
の
理
屈
に

納
得
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

六
．
陽
明
学
の
「
義
」 

 

感
情
と
道
理
に
か
な
っ
た
判
斷
が
一
體
化
す
る
と
言
っ
て
思
い
起

こ
さ
れ
る
の
が
陽
明
學
で
あ
る
。
明
代
は
ま
た
「
主
知
主
義
、
理
性

主
義
の
朱
子
学
を
離
れ
、
情
意
を
動
力
と
す
る
陽
明
学
へ
と
向
か

う
」
六

十

時
代
で
も
あ
っ
た
。
陽
明
學
は
朱
子
學
を
「
理
を
外
に
求
め

る
も
の
」
と
批
判
し
、
道
德
的
な
判
斷
は
そ
れ
ぞ
れ
の
純
粹
な
心
に

よ
る
も
の
で
外
部
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
六

十

一

。

王
陽
明
は
そ
の
『
傳
習
錄
』
に
「
君
子
之
學
、
終
身
只
是
集
義
一

事
、
義
者
宜
也
。
心
得
其
宜
之
謂
義
。
能
致
良
知
則
心
得
其
宜
矣
。

故
集
義
亦
只
是
致
良
知
。
君
子
之
酬
酢
萬
變
、
當
行
則
行
、
當
止
則

止
、
當
生
則
生
、
當
死
則
死
（
君
子
の
學
は
生
涯
た
だ
義
を
集
め
る

の
一
事
の
み
で
あ
る
。
義
と
は
宜
で
あ
る
。
心
が
宜
を
得
る
こ
と
を

義
と
い
う
。
良
知
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
心
が
宜
を
得
る
こ

想
」
、
三
百
八
十
四
頁 

六

十

一

「
心
即
理
也
。
天
下
又
有
心
外
之
事
、
心
外
之
理
乎
？
」
、
「
至
善

只
是
此
心
純
乎
天
理
之
極
便
是
。
更
於
事
物
上
怎
生
求
？
」
『
傳
習

錄
』
上
巻
（
『
王
陽
明
全
集
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年
） 
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と
で
あ
る
。
故
に
義
を
集
め
る
こ
と
も
ま
た
良
知
を
致
す
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
君
子
は
あ
ら
ゆ
る
變
化
に
對
應
し
、
な
す
べ
き
な
ら

ば
な
し
、
止
ま
る
べ
き
な
ら
ば
止
ま
り
、
生
く
べ
き
な
ら
ば
生
き
、

死
す
べ
き
な
ら
ば
死
す
）
」
（
『
傳
習
錄
』
中
卷
「
答
歐
陽
崇
一
」
）
、

「
義
即
良
知
、
曉
得
良
知
是
頭
腦
、
方
無
執
著
。
且
如
受
人
餽
送
、

也
有
今
日
當
受
的
、
他
日
不
當
受
的
。
也
有
今
日
不
當
受
的
、
他
日

當
受
的
。
你
若
執
着
了
今
日
當
受
的
、
便
一
切
受
去
、
執
着
了
今
日

不
當
受
的
、
便
一
切
不
受
去
、
便
是
適
莫
、
便
不
是
良
知
的
本
體
、

如
何
喚
得
做
義
。
（
義
と
は
す
な
わ
ち
良
知
だ
。
良
知
が
要
點
で
あ

る
と
わ
か
れ
ば
執
着
が
な
く
な
る
。
た
と
え
ば
人
か
ら
贈
り
も
の
を

受
け
る
と
き
、
今
日
は
受
け
る
べ
き
で
あ
り
別
の
日
に
は
受
け
る
べ

き
で
は
な
い
。
ま
た
今
日
は
受
け
る
べ
き
で
な
く
ほ
か
の
日
に
受
け

る
べ
き
だ
、
な
ど
。
も
し
今
日
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
執
着

し
て
す
べ
て
受
け
る
こ
と
に
し
た
り
、
今
日
受
け
る
べ
き
で
な
か
っ

た
こ
と
に
執
着
し
て
す
べ
て
受
け
な
い
こ
と
に
し
た
り
す
る
の
が
適

や
莫
で
あ
り
、
良
知
の
本
體
で
は
な
い
。
義
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
か
）
」
（
同
下
卷
）
と
説
く
。
こ
こ
で
も
朱
熹
の
注
釋
と
同
じ
よ
う

に
「
當
（
當
然
…
…
す
べ
き
だ
）
」
と
い
う
語
が
説
明
に
用
い
ら
れ

                                        

             

 

六

十

二

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
「
陽
明
学
」
（
市
来
津
由
彦
・
溝
口
雄

三
） 

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
義
」
の
根
本
は
水
滸
傳
や

朱
子
學
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
各
場
面
に
應
じ
て
な
す
べ
き
こ

と
を
適
切
に
判
斷
す
る
こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
「
義
」
は

す
な
わ
ち
「
良
知
」
だ
と
し
、
さ
ら
に
「
致
良
知
是
學
問
大
頭
腦

（
致
良
知
は
学
問
の
も
っ
と
も
肝
腎
の
も
の
）
」
（
同
中
卷
「
答
歐
陽

崇
一
」
）
と

說
い
て
い
る
點
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
喜
怒
哀
懼
愛

惡
欲
謂
之
七
情
。
七
者
俱
是
人
心
合
有
的
…
…
七
情
順
其
自
然
之
流

行
、
皆
是
良
知
之
用
（
喜
怒
哀
懼
愛
惡
欲
を
七
情
と
い
う
。
こ
の
七

つ
は
す
べ
て
人
の
心
に
あ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
七
情
の
自
然
に

ま
か
せ
て
流
れ
出
た
も
の
は
み
な
良
知
の
用
で
あ
る
）
」
（
同
巻
下
）

と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
良
知
」
を
媒
介
に
「
義
」
と
自
然
な
感
情
と

は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
良
知
は
、
意
図
や
計
慮
に
よ
ら
ず
自
然
に

ほ
と
ば
し
り
で
る
心
の
働
き
を
意
味
す
る
…
…
良
知
さ
え
十
全
で
あ

れ
ば
、
そ
の
良
知
か
ら
や
む
に
や
ま
れ
ず
発
露
さ
れ
た
行
為
は
す
べ

て
妥
当
と
な
」
六

十

二

り
、
「
諸
行
為
の
妥
当
性
は
結
果
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
の
で
は
な
く
動
機
の
次
元
で
判
断
さ
れ
る
」
六

十

三

の
で
あ

る
。 

 
さ
き
に
、
水
滸
傳
を
ふ
く
む
通
俗
小

說
で
は
「
義
」
と
「
情
」
が

六

十

三

溝
口
雄
三
・
池
田
知
久
・
小
島
毅
『
中
国
思
想
史
』
第
二
章
「
唐

宋
の
変
革
」
（
小
島
毅
） 
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混
然
一
體
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
王
陽
明
も
ま
た
、
自
然
な
感

情
に
突
き
動
か
さ
れ
た
行
動
は
心
の
な
か
に
あ
る
良
知
の
発
露
で
あ

り
、
「
義
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
陽
明
學
、
な
か
ん
づ
く
泰
州

學
派
に
傾
倒
し
て
い
た
馮
夢
龍
は
『
情
史
』
巻
一
「
情
貞
類
」
巻
末

の
評
語
に
お
い
て
「
自
來
忠
孝
節
烈
之
事
、
從
道
理
上
做
者
必
勉

強
、
從
至
情
上
出
者
必
真
切
。
夫
婦
其
最
近
者
也
、
無
情
之
夫
必
不

能
為
義
夫
、
無
情
之
婦
必
不
能
為
節
婦
（
む
か
し
か
ら
忠
孝
節
烈
と

さ
れ
る
行
為
で
、
道
理
に
し
た
が
っ
て
し
た
も
の
は
必
ず
や
無
理
や

り
し
た
行
為
と
な
り
、
真
の
心
よ
り
生
じ
た
行
為
は
必
ず
や
真
實
で

あ
る
。
夫
婦
は
も
っ
と
も
近
し
い
關
係
で
あ
る
が
、
無
情
の
夫
は
決

し
て
義
夫
に
は
な
れ
ず
、
無
情
の
妻
も
決
し
て
節
婦
に
は
な
れ
な

い
）
」
と
、
「
義
」
で
結
ば
れ
る
關
係
は
必
ず
や
「
情
」
で
も
結
ば
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
情
義
の
一
體
を
主
張
し
て
い
る
。 

水
滸
傳
の
「
義
」
は
陽
明
學
を
信
奉
す
る
知
識
人
た
ち
の
主
張
に

よ
く
似
て
い
る
。
陽
明
學
が
通
俗
小
説
の
發
展
に
影
響
を
與
え
た
こ

と
、
通
俗
小
説
に
陽
明
學
好
み
の
人
物
が
多
數
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど

は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
が
あ
る
六

十

四

。
李
逵
が
準
主
役
と
さ
れ
た
理

                                        

             

 

六

十

四

石
昌
渝
「
王
阳
明
心
学
与
通
俗
文
学
得
崛
起
」
（
『
文
学

遗
产
』
二

〇
〇
七
年
第
二
期
）
、
小
松
謙
『
「
四
大
奇
書
の
研
究
」
』
第
三
部
『
水

滸
傳
』
第
三
章
「
『
水
滸
傳
』
は
な
ぜ
刊
行
さ
れ
た
の
か
」
、
陈
才
训

由
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
李
逵
は
い
ち
い
ち
立
ち
止
ま
っ
て
道

理
に
照
ら
し
て
判
斷
す
る
人
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
信

頼
し
、
付
き
從
う
と
決
め
た
宋
江
に
は
い
か
に
意
見
の
食
い
違
い
が

あ
ろ
う
と
も
、
き
つ
く
叱
ら
れ
よ
う
と
も
、
宋
江
が
い
か
に
落
ち
目

に
な
ろ
う
と
も
見
捨
て
る
こ
と
な
く
最
後
ま
で
運
命
を
と
も
に
せ
ん

と
す
る
。
こ
の
行
動
は
「
義
」
の
い
う
「
な
す
べ
き
こ
と
」
に
よ
く

か
な
っ
て
い
る
。
明
代
の
知
識
人
讀
者
を
視
野
に
入
れ
た
最
終
編
纂

段
階
で
李
逵
が
一
躍
重
要
人
物
に
躍
り
出
た
の
も
む
べ
な
る
か
な
で

あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
水
滸
傳
の
「
義
」
が
陽
明
學
と
完
全
に
合
致
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
道
德
的
是
非
の
判
斷
を

個
人
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
陽
明
學
の
言
う
「
是

非
」
と
は
、
「
父
母
に
孝
、
兄
長
に
敬
、
郷
党
隣
里
や
宗
族
親
戚
に

恭
順
、
財
利
を
む
さ
ぼ
ら
な
い
な
ど
の
上
下
秩
序
倫
理
」
で
あ
り
、

「
良
知
に
お
け
る
主
体
性
と
は
、
中
国
儒
教
の
道
德
的
な
秩
序
体
制

へ
主
体
的
に
参
入
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
」
六

十

五

の
で

あ
る
。
ま
た
、
「
体
制
の
維
持
、
名
教
の
擁
護
と
い
う
こ
と
は
、
両

「
儒
学
平
民
化
思
潮
与
明
代
通
俗
小
说
」
（
『
天
津
社
会
科
学
』
二
〇
一

六
年
第
二
期
） 

六

十

五

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
「
陽
明
学
」 
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者
（
引
用
者
注
：
朱
子
學
と
陽
明
學
）
が
ひ
と
し
く
高
唱
し
た
大
理

想
で
あ
っ
た
。
…
…
陸
王
学
の
方
が
、
よ
り
徹
底
し
て
体
制
に
対
し

て
奴
隷
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
説
を
立
て
る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ

る
」
六

十

六

と
言
う
よ
う
に
、
陽
明
學
は
そ
も
そ
も
國
家
秩
序
の
安
定

を
目
標
と
し
、
國
家
の
教
學
に
な
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
、
朱
子

學
の
缺
陷
を
改
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
經
書

に
埋
没
す
る
の
で
は
な
く
人
が
本
來
具
有
す
る
天
理
を
発
揮
す
る
ほ

う
が
理
想
に
近
づ
け
る
と

說
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
朱
子
學
と
目
標

を
同
じ
く
し
つ
つ
そ
こ
に
至
る
道
す
じ
を
異
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
ゆ
え
に
、
朱
子
學
と
水
滸
傳
と
の
「
義
」
の
秩
序
範
圍
の
差
異

と
同
樣
の
違
い
が
陽
明
學
と
水
滸
傳
と
の
間
に
も
あ
る
は
ず
な
の
で

あ
る
。 

 

七
．
「
義
」
の
運
用
上
の
差
異 

 

明
代
の
各
種
文
體
に
見
え
る
「
義
」
は
い
ず
れ
も
「
人
と
し
て
な

す
べ
き
こ
と
を
適
切
に
判
斷
し
、
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
志
」

を
意
味
す
る
。
な
す
べ
き
こ
と
の
放
棄
や
私
利
私
欲
へ
の
批
判
も
異

な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
當
時
の
讀
者
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
文
體
に

お
い
て
も
、
「
義
」
と
い
う
語
を
目
に
し
た
と
き
、
人
に
よ
っ
て
ひ

                                        

             

 

六

十

六

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
、

ど
く
か
け
は
な
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
根
本
の
意
味
が
共
通
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ

の
運
用
面
、
具
體
的
な
表
れ
に
は
差
異
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
「
義
」

を
實
踐
す
る
環
境
の
差
異
に
由
來
す
る
。 

 

朱
子
學
は
官
學
で
あ
る
か
ら
、
な
す
べ
き
こ
と
は
國
家
體
制
を
基

準
に
決
ま
り
、
こ
れ
に
從
っ
て
判
斷
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
小

規
模
範
圍
の
秩
序
維
持
は
上
位
範
疇
、
ひ
い
て
は
體
制
全
體
の
秩
序

維
持
に
貢
獻
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
人
の
判
斷
が
そ
れ
に
合
わ
な

い
場
合
は
「
義
」
と
は
呼
べ
な
い
。 

 

陽
明
學
で
は
な
に
を
な
す
べ
き
か
を
個
人
の
率
直
な
判
斷
に
ま
か

せ
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
が
自
由
で
あ
る
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
陽

明
学
の
最
大
の
目
的
も
や
は
り
全
體
秩
序
の
維
持
で
あ
り
、
「
良

知
」
に
從
う
以
上
個
人
の
率
直
な
発
想
が
上
位
秩
序
を
亂
す
こ
と
は

あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。
全
體
に
貢
献
し
な
い
個
人
の
判
斷
は
人
欲

が
天
理
を
妨
げ
て
い
る
と
さ
れ
、
「
義
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
。 

 

梁
山
泊
の
好
漢
た
ち
が
集
團
内
の
秩
序
の
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と

を
行
う
と
、
そ
の
範
圍
外
に
悪
質
な
副
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
た
む
き
に
對
象
範
圍
内
の
秩
序
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
心
が
け
さ
え
あ
れ
ば
「
義
」
と
稱
さ
れ
得
る
。
秩
序

百
六
十
三
頁 
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を
保
つ
範
圍
が
國
家
を
中
心
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
な
い
し
同
心
圓
狀

の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
別
の
秩
序
の

單
位
は
外
に
あ
り
互
い
に
獨
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
者

に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
配
慮
を
み
ず
か
ら
の
範
圍
内
の
秩
序
維
持
よ
り

優
先
す
る
こ
と
は
な
い
。
外
部
の
秩
序
を
亂
さ
な
い
こ
と
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
他
へ

の
無
關
心
」
が
儒
學
の
「
義
」
と
の
最
大
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
獨
立
し
た
「
義
」
の
範
圍
が
策
定
さ
れ
得
る
理
由
は
、
梁
山
泊

の
成
員
が
定
住
民
社
会
秩
序
か
ら
疎
外
さ
れ
た
非
定
住
民
中
心
で
あ

る
こ
と
、
閉
鎖
的
な
社
會
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ

う
。
こ
の
、
從
來
の
社
会
秩
序
と
は
相
互
無
關
係
に
策
定
さ
れ
た
範

圍
の
内
で
行
わ
れ
る
「
義
」
が
、
い
わ
ゆ
る
「
江
湖
の
義
」
で
あ
る

と
言
え
る
。
「
義
」
を
行
う
範
圍
が
互
い
に
獨
立
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
官
軍
に
は
官
軍
の
「
義
」
が
あ
り
、
遼
に
は
遼
の
「
義
」
が
あ

り
、
梁
山
に
は
梁
山
の
「
義
」
が
存
在
す
る
。 

 

68 

「
全
望
早
成
大
義
、
免
俺
遼
主
懸
望
之
心
。
」 

 

                                        

             

 

六

十

七 

も
っ
と
も
客
觀
的
な
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
言
う
人
の
主

觀
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
見
え
る
。
王
朝
を
中
心
と
し
た
秩

序
の
よ
う
に
明
ら
か
に
大
き
な
も
の
に
は
「
大
」
が
つ
く
、
梁
山
泊
の

「
は
や
く
大
義
を
な
し
、
わ
れ
ら
遼
主
が
ま
ち
か
ね 

て
い

る
気
持
ち
を
叶
え
て
く
だ
さ
い
」
（
第
八
十
五
回
） 

69 

却
説
這
江
南
方
臘
、
起
義
已
久
、
即
漸
而
成
、
不
想
弄
到
許
大

事
業
。 

 

さ
て
江
南
で
は
方
臘
が
起
義
し
て
か
ら
す
で
に
久
し
く
、
次

第
に
お
お
き
く
な
り
、
は
か
ら
ず
も
巨
大
な
勢
力
に
な
っ

た
。
（
第
九
十
回
） 

 

68
は
遼
の
欧
陽
侍
郎
が
、
遼
征
伐
に
来
た
宋
江
を
遼
に
招
安
し
て
い

る
場
面
。
「
大
義
を
な
す
」
と
は
遼
に
加
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

69
は

方
臘
が
仲
間
を
あ
つ
め
た
こ
と
を
「
義
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
宋
朝

か
ら
見
れ
ば
そ
の
行
為
は
叛
亂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
遼
や
方
臘
集
團

內
部
の
も
の
に
と
っ
て
の
「
義
」
で
あ
り
、
宋
朝
と
も
宋
江
と
も
、

そ
し
て
大
部
分
の
讀
者
と
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
編
纂
者

は
獨
立
集
團
内
部
の
理
論
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。 

水
滸
傳
に
「
大
義
」
は
二
十
八
例
あ
る
が
「
正
義
」
は
一
例
も
な

い
。
規
模
の
大
き
な
も
の
に
は
「
大
」
が
つ
く
の
だ
ろ
う
か
六

十

七

。

成
員
が
自
分
た
ち
の
集
團
を
大
き
く
言
う
た
め
に
「
大
」
が
つ
く
、
自

分
た
ち
に
と
っ
て
大
切
で
讓
れ
な
い
な
ど
の
高
い
価
値
を
強
調
し
た
場

合
に
も
「
大
」
を
つ
け
る
な
ど
の
お
お
ま
か
な
基
準
は
認
め
ら
れ
る
。 



230 
 

「
正
」
を
つ
け
な
い
の
は
そ
も
そ
も
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
の
問

題
で
は
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
唯
一
の
正
し
い
「
義
」
が
あ
り
、
そ
の

他
は
「
義
」
と
見
な
さ
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
少
な
く
と
も
梁
山

泊
の
多
く
の
好
漢
た
ち
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。 

仁
井
田
陞
は
中
國
の
社
會
集
團
、
特
に
兄
弟
的
結
合
形
式
の
特
徵

を
次
の
よ
う
に

說
明
し
て
い
る
。
中
國
の
傳
統
的
な
兄
弟
的
結
合

は
、
「
一
旦
加
入
し
た
以
上
は
絶
対
に
脱
退
は
許
さ
れ
」
ず
、
「
そ
こ

に
は
仲
間
だ
け
の
孤
立
し
た
正
義
が
行
わ
れ
」
る
。
し
か
し
こ
う
い

っ
た
集
團
は
「
必
ず
し
も
反
社
会
的
な
も
の
ば
か
り
と
は
い
え
な
い

し
、
特
に
仲
間
結
合
と
し
て
別
段
特
殊
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は

も
ろ
も
ろ
の
閉
鎖
的
集
團
の
一
つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
…
…
そ
し
て

そ
の
秩
序
は
反
社
会
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
。
こ

れ
は
ま
さ
に
、
上
位
秩
序
に
貢
獻
し
な
い
の
は
言
う
に
及
ば
ず
、
他

の
秩
序
範
圍
を
顧
慮
し
な
い
「
義
」
で
あ
る
六

十

八

。 

ど
の
集
團
に
も
人
間
關
係
を
保
つ
た
め
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
閉
ざ
さ
れ
た
範
圍
内
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
行
為

は
、
集
團
外
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
集
團
外
の

人
に
と
っ
て
の
迷
惑
行
為
や
悪
事
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
他
の
集
團

                                        

             

 

六

十

八 

仁
井
田
陞
「
中
国
社
会
と
兄
弟
的
仲
間
結
合
構
造
」
（
『
中
国
の
伝

統
と
革
命
２
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
四
年
）
、
二
十
六
～
二
十

に
屬
す
る
人
の
「
義
」
と
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
集
團

内
部
の
「
義
」
に
伴
っ
て
生
じ
る
副
作
用
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
王

法
秩
序
に
屬
さ
な
い
集
團
の
場
合
、
體
制
側
か
ら
悪
事
と
判
斷
さ
れ

る
頻
度
が
格
段
に
高
く
な
る
。
結
果
と
し
て
「
義
」
が
不
法
行
為
を

心
理
的
に
支
え
る
要
素
に
な
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
。
ア
ウ
ト
ロ
ー

集
團
に
と
っ
て
「
義
」
は
必
要
條
件
で
あ
ろ
う
が
、
「
非
合
法
集
團

が
悪
事
を
行
う
」
と
い
う
意
味
の
「
義
」
が
、
儒
學
の
「
義
」
と
別

に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

八
．
明
代
作
品
中
の
「
義
」 

 

獨
立
し
た
閉
鎖
社
會
の
な
か
で
行
わ
れ
る
「
義
」
と
儒
學
の

「
義
」
と
の
運
用
上
の
違
い
は
輕
視
で
き
な
い
が
、
實
際
に
明
代
の

各
種
の
文
章
中
に
現
れ
る
「
義
」
が
い
っ
た
い
ど
の
種
の
「
義
」
に

近
い
の
か
、
區
別
で
き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
「
恩
人
を

裏
切
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
だ
け
言
う
な
ら
ば
、
朱
子
學
で
あ
ろ
う

が
陽
明
學
で
あ
ろ
う
が
水
滸
傳
で
あ
ろ
う
が
文
句
な
し
に
「
義
」
で

あ
る
。
恩
人
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
體
制
秩
序
に
背
く
可
能

性
が
あ
る
な
ど
、
運
用
上
の
制
限
が
か
か
る
狀
況
に
な
っ
て
は
じ
め

七
頁 
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て
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
よ
う
な
危
險
を
冒
さ

ず
に
「
義
」
を
實
行
で
き
る
狀
態
で
あ
れ
ば
、
ど
の
種
の
「
義
」
で

も
考
え
か
た
は
同
じ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
編
纂
者
に
と
っ
て
も
讀
者

に
と
っ
て
も
區
別
の
必
要
を
感
じ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
で

は
、
「
義
」
の
實
践
に
制
限
が
か
か
る
場
面
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
を

障
碍
と
み
な
し
強
い
意
志
を
も
っ
て
排
除
し
て
い
こ
う
と
い
う
思
想

は
、
體
制
秩
序
か
ら
獨
立
し
た
ア
ウ
ト
ロ
ー
に
し
か
持
ち
え
な
い
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
社
會
秩
序
の
な

か
に
生
き
る
編
纂
者
や
讀
者
は
こ
う
し
た
「
義
」
に
共
感
で
き
た
の

だ
ろ
う
か
。 

「
三
國
志
演
義
」
巻
十
七
「
范
強
張
達
刺
張
飛
」
に
は
、
劉
備
が

關
羽
の
仇
討
ち
の
た
め
に
す
ぐ
に
も
軍
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
を
臣

下
の
秦
宓
が
い
さ
め
る
場
面
が
あ
る
。 

 

學
士
秦
宓
出
班
奏
曰:

「
陛
下
此
行
固
為
關
公
報
讐
、
臣
切
惟
不

可
。
陛
下
捨
萬
乘
之
驅
而
成
小
義
、
古
人
所
不
取
也
。
」
…
先
主

怒
曰
「
關
公
與
朕
猶
一
體
也
。
大
義
尚
在
、
豈
可
忘
耶
。
」 

學
士
の
秦
宓
が
進
み
出
て
上
奏
し
た
。
「
陛
下
の
こ
の
行
い
は

も
と
よ
り
關
公
の
復
讐
で
あ
り
、
愚
考
い
た
し
ま
す
に
な
す
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
陛
下
が
萬
乗
の
御
身
を
顧
み
ら
れ
ず
小

義
を
な
そ
う
と
な
さ
る
こ
の
行
爲
は
、
古
人
は
と
り
ま
せ

ん
。
」
…
先
主
は
怒
っ
て
言
っ
た
。
「
關
公
と
朕
と
は
一
心
同
體

な
の
だ
。
大
義
は
あ
る
、
忘
れ
て
よ
い
は
ず
が
あ
る
か
。
」 

 

劉
備
は
關
羽
・
張
飛
と
生
死
を
と
も
に
す
る
誓
い
を
立
て
て
い
る
。

そ
の
關
羽
の
仇
を
討
つ
の
は
、
理
に
お
い
て
も
情
に
お
い
て
も
な
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
劉
備
に
は
蜀
漢
皇
帝
と
い
う
立
場

が
あ
る
。
こ
の
立
場
で
な
す
べ
き
は
第
一
に
國
家
秩
序
の
維
持
で
あ

る
。
無
謀
な
戰
い
を
は
じ
め
る
こ
と
は
王
朝
に
危
險
を
も
た
ら
す
。

小
規
模
範
圍
の
義
は
上
位
の
秩
序
に
貢
獻
す
る
た
め
に
存
在
す
る
と

い
う
考
え
で
は
劉
備
の
行
爲
は
義
に
も
と
る
と
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
く
だ
り
の
執
筆
者
は
秦
宓
に
、
義
兄
弟
と
し

て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
動
機
を
「
義
」
と
認
め
た
う
え
で
、

そ
の
「
義
」
は
國
家
の
臣
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
態

度
を
と
ら
せ
て
い
る
。
劉
備
の
考
え
は
國
家
秩
序
に
貢
獻
し
な
い
ど

こ
ろ
か
迷
惑
で
す
ら
あ
る
が
、
そ
の
心
が
け
が
「
義
」
で
あ
る
こ
と

は
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
考
え
方
と
儒
學
と
の
相
違
が
よ
く
表
れ
た
例
が
あ
る
。 

諸
葛
亮
が
劉
備
に
、
荊
州
を
奪
っ
て
本
據
と
す
る
よ
う
進
言
し
た

場
面
を
「
三
國
志
演
義
」
巻
八
「
獻
荊
州
粲
説
劉
琮
」
は
次
の
よ
う

に
描
寫
す
る
。 
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孔
明
曰
「
新
野
小
縣
、
不
可
久
居
。
近
聞
荊
州
劉
景
升
病
在
危

篤
、
借
此
郡
以
圖
安
身
、
兵
精
糧
足
、
可
以
抗
拒
曹
操
也
。
」
玄

德
曰
「
公
之
言
甚
善
。
奈
何
備
感
景
升
之
恩
、
安
忍
圖
之
。
」
孔

明
曰
「
今
若
不
取
、
後
悔
何
及
。
」
玄
德
曰
「
吾
寧
死
、
不
忍
作

無
義
之
人
。
」
衆
皆
嗟
嘆
不
已
。 

孔
明
が
言
っ
た
。
「
新
野
は
小
縣
で
、
長
居
す
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
近
ご
ろ
聞
き
ま
し
た
と
こ
ろ
荊
州
の
劉
景
升
は
病

で
危
篤
と
の
こ
と
、
こ
の
郡
を
拝
借
し
て
身
を
落
ち
着
け
れ

ば
、
兵
も
鍛
え
ら
れ
、
糧
食
も
十
分
と
な
り
、
曹
操
に
對
抗
で

き
ま
す
。
」
玄
德
は
言
っ
た
。
「
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
非
常
に

よ
い
の
だ
が
、
い
か
ん
せ
ん
私
は
景
升
の
恩
に
感
じ
入
っ
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
の
だ
。
」
孔

明
が
言
っ
た
。
「
も
し
い
ま
奪
わ
な
け
れ
ば
、
後
で
悔
ん
で
も

手
遅
れ
で
す
。
」
玄
德
が
言
っ
た
。
「
私
は
死
す
と
も
義
の
な
い

者
に
は
な
り
た
く
な
い
の
だ
。
」
み
な
は
嘆
い
て
や
ま
な
か
っ

た
。 

 

 

陳
淳
は
同
じ
狀
況
を
次
の
ご
と
く
解
釋
す
る
。 

 

劉
琮
以
荊
州
降
曹
操
、
則
是
魏
之
荊
州
矣
。
是
時
先
主
未
有
可
據

之
地
、
孔
明
欲
取
之
、
以
為
興
王
業
之
本
、
此
正
大
義
所
當
然
。

先
主
不
決
以
大
義
、
卻
顧
戀
劉
表
之
私
情
而
不
忍
取
、
是
利
也
。 

劉
琮
が
荊
州
を
曹
操
に
獻
じ
て
降
伏
す
れ
ば
魏
の
荊
州
と
な

る
。
こ
の
と
き
先
主
は
ま
だ
據
點
と
で
き
る
地
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
孔
明
は
荊
州
を
と
り
王
業
の
原
點
と
し
よ
う
し

た
。
こ
の
大
義
は
し
か
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
先
主
は
大
義
の

も
と
に
事
を
決
斷
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
劉
表
へ
の

私
情
に
流
さ
れ
て
奪
う
こ
と
を
決
め
か
ね
た
、
こ
れ
は
利
で
あ

る
。
（
『
北
渓
字
義
』
卷
下
「
義
利
」
） 

 

 

劉
備
は
以
前
劉
表
に
身
を
寄
せ
て
い
た
の
で
恩
人
を
裏
切
る
わ
け

に
い
か
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
「
三
國
志
演
義
」
の
劉
備
は
、
集
團

全
体
を
考
え
れ
ば
諸
葛
亮
の
提
言
が
最
良
の
選
択
で
あ
る
こ
と
は
認

め
つ
つ
も
な
お
、
劉
表
と
の
個
人
の
關
係
に
お
い
て
な
す
べ
き
こ
と

を
貫
こ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
心
が
け
は
「
義
」
と
書
か
れ
て
い

る
。 

 

陳
淳
は
劉
備
軍
團
、
つ
ま
り
の
ち
の
蜀
漢
政
權
の
安
定
を
圖
る
諸

葛
亮
の
獻
策
の
み
を
「
大
義
」
と
み
な
し
、
そ
の
障
碍
と
な
る
劉
備

の
心
が
け
は
「
義
」
と
認
め
な
い
ば
か
り
か
、
「
私
」
、
「
利
」
と
切

り
捨
て
て
い
る
。
同
じ
動
機
に
對
す
る
評
価
が
正
反
對
に
な
る
分
岐

點
は
、
國
家
の
「
義
」
と
相
容
れ
な
い
閉
鎖
的
な
判
斷
を
「
義
」
と

認
め
る
か
否
か
に
あ
る
。
な
お
、
「
三
國
志
演
義
」
の
編
纂
者
も
陳
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淳
も
見
た
で
あ
ろ
う
正
史
『
三
國
志
』
の
該
當
箇
所
に
は
「
義
」
と

も
「
私
」
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
六

十

九

。
こ
れ
ら
の
評
価
が
、
の
ち

に
異
な
る
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
く
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。 

 

「
三
國
志
演
義
」
に
お
け
る
劉
備
、
關
羽
、
張
飛
三
者
の
「
義
」

は
水
滸
傳
同
樣
の
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
「
義
」
の
影
響
を
濃
く
殘
し
た
も

の
だ
と
言
わ
れ
る
七

十

。
し
か
し
次
の
例
は
ア
ウ
ト
ロ
ー
で
は
な
く
、

た
し
か
に
國
家
秩
序
内
に
生
き
る
知
識
人
の
「
義
」
で
あ
る
。 

『
古
今
小

說
』
巻
七
「
羊
角
哀
捨
命
全
交
」
の
主
人
公
二
人
、
羊

角
哀
と
左
伯
桃
は
、
「
我
二
人
雖
非
一
父
母
所
生
、
義
氣
過
於
骨
肉

（
我
ら
二
人
は
同
じ
父
母
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
義
氣
は

肉
親
以
上
だ
）
」
と
い
う
、
兄
弟
の
ち
ぎ
り
を
結
ん
だ
仲
で
あ
っ

た
。
二
人
は
仕
官
を
求
め
て
楚
の
元
王
の
も
と
へ
向
か
う
道
中
で
大

雪
に
見
舞
わ
れ
、
伯
桃
は
衣
服
と
食
料
を
角
哀
に
讓
り
、
凍
死
す

る
。
角
哀
は
元
王
の
も
と
で
官
職
を
得
た
後
、
伯
桃
を
弔
い
に
戻

                                        

             

 

六

十

九

曹
公
南
征
表
、
會
表
卒
、
子
琮
代
立
、
遣
使
請
降
。
先
主
屯
樊
、

不
知
曹
公
卒
至
、
至
宛
乃
聞
之
、
遂
將
其
衆
去
。
過
襄
陽
、
諸
葛
亮
說

先
主
攻
琮
、
荊
州
可
有
。
先
主
曰
「
吾
不
忍
也
。
」
（
『
三
國
志
』
巻
三

十
二
・
蜀
書
・
先
主
傳
） 

七

十 

小
松
謙
『
四
大
奇
書
の
研
究
』
第
三
部
『
水
滸
伝
』
第
三
章
「
『
水

る
。
そ
こ
で
伯
桃
の
靈
が
荊
軻
の
靈
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
「
義
に
報
い
る
（
報
吾
兄
併
糧
之
義
）
」
た
め
自
ら
命
を
絶

ち
、
靈
と
な
っ
て
荊
軻
と
戰
い
、
倒
す
。
そ
し
て
「
元
王
感
其
義

重
、
差
官
往
墓
前
，
建
廟
加
封
上
大
夫
（
元
王
は
そ
の
義
の
重
さ
に

感
じ
入
り
、
役
人
を
墓
前
に
遣
わ
し
、
廟
を
建
て
て
上
大
夫
に
封
じ

た
）
」
。
こ
の
「
義
」
は
兩
者
の
結
び
つ
き
、
特
に
命
を
賭
し
て
も
恩

に
報
い
ん
と
す
る
角
哀
の
強
い
意
志
を
指
す
。
こ
の
意
志
を
貫
け
ば

主
君
に
は
貢
獻
で
き
な
い
。
貢
獻
の
對
象
と
し
て
は
捨
て
ら
れ
た
元

王
も
、
羊
角
哀
は
「
義
」
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
七

十

一

。
上
位
秩
序

に
反
す
る
か
ど
う
か
を
考
慮
せ
ず
、
當
事
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身

近
か
つ
重
要
な
人
間
關
係
の
な
か
で
な
す
べ
き
こ
と
を
最
優
先
す
る

さ
ま
を
「
義
」
と
稱
す
る
こ
と
は
、
水
滸
傳
以
外
の
通
俗
小

說
で
も

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
他
の
秩
序
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う

も
の
を
も
「
義
」
と
稱
す
る
こ
と
も
あ
り
、
體
制
秩
序
内
に
生
き
て

い
た
は
ず
の
執
筆
者
が
特
に
こ
れ
を
忌
避
し
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ

滸
傳
』
は
な
ぜ
刊
行
さ
れ
た
の
か
」 

七

十

一

笠
井
直
美
「
隠
蔽
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
忠
義
」
―
『
水
滸
傳
』

の
「
忠
義
」
を
め
ぐ
る
論
議
に
關
す
る
一
視
點
―
」
は
元
王
が
二
人
の

墓
に
「
忠
義
之
祠
」
の
廟
額
を
下
し
た
こ
と
を
、
國
家
を
對
象
と
し
な

い
「
忠
義
」
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。 
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ら
れ
な
い
。 

編
纂
者
や
讀
者
が
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
、
關
わ
り
な
い
世
界

の
こ
と
と
し
て
距
離
を
お
い
て
「
江
湖
の
義
」
を
鑑
賞
し
て
い
た
と

い
う
言
い
か
た
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
や
や
異
な
る
考

え
方
を
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
「
義
」
は
や
は
り
編
纂
者
や
讀
者
に
と

っ
て
身
近
で
、
皮
膚
感
覚
で
理
解
可
能
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
ひ
と
つ
に
は
「
義
」
の
根
本
義
は
儒
學
と
共
通
し
て
い
る
こ

と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
江
湖
の
人
を
描
い
た
わ
け
で
は
な
い
物
語
に

も
類
似
し
た
「
義
」
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
い
さ
さ
か
主

觀
に
か
た
よ
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
こ
う
も
考
え
ら
れ
る
。
人
が
最

も
身
近
な
人
間
關
係
を
保
と
う
と
努
力
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
際
既
存
の
秩
序
一
切
を
亂
さ
な
い
こ
と
は
確
か
に
理
想

的
で
は
あ
る
。
し
か
し
現
實
に
は
最
も
身
近
な
人
間
關
係
を
最
優
先

す
れ
ば
他
者
へ
の
配
慮
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
。
儒
學
の
説
く
「
義
」
を
理
解
し
、
そ
の
秩
序
の
も
と
に
暮
ら
す

人
々
も
、
日
常
の
思
考
、
行
動
す
べ
て
が
そ
の
秩
序
に
か
な
っ
て
い

た
と
は
思
え
な
い
。
儒
學
的
な
「
義
」
は
理
想
、
あ
え
て
悪
い
言
い

か
た
を
す
る
な
ら
ば
お
題
目
で
あ
る
。
讀
書
を
通
じ
て
學
ぶ
も
の
、

                                        

             

 

七

十

二

鶴
成
久
章
「
明
代
の
科
挙
制
度
と
朱
子
学
―
体
制
教
学
化
が
も
た

ら
し
た
学
び
の
内
実
―
」
（
『
中
国
社
会
と
文
化
』
第
二
十
二
号
、
二
〇

科
擧
に
お
い
て
答
案
に
記
す
も
の
、
そ
れ
は
體
制
秩
序
に
資
す
る
理

想
的
な
「
義
」
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
ひ
と
た
び
あ
ら
た
ま
っ
た

場
を
離
れ
れ
ば
、
家
族
、
友
人
な
ど
身
近
な
人
々
と
の
「
義
」
の
た

め
に
他
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
も
や
む
な
し
と
す
る
こ
と
も
あ
り
え

よ
う
。
明
代
中
期
に
は
「
挙
業
の
た
め
の
学
と
ほ
ぼ
一
体
化
し
た
こ

と
に
よ
り
、
朱
子
学
的
教
養
の
位
置
づ
け
は
形
式
主
義
に
堕
す
る
こ

と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
…
…
朱
子
学
的
教
養
の
獲
得
そ
の
も
の
が
目

的
な
の
で
は
な
く
…
…
明
朝
の
官
僚
と
し
て
政
治
に
参
与
す
る
た
め

の
必
須
条
件
と
し
て
、
強
制
的
に
学
ば
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
」
七

十

二

と
い
う
か
ら
、
理
想
と
現
實
と
は
別
で
あ
る
と
割
り
切

る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

良
民
を
題
材
と
し
た
物
語
が
「
義
」
を
描
寫
し
て
も
そ
れ
が
反
權

力
や
反
體
制
に
つ
な
が
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
、
「
義
」
と
し
て

な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
感
じ
て
い
て
も
、
上
位
秩
序
と
の
關
係
か
ら
、

よ
り
具
體
的
に
言
え
ば
官
憲
の
取
締
り
や
權
勢
者
か
ら
の
壓
力
な
ど

に
よ
っ
て
實
践
で
き
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
、
體
制
か

ら
こ
ぼ
れ
お
ち
た
人
物
、
そ
も
そ
も
體
制
秩
序
に
守
ら
れ
て
い
な
い

人
物
の
場
合
、
既
存
の
秩
序
と
の
間
に
衝
突
が
生
じ
て
も
「
義
」
の

〇
七
年
） 
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實
踐
を
あ
き
ら
め
る
き
っ
か
け
に
は
な
り
に
く
い
。
良
民
と
ア
ウ
ト

ロ
ー
と
の
大
き
な
違
い
は
、
萬
難
を
排
し
て
強
引
に
「
義
」
を
實
行

で
き
る
力
な
り
覺
悟
な
り
が
あ
る
か
否
か
に
あ
る
。 

 

こ
れ
と
正
反
對
に
、
體
制
秩
序
に
反
せ
ず
に
實
行
で
き
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
意
志
の
弱
さ
か
ら
「
義
」
を
捨
て
た
話
が
『
警
世
通

言
』
七

十

三

巻
三
十
二
「
杜
十
娘
怒
沉
百
寶
箱
」
で
あ
る
。
「
三
言
」

中
で
も
と
り
わ
け
著
名
な
作
で
あ
る
が
、
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お

く
。 

 

科
擧
の
た
め
に
都
に
い
た
李
甲
は
、
妓
女
の
杜
十
娘
と
戀
仲
に
な

る
。
李
甲
は
金
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
が
、
友
人
か
ら
の
借

金
と
杜
十
娘
が
蓄
え
た
財
寶
と
で
杜
十
娘
の
身
を
請
け
出
す
こ
と

が
で
き
た
。
と
も
に

鄉
里
に
歸
る
こ
と
に
し
た
も
の
の
、
李
甲
の

胸
中
に
は
、
身
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
妓
女
を
連
れ
歸

れ
ば
父
の
怒
り
を
買
う
で
あ
ろ
う
と
の
怖
れ
が
渦
巻
い
て
い
た
。

道
中
、
杜
十
娘
の
美
し
さ
に
ひ
か
れ
た
商
人
の
孫
富
が
、
大
金
を

得
て
歸
れ
ば
故
鄉
の
父
に
も
顔
向
け
で
き
る
か
ら
と
、
杜
十
娘
を

賣
り
渡
す
よ
う
も
ち
か
け
る
。
李
甲
は
は
じ
め
、
「
但
小
妾
千
里

相
從
、
義
難
頓

絕
（
彼
女
は
千
里
の
道
を
と
も
に
し
て
い
る
の

                                        

             

 

七

十

三

『
馮
夢
龍
全
集

23
警
世
通
言
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年 

だ
、
義
は
斷
ち
が
た
い
）
」
と
反
論
す
る
。
都
を
離
れ
る
際
、
絶

對
に
杜
十
娘
を
裏
切
ら
な
い
と
誓
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
結
局
は
自
ら
の
體
面
、
父
へ
の
懼
れ
、
大
金
の
誘
惑
な
ど
か
ら

杜
十
娘
を
賣
り
渡
す
こ
と
に
し
た
。
杜
十
娘
は
李
甲
の
負
心
に
怒

り
、
ひ
そ
か
に
蓄
え
て
い
た
金
銀
財
寶
を
川
に
ぶ
ち
ま
け
、
自
ら

も
入
水
す
る
。 

 

最
後
に
李
甲
と
孫
富
が
人
々
に
毆
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
作
者
も
讀
者
も
、
李
甲
の
行
為
は
「
義
」
に
も
と
る
と
考
え
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
實
の
世
界
で
は
、
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
十
分
承
知
し
て
い
な
が
ら
諸
々
の
狀
況
に
迫
ら
れ
「
義
」
を
捨
て

る
こ
と
は
起
り
得
た
で
あ
ろ
う
。 

水
滸
傳
の
數
々
の
例
は
ち
ょ
う
ど
逆
で
あ
る
。
「
義
」
を
遂
行
す

る
際
の
障
碍
は
一
般
社
會
の
比
で
は
な
い
。
し
か
し
強
靱
な
意
志
を

も
っ
て
障
碍
を
排
除
せ
ん
と
し
、
そ
の
結
果
わ
が
身
に
い
か
な
る
不

利
益
が
生
じ
る
か
も
顧
慮
し
な
い
。
水
滸
傳
以
外
で
も
、
天
下
の
大

局
よ
り
も
生
死
を
と
も
に
し
て
き
た
義
兄
弟
の
仇
討
ち
を
優
先
す
る

劉
備
や
、
義
兄
弟
三
人
の
關
係
を
な
に
よ
り
も
重
ん
じ
、
「
義
絶
」

と
呼
ば
れ
る
關
羽
な
ど
が
人
氣
を
博
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
強
靱
な
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意
志
に
支
え
ら
れ
た
「
義
」
は
、
當
時
の
小
説
編
纂
者
、
讀
者
に
、

「
氣
持
ち
は
わ
か
る
が
、
自
分
に
は
と
て
も
で
き
な
い
」
と
受
け
止

め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
友
人
の
命
を
助
け
た
い
の
は
や
ま

や
ま
だ
が
、
そ
の
た
め
に
役
人
を
殺
し
た
り
牢
破
り
を
し
た
り
で
き

る
か
と
言
わ
れ
れ
ば
と
て
も
で
き
な
い
。
そ
の
「
と
て
も
で
き
な
い

こ
と
」
を
強
い
意
志
で
貫
き
と
お
す
か
ら
こ
そ
の
英
雄
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
水
滸
傳
に
見
え
る
「
義
」
は
、
結
果
と
し
て
反
社
會
的

な
事
態
を
招
く
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
思
想
自
體
は
共
感
し
得

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
編
纂
者
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

九
．
「
義
」
の
使
い
か
た 

 

水
滸
傳
が
「
義
」
の
小

說
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
定

說
と
言
え
よ

う
。
研
究
者
に
よ
っ
て
は
、
「
忠
義
」
の
小

說
で
あ
り
、
招
安
を
受

け
る
ま
で
は
「
義
」
が
、
招
安
後
は
「
忠
」
が
強
調
さ
れ
る
と
分
析

す
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

編
纂
者
は
「
義
」
と
い
う
語
を
い
か
よ
う
に
使
い
、
讀
者
に

「
義
」
の
小

說
と
い
う
印
象
を
與
え
る
に
至
っ
た
の
か
。 

 

表
４
は
水
滸
傳
各
回
で
「
義
」
が
使
用
さ
れ
た
回
數
を
調
べ
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宋
江
の
綽
名
「
呼
保
義
」
、
梁
山
泊
の
集
會

所
の
名
「
聚
義
廳
」
、
「
忠
義
堂
」
な
ど
の
固
有
名
詞
は
算
入
し
て
い

な
い
。
「
義
（
一
）
」
が
そ
の
總
數
で
あ
る
。
「
義
（
一
）
」
か
ら
、
定

型
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
「
仗
義
疏
財
」
、
「
義
士
」
の
二
語
を
除
い

た
も
の
が
「
義
（
二
）
」
で
あ
る
。
「
義
（
三
）
」
は
、
「
義
（
二
）
」

か
ら
さ
ら
に
「
忠
義
」
の
數
を
減
じ
た
も
の
で
あ
る
。
笠
井
直
美
の

研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
忠
義
」
は
必
ず
し
も
朝
廷
へ
の
忠
誠

心
を
示
す
も
の
に
限
ら
ず
、
「
義
」
と
ほ
ぼ
同
樣
に
、
人
間
關
係
の

筋
を
通
す
意
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
多
い
の
だ
が
、
「
招
安
前
は

義
、
招
安
後
は
忠
の
物
語
」
と
す
る
研
究
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
鑑

み
た
も
の
で
あ
る
。 

義
（
一
）
か
ら
（
三
）
の
出
現
總
數
は
そ
れ
ぞ
れ
四
百
十
二
度
、

三
百
三
度
、
二
百
四
十
二
度
、
一
回
あ
た
り
の
平
均
出
現
數
は
、

四
・
一
、
三
・
〇
、
二
・
四
（
少
數
點
以
下
第
二
位
四
捨
五
入
）
で

あ
っ
た
。
本
稿
で
水
滸
傳
最
初
の
大
轉
換
點
と
位
置
づ
け
た
第
四
十

二
回
ま
で
の
義
（
三
）
の
出
現
回
数
は
九
十
度
、
一
回
平
均
は
二
・

一
度
で
あ
る
。
梁
山
泊
集
團
百
八
人
が
そ
ろ
い
、
多
く
の
研
究
者
が

「
義
」
か
ら
「
忠
」
へ
の
轉
換
點
と
し
て
注
目
す
る
第
七
十
回
ま
で

の
義
（
三
）
は
百
八
十
一
度
で
一
回
平
均
二
・
六
度
、
第
七
十
一
回

か
ら
第
百
回
ま
で
は
六
十
一
度
で
同
平
均
二
・
〇
度
で
あ
る
。
一
回

あ
た
り
の
長
さ
は
一
樣
で
は
な
い
か
ら
あ
く
ま
で
參
考
値
で
あ
る

が
、
第
七
十
一
回
以
降
の
値
は
、
第
七
十
回
以
前
と
一
回
あ
た
り

〇
・
六
の
差
し
か
な
い
。
ま
た
、
第
四
十
二
回
以
前
と
は
ほ
ぼ
お
な 
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じ
で
あ
る
。
出
現
頻
度
を
見
る
限
り
、
「
義
」
の
重
要
性
が
ど
こ
か

を
境
に
急
に
變
化
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。 

 

よ
り
細
か
く
見
る
と
、
第
一
回
、
第
三
回
、
第
四
回
、
第
六
回
、

第
八
回
、
第
十
回
、
第
十
二
回
、
第
二
十
四
回
、
第
二
十
五
回
、
第

二
十
九
回
、
第
三
十
一
回
、
第
三
十
三
回
、
第
三
十
四
回
、
第
四
十

八
回
、
第
六
十
六
回
、
第
七
十
三
回
、
第
七
十
六
回
、
七
十
七
回
、

第
七
十
九
回
、
第
八
十
四
回
、
第
九
十
一
回
、
第
九
十
二
回
、
第
九

十
七
回
、
第
九
十
八
回
の
計
二
十
四
回
に
は
「
義
」
（
三
）
が
現
れ

て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
、
第
一
回
、
第
三
回
、
第
六
回
、
第
二
十
四

回
、
第
三
十
三
回
、
第
六
十
六
回
、
第
七
十
三
回
、
第
七
十
六
回
、

第
七
十
七
回
、
第
七
十
九
回
、
第
八
十
四
回
、
第
九
十
一
回
、
第
九

十
二
回
の
十
三
回
は
、
對
象
を
義
（
一
）
ま
で
廣
げ
て
も
使
用
例
が

な
い
。 

 

第
一
回
は
發
端
で
あ
る
か
ら
別
と
し
て
も
、
第
三
回
の
主
要
人
物

は
史
進
と
魯
智
深
、
第
四
回
と
第
六
回
は
魯
智
深
、
第
八
回
は
魯
智

深
と
林
冲
、
第
二
十
四
回
、
第
二
十
五
回
、
第
二
十
九
回
、
第
三
十

一
回
は
武
松
、
第
三
十
三
回
と
第
三
十
四
回
は
宋
江
と
花
榮
と
、
義

を
も
っ
て
聞
こ
え
た
有
名
人
ば
か
り
で
あ
り
、
他
の
回
に
は
彼
ら
を

義
と
す
る
地
の
文
、
發
言
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
を
描
寫
し

た
文
章
に
か
な
ら
ず
「
義
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
各
回
に
も
「
義
」
の
成
立
要
件
を
十
分
に
滿
た
す

と
考
え
ら
れ
る
言
動
は
あ
る
の
だ
が
、
編
纂
者
は
そ
れ
ら
を
「
義
」

と
表
現
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
は
大
き
く
分
け
て
ふ
た
つ
の
ケ
ー
ス

が
あ
る
。
ま
ず
は
梁
山
泊
メ
ン
バ
ー
以
外
の
言
動
、
も
う
ひ
と
つ
は

梁
山
泊
メ
ン
バ
ー
の
言
動
で
あ
る
。 

梁
山
泊
の
成
員
以
外
の
人
物
の
例
と
し
て
第
二
十
四
回
の
西
門
慶

が
あ
げ
ら
れ
る
。
王
婆
に
潘
金
蓮
と
の
密
通
の
手
引
き
を
た
の
ん
だ

西
門
慶
は
、
成
功
し
た
ら
必
ず
報
酬
を
拂
う
と
言
い
、
「
如
何
敢
失

信
」
、
「
不
要
失
約
」
、
「
不
可
負
信
」
な
ど
何
度
も
約
束
す
る
。
萬
難

を
排
し
て
約
束
を
果
た
す
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
る
こ
と
の
ア
ピ
ー

ル
と
し
て
「
義
」
と
表
現
さ
せ
れ
ば
、
潘
金
連
を
得
よ
う
と
必
死
な

西
門
慶
の
セ
リ
フ
に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
こ
の

場
面
で
「
義
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
張
都
監
が
武
松
に

嫁
を
と
ら
せ
る
と
言
い
、
「
我
既
出
了
此
言
、
必
要
與
你
。
你
休
推

故
阻
、
我
必
不
負
約
（
わ
し
が
い
っ
た
ん
口
に
出
し
た
か
ら
に
は
必

ず
や
お
ま
え
に
あ
た
え
る
。
斷
っ
て
く
れ
る
な
。
約
束
は
破
ら

ぬ
）
」
と
言
っ
た
場
面
（
第
三
十
回
）
、
楊
雄
の
妻
潘
巧
雲
と
裴
如
海

が
不
義
密
通
の
約
束
を
す
る
場
面
（
第
四
十
五
回
）
、
梁
山
泊
に
つ

か
ま
っ
た
高
俅
が
帰
り
た
い
一
心
で
皇
帝
に
招
安
の
件
を
奏
上
す
る

と
約
束
し
、
宋
江
が
「
太
尉
乃
大
貴
人
之
言
、
焉
肯
失
信
（
大
尉
ど

の
す
な
わ
ち
貴
人
の
お
こ
と
ば
、
約
束
を
お
破
り
に
な
る
は
ず
は
あ

り
ま
せ
ぬ
）
」
と
答
え
る
場
面
（
第
八
十
回
）
な
ど
に
も
「
義
」
は
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見
え
な
い
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
梁
山
泊
の
成
員
に
害
を
な
す
、
あ
る

い
は
約
束
を
破
る
こ
と
な
ど
が
編
纂
者
に
は
わ
か
っ
て
い
る
が
ゆ
え

に
「
義
」
を
用
い
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
物
語
世
界

内
の
人
物
の
心
情
で
は
な
く
、
編
纂
者
の
心
情
に
よ
る
使
用
の
回
避

で
あ
る
。 

次
に
、
梁
山
泊
の
成
員
の
「
義
擧
」
を
「
義
」
と
表
現
し
な
い
場

面
で
あ
る
。 

第
三
、
四
回
で
魯
達
（
出
家
前
の
魯
智
深
）
は
、
土
地
の
有
力

者
・
肉
屋
の
鄭
に
架
空
の
借
金
の
證
文
を
作
ら
れ
脅
さ
れ
て
い
る
金

父
子
を
助
け
よ
う
と
し
た
際
、
誤
っ
て
鄭
を
毆
り
殺
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
困
っ
て
い
る
人
の
救
濟
の
た
め
に
身
錢
を
切
り
、
法
を
犯
し

て
で
も
逃
が
し
て
や
る
と
い
う
、
「
義
」
と
稱
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

行
為
で
あ
る
（
第
四
回
で
金
父
子
が
魯
智
深
を
「
義
士
」
と
呼
ぶ
の

は
こ
の
意
を
く
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
）
。
第
八
回
は
、
無
實
の
罪
を

着
せ
ら
れ
た
林
冲
が
、
配
流
先
へ
の
護
送
中
に
護
送
役
人
に
よ
っ
て

殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
も
の
の
、
林
冲
の
身
を
案
じ
て
こ
っ
そ
り
つ
け

て
き
た
魯
智
深
が
こ
れ
を
阻
止
し
、
配
流
先
の
近
く
ま
で
同
行
す
る

と
い
う
筋
で
あ
る
。
第
七
回
で
義
を
結
ん
だ
相
手
で
あ
る
林
冲
を
ひ

た
す
ら
に
守
り
續
け
る
行
為
は
「
義
」
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
第
二
十
回
、
か
つ
て
宋
江
に
救
わ
れ
た
劉
唐
が
、
お

た
ず
ね
も
の
の
身
で
あ
り
な
が
ら
危
険
を
冒
し
て
宋
江
の
も
と
を
訪

れ
謝
禮
を
渡
す
場
面
も
同
様
に
「
義
」
の
基
準
に
か
な
う
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
ら
の
場
面
で
「
義
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

「
義
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
で
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
參
考

に
な
る
も
の
が
あ
る
。 

 

32
で
、
關
勝
は
義
氣
が
あ
る
の
で
裏
切
る
こ
と
は
な
い
と
宋
江
が

言
っ
て
い
る
。
關
勝
は
戰
い
に
敗
れ
て
投
降
し
た
ば
か
り
で
、
仲
間

入
り
後
最
初
の
手
柄
を
た
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
作
中
、
關
勝
が
義

に
厚
い
さ
ま
を
見
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
仲

間
入
り
し
て
日
が
浅
い
關
勝
を
疑
う
呉
用
の
言
は
讀
者
の
視
點
に
も

近
く
、
も
っ
と
も
な
疑
問
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
關
勝
の

「
義
」
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
入
れ
て
は
話
が
間
延
び
す
る
。
そ
こ

で
編
纂
者
は
、
梁
山
泊
の
「
義
」
の
中
核
た
る
宋
江
に
關
勝
を

「
義
」
と
認
め
さ
せ
る
こ
と
で
、
讀
者
に
向
け
た
描
寫
が
な
い
だ
け

で
、
物
語
世
界
内
で
は
魯
智
深
や
武
松
と
同
類
の
思
考
を
持
っ
た
人

物
で
あ
る
と
納
得
す
る
に
足
る
出
來
事
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う

說
明

に
代
え
た
の
で
は
な
い
か
（
加
え
て
、
あ
の
關
羽
の
子
孫
な
の
だ
か

ら
義
で
な
い
は
ず
が
な
い
と
思
わ
せ
よ
う
と
の
ね
ら
い
も
あ
る
の
だ

ろ
う
）
。 

第
五
十
七
回
、
官
軍
の
將
・
韓
滔
が
梁
山
泊
軍
に
生
け
捕
ら
れ
た

場
面
に
次
の
ご
と
き
描
寫
が
あ
る
。 
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70 
宋
江
見
了
親
解
其
縛
、
請
上
廳
來
、
以
禮
陪
話
、
相
待
筵
宴
、

令
彭
玘
、
凌
振
說
他
入
夥
。
韓
滔
也
是
七
十
二
煞
之
數
、
自
然

義
氣
相
投
、
就
梁
山
泊
做
了
頭
領
。 

 
 

 

宋
江
は
韓
滔
を
見
る
や
み
ず
か
ら
そ
の
縛
を
解
き
、
聚
義
廳

に
招
き
入
れ
、
禮
を
も
っ
て
わ
び
、
宴
会
で
も
て
な
し
、
彭

玘
、
凌
振
か
ら
仲
間
に
な
る
よ
う
説
得
さ
せ
た
。
韓
滔
も
七

十
二
地
煞
の
一
員
で
あ
っ
た
か
ら
、
お
の
ず
と
義
氣
は
通

じ
、
梁
山
泊
の
頭
領
と
な
っ
た
。 

 

宋
江
が
も
て
な
し
、
か
つ
て
の
同
僚
か
ら

說
得
さ
れ
た
な
ど
、
韓
滔

の
仲
間
入
り
を
合
理
的
に

說
明
し
よ
う
と
の
工
夫
は
う
か
が
え
る

が
、
結
局
決
め
手
は
「
義
氣
が
通
じ
た
」
で
あ
り
、
實
際
に
ど
の
よ

う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
て
信
用
し
合
う
に
い
た
っ
た
の
か
は
わ
か
ら

な
い
。
第
五
十
八
回
の
呼
延
灼
の
場
面
も
よ
く
似
て
い
る
。
「

71 

呼
延
灼
沉
思
了
半
晌
。
一
者
是
天
罡
之
數
、
自
然
義
氣
相
投
。
二
者

見
宋
江
禮
貌
甚
恭
。
嘆
了
一
口
氣
、
跪
下
在
地
道
『
非
是
呼
延
灼
不

忠
於
國
、
實
慕
兄
長
義
氣
過
人
、
不
容
呼
延
灼
不
依
、
願
隨
鞭
鐙
』

（
呼
延
灼
は
し
ば
し
沈
思
黙
考
し
、
ひ
と
つ
に
は
天
罡
星
の
一
員
で

お
の
ず
か
ら
義
氣
が
通
じ
た
ゆ
え
、
ふ
た
つ
に
は
宋
江
の
禮
儀
作
法

が
た
い
へ
ん
う
や
う
や
し
か
っ
た
た
め
、
た
め
息
を
ひ
と
つ
つ
く
と

ひ
ざ
ま
づ
い
て
言
っ
た
。
『
私
が
國
に
不
忠
な
の
で
は
な
く
、
兄
上

の
義
氣
が
人
並
み
す
ぐ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
從
わ
な
い
わ
け
に
は
ま

い
ら
ぬ
の
で
す
。
お
供
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
）
」
。
手
ず
か
ら
繩
を

解
い
た
宋
江
の
、
自
分
を
尊
重
し
た
態
度
に
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ

る
が
、
具
體
的
説
明
は
そ
れ
だ
け
で
、
義
氣
は
「
自
然
と
通
じ
た
」

の
で
あ
る
。
後
半
に
入
る
と
こ
の
よ
う
な
場
面
が
多
く
目
に
つ
く
よ

う
に
な
る
。 

 

72 

兩
個
便
把
宋
江
如
此
義
氣
説
了
一
遍
。
…
…
「
既
然
宋
公
明
如

此
大
賢
、
義
氣
最
重
、
我
等
不
可
迷
天
、
來
早
都
下
山
投
拜
」

（
第
六
十
回
） 

 
 

 

二
人
は
宋
江
が
い
か
に
義
氣
が
あ
る
の
か
を
ひ
と
と
お
り

說

い
て
聞
か
せ
た
。
…
…
「
宋
公
明
が
こ
れ
ほ
ど
の
賢
人
で
、

義
氣
も
重
い
か
ら
に
は
、
我
ら
は
天
に
罪
を
受
け
る
こ
と
も

あ
る
ま
い
、
は
や
く
山
を
下
り
て
門
下
に
降
ろ
う
」 

 

73 

眾
多
兄
弟
都
被
他
打
傷
、
咬
牙
切
齒
、
盡
要
來
殺
張
清
。
…
…

宋
江
隔
住
、
連
聲
喝
退
。
「
怎
肯
教
你
下
手
！
」
張
清
見
宋
江

如
此
義
氣
、
叩
頭
下
拜
受
降
。
（
第
七
十
回
） 

 
 

 

兄
弟
た
ち
は
み
な
彼
に
や
ら
れ
て
い
た
の
で
、
歯
ぎ
し
り
し

て
張
清
に
襲
い
か
か
ら
ん
と
し
て
い
た
。
…
…
宋
江
は
お
し

と
ど
め
、
叱
り
つ
け
た
。
「
手
出
し
は
さ
せ
ぬ
ぞ
。
」
張
清
は
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宋
江
が
か
く
も
義
氣
が
あ
る
の
を
見
、
額
づ
い
て
降
伏
し

た
。 

 

74 

宋
江
看
了
皇
甫
端
一
表
非
俗
、
碧
眼
重
瞳
、
虬
鬚
過
腹
。
皇
甫

端
見
了
宋
江
如
此
義
氣
、
心
中
甚
喜
、
願
從
大
義
。
（
第
七
十

回
） 

 
 

 

宋
江
は
皇
甫
端
の
、
碧
眼
、
瞳
は
二
重
、
蛟
の
鬚
は
腹
ま
で

垂
れ
る
と
い
う
な
み
な
み
な
ら
ぬ
容
貌
を
見
た
。
皇
甫
端
は

宋
江
が
か
く
も
義
氣
が
あ
る
の
を
見
、
心
中
た
い
へ
ん
に
喜

び
、
大
義
に
從
い
た
い
と
願
っ
た
。 

 

72
の
「
ひ
と
と
お
り

說
い
て
聞
か
せ
」
は
象
徵
的
な
例
で
あ
る
。

物
語
世
界
内
で
は
「
義
」
と
認
め
る
に
足
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た

と
し
て
、
具
體
的
描
寫
な
し
で
讀
者
に
「
義
」
の
人
物
と
認
識
し
て

ほ
し
い
と
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
作
中
人
物
間
で
知
り
合
い
を
紹
介
す
る
と
き
に
も
「
義
」

が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。 

 

75 

問
起
洒
家
名
字
、
留
住
俺
過
了
數
日
、
結
義
洒
家
、
做
了
弟

兄
。
那
人
夫
妻
兩
個
、
亦
是
江
湖
上
好
漢
有
名
的
…
甚
是
好
義

氣
。
（
第
十
七
回
） 

 
 

 

わ
し
の
名
を
た
ず
ね
、
數
日
引
き
と
め
、
わ
し
と
結
義
し
て

兄
弟
と
な
っ
た
。
あ
の
夫
婦
二
人
は
江
湖
の
好
漢
の
間
で
は

有
名
で
…
…
は
な
は
だ
義
氣
を
好
む
。 

 

76 

他
和
我
心
腹
相
交
、
結
義
兄
弟
。
（
第
十
八
回
） 

 
 

 

彼
と
私
は
腹
心
の
友
、
義
を
結
ん
だ
兄
弟
だ
。 

 

77 

哥
哥
不
知
、
這
個
好
漢
卻
是
小
弟
結
義
的
兄
弟
、
原
是
小
狐
山

下
人
氏
、
姓
張
名
橫
、
綽
號
船
火
兒
。
（
第
三
十
七
回
） 

 
 

 

兄
貴
は
知
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、
こ
の
好
漢
は
わ
た
く
し
め
の
義

を
結
ん
だ
兄
弟
、
そ
も
そ
も
は
小
狐
山
の
も
の
、
姓
は
張
、

名
は
横
、
綽
名
を
船
火
兒
と
い
い
ま
す
。 

 

75
は
、
魯
智
深
が
楊
志
に
、
そ
の
場
に
は
い
な
い
張
青
、
孫
二
娘
を

紹
介
し
て
い
る
せ
り
ふ
。
楊
志
は
ま
だ
面
識
の
な
い
二
人
を
、
魯
智

深
の
「
義
氣
が
あ
る
」
と
い
う
紹
介
で
信
用
す
る
。

76
は
、
生
辰
綱

強
奪
に
成
功
し
た
晁
蓋
の
も
と
を
宋
江
が
訪
れ
、
ま
も
な
く
手
入
れ

が
あ
る
と
知
ら
せ
た
直
後
の
場
面
。
こ
の
と
き
呉
用
は
ま
だ
宋
江
と

會
っ
た
こ
と
が
な
い
が
、
晁
蓋
が
「
結
義
」
し
た
相
手
で
あ
る
こ
と

か
ら
そ
の
情
報
を
信
用
す
る
。

77
は
、
李
俊
が
宋
江
に
自
分
の
仲
間

を
紹
介
す
る
場
面
で
あ
る
。 
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32
お
よ
び

70
か
ら

77
に
共
通
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
出
來
事

や
や
り
と
り
が
あ
っ
て
他
者
を
信
用
す
る
に
至
っ
た
の
か
が
具
體
的

に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

魯
智
深
、
武
松
の
よ
う
に
個
人
の
活
躍
場
面
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
意

さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
具
體
的
な
言
動
の
描
寫
を
見
れ
ば
彼
ら
が

「
義
」
で
あ
る
こ
と
は
讀
者
に
は
難
な
く
わ
か
る
。
し
か
し
、
百
八

人
す
べ
て
に
そ
の
人
格
を
う
か
が
わ
せ
る
に
十
分
な
記
述
を
す
る
余

裕
は
な
い
。
た
だ
登
場
さ
せ
て
仲
間
入
り
さ
せ
る
だ
け
で
も
い
け
な

い
。
そ
こ
で
編
纂
者
が
利
用
し
た
の
が
「
義
」
と
い
う
語
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
「
義
を
認
め
た
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
魯
智
深

や
武
松
の
場
合
に
は
數
百
語
を
費
や
し
て
傳
え
て
い
た
人
格
を
わ
ず

か
一
語
で
表
し
、
「
義
」
の
あ
る
人
物
ゆ
え
、
こ
れ
以
降
彼
ら
同
樣

の
倫
理
觀
と
そ
れ
を
實
行
す
る
強
靱
な
意
志
と
行
動
力
を
有
す
る
人

物
と
し
て
扱
う
こ
と
を
宣
言
す
る
。
三
十
六
人
か
ら
百
八
人
へ
の
膨

張
の
際
、
個
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
た
ず
に
梁
山
泊
に
參
入
し
た
新

た
な
人
物
が
大
勢
い
た
。
彼
ら
す
べ
て
に
詳
細
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
用

意
し
よ
う
と
す
れ
ば
物
語
が
際
限
な
く
擴
大
し
て
し
ま
う
の
み
な
ら

ず
、
先
行
す
る
著
名
人
物
の
「
義
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
燒
き
直
し
ば

か
り
と
い
う
事
態
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
「
義
」
は
、
全
百
回
の
な

                                        

             

 

七

十

四

卢
炘
「
《
水
浒
传
》
作
者
的
英
雄
观
」 

か
に
百
八
人
を
登
場
さ
せ
、
仲
間
入
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
編

纂
者
に
と
っ
て
、
一
人
一
人
に
長
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
用
意
せ
ず
と
も

梁
山
泊
集
團
を
拡
張
で
き
る
魔
法
の
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

十
．
「
義
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ 

第
七
十
一
回
、
宋
江
は
羅
天
大
醮
を
催
し
、
百
八
人
全
員
で
、
決

し
て
裏
切
ら
ぬ
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
誓
う
。 

 

水
滸
傳
以
前
の
資
料
に
お
い
て
、
盗
賊
に
な
る
前
の
職
業
や
身
分

が
わ
か
る
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
水
滸
傳
の
編

纂
者
は
と
に
も
か
く
に
も
百
八
人
全
員
の
も
と
の
身
分
を
讀
者
に
紹

介
せ
ん
と
し
て
い
る
。 

盧
炘
に
よ
れ
ば
、
梁
山
泊
入
り
ま
え
の
身
分
・
職
業
は
十
種
に
お

よ
ぶ
。
盧
炘
は
ま
た
、
山
に
の
ぼ
っ
た
き
っ
か
け
の
分
類
と
そ
の
割

合
も
算
出
し
て
お
り
、
一
．
自
ら
加
わ
っ
た
も
の
六
十
一
％
、
二
．

官
に
追
わ
れ
る
な
ど
の
理
由
で
行
き
場
を
失
な
っ
た
も
の
十
七
％
、

三
．
む
り
や
り
つ
れ
て
こ
ら
れ
た
も
の
二
十
二
％
と
な
っ
て
い
る

七

十

四

。
こ
れ
ら
の
人
々
は
當
然
生
き
か
た
も
、
目
標
も
、
志
向
も
異

な
る
。
そ
し
て
梁
山
泊
入
り
後
に
も
人
生
の
志
向
を
共
有
で
き
ず
、

方
針
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
す
る
場
面
が
た
び
た
び
描
か
れ
る
。 
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象
徴
的
な
の
は
第
七
十
一
回
、
宋
江
が
招
安
を
心
待
ち
に
す
る
思

い
を
表
現
し
た
詞
を
披
露
し
た
場
面
で
あ
る
。 

 

武
松
叫
道
「
今
日
也
要
招
安
、
明
日
也
要
招
安
去
、
冷
了
弟
兄
們

的
心
！
」 

武
松
が
叫
ん
だ
。
「
今
日
も
招
安
が
ほ
し
い
、
明
日
も
招
安

が
ほ
し
い
じ
ゃ
、
わ
れ
ら
の
心
を
し
ら
け
さ
せ
る
！
」 

 

宋
江
は
招
安
を
う
け
て
朝
廷
の
臣
に
な
る
の
が
よ
い
生
き
か
た
だ
と

思
っ
て
い
る
。
し
か
し
武
松
は
そ
う
思
っ
て
い
な
い
。
宋
江
の
方
針

に
反
對
す
る
者
は
ほ
か
に
も
あ
る
。 

 

李
俊
捉
得
劉
夢
龍
、
張
橫
捉
得
牛
邦
喜
、
欲
待
解
上
山
寨
、
惟
恐

宋
江
又
放
了
。
兩
個
好
漢
自
商
量
、
把
二
人
就
路
邊
結
果
了
性

命
、
割
下
首
級
、
送
上
山
來
。 

李
俊
は
劉
夢
龍
を
と
ら
え
、
張
橫
は
牛
邦
喜
を
と
ら
え
、
山
寨

に
連
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
宋
江
が
ま
た
逃
が
し
て
し
ま
う
の

で
は
と
案
じ
、
ふ
た
り
は
相
談
し
て
と
ら
え
た
二
人
を
途
上
で

殺
し
、
首
を
き
り
お
と
し
て
山
寨
へ
お
く
っ
た
。
（
第
七
十
九

回
） 

 

宋
江
は
官
軍
と
の
戰
い
で
敵
將
を
と
ら
え
る
と
い
つ
も
、
招
安
を
待

ち
望
ん
で
い
る
こ
と
を
よ
ろ
し
く
お
傳
え
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
歸
し

て
し
ま
う
。
李
俊
は
そ
の
方
針
に
抵
抗
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
他

方
、
官
軍
出
身
の
も
の
は
、
呼
延
灼
が
宋
江
に
「
宋
江
情
愿
讓
位
與

將
軍
。
等
朝
廷
見
用
、
受
了
招
安
、
那
時
盡
忠
報
國
、
未
為
晚
矣

（
わ
た
く
し
は
位
を
將
軍
に
お
ゆ
ず
り
し
た
く
存
じ
ま
す
。
朝
廷
に

任
用
さ
れ
、
招
安
を
う
け
て
か
ら
國
家
に
忠
義
を
盡
く
し
て
も
お
そ

く
は
あ
り
ま
す
ま
い
）
」
（
第
五
十
八
回
）
と
仲
間
入
り
を

說
得
さ
れ

承
諾
し
た
よ
う
に
、
招
安
を
望
ん
で
い
る
。
す
く
な
く
と
も
否
定
し

な
い
も
の
が
多
い
。
招
安
を
受
け
た
あ
と
も
成
員
た
ち
の
志
向
は
一

致
し
な
い
。
宋
江
の
望
み
を
忠
實
に
か
な
え
る
參
謀
の
呉
用
で
す
ら

宋
を
見
限
っ
て
遼
に
つ
く
ほ
う
が
得
策
だ
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

（
第
八
十
五
回
）
。
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
方
針
が
違
う
の
に
も
關
わ
ら

ず
、
方
臘
征
伐
で
の
數
々
の
戰
死
、
集
團
の
瓦
解
ま
で
ほ
と
ん
ど
の

も
の
が
運
命
を
と
も
に
す
る
。 

 

百
八
人
は
み
な
天
上
の
星
に
對
應
し
て
い
る
か
ら
團
結
す
る
の
は

運
命
な
の
だ
と
い
う

說
明
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
百

八
人
の
つ
な
が
り
の
つ
よ
さ
の

說
明
と
し
て
は

說
得
力
に
缺
け
る
。 

 
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
が
「
義
」
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
「
義
」

を
結
び
「
死
生
相
托
」
の
誓
い
を
た
て
た
以
上
、
そ
の
後
志
向
や
方

針
の
違
い
が
あ
ら
わ
に
な
ろ
う
と
、
人
間
關
係
の
維
持
と
い
う
前
提
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は
ゆ
る
が
な
い
。
梁
山
泊
集
結
後
、
み
な
に
同
じ
思
想
を
共
有
さ
せ

よ
う
と
す
れ
ば
大
手
術
が
必
要
と
な
る
し
、
ど
う
し
て
も
不
自
然
に

な
る
。
異
な
る
個
性
を
も
つ
人
々
が
個
性
は
そ
の
ま
ま
に
運
命
を
と

も
に
し
て
こ
そ
「
銘
々
傳
」
の
魅
力
が
保
て
る
の
で
あ
る
七

十

五

。
こ

の
意
味
で
も
「
義
」
は
水
滸
傳
の
成
立
に
不
可
缺
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
っ
た
。 

そ
し
て
「
義
」
の
中
心
に
あ
る
の
が
宋
江
で
あ
る
。
「

79 

若
是

師
父
（
公
孫
勝
）
不
肯
去
時
、
宋
公
明
必
被
高
廉
捉
了
。
山
寨
大

義
、
從
此
休
矣
（
も
し
道
士
が
行
か
な
け
れ
ば
宋
公
明
は
き
っ
と
高

廉
に
つ
か
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
山
寨
の
大
義
も
お
し
ま
い
で

す
）
」
（
第
五
十
三
回
）
と
い
う
こ
と
ば
や
、
二
度
目
の
招
安
の
際
、

「
宋
江
を
除
き
、
そ
の
他
の
人
々
の
罪
を
赦
免
す
る
」
と
い
う
文
言

を
聞
い
た
花
榮
の
「
既
不
赦
我
哥
哥
、
我
等
投
降
則
甚
（
あ
に
き
が

許
さ
れ
ね
ば
、
わ
れ
ら
が
投
降
し
て
何
に
な
る
）
」
（
第
八
十
回
）
と

い
う
こ
と
ば
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
義
を
結
ん
だ
以
上
、
宋

江
と
別
れ
る
選
擇
は
あ
り
え
な
い
。
招
安
に
反
對
す
る
こ
と
は
宋
江

                                        

             

 

七

十

五

中
鉢
雅
量
「
英
雄
た
ち
の
栄
光
と
悲
惨
―
水
滸
伝
の
世
界
―
」
（
懐

徳
堂
記
念
会
編
『
中
国
四
大
奇
書
の
世
界
』
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三

年
）
は
百
八
人
の
性
格
が
き
ち
ん
と
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
が
水
滸

傳
の
特
徴
で
あ
る
と
言
う
（
百
二
十
三
頁
）
。
陈
美
玲
「
论
性
格
〝
强

化
〟
的
典
型
人
物
―
以
《
三
国
演
义
》
和
《
水
浒
传
》
为
例
」
（
『
明
代

を
見
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
招
安
を
放
棄
す
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と

で
あ
る
。
歸
順
後
、
朝
廷
の
待
遇
に
不
滿
を
抱
い
た
李
俊
ら
は
、
奸

臣
を
殺
し
て
も
う
一
度
梁
山
泊
に
行
こ
う
と
主
張
す
る
が
、
宋
江
は

決
し
て
承
知
し
な
い
と
呉
用
に
た
し
な
め
ら
れ
て
し
ま
う
（
第
九
十

回
）
。
極
端
に
は
「
（
衆
將
）
盡
有
反
心
、
只
碍
宋
江
一
箇
（
諸
將
は

み
な
そ
む
く
氣
が
あ
る
の
だ
が
、
宋
江
だ
け
が
さ
ま
た
げ
に
な
っ
て

い
る
）
」
と
い
う
文
言
ま
で
あ
る
（
第
九
十
回
）
。
こ
れ
を
知
っ
た
宋

江
は
「
も
し
二
心
が
あ
る
の
な
ら
ま
ず
私
の
首
を
と
っ
て
か
ら
事
を

お
こ
せ
」
と
言
う
。
當
然
諸
將
が
宋
江
に
手
を
く
だ
せ
る
は
ず
は
な

い
。
宋
江
も
わ
か
っ
て
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
４
の
燕
青
の

苦
惱
の
原
因
も
こ
こ
に
あ
る
。
「
義
」
を
む
す
ん
だ
以
上
、
狀
況
判

斷
が
ど
れ
ほ
ど
的
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
集
團
を
離
脱
す
る

こ
と
は
「
義
」
に
そ
む
き
個
人
の
利
益
を
追
求
す
る
も
の
で
し
か
な

い
。
燕
青
に
限
ら
ず
、
聚
義
に
加
わ
っ
た
百
八
人
す
べ
て
が
自
由
に

行
動
す
る
權
利
を
放
棄
し
、
運
命
を
と
も
に
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で

あ
り
、
こ
の
聚
義
が
梁
山
泊
の
末
路
を
決
定
し
た
。
「
義
」
の
も
た

小
说
面
面
观
』
、
学
林
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
水
滸
傳
は
性
格

の
特
徵
や
微
妙
な
心
理
活
動
を
描
く
こ
と
で
各
人
物
の
個
性
を
描
き
出

し
、
そ
の
本
性
は
變
わ
る
こ
と
な
く
最
後
ま
で
保
た
れ
て
い
る
と
す

る
。 
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ら
す
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
と
は
表
裏
一
體
で
あ
り
、
そ
れ
を
承

知
で
「
義
」
は
む
す
ば
れ
て
い
る
。
第
七
十
一
回
は
、
梁
山
泊
集
團

の
緊
密
な
團
結
と
、
そ
の
後
の
不
幸
な
結
末
を
予
期
さ
せ
る
路
線
對

立
と
が
同
時
に
描
か
れ
た
象
徵
的
な
回
で
あ
る
。
宋
江
が
招
安
の
方

針
を
強
固
に
お
し
す
す
め
た
あ
と
も
成
員
た
ち
が
從
い
つ
づ
け
た
の

は
「
義
」
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
れ
が
全
體
的
に
は
皇
帝
に
對
す
る

「
忠
」
の
行
動
に
み
え
る
。
集
結
以
降
好
漢
た
ち
が
「
義
」
に
束
縛

さ
れ
て
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
の
は
環
境
が
か
わ
っ
た
た
め
で
あ

り
、
「
義
」
が
變
質
し
た
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
「
忠
」
が
「
義
」
を

凌
駕
し
た
た
め
で
も
な
い
。
激
變
す
る
環
境
の
な
か
で
好
漢
た
ち
は

さ
ま
ざ
ま
な
結
末
を
む
か
え
る
。
公
孫
勝
は
「
故

鄉
の
老
母
の
た

め
」
と
「
師
匠
と
の
約
束
」
を
理
由
に
集
團
を
離
れ
る
。
李
俊
は

「
病
氣
の
た
め
い
っ
た
ん
拔
け
る
」
と
い
う
口
實
で
集
團
を
拔
け

た
。
呉
用
や
花
榮
は
「
義
」
を
ま
っ
と
う
す
る
べ
く
宋
江
の
墓
前
で

首
を
つ
っ
て
あ
と
を
追
っ
た
。 

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
結
末
の
な
か
で
も
っ
と
も
力
を
入
れ
て
書
か
れ

た
の
が
李
逵
の
く
だ
り
で
あ
ろ
う
。
宋
江
は
奸
臣
の
さ
し
が
ね
で
皇

帝
か
ら
下
賜
さ
れ
た
御
酒
の
な
か
に
毒
を
も
ら
れ
た
。
御
酒
を
飲
ん

                                        

             

 

七

十

六

中
鉢
雅
量
「
英
雄
た
ち
の
栄
光
と
悲
惨
―
水
滸
伝
の
世
界
―
」

は
、
「
招
安
の
よ
う
な
大
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
様
々
な
意
見
が
出
さ

だ
あ
と
そ
の
こ
と
に
氣
づ
い
た
宋
江
は
、
自
分
の
死
後
李
逵
が
謀
反

を
お
こ
す
に
ち
が
い
な
い
と
お
そ
れ
、
李
逵
を
呼
び
よ
せ
て
ひ
そ
か

に
毒
酒
を
飲
ま
せ
た
。
李
逵
は
、
宋
江
が
命
を
ね
ら
わ
れ
て
い
る
と

聞
く
と
、
朝
廷
に
そ
む
い
て
一
旗
あ
げ
よ
う
と
言
う
。
そ
こ
で
宋
江

は
す
で
に
毒
酒
を
飲
ま
せ
て
い
た
こ
と
を
明
か
す
。
す
る
と
李
逵
は

一
轉
、
宋
江
の
た
め
な
ら
仕
方
な
い
と
受
け
入
れ
る
。
何
度
も
招
安

の
方
針
に
反
對
し
て
は
叱
責
さ
れ
て
い
た
李
逵
で
あ
る
。
そ
の
朝
廷

の
た
め
に
自
分
が
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
納
得
す
る
は
ず
は
な
い
。

し
か
し
李
逵
に
は
宋
江
と
の
「
義
」
が
あ
っ
た
。
「
私
」
よ
り
も

「
義
」
を
上
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
李
逵
な
り
の
「
生
、
亦

我
所
欲
也
。
義
、
亦
我
所
欲
也
。
二
者
不
可
得
兼
、
舍
生
取
義
也

（
生
は
我
の
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
義
も
ま
た
我
の
欲
す
る
も
の
で

あ
る
。
兩
方
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
生
を
捨
て
義

を
と
る
）
」
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
編
纂
者
が
「
義
」
を

い
か
に
利
用
し
て
水
滸
傳
を
ま
と
め
て
き
た
か
の
縮
圖
と
言
え
よ

う
。
こ
の
場
面
を
當
時
の
讀
者
は
「
義
を
結
ん
だ
の
だ
か
ら
仕
方
が

な
い
」
と
納
得
し
、
ま
た
、
そ
の
「
義
」
を
貫
か
ん
と
す
る
意
志
の

強
さ
に
感
嘆
し
た
の
だ
ろ
う
七

十

六

。 
れ
て
紛
糾
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
水
滸
伝
は
こ
の
程
度
の
路
線
対
立
で

収
め
て
し
ま
い
、
こ
の
点
で
は
リ
ア
リ
テ
ィ
に
欠
け
る
」
（
百
七
頁
）
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十
一
．
李
卓
吾
の
懸
念 

水
滸
傳
の
道
德
観
は
十
分
當
時
の
讀
者
の
理
解
を
得
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
い
っ
そ
李
逵
や
魯
智
深
と
い
っ
た
無

知
無
學
な
が
ら
真
情
に
も
と
づ
い
て
義
行
を
な
す
人
物
を
梁
山
泊
の

主
に
据
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
實
際
に
こ
れ
ら
「
真
」
な
る
人

物
た
ち
の
尊
崇
を
一
身
に
集
め
る
の
は
、
む
し
ろ
舊
來
の
道
徳
觀
を

重
ん
じ
、
經
史
を
修
め
、
文
人
の
は
し
く
れ
を
自
認
す
る
宋
江
で
あ

る
。
こ
の
問
題
を
考
へ
る
ヒ
ン
ト
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
が
李
卓
吾

（
李
贄
）
で
あ
る
。
李
卓
吾
は
陽
明
學
の
徒
で
あ
り
な
が
ら
過
激
な

こ
と
ば
で
儒
者
批
判
を
し
、
儒
教
倫
理
に
そ
む
く
と
い
わ
れ
る
行
動

を
く
り
か
え
し
て
い
た
こ
と
か
ら
儒
學
の
叛
徒
と
す
ら
目
さ
れ
る
。

人
間
が
本
來
的
に
持
つ
欲
望
を
真
實
と
し
て
肯
定
し
た
「
童
心

說
」

は
そ
の
代
表
的
な
主
張
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
通
俗
小

說
を
肯

定
し
た
こ
と
か
ら
、
「
李
卓
吾
批
評
」
と
銘
打
つ
僞
作
が
多
數
現
れ

る
な
ど
通
俗
小

說
界
に
も
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、
陽
明
學
と
通
俗

                                        

             

 

と
述
べ
る
が
、
梁
山
泊
集
團
の
「
義
」
の
強
さ
は
當
時
の
讀
者
に
と
っ

て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
集
團
が
路
線
對
立

を
内
包
し
つ
つ
も
團
結
を
保
っ
て
い
た
理
由
は
十
分
に
表
現
し
得
て
い

た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

七

十

七

佐
藤
錬
太
郎
「
李
卓
吾
『
忠
義
水
滸
傳
評
』
に
つ
い
て
」
（
『
東
方

小

說
と
の
關
係
を
語
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
人
物
で
も
あ
る
。
水

滸
傳
も
高
く
評
価
し
て
い
て
、
水
滸
傳
の
英
雄
た
ち
に
と
っ
て
は
う

っ
て
つ
け
の
思
想
的
後
ろ
盾
と
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
李
卓
吾
の
記
し
た
「
忠
義
水
滸
傳
序
」
は
「

內
亂
と
夷
狄
の

威
脅
に
對
す
る
憤
り
を
晴
ら
す
こ
と
、
明
朝
の
官
僚
人
事
の
不
公
正

を
批
判
し
て
人
材
登
用
を
主
張
す
る
こ
と
、
叛
亂
者
の
投
降
を
勸

め
、
君
國
へ
の
忠
義
を
呼
び
か
け
る
こ
と
、
人
事
擔
當
者
の
參
考
に

資
す
る
こ
と
」
七

十

七

と
い
う
意
圖
の
も
と
に
書
か
れ
、
明
朝
の
治
安

の
悪
化
を
強
く
憂
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
國
家
の
法
度

な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
暴
れ
ま
わ
る
梁
山
泊
の
好
漢
た
ち
の
イ
メ
ー

ジ
と
も
、
過
激
な
儒
學
の
叛
徒
と
い
う
李
卓
吾
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
と

も
一
見
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
李
卓
吾
も
本
質
的
に
は
儒
學

の
徒
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
民
が
安
養
を
得
て
こ
そ
、
君
臣
の
責
任

は
始
め
て
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」
七

十

八

と
考
え
て
い
た
。
そ
れ

を
踏
ま
え
れ
ば
「
忠
義
水
滸
傳
序
」
の
意
圖
は
ま
っ
た
く
怪
し
む
に

足
り
な
い
。
實
際
、
李
卓
吾
の
數
々
の
發
言
の
な
か
で
過
激
と
言
え

學
』
第
七
十
一
輯
、
一
九
八
六
年
） 

七

十

八 
『
藏
書
』
「
吏
隱
・
馮
道
」
。
和
訳
は
島
田
虔
次
著
・
井
上
進
補
注

『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
２
』
第
三
章
「
李
卓
吾
」
、
六
十

三
頁
に
よ
る
。 
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る
の
は
體
制
教
學
の
形
骸
化
へ
の
批
判
で
あ
り
、
「
夫
以
率
性
之

真
、
推
而
擴
之
、
與
天
下
為
公
、
乃
謂
之
道
（
自
然
な
本
性
を
押
し

広
げ
天
下
の
た
め
に
公
と
な
す
、
こ
れ
を
道
と
言
う
）
」
七

十

九

と
言

う
よ
う
に
、
國
家
秩
序
の
安
定
を
保
つ
た
め
の
新
し
い
道
を
訴
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
李
卓
吾
は
徹
底
し
た
「
合
理
主
義
者
」
八

十

で
あ

り
、
「
伝
統
的
且
つ
空
疎
な
規
矩
縄
墨
に
拘
泥
し
て
現
実
を
知
ら

ず
、
役
に
立
た
な
い
」
八

十

一

儒
者
た
ち
が
個
別
具
體
の
狀
況
を
一
切

考
慮
せ
ず
に
經
書
を
「
万
世
の
至
論
と
見
な
す
こ
と
が
、
ど
う
し
て

ゆ
る
さ
れ
よ
う
か
」
と
考
え
た
八

十

二

。
そ
し
て
、
舊
來
の
規
則
に
盲

從
せ
ず
、
場
面
ご
と
の
狀
況
に
合
わ
せ
、
本
來
心
に
備
わ
る
道
德
心

に
も
と
づ
い
て
行
動
を
選
擇
し
た
ほ
う
が
天
下
は
亂
れ
な
い
と
い
う

考
え
を
推
し
進
め
た
結
果
、
過
激
な
主
張
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

「
義
」
に
對
す
る
考
え
方
は
『
續
藏
書
』
八

十

三

「
孝
義
名
臣
」
、
『
初

潭
集
』
八

十

四

巻
十
九
「
篤
義
」
に
見
え
る
。
前
者
に
は
母
や
義
母
に

盡
す
子
や
、
主
人
が
没
落
し
て
も
な
お
獻
身
す
る
下
僕
や
妾
な
ど
が

                                        

             

 

七

十

九

『
焚
書
』
（
『
焚
書
・
續
焚
書
』
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
「
答
耿

中
丞
」 

八

十

島
田
虔
次
著
・
井
上
進
補
注
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折

２
』
第
三
章
「
李
卓
吾
」
、
三
十
頁 

八

十

一

島
田
虔
次
著
・
井
上
進
補
注
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折

描
か
れ
る
。
後
者
も
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
國
家
や
體
制
に
背
い
て
も

自
己
の
道
德
的
判
断
を
貫
く
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
曹
操
が
孔
融

を
誅
殺
し
た
際
、
日
頃
親
し
か
っ
た
者
も
み
な
關
わ
ろ
う
と
し
な
か

っ
た
が
、
脂
習
の
み
が
そ
の
死
體
に
す
が
っ
て
哭
し
た
と
い
う
一
條

が
あ
る
。
こ
の
事
件
に
對
す
る
李
卓
吾
の
解
釋
を
見
る
と
、
他
書
の

類
例
と
の
興
味
深
い
差
異
が
見
出
せ
る
。
第
四
節
の
３
で
「
義
」
が

報
恩
を
表
す
例
と
し
て
擧
げ
た
『
三
國
志
演
義
』
の
曹
操
と
王
修
の

く
だ
り
は
こ
の
脂
習
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
そ
っ
く
り
同
じ
狀
況
で
あ

る
。 

 

修
曰
「
汝
生
逼
他
命
、
亡
而
不
哭
非
義
也
。
畏
死
忘
義
、
何
以
立

世
乎
。
吾
受
袁
氏
厚
恩
、
若
得
收
葬
譚
屍
於
殘
土
、
然
後
全
家
受

戮
、
瞑
目
無
恨
。
」
操
曰
「
河
北
義
士
何
如
此
之
多
矣
。
」 

王
修
は
言
っ
た
。
「
貴
樣
は
あ
の
か
た
を
死
に
追
い
や
っ
た
。

死
し
て
哭
さ
な
い
の
は
義
に
も
と
る
。
死
を
恐
れ
て
義
を
忘
れ

２
』
第
三
章
「
李
卓
吾
」
、
六
十
～
六
十
一
頁 

八

十

二 

『
焚
書
』
「
童
心
説
」
。
和
訳
は
島
田
虔
次
著
・
井
上
進
補
注
『
中

国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
２
』
、
五
十
四
頁
に
よ
る
。 

八

十

三

李
贄
『
續
藏
書
』
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年 

八

十

四

李
贄
『
初
潭
集
』
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年 
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て
は
こ
の
世
に
身
を
お
い
て
い
ら
れ
よ
う
か
。
私
は
袁
氏
の
大

恩
を
受
け
た
の
だ
か
ら
、
袁
譚
の
遺
骸
を
葬
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
そ
の
後
一
族
皆
殺
し
に
さ
れ
よ
う
と
恨
む
こ
と
は
な

い
。
」
曹
操
は
言
っ
た
。
「
河
北
に
は
義
士
が
こ
ん
な
に
も
多
い

の
か
。
」(

巻
七
「
曹
操
引
兵
取
壺
關
」)

 

 

明
代
の
類
書
『
天
中
記
』
八

十

五

「
義
烈
」
は
こ
の
故
事
を
「
義
士
」

と
題
し
て
い
る
。 

 

脩
復
曰
「
受
袁
氏
厚
恩
、
若
得
收
斂
譚
屍
、
然
後
就
戳
無
所

恨
。
」
操
嘉
其
義
聽
之
。 

王
脩
は
答
え
た
。
「
袁
氏
の
大
恩
を
受
け
た
の
だ
か
ら
、
袁
譚

の
な
き
が
ら
を
棺
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
の
後
殺
さ
れ

よ
う
と
恨
み
は
し
な
い
。
」
曹
操
は
そ
の
義
を
た
た
え
、
そ
の

通
り
に
さ
せ
て
や
っ
た
。 

 

『
天
中
記
』
は
續
け
て
も
う
ひ
と
つ
類
話
を
載
せ
る
。
袁
譚
の
首
に

哭
し
た
者
は
妻
子
ま
で
殺
せ
と
曹
操
は
命
じ
た
が
、
そ
こ
に
二
人
の

者
が
現
れ
る
。 

                                        

             

 

八

十

五

『
天
中
記
』
文
海
出
版
社
、
一
九
六
四
年 

 

於
是
王
叔
治
、
田
子
泰
相
謂
曰
「
生
受
辟
命
、
亡
而
不
哭
、
非
義

也
。
畏
死
亡
義
、
何
以
立
世
。
」
遂
造
其
首
而
哭
之
哀
慟
。
三
軍

軍
正
白
行
其
戳
。
操
曰
「
義
士
也
。
」
赦
之
。 

す
る
と
王
叔
治
と
田
子
泰
は
言
っ
た
。
「
主
君
が
存
命
中
に
仕

え
、
死
し
て
哭
さ
ぬ
は
義
に
も
と
る
。
死
を
恐
れ
て
義
を
忘
れ

て
は
ど
う
し
て
こ
の
世
に
身
を
お
い
て
い
ら
れ
よ
う
か
。
」
そ

し
て
首
を
祀
り
、
哭
す
こ
と
悲
痛
き
わ
ま
り
な
か
っ
た
。
三
軍

の
軍
正
は
刑
の
執
行
を
進
言
し
た
が
、
曹
操
は
「
義
士
で
あ

る
」
と
言
い
、
許
し
た
。 

 

權
力
に
逆
ら
っ
て
で
も
主
君
や
友
人
と
の
關
係
を
守
り
拔
こ
う
と
す

る
さ
ま
を
「
義
」
と
稱
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
曹
操
が

「
義
」
と
感
じ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
思
考
は

曹
操
を
中
心
と
す
る
秩
序
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
執
筆
者
は
曹
操
自
身
に
「
義
」
と
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

李
卓
吾
は
こ
の
話
を
採
用
し
た
も
の
の
、
曹
操
に
そ
の
行
爲
を

「
義
」
と
評
価
さ
せ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
篤
義
」
末
尾
の
總
評
に

お
い
て
「
是
故
士
為
知
己
者
死
、
而
況
乎
以
國
士
遇
我
也
（
ゆ
え
に



252 
 

士
は
己
を
知
る
者
の
た
め
に
死
ぬ
と
言
う
の
だ
。
ま
し
て
や
國
士
と

し
て
扱
わ
れ
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
國
家
の
た
め
に
死
ぬ
で
あ
ろ

う
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
李
卓
吾
は
ま
た
、
「
義
は
そ
も
そ
も

心
の
な
か
に
生
じ
る
（
義
固
生
于
心
也
）
」
も
の
で
作
爲
的
な
行
爲

は
「
義
」
で
は
な
い
と
い
う
陽
明
學
の
原
則
を
強
調
し
て
い
る
。
し

か
し
各
自
の
自
然
な
発
想
が
す
べ
て
國
家
秩
序
に
貢
獻
す
る
と
は
限

ら
な
い
。
自
分
の
発
想
だ
け
に
頼
れ
ば
い
き
お
い
身
近
な
人
間
關
係

だ
け
を
見
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
實
際
王
陽
明
自
身
が
「
人
間
が

他
者
に
関
わ
る
と
き
」
、
「
そ
こ
に
は
厚
薄
と
い
う
優
先
順
位
を
つ
け

ざ
る
を
得
」
ず
、
「
自
己
が
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
、

ま
た
持
ち
得
る
人
に
限
定
し
、
そ
の
人
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
」

八

十

六

と
考
え
て
い
た
。
身
近
な
人
間
關
係
を
優
先
し
て
い
れ
ば
、
全

體
の
秩
序
に
貢
獻
し
得
な
い
ば
か
り
か
時
に
は
そ
れ
に
反
し
て
し
ま

う
こ
と
す
ら
あ
ろ
う
。
し
か
し
王
陽
明
は
「
こ
の
よ
う
な
現
實
を
指

摘
す
る
こ
と
は
な
」
八

十

七

か
っ
た
。
「
儒
家
説
の
存
在
理
由
を
な
す

治
国
平
天
下
へ
の
関
心
は
あ
く
ま
で
放
棄
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」

八

十

八

と
考
え
て
い
る
王
陽
明
自
身
が
全
體
の
秩
序
を
亂
す
よ
う
な
身

                                        

             

 

八

十

六 

上
田
弘
毅
「
王
陽
明
に
於
け
る
近
代
化
へ
の
可
能
性
と
そ
の
限

界
」
（
奥
崎
裕
司
編
『
明
清
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
か
』
、
汲
古
書

店
、
二
〇
〇
六
年
）
、
百
二
十
頁 

八

十

七

上
田
弘
毅
「
王
陽
明
に
於
け
る
近
代
化
へ
の
可
能
性
と
そ
の
限

內
び
い
き
を
推
奬
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
陽
明
學
を
信
奉

す
る
者
が
「
各
自
の
自
然
な
感
情
」
を
擴
大
解
釋
し
た
結
果
、
王
陽

明
が
期
待
し
な
か
っ
た
誤
解
を
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
李

卓
吾
は
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
障
碍
を
も
の
と
も

せ
ず
な
す
べ
き
こ
と
を
遂
行
す
る
心
の
強
さ
を
賞
贊
す
る
一
方
で
、

そ
の
行
為
は
「
義
」
と
は
認
め
ず
、
推
奬
す
べ
き
は
そ
の
行
動
で
は

な
く
意
志
の
強
さ
で
あ
り
、
そ
の
心
が
け
を
國
家
に
向
け
て
こ
そ
の

「
義
」
で
あ
る
と
釘
を
さ
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
陽
明
學
の
危

う
さ
に
氣
づ
い
て
い
た
の
は
李
卓
吾
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
陽

明
學
に
惹
か
れ
る
知
識
人
た
ち
も
、
水
滸
傳
の
人
物
の
素
朴
な
道
德

心
に
は
魅
力
を
感
じ
て
も
、
そ
の
ま
ま
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
懸
念
こ
そ
が
、
梁
山
泊
集
團
の
物
語
を
、
無
知
無
學
な
無
頼

の
徒
が
大
暴
れ
す
る
と
い
う
形
の
ま
ま
知
識
人
向
け
の
長
篇
小
説
に

仕
立
て
直
す
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
陽
明
學
は
決

し
て
手
放
し
で
庶
民
を
禮
贊
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
「
民
衆
の
道

德
性
を
誘
発
」
し
、
「
『
天
下
の
人
々
に
そ
の
良
知
を
発
揮
さ
せ
…
…

界
」
、
百
二
十
一
頁 

八

十

八

島
田
虔
次
著
・
井
上
進
補
注
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折

１
』
第
一
章
「
王
陽
明
」
、
五
十
五
頁 
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自
私
自
利
を
捨
て
』
て
大
堂
の
世
を
実
現
す
る
よ
う
（
同
、
中
、
答

聶
文
蔚
）
に
仕
向
け
る
」
八

十

九

の
は
知
識
人
の
役
目
で
あ
っ
た
。
庶

民
に
も
聖
人
と
同
じ
良
知
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
知
識
人
の
導
き

が
な
け
れ
ば
「
愚
夫
愚
婦
」
の
ま
ま
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
陽
明
學
の
徒
に
は
農
民
、
職
人
、
商
人
な
ど
を
對
象
に

布
教
を
し
て
ま
わ
る
も
の
も
多
か
っ
た
と
い
う
九

十

。
そ
れ
は
「
化
俗

導
愚
の
目
的
を
実
現
す
る
」
九

十

一

べ
く
、
國
家
秩
序
體
制
に
庶
民
を

組
み
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
っ
た
。 

宋
江
集
團
の
物
語
が
整
理
さ
れ
る
と
き
に
も
こ
の
「
本
心
の
ま
ま

に
生
き
る
純
粋
な
無
法
者
た
ち
に
知
識
人
が
正
し
い
方
針
を
指
し
示

し
て
や
る
」
構
圖
が
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。 

第
三
十
八
回
で
は
じ
め
て
李
逵
を
見
た
宋
江
は
、
李
逵
の
上
司
で

あ
る
戴
宗
が
李
逵
の
非
禮
な
言
動
を
わ
び
る
の
に
對
し
て
こ
う
言
っ

て
い
る
。 

 

院
長
尊
兄
何
必
見
外
、
量
這
些
銀
兩
何
足
掛
齒
、
由
他
去
賭
輸
了

罷
、
若
要
用
時
再
送
些
與
他
。
使
我
看
、
這
人
倒
是
個
忠
直
漢

                                        

             

 

八

十

九 

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
「
陽
明
学
」
（
市
来
津
由
彦
・
溝
口
雄

三
）
「
傳
習
録
」 

九

十 

森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史
（
下
）
』
第
九
章
「
元
・
明
の
思
想
」

子
。 院

長
さ
ん
、
そ
う
他
人
行
儀
に
な
さ
ら
ず
に
。
こ
れ
し
き
の
銀

子
な
ん
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ら
せ
て
や
れ
ば
よ
い
の
で

す
。
い
る
と
い
う
な
ら
ま
た
や
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
に
言
わ

せ
れ
ば
、
あ
の
人
は
む
し
ろ
正
直
な
お
と
こ
で
す
よ
。 

 

初
對
面
の
宋
江
に
も
遠
慮
せ
ず
ず
け
ず
け
も
の
を
言
い
、
あ
ま
つ
さ

え
博
打
の
た
め
の
銀
子
を
貸
し
て
く
れ
と
ま
で
言
う
李
逵
を
、
「
自

分
の
心
に
正
直
で
よ
い
」
と
ほ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
知
識

人
た
ち
が
「
無
知
で
は
あ
る
が
」
、
「
素
朴
」
、
「
率
直
」
、
「
正
直
」
、

「
か
ざ
ら
な
い
」
と
「
愚
夫
」
を
ほ
め
る
の
と
同
じ
態
度
で
は
な
い

か
。
こ
れ
に
對
し
李
逵
も
、
「
難
得
宋
江
哥
哥
、
又
不
曾
和
我
深

交
、
便
借
我
十
兩
銀
子
。
果
然
仗
義
踈
財
名
不
虗
傳
（
あ
り
が
て

え
。
宋
江
兄
は
俺
と
長
い
つ
き
あ
い
で
も
な
い
の
に
す
ぐ
十
兩
貸
し

て
く
れ
た
。
仗
義
疎
財
っ
て
評
判
も
伊
達
じ
ゃ
な
か
っ
た
）
」
、
「
真

個
好
個
宋
哥
哥
、
人
説
不
差
了
、
便
知
我
兄
弟
的
性
格
。
結
拜
得
這

位
哥
哥
也
不
枉
了
（
宋
の
兄
貴
は
評
判
通
り
ほ
ん
と
に
い
い
人
だ
。

１
「
王
陽
明
」
・
２
「
陽
明
学
の
左
派
」 

九

十

一 

陈
才
训
「
儒
学
平
民
化
思
潮
与
明
代
通
俗
小
说
」 
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す
ぐ
に
俺
の
性
格
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
。
こ
の
兄
貴
と
兄
弟
に
な
れ

た
の
は
間
違
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
）
」
と
、
す
っ
か
り
信
賴
を
寄
せ
て

い
る
。 

 

「
無
知
な
が
ら
正
直
」
な
李
逵
を
愛
で
る
宋
江
の
樣
子
は
他
人
の

口
を
通
じ
て
も
語
ら
れ
る
。 

第
五
十
三
回
、
公
孫
勝
が
梁
山
泊
に
も
ど
る
こ
と
を
許
可
し
な
い

羅
真
人
に
業
を
煮
や
し
た
李
逵
は
羅
真
人
を
殺
し
て
し
ま
お
う
と
す

る
。
し
か
し
そ
の
た
く
ら
み
は
羅
真
人
に
見
拔
か
れ
て
お
り
、
法
術

で
さ
ん
ざ
ん
に
懲
ら
し
め
ら
れ
る
。
戴
宗
は
羅
真
人
に
李
逵
を
許
し

て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
た
。 

 

戴
宗
告
道
「
真
人
不
知
、
這
李
逵
𨿽
然
愚
蠢
不
省
理
法
也
有
些
小

好
處
。
第
一
、
耿
直
分
毫
不
取
茍
取
於
人
九

十

二

。
第
二
、
不
會
阿

謟
於
人
、
𨿽
死
其
忠
不
攺
。
第
三
、
並
無
淫
慾
斜
心
、
貪
財
背

義
、
敢
勇
當
先
。
因
此
宋
公
明
甚
是
愛
他
」
。 

戴
宗
は
言
っ
た
。
「
真
人
は
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
李
逵

は
愚
か
で
も
の
の
理
を
わ
き
ま
え
ぬ
と
は
い
え
、
す
こ
し
は
よ

い
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
第
一
に
、
正
直
で
人
の
も
の
を
奪

                                        

             

 

九

十

二 

容
與
堂
本
で
は
意
味
が
と
り
に
く
い
が
、
嘉
靖
殘
本
、
石
渠
閣
補

刻
本
は
と
も
に
「
不
肯
苟
取
於
人
」
で
あ
り
、
こ
ち
ら
が
も
と
の
姿
で

い
ま
せ
ん
、
第
二
に
、
人
に
お
も
ね
ら
ず
、
そ
の
ひ
た
む
き
な

心
は
死
す
と
も
改
め
ま
せ
ん
、
第
三
に
、
淫
欲
な
心
も
曲
が
っ

た
心
も
な
く
、
利
益
の
た
め
に
義
に
背
く
こ
と
な
く
、
勇
敢
に

ま
っ
さ
き
に
飛
び
出
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
宋
公
明
も
非
常

に
寵
愛
し
て
い
る
の
で
す
。
」 

 

第
六
十
七
回
、
李
逵
が
宋
江
の
方
針
に
反
發
し
、
ふ
て
く
さ
れ
て

山
を
下
り
て
し
ま
っ
た
場
面
。 

 

宋
江
見
報
只
叫
得
苦
。
「
是
我
夜
來
衝
撞
了
他
這
幾
句
言
語
、
多

管
是
投
别
處
去
了
」
。
吴
用
道
「
兄
長
非
也
。
他
雖
麄
鹵
、
義
氣

倒
重
。
不
到
得
投
别
處
去
。
多
管
是
過
兩
日
便
來
。
兄
長
放

心
」
。 

 
 

宋
江
は
報
告
を
聞
い
て
嘆
い
た
。
「
昨
日
の
夜
、
あ
い
つ
の
言

っ
た
こ
と
に
き
つ
く
言
い
返
し
て
し
ま
っ
た
せ
い
だ
。
お
お
か

た
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
身
を
寄
せ
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
」
。

呉
用
が
言
っ
た
。
「
兄
者
、
そ
れ
は
ち
が
う
。
あ
い
つ
は
粗
暴

で
す
が
義
氣
は
重
い
。
ほ
か
の
と
こ
ろ
へ
な
ん
か
行
け
る
も
の

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 
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で
す
か
。
何
日
か
す
れ
ば
戻
っ
て
き
ま
す
。
ご
安
心
な
さ

い
」
。 

 

第
六
十
八
回
、
曾
頭
市
と
の
戰
い
の
際
、
講
和
の
使
者
と
し
て
時

遷
、
李
逵
ら
五
人
が
遣
わ
さ
れ
る
。
五
人
を
見
た
曾
頭
市
の
將
史
文

恭
が
、
講
和
と
は
建
前
で
、
呉
用
の
陰
謀
に
ち
が
い
な
い
と
言
う

と
、
李
逵
は
怒
っ
て
史
文
恭
に
毆
り
か
か
る
。
そ
こ
で
時
遷
が
と
り

な
し
に
入
る
。 

 

李
逵
雖
然
麄
鹵
、
却
是
俺
宋
公
明
哥
哥
心
腹
之
人
。
特
使
他
來
、

休
得
疑
惑
。 

李
逵
は
亂
暴
者
で
す
が
、
わ
が
宋
公
明
兄
の
腹
心
、
そ
れ
を
特

に
遣
わ
し
た
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
お
疑
い
に
な
ら
ぬ
よ
う
。 

  

し
か
し
そ
の
感
情
に
正
直
な
言
動
が
秩
序
を
亂
す
と
判
斷
す
れ
ば

宋
江
は
嚴
し
く
叱
責
す
る
。
第
七
十
一
回
、
招
安
を
願
う
詞
を
作

り
、
歌
の
名
手
樂
和
に
歌
わ
せ
て
い
る
と
、
李
逵
が
反
發
し
暴
れ
出

し
た
。 

 

黑
旋
風
便
睜
圎
恠
眼
大
呌
道
「
招
安
招
安
、
招
甚
鳥
安
。
」
只
一

脚
把
卓
子
跳
𧺫
攧
做
粉
碎
。
宋
江
大
喝
道
「
這
黑
厮
怎
敢
如
此
無

禮
。
左
右
與
我
推
去
斬
訖
報
來
。
」 

黑
旋
風
は
も
の
す
ご
い
目
を
見
開
い
て
、
「
招
安
招
安
、
ど
ん

な
ク
ソ
安
を
招
く
っ
て
ん
だ
！
」
と
叫
ぶ
と
、
机
を
ひ
と
け

り
、
粉
々
に
し
て
し
ま
っ
た
。
宋
江
は
大
喝
し
た
。
「
こ
の
黑

い
野
郎
、
な
ん
と
無
禮
な
。
も
の
ど
も
、
ひ
っ
た
て
て
斬
っ
て

來
い
。
」 

 

な
お
、
こ
の
時
招
安
方
針
を
痛
罵
し
た
武
松
は
、
切
り
捨
て
ど
こ
ろ

か
叱
責
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
李
逵
を
牢
へ
連
れ
て
行
く
よ
う
命
じ

ら
れ
た
兵
士
が
李
逵
を
こ
わ
が
っ
て
い
る
さ
ま
を
見
た
李
逵
は
次
の

よ
う
に
言
う
。 

 

「
你
怕
我
敢
掙
扎
。
哥
哥
剮
我
也
不
怨
、
殺
我
也
不
恨
。
除
了
他

天
也
不
怕
。
」 

 
 

「
俺
が
暴
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。
兄
貴
が
俺
を
切
り
刻
も

う
が
殺
そ
う
が
恨
み
や
し
ね
え
。
そ
れ
以
外
だ
っ
た
ら
天
だ
っ

て
怖
か
ね
え
。
」 

 
方
針
に
不
滿
は
あ
っ
て
も
、
宋
江
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
自
體
に
は
な

ん
ら
不
滿
を
持
っ
て
い
な
い
。 

 

一
方
の
宋
江
も
、
高
壓
的
に
押
さ
え
つ
け
は
す
る
も
の
の
、
情
の
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う
え
で
は
一
體
の
も
の
だ
と
感
じ
て
い
る
。
李
逵
を
許
し
て
や
る
よ

う
諫
め
ら
れ
た
あ
と
、
宋
江
は
言
う
。 

 

「
今
日
又
作
滿
江
紅
詞
險
些
兒
壞
了
他
性
命
、
早
是
得
衆
弟
兄
諌

救
了
。
他
與
我
身
上
情
分
最
重
、
如
骨
肉
一
般
、
因
此
澘
然
淚

下
。
」 

「
今
日
滿
江
紅
の
詞
を
作
っ
て
ま
た
あ
や
う
く
彼
の
命
を
奪
っ

て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
弟
た
ち
が
諫
め
て
救
っ
て
く
れ

た
。
彼
は
私
と
情
が
も
っ
と
も
深
く
、
骨
肉
同
然
な
の
だ
、
そ

れ
で
は
ら
は
ら
涙
が
流
れ
る
の
だ
。
」 

 

翌
朝
、
頭
領
た
ち
は
李
逵
に
謝
り
に
行
く
よ
う
促
し
た
。 

 

衆
頭
領
睡
裡
喚
起
來
説
道
「
你
昨
日
大
醉
罵
了
哥
哥
。
今
日
要
殺

你
」
。
李
逵
道
「
我
夢
裡
也
不
敢
罵
他
。
他
要
殺
我
時
、
便
由
他

殺
了
罷
」
。
衆
弟
兄
引
着
李
逵
去
堂
上
見
宋
江
請
罪
。
宋
江
喝
道

「
我
手
下
許
多
人
馬
、
都
似
你
這
般
無
禮
不
亂
了
法
度
。
且
看
衆

兄
弟
之
面
寄
下
你
項
上
一
刀
。
再
犯
必
不
輕
恕
」
。
李
逵
喏
喏
連

                                        

             

 

九

十

三 

康
珮
「
論
《
水
滸
傳
》
的
狂
歡
精
神
與
庶
民
性
格
」
（
『
興
大
人
文

學
報
』
第
四
十
七
期
、
二
〇
一
一
年
）
が
、
宋
江
を
「
官
方
代
言
人
」

聲
而
退
。 

頭
領
た
ち
は
李
逵
を
起
こ
し
て
言
っ
た
。
「
お
ま
え
は
昨
日
泥

酔
し
て
兄
貴
に
ど
な
り
か
か
っ
た
ん
だ
。
今
日
お
ま
え
を
殺
す

と
言
っ
て
い
る
ぞ
」
。
李
逵
は
言
っ
た
。
「
俺
は
夢
の
な
か
で
だ

っ
て
の
の
し
っ
た
り
は
し
な
い
。
で
も
殺
そ
う
っ
て
ん
な
ら
そ

う
す
り
ゃ
い
い
さ
」
。
彼
ら
は
李
逵
を
つ
れ
て
忠
義
堂
へ
行

き
、
宋
江
に
面
會
し
て
處
罰
を
請
う
た
。
宋
江
は
「
俺
の
下
に

は
數
多
く
の
人
馬
が
あ
る
。
そ
れ
が
み
な
お
ま
え
の
よ
う
に
無

禮
ば
か
り
は
た
ら
い
て
は
法
度
が
亂
れ
て
し
ま
う
。
ひ
と
ま
ず

兄
弟
の
顔
に
免
じ
て
お
ま
え
の
首
に
か
か
っ
て
い
た
刀
は
預
か

り
に
し
て
お
く
が
、
次
に
や
っ
た
ら
こ
う
簡
單
に
は
濟
ま
さ
ぬ

ぞ
」
と
叱
り
つ
け
た
。
李
逵
は
へ
い
へ
い
と
答
え
て
下
が
っ

た
。 

 

宋
江
の
立
場
は
あ
く
ま
で
法
度
を
推
し
及
ぼ
す
側
に
あ
る
九

十

三

。
こ

れ
ら
は
編
纂
當
時
の
知
識
人
た
ち
が
民
衆
に
注
い
で
い
た
も
の
と
同

類
の
視
線
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
作
中
の
宋
江
は
、
編
纂
者
さ
ら

に
は
讀
者
の
代
理
人
と
し
て
李
逵
を
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い

と
稱
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
宋
江
の
立
場
を
表
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。 
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か
。
民
衆
に
は
生
來
の
道
德
心
が
備
わ
っ
て
い
る
と
信
じ
、
自
分
た

ち
と
同
樣
の
価
値
觀
を
持
ち
得
る
仲
間
で
あ
る
と
見
な
し
、
感
情
に

も
と
づ
く
行
為
が
德
目
に
か
な
っ
て
い
る
と
賞
贊
す
る
。
し
か
し
完

全
に
自
由
に
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
知
識
人
の
理
想
と
す
る
秩
序
體

制
に
沿
わ
ぬ
行
為
が
あ
れ
ば
叱
責
し
、
正
し
い
道
を
指
し
示
し
、
導

こ
う
と
す
る
。 

 

無
知
な
庶
民
と
、
そ
れ
に
理
解
を
示
し
、
教
え
導
こ
う
と
す
る
知

識
人
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。
康
珮
は
、
魯
智

深
と
李
逵
は
そ
の
な
に
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
本
質
が
讀
者
の
人

氣
を
得
た
の
で
あ
っ
て
、
魯
智
深
の
五
台
山
で
の
大
暴
れ
は
「
民
間

文
化
が
エ
リ
ー
ト
文
化
に
與
え
た
衝
撃
」
九

十

四

で
あ
る
と
言
う
。
そ

れ
は
た
し
か
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
魯
智
深
は
ど
ん
な
に
暴
れ

て
も
智
真
長
老
だ
け
に
は
逆
ら
う
こ
と
は
な
く
、
第
九
十
回
に
は
教

え
を
請
い
に
ふ
た
た
び
五
台
山
ま
で
出
向
い
て
い
る
。
智
真
長
老
と

そ
の
他
の
僧
侶
た
ち
と
の
違
い
は
、
智
真
長
老
は
「
雖
是
如
今
眼
下

有
些
囉

唣
、
後
來
却
成
得
正
果
（
い
ま
は
騒
ぎ
を
起
こ
し
て
い
る
と

は
い
え
、
の
ち
の
ち
悟
り
を
得
る
の
だ
）
」
（
第
四
回
）
と
魯
智
深
の

                                        

             

 

九

十

四

「
魯
智
深
大
鬧
五
台
山
…
…
是
民
間
文
化
對
菁
英
文
化
的
撞
擊
」

（
康
珮
「
論
《
水
滸
傳
》
的
狂
歡
精
神
與
庶
民
性
格
」
） 

九

十

五 

二
〇
一
一
年
に
製
作
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
新
水
滸
傳
』
（
北

京
如
意
吉
祥
影
視
策
劃
有
限
公
司
、
北
京
陽
光
盛
通
文
化
藝
術
有
限
公

本
性
に
宿
る
佛
性
を
認
め
て
い
る
點
で
あ
る
。
無
知
な
庶
民
を
見
下

す
だ
け
の
知
識
人
に
は
い
っ
こ
う
よ
り
つ
か
な
い
が
、
本
質
を
認
め

評
価
す
る
知
識
人
は
信
用
す
る
、
宋
江
と
李
逵
と
の
關
係
と
類
似
し

た
圖
式
が
見
ら
れ
る
九

十

五

。 

 

秩
序
か
ら
外
れ
る
庶
民
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
知
識
人
と
し
て
も

っ
と
も
象
徴
的
な
の
が
第
百
回
、
宋
江
が
李
逵
を
道
連
れ
に
し
よ
う

と
す
る
場
面
で
あ
る
。 

 

李
逵
道
「
哥
哥
、
甚
麽
大
事
」
。
宋
江
道
「
你
且
飲
酒
」
。
…
…
將

至
半
酣
、
宋
江
便
道
「
賢
弟
不
知
、
我
聽
得
朝
廷
差
人
賫
藥
酒
來

賜
與
我
喫
。
如
死
却
是
怎
的
好
」
。
李
逵
大
叫
一
聲
「
哥
哥
、
反

了
罷
」
。
…
…
宋
江
道
「
兄
弟
、
且
慢
着
、
再
有
計
較
」
。
不
想
昨

日
那
接
風
酒
内
已
下
了
慢
藥
。
當
夜
李
逵
飲
酒
了
。
次
日
具
舟
相

送
、
李
逵
道
「
哥
哥
幾
時
起
義
兵
、
那
里
也
起
軍
來
接
應
」
。
宋

江
道
「
兄
弟
、
你
休
怪
我
。
前
日
朝
廷
差
天
使
賜
藥
酒
與
我
服

了
、
死
在
旦
夕
。
我
爲
人
一
世
只
主
張
忠
義
二
字
、
不
肯
半
點
欺

心
。
今
日
朝
廷
賜
死
無
辜
、
寧
可
朝
廷
負
我
、
我
忠
心
不
負
朝

司
）
で
は
智
真
長
老
は
若
い
こ
ろ
無
賴
の
徒
で
あ
り
、
そ
の
武
藝
を
見

た
魯
智
深
が
敬
服
す
る
と
い
う
場
面
が
加
え
ら
れ
て
い
て
、
知
識
人
が

德
を
も
っ
て
庶
民
を
導
く
構
圖
か
ら
、
無
賴
の
徒
同
士
の
信
賴
關
係
へ

と
變
更
さ
れ
て
い
る
。 
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廷
。
我
死
之
後
、
恐
怕
你
造
反
、
壞
了
我
梁
山
泊
替
天
行
道
、
忠

義
之
名
。
因
此
請
將
你
來
相
見
一
面
。
昨
日
酒
中
已
與
了
你
慢
藥

服
了
、
囘
至
潤
州
必
死
。
你
死
之
後
可
來
此
處
。
楚
州
南
門
外
有

箇
蓼
兒
洼
、
風
景
盡
與
梁
山
泊
無
異
、
和
你
隂
魂
相
聚
」
。
言

訖
、
墮
淚
如
雨
。
李
逵
見
説
、
亦
垂
淚
道
「
罷
、
罷
、
罷
、
生
時

伏
侍
哥
哥
、
死
了
也
只
是
哥
哥
部
下
一
箇
小
鬼
」
。
言
訖
淚
下
、

便
覺
道
身
體
有
些
沉
重
。
當
時
洒
涙
拜
別
了
宋
江
。
下
船
囘
到
潤

州
、
果
然
藥
發
身
死
。
…
…
李
逵
臨
死
之
後
、
付
嘱
從
人
「
我
死

了
、
可
千
萬
將
我
靈
柩
去
楚
州
南
門
外
蓼
兒
洼
和
哥
哥
一
處
埋

葬
」
。
嘱
罷
而
死
。 

李
逵
は
「
兄
貴
、
ど
ん
な
大
事
だ
い
」
と
言
っ
た
。
宋
江
は

「
ま
あ
飲
め
」
と
言
っ
た
。
…
…
酒
が
回
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で

宋
江
は
言
っ
た
。
「
お
ま
え
は
知
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、
朝
廷
が
わ

た
し
に
毒
酒
を
賜
っ
て
飲
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
聞
い
た
。

死
ぬ
の
な
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
」
李
逵
は
大
声
で

言
っ
た
。
「
兄
貴
、
謀
叛
だ
」
。
…
…
宋
江
は
「
ま
あ
待
て
、
も

う
一
度
よ
く
考
え
よ
う
」
と
言
っ
た
。
な
ん
と
前
日
の
歡
迎
の

酒
に
す
で
に
遲
効
性
の
毒
藥
が
入
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の

夜
、
李
逵
は
そ
の
酒
を
飲
ん
だ
。
翌
日
船
を
準
備
し
て
見
送
る

時
、
李
逵
は
言
っ
た
。
「
兄
貴
、
い
つ
義
兵
を
起
こ
す
。
俺
の

と
こ
ろ
で
も
兵
を
起
こ
し
て
呼
應
す
る
ぞ
」
。
宋
江
は
言
っ

た
。
「
弟
、
悪
く
思
う
な
。
先
日
朝
廷
か
ら
の
使
い
が
あ
り
、

わ
た
し
に
毒
酒
を
飲
ま
せ
た
。
も
う
間
も
な
く
死
ぬ
。
わ
た
し

は
生
涯
忠
義
の
二
字
を
訴
え
、
ほ
ん
の
少
し
の
僞
り
も
な
か
っ

た
。
い
ま
朝
廷
は
わ
た
し
に
無
實
の
死
を
賜
っ
た
。
朝
廷
が
わ

た
し
を
裏
切
ろ
う
と
、
わ
た
し
の
忠
心
が
朝
廷
に
そ
む
く
こ
と

は
な
い
。
わ
た
し
が
死
ん
だ
ら
お
ま
え
が
謀
叛
を
起
こ
し
、
わ

が
梁
山
泊
の
替
天
行
道
、
忠
義
の
名
を
台
無
し
に
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
會
い
に
來
て
も
ら
っ
た
の
だ
。
昨
日
の
酒

で
、
も
う
遲
効
性
の
毒
藥
を
お
ま
え
に
飲
ま
せ
て
あ
る
。
潤
州

に
歸
っ
た
ら
必
ず
死
ぬ
。
死
ん
だ
ら
こ
こ
に
來
て
く
れ
。
楚
州

南
門
外
に
蓼
兒
洼
と
い
う
場
所
が
あ
っ
て
、
風
景
が
梁
山
泊
に

そ
っ
く
り
な
の
だ
。
魂
に
な
っ
て
そ
こ
に
集
ま
ろ
う
」
。
言
い

終
え
る
と
涙
を
雨
の
ご
と
く
流
し
た
。
そ
う
言
わ
れ
、
李
逵
も

涙
を
流
し
て
言
っ
た
。
「
も
う
い
い
。
生
き
て
い
る
と
き
兄
貴

に
つ
か
え
、
死
ん
で
も
や
っ
ぱ
り
兄
貴
の
部
下
の
亡
霊
に
な
る

だ
け
だ
」
。
言
い
終
え
て
ま
た
涙
を
流
す
と
、
體
が
や
や
重
く

感
じ
た
。
そ
し
て
涙
を
流
し
て
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
潤

州
に
歸
り
つ
く
と
果
た
し
て
藥
が
回
っ
て
死
ん
だ
。
…
…
李
逵

は
死
の
間
際
近
習
に
命
じ
た
。
「
お
れ
が
死
ん
だ
ら
か
な
ら
ず

棺
を
楚
州
南
門
外
の
蓼
兒
洼
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
兄
貴
と
ひ
と

と
こ
ろ
に
葬
っ
て
く
れ
」
。
そ
う
言
い
終
え
て
死
ん
だ
。 



259 
 

 

宋
江
は
自
分
と
異
な
る
考
え
を
持
つ
李
逵
を
野
放
し
に
し
て
は
お
け

な
い
と
考
え
た
。
案
の
定
李
逵
は
宋
江
が
も
っ
と
も
恐
れ
る
こ
と
を

提
案
し
た
の
だ
が
、
宋
江
が
自
分
を
道
連
れ
に
死
ぬ
つ
も
り
だ
と
知

る
や
、
暴
れ
る
こ
と
も
わ
め
く
こ
と
も
な
く
素
直
に
受
け
入
れ
る
。

「
殺
さ
れ
た
っ
て
恨
み
ゃ
し
な
い
」
が
現
實
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

宋
江
は
李
逵
が
心
か
ら
「
義
」
を
貫
き
た
が
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

と
信
じ
、
そ
の
「
義
」
の
心
を
正
し
い
目
標
、
つ
ま
り
宋
朝
の
秩
序

維
持
に
貢
獻
す
る
方
へ
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

知
識
人
が
庶
民
を
賞
贊
し
、
見
守
り
、
管
理
す
る
構
圖
が
宋
江

と
、
李
逵
を
は
じ
め
と
す
る
無
賴
漢
た
ち
と
の
關
係
に
投
影
さ
れ
て

い
る
以
上
、
李
逵
は
か
な
ら
ず
や
宋
江
と
と
も
に
舞
台
か
ら
去
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
自
由
奔
放
に
生
き
る
庶
民
を
、
管
理
者
が
立
ち
去
っ

た
後
も
野
放
し
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
す
れ
ば
宋
江
の

言
に
あ
る
通
り
世
の
亂
れ
を
招
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
秩
序
の
維

持
を
旨
と
す
る
知
識
人
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
人
間
の
本
性
の

解
放
と
い
う
美
名
の
は
ら
む
危
う
さ
が
こ
こ
に
感
じ
と
れ
る
。 

 

宋
江
集
團
の
物
語
に
、
純
朴
で
愛
す
べ
き
庶
民
と
、
そ
れ
を
愛
し

時
に
嚴
し
く
導
く
知
識
人
と
い
う
枠
組
み
が
導
入
さ
れ
た
時
、
總
大

將
の
宋
江
は
ど
う
あ
っ
て
も
知
識
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
盗
賊
集
團
が
自
由
奔
放
に
大
暴
れ
し
既
存
の
秩
序

を
脅
か
す
と
い
う
、
體
制
秩
序
側
か
ら
は
受
け
入
れ
が
た
い
物
語
に

な
っ
て
し
ま
う
。
無
知
無
學
に
し
て
感
情
に
正
直
に
生
き
る
庶
民
が

登
場
人
物
の
大
半
を
占
め
て
は
い
る
が
、
そ
の
管
理
者
と
し
て
知
識

人
に
姿
を
変
え
た
宋
江
を
据
え
る
こ
と
で
、
無
賴
漢
た
ち
の
言
動
を

安
心
し
て
見
守
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
無
知
な
庶
民

た
ち
が
秩
序
を
亂
す
の
は
、
支
配
階
級
で
あ
る
知
識
人
た
ち
の
考
え

方
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
人
も
萬
物
一
體
の
仁
の

一
部
で
あ
る
と
い
う
正
し
い
思
想
と
指
導
方
針
を
も
っ
て
庶
民
に
接

す
る
こ
と
で
庶
民
は
知
識
人
の
管
理
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
物
語
全
體
の
あ
り
よ
う
は
變
質
し
た
。
舊
來
の
価
値
觀
を

打
ち
こ
わ
し
大
暴
れ
す
る
無
賴
漢
た
ち
は
み
な
、
お
釋
迦
樣
の
手
の

ひ
ら
で
暴
れ
る
孫
悟
空
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
見
方
を
變
え

れ
ば
非
武
力
式
發
跡
故
事
を
採
用
し
て
宋
江
の
身
分
を
文
人
に
變
換

し
た
だ
け
で
、
そ
れ
ま
で
の
知
識
人
向
け
小

說
に
は
ゆ
る
さ
れ
な
か

っ
た
要
素
を
大
量
に
殘
し
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
改
變
は
成
功

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
事
實
、
水
滸
傳
は
「
四
大
奇
書
」
と
し
て
、

他
の
通
俗
小

說
か
ら
一
段
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
全
體
の
構
成
は
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
す
り
か
え

な
が
ら
、
各
部
分
に
は
先
行
作
品
や
民
間
傳
承
の
氣
風
が
色
濃
く
殘

さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
最
終
編
纂
者
自
身
が
そ
れ
ら
の
故
事
を
好
み
、

捨
て
去
る
の
に
忍
び
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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終
章 

水
滸
傳
編
纂
の
環
境
要
因
と
編
纂
方
針 

  

水
滸
傳
は
數
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
材
料
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因

に
よ
る
變
化
と
取
捨
選
擇
と
を
經
て
、
明
代
中
期
に
現
在
わ
れ
わ
れ

が
知
る
百
回
本
に
近
い
形
に
落
ち
着
い
た
。
本
稿
の
考
察
で
は
そ
の

複
雑
な
過
程
と
要
因
の
ご
く
一
部
を
扱
う
こ
と
が
で
き
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
そ
れ
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
最
後
に
簡
單
に
ま
と

め
て
お
き
た
い
。 

 

史
實
の
流
賊
に
端
を
發
し
た
宋
江
傳
説
は
、
先
行
の
英
雄
傳
説
を

吸
収
し
な
が
ら
次
第
に
大
き
く
、
詳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
内

容
は
流
傳
地
域
、
時
期
、
語
り
手
や
聞
き
手
の
立
場
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
基
本
的
に
は
平
話
の
英
雄
た
ち
と
同
類

の
、
豪
放
磊
落
で
禮
法
に
と
ら
わ
れ
ず
、
人
が
眉
を
顰
め
る
よ
う
な

殘
忍
な
こ
と
で
も
平
氣
で
で
き
て
し
ま
う
よ
う
な
無
頼
の
英
雄
・
宋

江
の
物
語
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
傳
承
は
藝
人
に
よ
っ

て
、
主
に
武
人
や
市
井
の
市
民
、
時
に
は
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
人
々
を
對

象
に
語
り
繼
が
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

元
代
に
は
梁
山
泊
の
宋
江
集
團
は
雜
劇
の
題
材
と
し
て
も
用
い
ら

れ
た
。
雜
劇
の
宋
江
は
無
賴
漢
集
團
を
統
べ
る
屈
強
な
頭
領
と
い
う

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
イ
メ
ー
ジ
し
か
有
さ
ず
、
特
に
個
性
な
ど
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
豪
傑
た
ち
も
、
梁
山
泊
か
ら
一
般
社
會
に
下

り
て
き
て
騒
動
を
起
こ
し
た
り
、
事
件
を
解
決
し
た
り
し
た
の
ち
に

ま
た
一
般
社
會
か
ら
は
消
え
て
い
く
と
い
う
存
在
で
、
平
話
の
英
雄

物
語
な
ど
と
は
お
よ
そ
そ
の
印
象
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
雜

劇
は
文
藝
作
品
と
し
て
の
一
面
も
あ
っ
た
か
ら
、
他
の
作
品
か
ら
詩

句
を
援
用
し
た
り
、
既
存
の
故
事
類
型
や
人
物
類
型
の
な
か
で
出
來

の
よ
い
も
の
や
人
氣
を
博
し
た
も
の
を
再
利
用
す
る
こ
と
も
多
く
、

梁
山
泊
も
の
雜
劇
が
獨
自
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
は
言
い
に
く

い
。
明
代
に
入
る
と
雜
劇
は
高
級
藝
能
化
し
、
知
識
人
が
讀
ん
で
樂

し
む
も
の
と
な
っ
た
か
ら
、
民
間
の
宋
江
集
團
の
物
語
と
は
い
っ
そ

う
か
け
は
な
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
れ
ら
來
歷
も
ス
タ
イ
ル
も
内
容
も
受
容
す
る
地
域
も
階
層
も
雜

多
で
あ
っ
た
材
料
を
整
え
た
の
が
最
終
編
纂
者
で
あ
る
。
そ
の
仕
事

は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。 

 

ま
ず
、
全
百
回
、
百
八
人
の
登
場
人
物
、
梁
山
泊
集
團
の
誕
生
、

成
長
、
崩
壞
と
い
う
物
語
構
成
を
さ
だ
め
た
。 

 

そ
し
て
無
數
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
宋
江
の
傳
承
の
な
か
か
ら
非

武
力
式
發
跡
英
雄
の
宋
江
を
選
び
出
し
た
。
こ
の
物
語
を
軸
と
し
、

そ
れ
ま
で
に
傳
わ
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
英
雄
故
事
を
取
捨
選
擇

し
、
物
語
の
各
部
に
配
置
し
た
。
そ
れ
以
前
に
は
宋
江
集
團
を
三
十

六
人
と
す
る
故
事
が
主
流
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
百
八
人
に
增
員

す
る
べ
く
、
そ
も
そ
も
は
宋
江
と
は
關
係
の
な
か
っ
た
故
事
を
借
り
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て
き
た
り
、
新
た
な
故
事
を
創
作
し
た
り
も
し
た
。 

 

最
終
編
纂
者
の
功
績
と
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、

構
成
を
整
え
、
首
尾
一
貫
し
た
物
語
を
つ
く
り
な
が
ら
も
、
各
部
分

の
材
料
の
性
質
や
文
體
な
ど
は
強
い
て
統
一
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た

こ
と
が
あ
る
。 

 

水
滸
傳
に
は
、
古
い
口
頭
藝
能
由
來
の
、
素
朴
で
單
純
な
内
容
と

リ
ズ
ム
よ
く
力
強
い
語
り
口
を
有
す
る
部
分
も
あ
れ
ば
、
神
話
や
民

間
傳
承
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
不
可
思
議
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ

る
。
そ
の
一
方
、
雜
劇
な
ど
の
高
級
文
藝
や
、
史
書
、
文
言
小
說
、

筆
記
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
に
取
材
し
、
既
存
の
故
事
類
型
や
人
物

類
型
を
利
用
し
、
ま
た
既
存
の
型
に
ひ
ね
り
を
加
え
る
こ
と
で
讀
者

を
飽
き
さ
せ
ま
い
と
す
る
知
識
人
の
讀
書
習
慣
に
合
っ
た
故
事
も
あ

る
。
ま
た
、
舞
台
が
宋
代
で
あ
る
こ
と
に
固
執
せ
ず
に
明
代
の
讀
者

に
と
っ
て
の
同
時
代
的
な
知
識
や
故
事
な
ど
も
堂
々
と
採
用
し
て
い

る
。 

 

最
終
編
纂
者
は
回
に
よ
っ
て
文
體
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
、
材

料
に
雅
な
る
も
の
や
俗
な
る
も
の
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
、
古
い
故

事
も
新
し
い
故
事
も
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
隱
そ
う
と
し
な
い
。
そ

の
意
味
で
水
滸
傳
全
體
の
規
範
と
な
る
ス
タ
イ
ル
は
存
在
し
な
い
。

強
い
て
言
え
ば
多
樣
性
こ
そ
が
水
滸
傳
の
特
色
で
あ
る
。
最
終
編
纂

者
は
、
そ
の
文
體
、
内
容
、
由
來
に
關
わ
ら
ず
自
身
が
お
も
し
ろ
い

と
感
じ
る
も
の
、
讀
者
が
興
味
を
感
じ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
遠
慮

な
く
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
水
滸
傳
は
廣
く

讀
者
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
も

水
滸
傳
の
な
か
に
多
彩
な
要
素
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
由
奔
放
な
編
纂
方
針
の
な
か

で
、
物
語
が
崩
壞
し
な
い
よ
う
編
纂
者
が
氣
を
配
っ
た
と
思
わ
れ
る

こ
と
が
二
點
あ
っ
た
。
そ
れ
が
水
滸
傳
を
「
義
」
の
物
語
と
す
る
こ

と
と
、
宋
江
を
知
識
人
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

「
義
」
は
多
種
多
樣
な
來
歷
を
も
つ
豪
傑
た
ち
を
ひ
と
と
こ
ろ
に

集
め
、
最
後
ま
で
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
に
必
要
な
倫
理
觀
で
あ

っ
た
。
「
義
」
こ
そ
が
水
滸
傳
の
雜
多
性
を
確
保
し
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
。 

 

宋
江
の
知
識
人
化
も
ま
た
、
雜
多
性
を
確
保
す
る
た
め
の
も
う
ひ

と
つ
の
保
險
で
あ
っ
た
。
最
終
編
纂
以
前
に
す
で
に
宋
江
を
農
村
出

身
の
知
識
人
と
す
る
語
り
物
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
採

用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
最
終
編
纂
者
の
眼
鏡
に
か
な
っ
た
か
ら

に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
宋
江
は
知
識
人
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。 

 
明
代
中
後
期
の
知
識
人
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
矛
盾
し
た
存
在
で

あ
る
。
陽
明
學
の
隆
盛
に
象
徵
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
代
に
は
經
書
の

文
言
を
絶
對
視
し
た
り
前
例
・
慣
習
を
盲
目
的
に
墨
守
し
た
り
す
る
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こ
と
へ
の
反
省
が
生
ま
れ
た
。
人
間
の
自
然
な
感
情
の
發
露
に
価
値

を
見
出
し
、
學
問
の
な
い
下
層
の
人
々
に
も
道
德
は
備
わ
っ
て
い
る

と
考
え
、
そ
の
言
動
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
す
れ
ば
知

識
人
た
ち
も
書
物
を
放
り
出
し
て
庶
民
に
な
ろ
う
と
し
た
か
と
言
え

ば
そ
う
で
は
な
い
。
知
識
人
は
知
識
人
の
身
分
に
落
ち
着
い
た
ま
ま

庶
民
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
舊

弊
に
こ
り
か
た
ま
っ
た
知
識
人
は
批
判
す
る
も
の
の
、
世
を
導
く
の

は
や
は
り
知
識
人
で
あ
り
、
知
識
人
が
考
え
方
を
あ
ら
た
め
て
庶
民

を
導
け
ば
天
下
泰
平
は
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
水
滸
傳
の
英
雄
た
ち

の
「
義
」
は
書
物
か
ら
來
た
も
の
で
は
な
く
、
本
人
た
ち
が
自
然
と

心
か
ら
な
し
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
代
背
景

下
で
の
恰
好
の
題
材
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
た
だ
彼
ら
を
大
暴

れ
さ
せ
、
舊
弊
を
破
壞
さ
せ
る
だ
け
で
は
だ
め
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
知
識
人
が
庶
民
を
導
き
秩
序
を
守
る
と
い
う
大
原
則
ま
で
が
破

壞
さ
れ
か
ね
な
い
。
舊
來
の
頭
の
固
い
知
識
人
は
叩
き
の
め
し
て
か

ま
わ
な
い
が
、
柔
軟
で
合
理
的
な
考
え
を
も
つ
知
識
人
の
言
う
こ
と

は
聞
い
て
も
ら
わ
ね
ば
困
る
の
で
あ
る
。
よ
き
指
導
者
に
巡
り
合
え

ば
無
賴
漢
も
知
識
人
を
信
用
す
る
。
そ
れ
が
宋
江
で
あ
っ
た
。
宋
江

は
無
知
無
學
な
無
賴
漢
に
理
解
を
示
し
つ
つ
、
全
體
を
自
ら
の
目
標

へ
ま
と
め
よ
う
と
す
る
。
無
賴
漢
た
ち
が
い
く
ら
暴
れ
よ
う
と
も
、

最
終
的
に
宋
江
が
だ
め
だ
と
言
え
ば
だ
め
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

秩
序
體
制
の
根
本
が
く
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
「
保
險
」
の
も

と
、
素
朴
で
單
純
、
陽
氣
で
亂
暴
、
し
か
し
ま
っ
す
ぐ
な
無
賴
漢
た

ち
の
物
語
を
知
識
人
が
樂
し
め
る
狀
況
が
完
成
し
た
。
こ
れ
は
う
が

っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
當
局
に
に
ら
ま
れ
て
發
禁
に
さ
れ
た
り
、
編

纂
者
や
出
版
者
が
處
罰
さ
れ
た
り
せ
ず
に
す
む
よ
う
に
と
の
策
略
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
知
識
人
で
あ
る
宋
江
が
、
無

知
無
學
な
無
法
者
た
ち
の
信
賴
を
一
身
に
集
め
統
率
し
て
い
く
と
い

う
枠
組
み
の
も
と
、
危
險
視
さ
れ
か
ね
な
い
思
想
や
故
事
を
殘
し
て

お
く
と
い
う
選
擇
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
發
禁
處
分

を
う
け
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
數
多
く
の
高
級
知
識
人
讀

者
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
針
は
大
成
功
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
水
滸
傳
は
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
を
と
り
こ
ん
だ
、
文
藝
の
寶

庫
と
な
り
得
た
。
そ
れ
は
い
か
に
可
能
な
限
り
雜
多
な
素
材
を
生
か

し
な
が
ら
知
識
人
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
物
語
に
變
え
て
い
く
か
と

い
う
最
終
編
纂
者
の
苦
心
の
賜
物
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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參
考
文
獻 

文
字
は
參
照
し
た
書
籍
に
記
さ
れ
た
も
の
に
で
き
る
限
り
忠
實
に
記 

 
 

 

し
た
。
近
人
書
籍
・
論
考
は
著
者
・
編
者
姓
名
の
正
字
筆
畫
順
に
配 

列
。 

 

水
滸
傳 

容
與
堂
本 

『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』
、
國
家
圖
書
館
（
北
京
）

藏
本
（
Ａ
本
） 

『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』
、
國
家
圖
書
館
（
北
京
）

藏
本
（
Ｂ
本
） 

『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』
、
天
理
圖
書
館
藏
本 

『
李
卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』
、
國
立
公
文
書
館
内
閣
文

庫
藏
本 

『
水
滸
傳
』
、
上
海
圖
書
館
藏
本 

『
明
容
與
堂
刻
水
滸
傳
』
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
三
年

（
影
印
本
） 

『
容
與
堂
本
水
滸
傳
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年

（
排
印
本
） 

嘉
靖
殘
本 

『
忠
義
水
滸
傳
』
殘
八
巻
、
國
家
圖
書
館
（
北
京
）
藏
本 

「
明
嘉
靖
刊
本
水
滸
傳
殘
頁
書
影
」
、
『
國
立
北
平
圖
書
館
館

刊
』
第
八
巻
第
二
號
、
一
九
三
四
年 

石
渠
閣
補
刻
本 

『
忠
義
水
滸
傳
』
、
國
家
圖
書
館
（
北
京
）
藏
本 

四
知
館
本 

『
鍾
伯
敬
先
生
批
評
忠
義
水
滸
傳
』
、
「
古
本
小
説
集
成
二

集
」
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
（
影
印
本
） 

 

百
二
十
回
本 

『
忠
義
水
滸
全
書
』
、
東
京
大
學
文
學
部
藏
本 

『
水
滸
全
傳
』
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
四
年
（
排
印

本
） 

 

七
十
回
本 

『
第
五
才
子
書
施
耐
庵
水
滸
傳
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年 

 

文
簡
本 

 

『
京
本
增
補
校
正
全
像
忠
義
水
滸
志
傳
評
林
』
、
「
古
本
小
説
集 

 

成
第
三
集
」
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
（
影
印

本
） 

 
宣
和
遺
事 

『
新
編
宣
和
遺
事
』
前
後
集
、
國
家
圖
書
館
（
臺
北
）
藏 

『
新
刊
大
宋
宣
和
遺
事
』
四
巻
、
國
家
圖
書
館
（
臺
北
）
藏 
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『
古
本
宣
和
遺
事
』
二
巻
、
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究
所
藏
デ 

 
ジ
タ
ル
畫
像
デ
ー
タ 

『
新
刊
宣
和
遺
事
前
後
集
』
、
『
百
部
叢
書
集
成
・
士
禮
居
叢

書
』
、
藝
文
印
書
館
、
一
九
六
六
年
（
排
印
本
） 

 

そ
の
他
通
俗
小
說 

『
歷
史
通
俗
演
義 

全
相
平
話
武
王
伐
紂
書
．
全
相
平
話
楽
毅
圖 

 

齊
七
國
春
秋
後
集
．
全
相
秦
併
六
國
平
話
．
全
相
平
話
前
漢
書 

 

續
集
．
全
相
平
話
三
國
志
』
、
國
立
中
央
圖
書
館
編
印
、
一
九

七
一
年 

『
宋
元
平
話
五
種
』
、
河
洛
圖
書
出
版
社
、
一
九
八
一
年 

『
清
平
山
堂
話
本
校
注
』
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年 

『
三
國
志
通
俗
演
義
』
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
七
四
年 

『
西
遊
記
（
世
德
堂
本
）
』
、
「
古
本
小
說
集
成
四
集
」
、
上
海
古
籍 

 

出
版
社
、
一
九
九
二
年 

『
三
遂
平
妖
傳
』
、
「
古
本
小
說
叢
刊
第
三
十
三
輯
」
、
中
華
書 

局
、
一
九
九
一
年 

『
大
宋
中
興
演
義
』
「
古
本
小
說
叢
刊
第
三
十
七
輯
」
、
中
華
書 

局
、
一
九
九
一
年 

『
包
龍
圖
判
百
家
公
案
』
、
「
古
本
小
說
集
成
二
集
」
、
上
海
古
籍 

出
版
社
、
一
九
九
一
年 

『
楊
家
府
世
代
忠
勇
演
義
志
傳
』
、
「
古
本
小
説
集
成
四
集
」
、
上 

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
年 

『
東
漢
演
義
』
、
明
清
善
本
小
説
叢
刊
初
編
『
新
刻
劍
嘯
閣
批
評

東
西
漢
演
義
』
、
天
一
出
版
社
、
一
九
八
五
年 

『
全
漢
志
傳
』
、
「
古
本
小
説
集
成
二
集
」
、
上
海
古
籍
出
版
社
、 

一
九
九
一
年 

『
兩
漢
開
國
中
興
傳
誌
』
、
「
古
本
小
説
集
成
四
集
」
、
上
海
古
籍 

出
版
社
、
一
九
九
二
年 

『
古
今
小
説
』
、
『
馮
夢
龍
全
集
』
二
十
～
二
十
一
、
上
海
古
籍
出 

 

版
社
、
一
九
九
三
年 

『
警
世
通
言
』
、
『
馮
夢
龍
全
集
』
二
十
二
～
二
十
三
、
上
海
古
籍 

出
版
社
、
一
九
九
三
年 

『
醒
世
恒
言
』
、
『
馮
夢
龍
全
集
』
二
十
四
～
二
十
五
、
上
海
古
籍 

出
版
社
、
一
九
九
三
年 

 

詞
曲 『

朝
野
新
聲
太
平
樂
府
』
（
四
部
叢
刊
正
編
）
、
臺
灣
商
務
印
書 

館
、
一
九
七
九
年 

『
雍
熙
樂
府
』
（
四
部
叢
刊
廣
編
）
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八 

一
年 

『
董
解
元
西
廂
記
』
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
六
二
年 
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「
豹
子
和
尚
自
還
俗
」
雜
劇
（
奢
摩
他
室
曲
叢
）
、
楊
家
駱
主
編

『
全
明
雜
劇
』
四
、
鼎
文
書
局
、
一
九
七
九
年 

「
新
編
黑
旋
風
仗
義
疏
財
」
雜
劇
（
奢
摩
他
室
曲
叢
）
、
楊
家
駱

主
編
『
全
明
雜
劇
』
四
、
鼎
文
書
局
、
一
九
七
九
年 

「
黑
旋
風
仗
義
疏
財
」
雜
劇
、
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
四
集
「
脈
望

館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
」
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年 

「
黑
旋
風
仗
義
疏
財
」
雜
劇
（
新
鐫
古
今
名
劇
酹
江
集
）
、
『
續
修 

 

四
庫
全
書
』
集
部
戲
劇
類
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年 

「
黑
旋
風
雙
獻
功
」
雜
劇
、
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
四
集
「
脈
望
館

鈔
校
本
古
今
雜
劇
」
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年 

「
黑
旋
風
雙
獻
功
」
雜
劇
、
『
四
部
備
要
』
集
部
、
臧
晉
叔
編

『
元
曲
選
』
、
臺
灣
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年 

「
同
樂
院
燕
青
博
魚
」
雜
劇
、
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
四
集
「
脈
望

館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
」
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年 

「
同
樂
院
燕
青
博
魚
」
雜
劇
、
『
四
部
備
要
』
集
部
、
臧
晉
叔
編

『
元
曲
選
』
、
臺
灣
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年 

「
大
婦
小
妻
還
牢
末
」
雜
劇
、
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
四
集
「
古
名

家
雜
劇
」
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年 

「
都
孔
目
風
雨
還
牢
末
」
雜
劇
、
『
四
部
備
要
』
集
部
、
臧
晉
叔

編
『
元
曲
選
』
、
臺
灣
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年 

「
爭
報
恩
三
虎
下
山
」
雜
劇
、
王
季
思
主
編
『
全
元
戲
曲
』
第
六 

 

巻
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
九
〇
年 

「
爭
報
恩
三
虎
下
山
」
雜
劇
、
『
四
部
備
要
』
集
部
、
臧
晉
叔
編

『
元
曲
選
』
、
臺
灣
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年 

「
梁
山
泊
李
逵
負
荊
」
雜
劇
、
『
四
部
備
要
』
集
部
、
臧
晉
叔
編

『
元
曲
選
』
、
臺
灣
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年 

「
包
待
制
智
賺
生
金
閣
」
雜
劇
、
明
・
息
機
子
編
『
雜
劇
選
』
、

國
家
圖
書
館
藏
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム 

「
宋
上
皇
御
斷
金
鳳
釵
」
雜
劇
、
楊
家
駱
編
『
全
元
雜
劇
初

編
』
、
世
界
書
局
、
一
九
六
二
年 

「
雲
臺
門
聚
二
十
八
將
」
雜
劇
、
楊
家
駱
編
『
全
元
雜
劇
外

編
』
、
世
界
書
局
、
一
九
六
三
年 

「
玎
玎
璫
璫
盆
兒
鬼
」
雜
劇
、
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
第
四
集
「
脈

望
館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
」
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年 

「
玎
玎
璫
璫
盆
兒
鬼
」
雜
劇
、
『
全
元
戲
曲
』
第
六
卷
、
人
民
文

學
出
版
社
、
一
九
九
〇
年 

「
謝
金
吾
詐
拆
清
風
府
」
雜
劇
、
『
續
修
四
庫
全
書
』
集
部
戲
劇

類
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年 

「
便
宜
行
事
虎
頭
牌
」
雜
劇
、
『
全
元
戲
曲
』
第
四
巻
、
人
民
文

學
出
版
社
、
一
九
九
〇
年 

「
小
尉
遅
將
闘
認
父
歸
朝
」
雜
劇
、
『
續
修
四
庫
全
書
』
集
部
戲

劇
類
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年 
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「
新
刊
死
生
交
范
張
鶏
黍
」
雜
劇
、
『
覆
元
槧
古
今
雑
劇
三
十

種
』
（
京
都
帝
國
大
學
文
科
大
學
叢
書
）
、
京
都
帝
國
大
學
文
科

大
學
、
一
九
一
四
年 

「
范
張
鶏
黍
」
雜
劇
、
『
續
修
四
庫
全
書
』
集
部
戲
劇
類
「
新
鐫

古
今
名
劇
酹
江
集
」
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年 

「
死
生
交
范
張
鶏
黍
」
雜
劇
、
『
四
部
備
要
』
集
部
、
臧
晉
叔
編

『
元
曲
選
』
、
臺
灣
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年 

「
死
生
交
范
巨
卿
鶏
黍
」
雜
劇
、
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
四
集
「
脈

望
館
鈔
校
本
古
今
雜
劇
」
、
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年 

『
明
成
化
説
唱
詞
話
叢
刊
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
七
九
年 

『
雍
熙
樂
府
』
（
四
部
叢
刊
廣
編
）
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八 

 

一
年 

 

古
籍
・
經
部 

『
四
書
章
句
集
注
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年 

 

古
籍
・
史
部 

『
二
十
五
史
１
史
記
』
、
藝
文
印
書
館
、
刊
行
年
未
詳 

『
後
漢
書
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年 

『
三
國
志
』
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年 

『
宋
史
』
（
百
衲
本
二
十
四
史
）
、
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
八 

 

年 

『
明
史
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年 

司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
、
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六
年 

『
續
通
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
、
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三 

 

年 

赦
經
『
續
後
漢
書
』
、
『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
、
臺
灣
商
務
印 

書
館
、
一
九
八
三
年 

李
肇
『
唐
國
史
補
』
、
『
唐
國
史
補
等
八
種
』
、
世
界
書
局
、
一
九 

六
二
年 

『
皇
宋
十
朝
綱
要
』
、
『
續
修
四
庫
全
書
』
三
四
七
、
上
海
古
籍
出 

版
社
、
一
九
九
七
年 

王
稱
『
東
都
事
略
』
（
國
立
中
央
圖
書
館
善
本
叢
刊
第
４
種
）
、
中 

央
圖
書
館
、
一
九
九
一
年 

徐
夢
莘
『
三
朝
北
盟
会
編
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年 

李
贄
『
續
藏
書
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年 

徐
禎
卿
『
翦
勝
野
聞
』
（
『
勝
朝
遺
事
』
初
編
、
「
明
清
史
籍
系
列 

明
清
史
料
叢
書
續
編
」
、
國
家
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年 

沈
徳
符
『
萬
暦
野
獲
編
』
、
『
野
獲
編
三
十
卷
補
遺
四
卷
』
、
『
四
庫 

 

禁
燬
書
叢
刊
』
史
部
４
、
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
編
纂
委
員
會
、
北 

 
京
出
版
社
、
一
九
九
七
年 

『
廬
州
府
志
』
（
中
国
方
志
叢
書
・
華
中
地
方
・
第
七
二
六
号
）
、 



267 
 

成
文
出
版
社
、
一
九
六
六
年 

『
四
庫
全
書
總
目
』
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年 

『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
、
河
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年 

『
晁
氏
寶
文
堂
書
目
』
、
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
史
部
目
錄
類
第 

 

二
百
七
十
七
册
、
莊
嚴
文
化
事
業
、
一
九
九
六
年 

 

古
籍
・
子
部 

陳
淳
『
北
溪
字
義
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年 

王
陽
明
『
傳
習
錄
』
、
『
王
陽
明
全
集
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一 

九
九
二
年 

郭
守
敬
『
二
十
四
孝
詩
』
、
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
藏
西
本

願
寺
寫
字
台
文
庫
所
藏
本(

嘉
靖
二
十
五
年
朝
鮮
刊
本
室
町
中

期
筆
寫)

複
製
本 

『
呉
氏
重
訂
本
草
綱
目
』
、
東
京
大
学
文
学
部
藏
順
治
十
二
年
刊 

 

 

本 

『
本
草
経
集
注
輯
校
本
』
、
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
九
九
四
年 

『
大
德
重
校
聖
濟
總
錄
』
、
國
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
藏
醫
學
館

舊
藏
江
戸
文
化
年
間
刊
本 

『
孫
真
人
備
急
千
金
要
方
』
（
四
部
叢
刊
三
篇
）
、
臺
湾
商
務
印
書 

 

館
、
一
九
七
五
年 

『
太
平
聖
惠
方
』
一
〜
六
（
東
洋
医
学
基
本
叢
書
第
十
六
冊
～
第

二
十
一
冊
）
、
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
、
一
九
九
一
年 

『
宋
版
外
台
秘
要
方
』
上
・
下
（
東
洋
医
学
基
本
叢
書
第
四
冊
～ 

 

第
五
冊
）
、
オ
リ
エ
ン
ト
出
版
社
、
一
九
八
一
年 

『
新
編
醫
學
正
傳
』
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
子
部
第
四
十
二
冊
所

収
浙
江
圖
書
館
藏
明
萬
暦
六
年
刻
本
）
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九

五
年 

「
薛
氏
醫
案

(1)
、

(2)
」
臺
灣
商
務
印
書
館
、
『
景
印
文
淵
閣
四
庫 

全
書
』
第
七
百
六
十
三
～
七
百
六
十
四
冊
、
一
九
八
三
年 

許
叔
微
『
類
證
普
濟
本
事
方
』
、
『
海
外
回
歸
中
醫
古
籍
善
本
集
粹 

(19)
』
、
中
醫
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年 

周
亮
工
『
因
樹
屋
書
影
』
、
『
續
修
四
庫
全
書
』
子
部
雜
家
類
、
上 

 

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年 

李
贄
『
初
譚
集
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年 

『
新
刊
校
正
増
釋
合
併
麻
衣
先
生
人
相
編
』
（
劉
永
明
主
編
『
四

庫
未
收
術
數
古
籍
大
全
』
第
七
集
㈢
）
、
黃
山
書
社
、
一
九
九

五
年 

柴
望
『
六
神
論
解
』
、
唐
順
之
『
稗
編
』
、
「
中
國
歷
史
地
理
文
獻

輯
刊
第
八
编
、
類
書
類
地
理
文
獻
集
成
七
」
、
上
海
交
通
大
学

出
版
社
、
二
〇
〇
九
年 

萬
民
英
『
星
學
大
成
』
、
「
四
庫
全
書
術
數
類
集
成
」
第
二
十
三

巻
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年 
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『
太
平
御
覧
』
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
九
年 

『
冊
府
元
龜
』
、
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年 

『
天
中
記
』
、
文
海
出
版
社
、
一
九
六
四
年 

『
新
刻
天
下
四
民
便
覽
三
台
萬
用
正
宗
』
（
明
代
通
俗
日
用
類
書

集
刊
６
）
、
西
南
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
一
一
年 

徐
震
堮
『
世
説
新
語
校
箋
』
、
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年 

蘇
軾
『
东
坡
志
林
（
传
世
藏
书
）
』
、
海
南
国
际
出
版
中
心
、
一
九 

 

九
六
年 

王
讜
『
唐
語
林
』
、
古
典
文
學
出
版
社
、
一
九
五
七
年 

洪
邁
『
夷
堅
志
』
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年 

『
重
刻
宋
本
夷
堅
志
』
（
百
部
叢
書
集
成
所
収
）
、
藝
文
印
書
館
、 

 

一
九
六
五
年 

『
新
編
分
類
夷
堅
志
』
、
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
藏
本 

周
密
『
癸
辛
雜
識
』
、
『
百
部
叢
書
集
成
・
學
津
討
原
』
、
藝
文
印

書
館
、
一
九
六
五
年 

羅
燁
『
醉
翁
談
錄
』
、
古
典
文
學
出
版
社
、
一
九
五
七
年 

陶
宗
儀
『
南
村
輟
耕
録
』
（
四
部
叢
刊
三
編
子
部
）
、
上
海
書
店
、 

 

一
九
八
五
年 

陶
宗
儀
『
輟
耕
録
』
（
叢
書
集
成
初
編
）
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五 

 

年 

何
良
俊
『
語
林
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
年 

許
浩
『
復
齋
日
記
』
、
百
部
叢
書
集
成
『
歷
代
小
史
』
、
藝
文
印
書 

 

館
、
一
九
六
六
年 

『
虎
苑
』
、
『
說
郛
三
種
』
「
說
郛
續
」
所
収
、
上
海
古
籍
出
版 

社
、
一
九
八
六
年 

『
虎
苑
』
、
『
續
集
四
庫
全
書
』
子
部
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九 

九
五
年 

陳
繼
儒
『
虎
薈
』
、
『
百
部
叢
書
集
成 

十
八 

寶
顏
堂
祕
笈
』
、
藝

文
印
書
館
、
一
九
六
五
年 

呉
從
先
『
小
窗
自
紀
』
、
國
家
圖
書
館
藏
明
萬
暦
末
年
刊
本
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム 

『
耳
談
（
北
京
図
書
館
蔵
明
刻
本
）
』
、
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』

子
部
小
説
家
類
、
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
一
年 

楊
慎
『
丹
鉛
總
錄
』
、
東
京
大
學
文
學
部
所
藏
康
煕
五
十
九
年
序 

 

 

本 

『
摭
青
雜
說
』
、
陶
宗
儀
編
『
說
郛
三
種
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、 

 

一
九
八
八
年 

祝
允
明
「
義
虎
傳
」
、
『
舊
小
説
』
「
戊
集
」
、
上
海
書
店
、
一
九
八 

 

五
年 

『
情
史
』
、
東
京
大
學
文
學
部
藏
用
芥
子
園
藏
版
刊
本 

謝
肇
淛
『
五
雑
組
』
、
東
京
大
學
文
學
部
藏
和
刻
本 

錢
希
言
『
戲
瑕
』
、
國
立
故
宮
博
物
院
藏
明
萬
曆
四
十
一
年
新
野
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馬
之
駿
刊
本
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム 

『
荘
子
集
釋
』
、
河
洛
圖
書
、
一
九
七
四
年 

『
漢
天
師
世
家
』
（
『
中
華
道
藏
』
第
四
十
六
冊
）
、
華
夏
出
版 

社
、
二
〇
〇
四
年 

『
正
統
道
藏
』
第
六
冊
、
新
文
豐
出
版
公
司
、
一
九
七
七
年 

『
清
微
元
降
大
法
（
上
海
涵
芬
楼
藏
本
）
』
、
『
道
藏
』
洞
真
部
方

法
類
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
三
年 

『
三
教
源
流
聖
帝
佛
祖
捜
神
大
全
』
、
『
中
國
民
間
信
仰
資
料
彙

編
』
第
一
輯
第
三
冊
正
編
第
二
種 

臺
灣
學
生
書
局 

、
一
九

八
九
年 

 

古
籍
・
集
部 

錢
謙
益
『
列
朝
詩
集
小
傳
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
年 

鄒
同
慶
・
王
宗
堂
『
蘇
軾
詞
編
年
校
注
』
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇

二
年 

李
若
水
『
忠
愍
集
』
（
四
庫
全
書
珍
本
四
集
）
、
臺
灣
商
務
印
書

館
、
一
九
七
三
年 

張
鳳
翼
「
水
滸
傳
序
」
、
『
處
實
堂
集
』
續
集
、
『
續
修
四
庫
全

書
』
集
部
別
集
類
、
上
海
古
籍
出
版
社
、 

李
贄
『
焚
書
・
續
焚
書
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年 

 

概
説
書
・
日
本
語 

上
野
賢
一
『
皮
膚
科
学
』
第
７
版
、
金
芳
堂
、
二
〇
〇
二
年 

大
塚
秀
高
『
漢
文
古
典

Ⅱ
（
放
送
大
学
教
材
）
』
、
放
送
大
学
教
育 

 

振
興
会
、
一
九
八
七
年 

荒
田
次
郎
監
修
『
標
準
皮
膚
科
学
』
第
７
版
、
医
学
書
院
、
二
〇 

 

〇
四
年 

岡
西
為
人
『
本
草
概
説
』
、
創
元
社
、
一
九
七
七
年 

森
三
樹
三
郎
『
中
国
思
想
史
』
、
第
三
文
明
社
レ
グ
ル
ス
文
庫
、

一
九
七
八
年 

溝
口
雄
三
・
池
田
知
久
・
小
島
毅
『
中
国
思
想
史
』
、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
七
年 

 

概
説
書
・
中
國
語 

章
培
恒
・
骆
玉
明
主
编
『
中
国
文
学
史
』
、
复
旦
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
年 

魯
迅
『
中
國
小

说
史
略
』
、
『
鲁
迅
全
集 

 

第
九
卷
』
、
人
民
文
学

出
版
社
、
一
九
八
九
年 

鄭
振
鐸
『
中
國
文
學
史(

下)

』
、
五
南
出
版
、
二
〇
一
五
年 

谭
邦
和
『
明
清
小
说
史
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年 

 

工
具
書
・
日
本
語 
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溝
口
雄
三
ほ
か
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
、
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
一
年 

稲
田
浩
二
ほ
か
編
『
日
本
昔
話
事
典
』
、
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年 

 

工
具
書
・
中
國
語 

孔
繁
敏
『
包
拯
年
谱
』
、
黄
山
书
社
、
一
九
八
六
年 

朱
一
玄
、
刘
毓
忱
『
水
浒
传
资
料
汇
编
』
、
南
开
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年 

崔
乐
泉
『
中
国
古
代
体
育
文
物
图
录
』
、
中
华
书
局
、
二
〇
〇
〇 

 

 

年 

南
京
图
书
馆
製
「
中
國
传
统
体
育
图
片
数
据
库
」
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
） 

姜
亮
夫
『
歴
代
人
物
年
里
碑
傳
綜
表
』
、
『
姜
亮
夫
全
集
』
十
九
、 

 

雲
南
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年 

孫
楷
第
『
中
國
通
俗
小
說
書
目
（
外
二
種
）
』
、
中
華
書
局
、
二
〇 

 

一
二
年 

錢
保
塘
『
歴
代
名
人
生
卒
録
』
、
北
京
圖
書
館
出
版
社
影
印
民
国

二
十
五
年
五
月
海
寧
錢
氏
清
風
堂
刊
本
、
二
〇
〇
二
年 

『
中
国
大
百
科
全
书 

现
代
医
学

Ⅱ
』
、
中
国
大
百
科
全
书
出
版

社
、
一
九
九
三
年 

 

專
著
・
日
本
語 

丁
光
迪
編
・
小
金
井
信
宏
訳
『
中
藥
の
配
合
』
、
東
洋
学
術
出
版

社
、
二
〇
〇
五
年 

二
階
堂
善
弘
『
封
神
演
義
の
世
界 

中
国
の
戦
う
神
々
』
、
大
修

館
書
店
、
一
九
九
八
年 

二
階
堂
善
弘
『
道
教
・
民
間
信
仰
に
お
け
る
元
帥
神
の
変
容
』
、

関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年 

大
木
康
『
明
末
の
は
ぐ
れ
知
識
人 

馮
夢
龍
と
蘇
州
文
化
』
、
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
五
年 

大
木
康
『
明
末
江
南
の
出
版
文
化
』
、
研
文
出
版
、
二
〇
〇
四
年 

上
田
信
『
ト
ラ
が
語
る
中
国
史
』
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年 

小
川
陽
一
『
日
用
類
書
に
よ
る
明
清
小
説
の
研
究
』
、
研
文
出

版
、
一
九
九
五
年 

小
松
謙
『
中
国
歴
史
小
説
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年 

小
松
謙
『
中
国
古
典
演
劇
研
究
』
、
汲
古
書
店
、
二
〇
〇
一
年 

小
松
謙
『
「
現
実
」
の
浮
上―

「
せ
り
ふ
」
と
「
描
写
」
の
中
国

文
学
史
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年 

小
松
謙
『
「
四
大
奇
書
」
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年 

小
曽
戸
洋
『
漢
方
の
歴
史 

中
国
・
日
本
の
伝
統
医
学
』
、
大
修

館
書
店
、
二
〇
〇
二
年 

中
鉢
雅
量
『
中
国
小
説
史
研
究
―
水
滸
伝
を
中
心
と
し
て
―
』
、
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汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年 

仁
井
田
陞
『
中
国
の
伝
統
と
革
命
２
』
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一

九
七
四
年 

仁
井
田
陞
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
三
年 

井
上
泰
山
・
大
木
康
・
金
文
京
・
氷
上
正
・
古
屋
昭
弘
『
花
關
索 

 

伝
の
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年 

田
仲
一
成
『
中
国
巫
系
演
劇
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
三
年 

吉
川
幸
次
郎
『
元
雜
劇
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年 

佐
々
木
睦
『
漢
字
の
魔
力
』
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
二 

 

 

年 

佐
竹
靖
彦
『
梁
山
泊
―
水
滸
伝
・1
0
8

人
の
豪
傑
た
ち
』
、
中
公
新 

 

書
、
一
九
九
二
年 

金
文
京
『
三
国
志
演
義
の
世
界
』
、
東
方
書
店
、
一
九
九
三
年 

金
海
南
『
水
戸
黄
門
「
漫
遊
」
考
』
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九

九
年 

林
雅
清
『
中
国
近
世
通
俗
文
学
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一 

 

 

年 

岩
城
秀
夫
『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』
、
創
文
社
、
一
九
七
三
年 

香
坂
順
一
『
《
水
滸
》
語
彙
の
研
究
』
、
光
生
館
、
一
九
八
七
年 

高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界
』
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
七
年 

宮
崎
市
定
『
宮
崎
市
定
全
集

12
水
滸
伝
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

二
年 

野
口
鐵
郎
・
田
中
文
雄
編
『
道
教
の
神
々
と
祭
り
』
、
大
修
館
書

店
、
二
〇
〇
四
年 

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年 

島
田
虔
次
著
・
井
上
進
補
注
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折 

 

２
』
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
三
年 

 

專
著
・
中
国
語 

王
学
泰
『
游
民
文
化
与
中
国
社
会
〔
增
修
版
〕
』
、
同
心
出
版
社
、 

 

二
〇
〇
七
年 

余
嘉
錫
『
宋
江
三
十
六
人
考
實
』
、
作
家
出
版
社
、
一
九
五
五
年 

汪
玢
玲
『
中
国
虎
文
化
』
、
中
华
书
局
、
二
〇
〇
七
年 

侯
会
『
《
水
浒
》
源
流
新
证
』
、
华
文
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年 

侯
会
『
《
水
浒
》
《
西
游
》
探
源—

—

与
德
堂
古
典
小
说
研
究
丛

稿
』
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年 

胡
士
莹
『
话
本
小
说
史
』
、
中
华
书
局
、
一
九
八
〇
年 

徐
大
军
『
中
国
古
代
小
说
与
戏
曲
关
系
史
』
、
人
民
文
学
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年 

馬
幼
垣
『
水
滸
論
衡
』
、
聯
經
出
版
、
一
九
九
二
年 
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馬
幼
垣
『
水
滸
二
論
』
、
聯
経
出
版
、
二
〇
〇
五
年 

张
锦
池
「
《
水
浒
传
》
考
论
」
、
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
四
年 

陈
松
柏
『
水
浒
传
源
流
考
论
』
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六 

 

年 

葉
德
輝
『
戯
曲
小
説
叢
考
』
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年 

董
国
炎
『
扬
州
评
话
研
究
』
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇

九
年 

齐
裕
焜
・
冯
如
常
等
『
水

浒
学
史
』
、
上
海
三
联
书
店
、
二
〇
一

五
年 

薩
孟
武
『
水
滸
傳
與
中
國
社
會
』
、
三
民
書
局
、
一
九
七
一
年 

卢
世
华
『
元
代
平
话
研
究
―
―
原
生
态
的
通
俗
小
说
』
、
中
华
书

局
、
二
〇
〇
九
年 

魏
安
『
三
國
演
義
版
本
考
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年 

聂
绀
弩
『
《
水
浒
》
四
议
』
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年 

 

專
著
・
英
語 

H
A
N
A
N
 
P
a
t
r
i
c
k
,
 
T
h
e
 
C
h
i
n
e
s
e
 
S
h
o
r
t
 
S
t
o
r
y
 
:
 
s
t
u
d
i
e
s
 

i
n
 
d
a
t
i
n
g
,
 
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
,
 
a
n
d
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
,
 

H
a
r
v
a
r
d
-
Y
e
n
c
h
i
n
g
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
M
o
n
o
g
r
a
p
h
 
s
e
r
i
e
s
,
 

1
9
7
3
 

P
L
A
K
S
,
A
n
d
r
e
w
,
 
T
h
e
 
F
o
u
r
 
M
a
s
t
e
r
w
o
r
k
s
 
o
f
 
t
h
e
 
M
i
n
g
 

N
o
v
e
l
,
 
P
R
I
N
C
E
T
O
N
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
 
P
R
E
S
S
,
 
1
9
8
7
 

 

單
篇
論
考
・
日
本
語 

千
村
渉
「
兄
弟
譚
の
昔
話
―
そ
の
優
劣
を
中
心
に
―
」
、
『
日
本
昔 

 

話
研
究
集
成
４
昔
話
の
形
態
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年 

上
田
弘
毅
「
王
陽
明
に
於
け
る
近
代
化
へ
の
可
能
性
と
そ
の
限

界
」
、
奥
崎
裕
司
編
『
明
清
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
か
』
、

汲
古
書
店
、
二
〇
〇
六
年 

上
原
究
一
「
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
の
版
本
に
つ
い
て
」
、 

 

『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
三
集
、
二
〇
一
一
年 

小
川
環
樹
「
『
水
滸
伝
』
の
文
学
」
、
『
中
国
の
八
大
小
説
』
、
平
凡 

 

社
、
一
九
六
五
年 

小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
成
立
考
―
内
容
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

―
」
、
『
中
國
文
学
報
』
第
六
十
四
冊
、
二
〇
〇
二
年 

小
松
謙
「
梁
山
泊
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
―
『
水
滸
傳
』
成
立
前 

 

史
―
」
、
『
中
國
文
學
報
』
第
七
十
九
冊
、
二
〇
一
〇
年 

小
松
謙
「
水
滸
雜
劇
の
世
界
―
『
水
滸
伝
』
成
立
以
前
の
梁
山
泊 

 

物
語
」
、
『
水
滸
伝
の
衝
撃 

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
触
と 

 

文
化
受
容
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年 

小
松
謙
「
『
寶
劍
記
』
と
『
水
滸
傳
』
―
林
冲
物
語
の
成
立
に
つ

い
て
―
」
、
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告 

人
文
』
第
六
十
二
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号
、
二
〇
一
〇
年 

小
松
謙
「
『
水
滸
傳
』
諸
本
考
」
、
『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告 

人
文
』
第
六
十
八
号
、
二
〇
一
六
年 

大
木
康
「
馮
夢
龍
「
三
言
」
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て
（
続
） 

 

―
〝
真
情
〟
よ
り
見
た
一
側
面
―
」
、
『
伊
藤
漱
平
教
授
退 

 

官
記
念
中
国
学
論
集
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年 

大
木
康
「
明
清
文
学
に
お
け
る
道
教
・
神
仙
思
想
に
関
す
る
覚
え 

 

書
き
」
、
『
筑
波
中
国
文
化
論
叢
』
第
二
十
三
号
、
二
〇
〇
四
年 

大
内
田
三
郎
「
水
滸
伝
版
本
考
―
繁
本
と
簡
本
の
關
係
を
中
心
に 

 

―
」
、
『
天
理
大
學
学
報
』
二
十
巻
二
号
、
一
九
六
八
年 

大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
傳
』
版
本
考
―
『
容
與
堂
本
』
に
つ
い

て
」
、
『
ビ
ブ
リ
ア
』

No.

79
、
一
九
八
二
年 

大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
伝
』
版
本
考
―
再
び
繁
本
と
簡
本
の
關
係

に
つ
い
て
―
」
、
『
伊
藤
漱
平
教
授
退
官
記
念
中
國
学
論
集
』

汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年 

大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
伝
』
版
本
考
―
容
與
堂
本
に
つ
い
て

（
二
）
」
、
『
大
阪
市
立
大
學
文
學
部
紀
要 

人
文
研
究
』
第
四

十
五
巻
第
五
分
册
、
一
九
九
三
年 

大
内
田
三
郎
「
『
水
滸
伝
』
版
本
考―

『
鍾
伯
敬
先
生
批
評
水
滸

伝
』
に
つ
い
て―

」
、
『
人
文
研
究
』
第
四
十
六
巻
九
号
、
一
九

九
四
年 

大
塚
秀
高
「
瘟
神
の
物
語
―
宋
江
の
字
は
な
ぜ
公
明
な
の
か
」
、

宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
規
範
と
習
俗
』
、
汲
古
書
院
、
一

九
九
五
年 

大
塚
秀
高
「
水
滸
説
話
に
つ
い
て―

『
宣
和
遺
事
』
を
端
緒
と
し 

 

て―

」
、
『
中
国
古
典
小
説
研
究
動
態
』
第
二
号
、
一
九
八
八
年 

大
塚
秀
高
「
天
書
と
泰
山
―
『
宣
和
遺
事
』
よ
り
見
る
『
水
滸

傳
』
成
立
の
謎
」
、
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
四
十
冊
、

二
〇
〇
〇
年 

木
山
英
雄
「
『
水
滸
伝
』
の
世
界
」
、
『
世
界
の
歴
史
６
東
ア
ジ
ア

世
界
の
変
貌
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
一
年 

中
鉢
雅
量
「
英
雄
た
ち
の
栄
光
と
悲
惨
―
水
滸
伝
の
世
界
―
」
、

懐
徳
堂
記
念
会
編
『
中
国
四
大
奇
書
の
世
界
』
、
和
泉
書
院
、2

二
〇
〇
三
年 

氏
岡
真
士
「
平
話
の
基
づ
い
た
史
書―

平
話
の
作
り
手
に
つ
い
て 

 

の
試
論―

」
、
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
九
集
、
一
九
九
七 

年 

氏
岡
真
士
「
容
与
堂
本
『
水
滸
伝
』
３
種
に
つ
い
て
」
、
『
中
国
古 

 

典
小
説
研
究
』
第
十
九
号
、
二
〇
一
六
年 

丸
山
浩
明
「
水
滸
傳
簡
本
淺
探
―
劉
興
我
本
、
藜
光
堂
本
を
め
ぐ 

 
っ
て
―
」
、
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
四
十
集
、
一
九
八
八
年 

中
川
諭
「
上
海
圖
書
館
藏
『
京
本
忠
義
傳
』
に
つ
い
て
」
、
『
新
大 
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国
語
』
第
二
十
二
号
、
一
九
九
六
年 

白
木
直
也
「
一
百
二
十
回
水
滸
全
伝
の
研
究
―
發
凡
を
通
じ
て
試 

 

み
た
―
」
、
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
二
十
五
集
、
一
九
七
三
年 

佐
藤
晴
彦
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
―
言
語
的

特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
『
東
方
学
』
第
七
十
二
輯
、
一

九
八
六
年 

佐
藤
晴
彦
「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（

Ⅰ
）
―

言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第

三
十
九
巻
第
六
号
、
一
九
八
八
年 

佐
藤
晴
彦
「
《
醒
世
恒
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（

Ⅱ
）
―

言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第

四
十
一
巻
第
四
号
、
一
九
九
〇
年 

佐
藤
晴
彦
「
『
水
滸
伝
』
〝
嘉
靖
〟
残
巻
に
つ
い
て
」
、
『
神
戸
外

大
論
叢
』
四
十
二
巻
三
号
、
一
九
九
一
年 

佐
藤
晴
彦
「
《
警
世
通
言
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作 
―
言
語

的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
『
神
戸
外
大
論
叢
』
第
四
十

三
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年 

佐
藤
晴
彦
「
《
古
今
小
説
》
に
お
け
る
馮
夢
龍
の
創
作
（
改
稿
） 

―
言
語
的
特
徴
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
、
『
神
戸
外
大
論
叢
』

第
四
十
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
三
年 

佐
藤
晴
彦
「
國
家
圖
書
館
藏
『
水
滸
傳
』
殘
巻
に
つ
い
て
―
〝
嘉 

 

靖
〟
本
か
？
」
、
『
日
本
中
國
学
會
報
』
第
五
十
七
集
、
二
〇
〇 

 

五
年 

佐
藤
錬
太
郎
「
無
窮
會
圖
書
館
所
藏
、
織
田
覺
齋
舊
藏
李
卓
吾
評 

 

『
忠
義
水
滸
傳
』
一
百
回
」
、
『
汲
古
』
第
８
号
、
一
九
八
五
年 

佐
藤
錬
太
郎
「
李
卓
吾
『
忠
義
水
滸
傳
評
』
に
つ
い
て
」
、
『
東
方 

 

學
』
第
七
十
一
輯
、
一
九
八
六
年 

金
文
京
「
『
戲
』
考
―
中
国
に
お
け
る
芸
能
と
軍
隊
」
、
『
未
名
』

第
八
号
、
一
九
八
九
年 

金
文
京
「
詩
讃
系
文
学
試
論
」
、
『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
七

号
、
一
九
九
二
年 

金
文
京
「
中
国
民
間
文
学
と
神
話
伝
説
研
究
―
敦
煌
本
『
前
漢
劉 

 

家
太
子
伝
（
変
）
』
を
例
と
し
て
」
、
『
史
学
』
第
六
十
六
巻
第

四
号
、
一
九
九
七
年 

松
浦
智
子
「
『
楊
家
将
演
義
』
に
お
け
る
比
武
招
親
―
そ
の
祖
型

と
傳
承
の
一
端
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
中
国
文
学
研
究
』
第
三
十

一
期
、
二
〇
〇
五
年 

松
浦
智
子
「
楊
家
将
『
五
郎
為
僧
』
故
事
に
関
す
る
一
考
察
」
、

『
日
本
ア
ジ
ア
研
究
（
埼
玉
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
博

士
後
期
課
程
紀
要
）
』
八
号
、
二
〇
一
一
年 

神
山
閠
次
「
水
滸
伝
諸
本
」
、
『
斯
文
』
第
二
十
編
第
三
號
、
一
九 

 

三
〇
年 
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荒
木
達
雄
「
李
逵
殺
虎
故
事
成
立
の
背
景
」
、
『
中
国
―
社
会
と
文 

 
化
』
第
二
十
五
号
、
二
〇
一
〇
年 

荒
木
達
雄
「
〝
嘉
靖
本
〟
『
水
滸
傳
』
と
初
期
の
『
水
滸
傳
』
文 

 

繁
本
系
統
」
、
『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
四
集
、
二
〇
一
二 

 

年 

荒
木
達
雄
「
宋
江
形
象
演
変
考
」
、
『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
三 

 

十
号
、
二
〇
一
五
年 

高
島
俊
男
「
『
小
嘍
囉
』
小
考
」
、
『
中
哲
文
學
會
報
』
第
七
號
、 

一
九
八
二
年 

高
島
俊
男
「
水
滸
傳
石
渠
閣
補
刊
本
研
究
敘
説
」
、
『
伊
藤
漱
平
教 

 

授
退
官
記
念
中
國
學
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年 

高
島
俊
男
「
宋
江
実
録
」
、
『
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』 

 

百
二
十
二
、
一
九
九
三
年 

高
野
陽
子
・
小
松
謙
「
『
水
滸
伝
』
成
立
考―

語
彙
と
テ
ク
ニ
カ

ル
・
タ
ー
ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ―

」
、
『
中
国
文
学
報
』
第
六

十
五
冊
、
二
〇
〇
二
年 

孫
述
宇
著
・
田
仲
一
成
訳
「
水
滸
伝
―
強
盗
が
強
盗
に
語
っ
た
物 

 

語
―
」
、
『
東
洋
文
化

61
』
、
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
、 

一
九
八
一
年 

馬
場
昭
佳
「
『
水
滸
伝
』
の
成
立
と
受
容―

―

宋
代
忠
義
英
雄
譚
を 

 

軸
に
」
、
東
京
大
學
大
學
院
人
文
社
會
系
研
究
科
二
〇
一
三
年

度
博
士
學
位
論
文 

根
ケ
山
徹
「
明
代
に
お
け
る
包
公
説
話
の
展
開
」
、
『
中
国
文
学
論 

 

集
』
第
十
五
号
、
一
九
八
六
年 

宮
紀
子
「
花
関
索
と
楊
文
広
」
、
『
汲
古
』
第
四
十
六
号
、
二
〇
〇 

四
年 

笠
井
直
美
「
『
義
賊
』
の
誕
生
―
雜
劇
『
水
滸
』
か
ら
小
説
『
水

滸
』
へ
―
」
、
『
東
洋
文
化
』
第
七
十
一
号
、
一
九
九
〇
年 

笠
井
直
美
「
隠
蔽
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
忠
義
」
―
『
水
滸
傳
』 

 

の
「
忠
義
」
を
め
ぐ
る
論
議
に
關
す
る
一
視
點
―
」
、
『
日
本
中 

 

國
學
會
報
』
第
四
十
四
集
、
一
九
九
二
年 

笠
井
直
美
「
『
水
滸
』
に
お
け
る
『
対
立
』
の
構
図
」
、
『
東
洋
文

化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
二
冊
、
一
九
九
三
年 

笠
井
直
美
「
李
宗
侗
（
玄
伯
）
旧
藏
『
忠
義
水
滸
傳
』
」
、
『
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
三
十
一
册
、
一
九
九
六
年 

笠
井
直
美
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
境
界 

: 

岳
飛
故
事
の
通
俗
文
藝
の 

 

言
説
に
お
け
る
國
家
と
民
族(

上)

」
、
『
言
語
文
化
論
集
』
第
十 

 

三
巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年 

笠
井
直
美
「
〈
わ
れ
わ
れ
〉
の
境
界 

: 

岳
飛
故
事
の
通
俗
文
藝
の 

言
説
に
お
け
る
國
家
と
民
族(

下)

」
、
『
言
語
文
化
論
集
』
第
十 

四
巻
一
号
、
二
〇
〇
二
年 

笠
井
直
美
「
北
京
大
學
圖
書
館
藏
『
忠
義
水
滸
全
傳
』
―
『
萬
曆 
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袁
無
涯
原
刊
』
情
報
の
一
人
步
き
―
」
、
『
名
古
屋
大
學
中
國
語 

 
學
文
學
論
集
』
第
二
十
一
輯
、
二
〇
〇
九
年 

笠
井
直
美
「
誰
が
小
衙
内
を
殺
し
た
か
―
『
水
滸
伝
』
に
お
け
る 

 

『
宣
言
と
し
て
の
暴
力
』
の
馴
致
」
、
『
水
滸
伝
の
衝
撃 

東
ア 

ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
触
と
文
化
受
容
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇 

一
〇
年 

笠
井
直
美
「
白
話
小
説
・
戯
曲
版
本
の
分
化
と
特
徴
」
、
『
東
ア
ジ 

 

ア
書
誌
学
へ
の
招
待
』
第
二
巻
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
一
年 

御
影
雅
幸
「
日
本
民
間
藥
の
ル
ー
ツ
―
環
日
本
海
域
に
お
け
る
植 

 

物
資
源
の
利
用
―
」
、
金
沢
大
学
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リ

（h
ttp

://h
d

l.h
an

d
le.n

et/2
2

9
7

/5
5

8
3

）
、
二
〇
〇
三
年 

溝
部
良
恵
「
牛
粛
『
紀
聞
』
に
つ
い
て
―
「
呉
保
安
」
を
中
心
に 

 

―
」
、
『
中
唐
文
學
會
報
』
第
十
一
号
、
二
〇
〇
四
年 

達
富
睦
「
用
字
の
違
い
か
ら
見
る
『
水
滸
傳
』
の
成
立
」
、
『
和
漢 

語
文
研
究
』
、
二
〇
〇
三
年 

澤
田
瑞
穂
「
『
四
帝
仁
宗
有
道
君
』
―
明
代
説
唱
詞
話
の
開
場
慣

用
句
に
つ
い
て
―
」
、
『
中
国
文
学
研
究
』
第
四
期
、
一
九
七
八

年 

齋
藤
護
一
「
百
回
水
滸
傳
考
」
、
『
漢
學
會
雜
誌
』
第
六
卷
第
一

號
、
一
九
三
八
年 

鶴
成
久
章
「
明
代
の
科
挙
制
度
と
朱
子
学
―
体
制
教
学
化
が
も
た 

 

ら
し
た
学
び
の
内
実
―
」
、
『
中
国
社
会
と
文
化
』
第
二
十
二

号
、
二
〇
〇
七
年 

 

單
篇
論
考
・
中
国
語 

王
学
泰
「
从
《
水
浒
传
》
看
江
湖
文
化
」
、
『
上
饒
師
範
學
院
學
報 

 
 

社
科
版
』
、
二
〇
〇
五
年 

王
齐
洲
・
王
丽
娟
「
从
《
菽
园
杂
记
》
、
《
叶
子
谱
》
所
记”

叶
子

戏“

看
《
水
浒
传
》
成
书
时
间
」
、
『
南
开
学
报
（
哲
学
社
会
科

学
版
）
』
二
〇
一
一
年
第
三
期 

石
昌
渝
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
嘉
靖
初
年
考
」
、
『
上
海
师
范
大
学 

学
报
（
社
会
科
学
版
）
』
第
三
十
巻
第
五
期
、
二
〇
〇
一
年 

石
昌
渝
「
林
冲
与
高
俅—

—

《
水
浒
传
》
成
书
研
究
」
、
『
文
学
评 

 

论
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期 

石
昌
渝
「
王
阳
明
心
学
与
通
俗
文
学
得
崛
起
」
、
『
文
学
遗
产
』 

二
〇
〇
七
年
第
二
期 

石
剑
「
句
句
出
奇 

字
字
换
色—

武
松
打
虎
与
李
逵
杀
虎
之
比 

较
」
、
『
天
中
学
刊
』
一
九
九
八
年
八
月
第
十
三
卷
増
刊 

代
顺
利
「
试
论
古
典
小
说
中
的
〝
犯
笔
〟
」
、
『
湖
北
师
范
学
院
学 

报(

哲
学
社
会
科
学
版)

』
一
九
九
九
年
第
十
九
卷
第
四
期 

朱
介
凡
「
『
王
莽
趕
劉
秀
』
傳
說
的
分
析
」
、
『
俗
文
學
論
集
』
、
聯 

 

經
出
版
、
一
九
八
四
年 
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李
永
祜
「
《
水
浒
传
》
语
言
的
地
域
色
彩
与
南
北
文
化
融
合
」
、

『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
二
期 

李
永
祜
「
《
水
浒
传
》
三
题
」
、
『
明
清
小
说
研
究
』
二
〇
一
五
年 

第
三
期 

李
伟
实
「
从
水
浒
戏
和
水
浒
叶
子
看
《
水
浒
传
》
的
成
书
年

代
」
、
『
社
会
科
学
战
线
』
一
九
八
八
年
第
一
期 

李
伟
实
「
从
杜
堇
的<

水
浒
人
物
全
图>

看<

水
浒
传>

的
成
熟
年

代
」
、
『
社
会
科
学
战
线
』
一
九
九
一
年
第
三
期 

李
伟
实
「<

水
浒
传>

成
书
于
元
末
明
初
之
说
不
能
成
立—

—

兼
论 

 

<

水
浒
传>

的
作
者
为
罗
贯
中
非
施
耐
庵
」
、
『
社
会
科
学
战
线
』 

 

一
九
九
三
年
第
六
期 

李
伟
实
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
明
朝
中
叶
可
以
定
论
」
、
『
广
东
技

术
师
范
学
院
学
报
（
社
会
科
学
）
』
、
二
〇
一
一
年
第
六
期 

李
福
清
「
三
國
故
事
與
民
間
敘
事
詩
」
、
『
李
福
清
論
中
國
古
典
小 

 

說
』
、
洪
葉
文
化
事
業
、
一
九
九
七
年 

李
豐
懋
「
暴
力
修
行
：
道
教
謫
凡
神
話
與
水
滸
的
忠
義
敘
述
」
、

『
人
文
中
國
學
報
』
第
十
九
期
、
二
〇
一
三
年 

范
宁
「
《
水

浒
传
》
版
本
源
流
考
」
、
『
范
宁
古
典
文
学
研
究
论
文

集
』
、
重
庆
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年 

金
文
京
「
關
羽
之
子
與
孫
悟
空
―
明
成
化
説
唱
詞
話
『
花
關
索

傳
』
的
神
話
意
義
」
、
『
中
外
文
學
』
第
十
五
巻
第
四
期
、
一
九

八
六
年 

侯
会
「
从
南
北
蓼
儿
洼
看
《
水
浒
》
故
事
与
淮
南
之
关
系
」
、
『
文 

 

学
遗
产
增
刊
』
十
八
辑
、
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年 

侯
会
「
《
夷
坚
志
》
中
的
《
水
浒
传
》
素
材
」
、
『
明
清
小
说
研

究
』
一
九
九
九
年
第
二
期 

洪
晓
银
「
从
文
人
戏
《
王
粲
登
楼
》
看
元
代
文
人
心
态
」
、
『
闽
西 

 

职
业
技
术
学
院
学
报
』
、
二
〇
一
四
年
第
一
期 

姜
国
钧
「
〝
义
气
〟
词
义
演
变
探
析
」
、
『
邵
阳
师
范
高
等
专
科
学 

 

校
学
报
』
第
二
十
二
巻
第
六
期
、
二
〇
〇
〇
年 

胡
以
存
「
南
、
北
支
水
浒
故
事
与
《
水
浒
传
》
成
书
」
、
『
明
清
小 

 

说
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
三
期 

胡
绍
文
「
《
夷
坚
志
》
版
本
研
究
」
、
『
大
理
学
院
学
报
』
第
一
巻

第
二
期
、
二
〇
〇
二
年 

胡
春
华
「
明
清
时
期
古
籍
丛
书
浅
探
」
、
『
华
夏
文
化
』
二
〇
〇
四 

 

年
第
一
期 

高
明
「
王
穉
登
《
虎
苑
》
研
究
」
、
『
图
书
馆
杂
志
』
二
〇
〇
五
年 

 

第
五
期 

孫
述
宇
「
梁
山
泊
英
雄
的
義
氣
」
、
『
明
報
月
刊
』
第
十
三
巻
第
十 

 

期
、
一
九
七
八
年 

孫
術
宇
「
水
滸
傳
：
強
人
說
給
強
人
聽
的
故
事
」
、
『
水
滸
傳
的
來 

 
歷
、
心
態
與
藝
術
』
、
時
報
文
化
出
版
事
業
有
限
公
司
、
一
九
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八
一
年 

马
幼
垣
「
嘉
靖
残
本
『
水
浒
传
』
非
郭
武
定
刻
本
辨
」
、
『
明
代
小 

 

说
面
面
观 

明
代
小
说
国
际
学
术
研
讨
会
论
文
集
』
学
林
出
版

社
、
二
〇
〇
二
年 

馬
幼
垣
「
嘉
靖
殘
本
『
水
滸
傳
』
非
郭
武
定
刻
本
辨
」
、
『
水
滸
二 
 

論
』
、
生
活·

讀
書·
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
七
年
（
前
項
と

同
一
論
文
だ
が
、
二
〇
〇
三
年
付
「
後
記
」
が
附
さ
れ
て
い

る
） 

馬
成
生
「
在
形
似
与
神
似
之
间 
『
水
浒
』
中
〝
武
松
打
虎
〟
与

〝
李
逵
杀
虎
〟
赏
析
」
、
『
杭
州
师
院
学
报(

社
会
科
学
版)

』
一

九
八
四
年
第
三
期 

马
雍
「
《
水
浒
传
》
李
逵
故
事
来
源
」
、
『
文
史
』
一
九
八
〇
年
第

八
期 

纪
德
君
「
《
水
浒
传
》
与
说
唱
此
话
之
关
系
新
证
」
、
『
广
州
大
学

学
报
（
社
会
科
学
版
）
』
第
十
一
卷
第
三
期
、
二
〇
一
二
年 

荒
木
达
雄
「
两
种
《
水
浒
传
》
为
何
〝
再
造
〟
一
百
回
本—

—
加 

 

州
大
學
柏
克
莱
校
藏
本
与
东
京
大
學
文
学
部
藏
本
」
、
『
河
北
学 

 

刊
』
二
〇
一
六
年
第
一
期 

荒
木
達
雄
「
石
渠
閣
出
版
活
動
和
《
水
滸
傳
》
之
補
刻
」
、
『
漢
學 

 

研
究
』
三
十
五
卷
三
期
、
二
〇
一
七
年 

孙
正
国
「
中
国
义
虎
型
故
事
的
文
化
传
承
」
、
『
西
南
民
族
学
院
学 

 

报 

哲
学
社
会
科
学
版
』
总
二
十
三
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
二
年 

孫
楷
第
「
水
滸
傳
𦾔
本
考
」
、
『
滄
州
集
』
、
中
華
書
局
、
一
九
六

五
年 

孫
楷
第
「
水
滸
傳
人
物
考
」
、
『
滄
州
後
集
』
、
中
華
書
局
、
一
九

八
五
年 

孙
绍
振
「
武
松
打
虎
和
李
逵
杀
虎
」
、
『
名
作
欣
赏
』
二
〇
〇
七
年 

 

第
二
十
三
期 

康
珮
「
論
《
水
滸
傳
》
的
狂
歡
精
神
與
庶
民
性
格
」
、
『
興
大
人
文 

 

學
報
』
第
四
十
七
期
、
二
〇
一
一
年 

陈
才
训
「
儒
学
平
民
化
思
潮
与
明
代
通
俗
小
说
」
、
『
天
津
社
会
科 

 

学
』
二
〇
一
六
年
第
二
期 

陈
松
柏
「
宋
江
演
义
是
连
接
宋
江
等
三
十
六
人
故
事
与
水
浒
传
必 

 

不
可
少
的
链
条
」
、
『
明
清
小
说
研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
一
期 

陈
美
玲
「
论
性
格
〝
强
化
〟
的
典
型
人
物
―
以
《
三
国
演
义
》
和 

 

《
水
浒
传
》
为
例
」
、
『
明
代
小
说
面
面
观
』
、
学
林
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年 

陳
兆
南
「
讀
『
明
刊
古
本
宣
和
遺
事
』
」
、
『
書
目
季
刊
』
十
八
巻

三
期
、
一
九
八
四
年 

陈
东
林
「
李
逵
杀
虎
虎
写
得
不
精
彩
」
、
『
南
京
理
工
大
学
学
报

(
社
会
科
学
版)

』
二
〇
〇
七
年
第
四
期 

董
国
炎
「
论
《
水
浒
传
》
对
《
五
代
史
平
话
》
的
承
袭
」
、
『
明
清 
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小
说
研
究
』
二
〇
一
五
年
第
一
期 

项
裕
荣
「
试
论
李
逵
形
象
塑
造
的
南
北
融
合
」
、
『
学
术
论
坛
』 

二
〇
〇
七
年
第
一
期 

舒
媛
媛
「
“
生
”
与
“
死
”
的
背
反
―
《
水
浒
传
》
的
道
德
观
」
、 

 

『
明
清
小
说
研
究
』
二
〇
〇
七
年
第
一
期 

张
芳
「
李
逵
悲
剧
形
象
简
论
」
、
『
襄
樊
职
业
技
术
学
院
学
报
』
第 

 

三
卷
第
三
期
、
二
〇
〇
四
年 

张
真
「
《
三
国
志
平
话
》
中
的
刘
备
形
象
」
、
《
许
昌
学
院
学
报
》 

二
〇
一
二
年
第
三
期 

张
祝
平
「
《
夷
坚
志
》
的
版
本
研
究
」
、
『
古
籍
整
理
研
究
学
刊
』 

二
〇
〇
三
年
第
二
期 

贺
信
民
「
论
『
水
浒
气
』
」
、
『
人
文
杂
志
』
二
〇
〇
〇
年
第
四
期 

黄
俶
成
「
《
水
浒
》
版
本
衍
变
考
论
」
、
『
扬
州
大
学
学
报
（
人
文

社
会
科
学
版
）
』
第
五
卷
第
一
期
、
二
〇
〇
一
年 

黃
霖
「
一
种
值
得
注
目
的
《
水
浒
》
古
本
」
、
『
复
旦
学
报
（
社
会 

 

科
学
版
）
』
一
九
八
〇
年
第
四
期 

新
江
「
九
天
玄
女
授
天

书―

水
浒
札
记
」
、
『
世
界
宗
教
文
化
』 

一
九
九
六
年
第
四
期
（
总
八
号
） 

邹
少
雄
「
论
《
水
浒
》
的
文
化
精
神
」
、
『
孝
感
学
院
学
报
（
社
会 

 

科
学
版
）
』
第
二
十
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
〇
年 

赵
京
深
「
道
教
的
经
书
总
集
―
《
道
藏
》
」
、
『
内
蒙
古
统
战
理
论

研
究
』
二
〇
〇
八
年
第
五
期 

刘
冬
、
欧
阳
健
「
『
京
本
忠
义
传
』
评
价
商
兑
」
、
『
贵
州
文
史
丛 

刊
』
一
九
八
五
年
第
二
期
、
總
第
十
七
期 

刘
世
德
「
论
『
京
本
忠
义
传
』
的
时
代
、
性
质
和
地
位
」
、
『
明
清 

 

小

说
研
究
』
一
九
九
三
年
第
二
期
、
總
第
二
十
八
期 

刘
相
雨
「
论
古
代
白
话
小
说
中
流
氓
无
赖
发
迹
的
母
题
模
式
及
流 

 

变—
—

以
《
五
代
史
平
话
》
为
中
心
」
、
『
郑
州
大
学
学
报
（
哲 

 

学
社
会
科
学
版
）
』
、
二
〇
〇
二
年
第
二
期 

刘
承
训
「
简
论
〝
武
松
打
虎
〟
、
〝
李
逵
杀
虎
〟
描
写
中
的
犯
与 

 

避
」
、
『
怀
化
师
专
社
会
科
学
学
报
』
一
九
八
七
年
第
三
期 

魯
迅
「
馬
上
支
日
記
」
、
『
魯
迅
全
集
』
第
三
巻
「
華
蓋
集
續

編
」
、
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
九
年 

鄭
振
鐸
「
水
滸
傳
的
演
化
」
、
『
中
國
文
學
論
集 

 

上
集
』
、
開
明

書
店
、
一
九
四
九
年 

欧
阳
江
琳
「
两
首
希
见
的
元
代
水
浒
诗—

—

楚
石
梵
琦
《
梁
山

泊
》
、
《
宋
江
分
赃
台
》
考
释
」
、
『
中
国
典
籍
与
文
化
』
二
〇
一

四
年
第
三
期 

邓
宇
英
「
试
论
『
水
浒
传
』
的
史
传
笔
法
」
、
『
广
州
大
学
学
报

(
社
会
科
学
版)

』
二
〇
〇
二
年
十
月
第
一
卷
第
十
期 

萧
相
凯
、
苗
怀
明
「
《
水
浒
传
》
成
书
于
嘉
靖
说
辩
证—

—

与
石

昌
渝
先
生
商
榷
」
、
『
文
学
遗
产
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期 
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霍
有
明
「
由
『
义
』
词
源
的
演
化
略
探
《
水
浒
》
的
『
忠
』
、

『
义
』
」
、
『
唐
都
学
刊
（
西
安
联
合
大
学
社
会
科
学
学
刊
）
』 

二
〇
〇
一
年
第
十
七
卷
第
四
期 

卢
炘
「
《
水
浒
传
》
作
者
的
英
雄
观
」
、
『
江
汉
论
坛
』
一
九
八
七

年
第
一
期 

罗
宪
敏
「
李
逵
形
象
塑
造
的
艺
术
经
验
」
、
『
明
清
小
说
研
究
』 

一
九
九
六
年
第
三
期 

谭
艳
玲
「
论
元
杂
剧
中
的
文
人
发
迹
戏
」
、
『
韶
关
韶
学
院
学
报
・ 

 

社
会
科
学
』
第
三
十
三
巻
第
五
期
、
二
〇
一
二
年 

 

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ 

『
新
水
滸
傳
』
、
北
京
如
意
吉
祥
影
視
策
劃
有
限
公
司
・
北
京
陽

光
盛
通
文
化
藝
術
有
限
公
司
、
二
〇
一
一
年 

 

（

附

記

）

博
士
論
文
「
百
回
本
『
水
滸
傳
』
の
編
纂
方
針
」
は
二
〇
一
八
年

三
月
六
日
に
東
京
大
學
大
學
院
人
文
社
會
系
研
究
科
に
提
出
さ
れ
、
同
年

七
月
二
十
五
日
に
口
頭
試
問
を
受
け
た
。
試
問
を
擔
當
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
大
木
康
先
生
（
主
査
・
東
京
大
學
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
）
、
齋
藤

希
史
先
生
（
東
京
大
學
大
學
院
人
文
社
會
系
研
究
科
教
授
）
、
田
口
一
郎
先

生
（
東
京
大
學
大
學
院
總
合
文
化
研
究
科
准
教
授
）
、
鈴
木
陽
一
先
生
（
神

奈
川
大
學
外
國
語
學
部
教
授
）
、
小
松
謙
先
生
（
京
都
府
立
大
學
文
學
部
教

授
）
で
あ
る
。
こ
の
五
名
の
先
生
方
の
審
査
を
經
て
、
同
年
九
月
十
三
日

博
士
（
文
學
）
の
學
位
が
授
與
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
口
頭
試
問
の
際
に
い

た
だ
い
た
ご
指
摘
の
う
ち
、
誤
字
脱
字
、
引
用
や
飜
譯
の
誤
り
な
ど
比
較

的
單
純
な
も
の
は
直
接
修
正
を
施
し
、
論
旨
に
關
わ
る
問
題
で
、
本
文
を

修
正
す
る
と
な
る
と
大
幅
な
書
き
換
え
や
構
成
の
煉
り
直
し
が
必
要
と
な

る
も
の
は
補
注
と
し
て
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
試
問
の
際

に
頂
戴
し
た
も
の
の
本
稿
に
は
反
映
し
き
れ
な
か
っ
た
ご
指
摘
も
少
な
く

な
い
。
五
名
の
先
生
方
の
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
に
改
め
て
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。
論
文
執
筆
に
際
し
て
は
ほ
か
に
も
樣

々
な
方
の
ご
支
援
を
賜
っ

た
。
本
稿
の
大
部
分
は
臺
灣
に
て
執
筆
し
た
が
、
臺
灣
に
お
け
る
研
究
の

機
會
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
中
央
研
究
院
中
國
文
哲
研
究
所
の
方
々
、

と
り
わ
け
胡
曉
真
先
生
、
廖
肇
亨
先
生
、
政
治
大
學
の
高
桂
惠
先
生
、
林

桂
如
先
生
、
國
家
圖
書
館
漢
學
研
究
中
心
の
方
々
、
筆
者
が
研
究
機
關
を

離
れ
た
の
ち
に
ご
支
援
く
だ
さ
っ
た
成
功
大
學
の
陳
益
源
先
生
に
特
に
感

謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
臺
灣
で
は
見
る
こ
と
の
む
ず
か
し
か
っ
た

數
々
の
資
料
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
上
原
究
一
先
生

（
當
時
山
梨
大
學
、
現
東
京
大
學
）
、
中
原
理
惠
さ
ん
（
京
都
大
學
大
學
院

生
）
の
お
な
ま
え
も
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。
本
博
士
論
文
は
こ
れ
ら

の
ど
な
た
が
缺
け
て
も
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ

こ
に
は
記
し
き
れ
な
か
っ
た
方
々
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 


