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廣
瀬　

玲
子

は
じ
め
に

　

元
雑
劇
﹁
銭
大
尹
智
勘
緋
衣
夢
﹂︵
以
下
﹁
緋
衣
夢
﹂
と
略
す
︶
は
関
漢
卿
の
作
と
し
て
伝
わ
る
裁
判
劇
で
︑
判
決
を
下
す
の
は
開
封

府
尹
の
銭
可
で
あ
る
︒
銭
可
は
関
漢
卿
作
の
別
の
雑
劇
﹁
銭
大
尹
智
寵
謝
天
香
﹂︵
以
下
﹁
謝
天
香
﹂
と
略
す
︶
に
も
開
封
府
尹
と
し
て

登
場
し
︑
髭
面
の
容
貌
か
ら
も
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
︒
タ
イ
ト
ル
を
並
べ
て
み
る
と
二
つ
の
作
品
は
一
対
の
も
の
︑
あ
る
い
は
何
ら

か
の
対
応
関
係
が
あ
る
も
の
の
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
が
︑
実
は
﹁
謝
天
香
﹂
は
裁
判
劇
で
は
な
い︵
１
︶︒

　
﹁
謝
天
香
﹂
は
﹃
元
曲
選
﹄
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
緋
衣
夢
﹂
は
収
め
ら
れ
ず
︑
脈
望
館
抄
本
︵
た
だ
し
タ
イ
ト
ル
は
﹁
王
閏
香

夜
月
四
春
園︵

２
︶﹂︶・
脈
望
館
古
名
家
雑
劇
本
・
顧
曲
斎
古
雑
劇
本
の
三
種
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
わ
っ
て
い
る
︒抄
本
に
は
作
者
名
は
記
さ
れ
ず
︑

刊
本
で
あ
る
古
名
家
雑
劇
本
と
古
雑
劇
本
に
は
関
漢
卿
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る︵
３
︶︒

　

厳
敦
易
は
古
雑
劇
本
の
み
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
劇
全
体
が
読
者
に
与
え
る
印
象
か
ら
考
え
る
と
︑
顧
曲
斎
が
基
づ
い

た
底
本
は
お
そ
ら
く
俳
優
の
あ
い
だ
で
流
伝
し
て
い
た
錯
誤
の
多
い
蕪
雑
な
テ
キ
ス
ト
で
︑
不
備
な
点
が
あ
り
妥
当
と
は
言
え
な
い
︒
念
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入
り
な
選
択
を
行
っ
た
臧
晋
叔
は
︑
こ
の
よ
う
な
雑
劇
を
﹃
元
曲
選
﹄
に
入
れ
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ︵
４
︶﹂︒

　

一
方
︑
小
松
謙
は
抄
本
と
刊
本
二
種
と
の
差
異
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒﹁
具
体
的
に
は
︑
抄
本
の
方
が
セ
リ
フ
の
量
が
は
る

か
に
多
く
︑﹁
断
﹂︹
幕
切
れ
に
高
位
の
役
人
な
ど
が
詩
や
詞
を
吟
ず
る
こ
と
︺
も
抄
本
に
し
か
付
さ
れ
て
い
な
い
︒
更
に
注
意
さ
れ
る
の

は
︑
第
二
折
と
第
三
折
の
間
に
あ
た
る
部
分
に
︑
抄
本
に
の
み
﹁
浄
官
人
﹂
に
よ
る
裁
判
の
場
面
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
い

わ
ゆ
る
院
本
挿
演
の
一
例
と
い
え
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
二
つ
の
刊
本
に
は
こ
の
場
面
が
な
い
︒
従
っ
て
刊
本
に
お
い
て
は
︑
第
二
折
の
末
尾

で
無
実
の
罪
で
捕
ら
え
ら
れ
た
李
慶
安
が
︑
第
三
折
で
は
す
で
に
一
度
裁
判
の
結
果
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
人
間
と
し
て
現
れ
︑
非
常
に
不

自
然
で
あ
る
︒
こ
れ
は
や
は
り
︑
抄
本
の
方
が
原
形
に
近
く
︑
刊
本
は
そ
れ
を
省
略
し
た
結
果
︑
不
自
然
な
展
開
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う︵
５
︶﹂︒

　

抄
本
と
刊
本
は
︑
こ
の
ほ
か
に
も
折
の
区
切
り
方
や
曲
詞
に
異
同
が
見
ら
れ
る
が
︑
共
通
す
る
字
句
も
多
い
た
め
︑
無
関
係
で
は
あ
り

え
な
い
︒
こ
の
抄
本
の
テ
キ
ス
ト
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
冗
漫
な
テ
キ
ス
ト
を
刈
り
込
み
つ
つ
改
変
し
て
刊
本
の
テ
キ
ス
ト
が
作
ら
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
︒﹃
録
鬼
簿
﹄
や
﹃
太
和
正
音
譜
﹄
に
は
﹁
緋
衣
夢
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
非
衣
夢
﹂︶
が
関
漢
卿
の
作
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
が
︑
抄
本
に
は
作
者
名
が
記
さ
れ
ず
タ
イ
ト
ル
も
異
な
る
︒
テ
キ
ス
ト
の
刈
り
込
み
や
改
変
を
行
っ
た
の
が
関
漢
卿
で
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
︑
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
作
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
︑
現
存
す
る
三

種
の
う
ち
︑
古
い
か
た
ち
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
抄
本
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
こ
と
に
す
る︵

６
︶︒

　

右
に
引
用
し
た
よ
う
に
刊
本
の
不
自
然
さ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
で
は
抄
本
は
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
な
の
だ
ろ
う
か
︒
実

は
抄
本
も
一
読
し
た
か
ぎ
り
で
は
か
な
り
奇
妙
な
作
品
で
あ
る
︒
あ
た
か
も
︑
裁
判
劇
に
共
通
す
る
構
造
に
︑
他
の
劇
に
見
ら
れ
る
諸
要

素
を
無
理
や
り
詰
め
こ
ん
だ
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
本
作
品
の
欠
点
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
演
劇
本
来
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の
要
請
に
従
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
︒
本
稿
は
﹁
緋
衣
夢
﹂
の
構
造
と
随
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
類
型
的
要
素
を
明
ら
か
に
し
︑
演

劇
と
し
て
の
元
雑
劇
の
特
徴
の
一
つ
を
提
示
し
た
い
︒

一　
﹁
緋
衣
夢
﹂
の
あ
ら
す
じ

　

で
は
ま
ず
抄
本
に
よ
っ
て
あ
ら
す
じ
を
述
べ
よ
う
︒
本
劇
は
四
折
か
ら
成
り
︑
楔
子
は
な
い
︒

第
一
折
︵
正
旦
は
王
閏
香
︑
場
所
は
王
家
︶

　

汴
京
︵
開
封
︶
の
金
持
ち
王
員
外
︵
姓
名
は
王
得
富
︶
の
娘
で
あ
る
閏
香
と
李
員
外
︵
姓
名
は
李
栄
祖
︶
の
息
子
の
慶
安
と
は
両
家
の

定
め
た
許
婚
で
あ
っ
た
が
︑
李
家
が
貧
し
く
な
っ
た
た
め
王
員
外
は
婚
約
解
消
の
申
し
入
れ
を
す
る
︒
そ
の
日
︑
李
慶
安
は
凧
が
よ
そ
の

家
の
庭
木
に
引
っ
か
か
っ
た
た
め
︑
木
に
登
っ
て
取
ろ
う
と
す
る
︒
そ
こ
は
王
家
の
庭
で
あ
り
︑
出
会
っ
た
閏
香
は
︑
結
婚
費
用
に
充
て

る
金
品
を
用
意
し
て
梅は
し

香た
め

か
ら
渡
す
の
で
夜
に
家
に
来
る
よ
う
に
と
慶
安
に
伝
え
る
︒

第
二
折
︵
正
旦
は
王
閏
香
︑
場
所
は
王
家
↓
李
家
↓
役
所
︶

　

同
じ
日
︑
ご
ろ
つ
き
の
裴
炎
は
王
員
外
の
営
む
質
屋
で
衣
服
を
質
入
れ
し
よ
う
と
し
て
断
ら
れ
た
の
を
恨
ん
で
︑
夜
に
一
家
を
皆
殺
し

に
し
て
や
ろ
う
と
決
め
る
︒
日
が
暮
れ
る
と
裴
炎
は
塀
を
越
え
て
王
家
の
庭
に
忍
び
こ
む
︒
折
し
も
李
慶
安
に
渡
す
た
め
の
金
品
を
持
っ

た
梅
香
が
現
れ
︑
裴
炎
は
梅
香
を
刺
殺
し
︑
金
品
を
盗
ん
で
逃
げ
る
︒
そ
の
あ
と
慶
安
が
塀
を
乗
り
こ
え
︑
梅
香
の
死
体
を
発
見
し
て
逃
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げ
る
︒
さ
ら
に
閏
香
が
や
っ
て
き
て
梅
香
の
死
体
を
見
つ
け
る
︒
両
親
は
と
も
に
慶
安
が
犯
人
で
あ
る
と
断
定
し
︑
李
家
へ
と
向
か
う
︒

　

か
た
や
李
家
で
は
︑
帰
っ
て
き
た
慶
安
が
王
員
外
の
家
で
梅
香
が
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
父
に
話
す
︒
そ
こ
へ
王
員
外
夫
婦
が
や
っ
て

き
て
︑
戸
口
に
血
が
付
い
て
お
り
慶
安
の
手
に
も
血
が
付
い
て
い
る
の
を
見
て
犯
人
と
決
め
つ
け
役
所
へ
連
れ
て
い
く
︒

　

役
所
で
は
官
人
の
賈
虚
が
取
調
べ
を
す
る
︒
拷
問
を
受
け
た
慶
安
は
自
白
し
て
死
刑
囚
と
な
る
︒

　

そ
こ
へ
新
し
い
官
人
の
銭
可
が
着
任
し
て
文
書
改
め
を
す
る
︒
李
慶
安
は
銭
可
に
呼
ば
れ
て
役
所
に
向
か
う
途
中
で
蜘
蛛
の
巣
に
か

か
っ
た
蝿
を
見
て
︑
助
け
て
や
る
よ
う
に
と
父
に
頼
む
︒
銭
可
は
凶
器
の
包
丁
が
慶
安
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
た
め
疑
念
を
い
だ
き
つ
つ

も
︑
判
決
に
﹁
斬
﹂
の
一
字
を
書
こ
う
と
す
る
︒
す
る
と
蝿
が
邪
魔
を
し
て
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
冤
罪
で
あ
ろ
う
と
推
測
し

た
銭
可
は
︑
慶
安
を
獄
神
廟
で
眠
ら
せ
て
そ
の
寝
言
を
胥
吏
に
書
き
取
ら
せ
る
︒
寝
言
に
は
真
相
を
解
き
明
か
す
た
め
の
手
が
か
り
が
含

ま
れ
て
お
り
︵
詳
細
は
後
述
︶︑
銭
可
は
部
下
の
竇
鑑
と
張
弘
の
二
人
に
捜
査
を
命
じ
る
︒

第
三
折
︵
正
旦
は
茶
三
婆
︑
場
所
は
碁
盤
街
井
底
巷
の
茶
店
︶

　

茶
博
士
︵
茶
館
の
店
員
︶
と
妻
の
茶
三
婆
の
茶
店
に
竇
鑑
と
張
弘
が
や
っ
て
く
る
︒
そ
こ
へ
裴
炎
が
登
場
し
て
三
婆
に
売
れ
残
り
の
犬

肉
を
無
理
や
り
買
わ
せ
よ
う
と
す
る
︒
こ
の
乱
暴
者
の
名
が
裴
炎
で
あ
る
と
知
っ
た
役
人
た
ち
は
策
を
め
ぐ
ら
し
︑
張
弘
が
行
商
人
に
扮

し
て
凶
器
の
包
丁
を
売
り
物
に
し
て
い
る
と
︑
通
り
が
か
っ
た
裴
炎
の
妻
が
自
分
の
家
の
包
丁
だ
と
主
張
し
︑
捕
ら
え
ら
れ
打
た
れ
て
白

状
す
る
︒
折
し
も
裴
炎
は
犬
肉
の
代
金
を
取
り
に
戻
っ
て
き
て
︑
妻
と
と
も
に
役
所
に
連
行
さ
れ
る
︒
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第
四
折
︵
正
旦
は
王
閏
香
︑
場
所
は
役
所
︶

　

役
所
で
待
つ
銭
可
の
前
に
裴
炎
が
連
れ
て
こ
ら
れ
︑
犯
行
を
自
供
す
る
︒
李
慶
安
が
釈
放
さ
れ
る
や
︑
今
度
は
李
員
外
が
王
員
外
を
訴

え
る
︒
閏
香
は
父
に
頼
ま
れ
て
李
員
外
と
慶
安
を
な
だ
め
る
が
︑
殺
人
犯
が
見
つ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
息
子
が
死
刑
に
な
っ
て
い
た
と
考

え
る
李
員
外
は
︑
な
か
な
か
納
得
し
な
い
︒
王
員
外
は
︑
許
し
て
も
ら
え
る
な
ら
三
千
貫
の
嫁
入
り
道
具
持
参
で
閏
香
を
慶
安
と
結
婚
さ

せ
る
こ
と
に
決
め
る
︒
閏
香
は
そ
れ
を
慶
安
に
伝
え
︑
慶
安
が
説
得
す
る
と
父
は
し
ぶ
し
ぶ
許
す
こ
と
に
す
る
︒
銭
可
は
裴
炎
に
死
刑
を

宣
告
︑
竇
鑑
・
張
弘
に
報
償
を
与
え
︑
慶
安
・
閏
香
の
婚
礼
の
祝
宴
の
費
用
を
提
供
す
る
こ
と
に
す
る
︒

二　

抄
本
と
刊
本
の
差
異

　

以
上
が
抄
本
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
刊
本
と
の
差
異
を
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
両
者
の
構
成
上
の
差
異
は
︑
小
松
謙
も
指
摘
し

て
い
た
と
お
り
︑
一
つ
め
の
裁
判
の
場
面
の
有
無
で
あ
る
︒
あ
ら
す
じ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
抄
本
の
第
二
折
は
内
容
が
盛
り
だ
く
さ

ん
で
あ
る
︒
ま
ず
殺
人
が
起
こ
り
︑
李
慶
安
が
訴
え
ら
れ
る
︒
役
所
で
は
無
能
な
役
人
の
賈
虚
︵
仮
虚
と
同
音
︶
が
慶
安
を
拷
問
し
て
自

白
さ
せ
︑
死
刑
囚
と
し
て
獄
に
つ
な
ぐ
︒
次
に
開
封
府
尹
銭
可
が
取
調
べ
を
し
て
疑
問
に
思
い
︑
部
下
に
捜
査
を
命
じ
る
︒
つ
ま
り
︑
裁

判
が
役
人
を
替
え
て
二
回
行
わ
れ
る
わ
け
だ
が
︑
刊
本
に
は
︑
最
初
の
無
能
な
役
人
に
よ
る
裁
判
の
場
面
が
存
在
し
な
い︵

７
︶︒

　

し
か
も
刊
本
で
は
︑
こ
の
抄
本
第
二
折
の
最
後
の
部
分
︑
す
な
わ
ち
銭
可
が
慶
安
と
対
面
し
取
調
べ
を
す
る
場
面
の
み
が
第
三
折
と
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
刊
本
の
第
三
折
は
︑
曲
が
皆
無
で
せ
り
ふ
し
か
な
い
︒
さ
ら
に
そ
の
結
果
︑
刊
本
で
は
︑
抄
本
の
第
三
折
と
第
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四
折
が
合
わ
せ
て
一
折
︵
＝
第
四
折
︶
と
な
り
︑
第
四
折
は
途
中
で
曲
調
も
歌
唱
者
も
変
わ
る
と
い
う
元
雑
劇
と
し
て
は
破
格
の
構
成
と

な
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
だ
け
で
も
︑
刊
本
が
既
存
の
本
を
改
変
し
た
こ
と
で
構
成
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
︒

　

た
だ
し
︑
よ
り
古
い
か
た
ち
と
考
え
ら
れ
る
抄
本
に
も
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
刊
本
が
そ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
す
る

場
合
も
あ
る
︒
そ
れ
ら
を
注
記
し
な
が
ら
︑
抄
本
の
特
徴
を
劇
の
構
造
と
展
開
に
し
た
が
っ
て
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

三　

劇
の
構
造
と
展
開

①
婚
姻
の
解
消
と
成
就
︱
︱
劇
の
枠
組
み

　

ま
ず
︑
こ
の
劇
の
大
枠
を
確
認
し
て
お
き
た
い︵
８
︶︒

　

汴
京
の
金
持
ち
王
得
富
︵
以
下
︑
王
員
外
︶
は
︑
か
つ
て
同
じ
街
の
李
員
外
と
﹁
指
腹
成
親
﹂︑
す
な
わ
ち
子
供
た
ち
が
母
親
の
お
腹

の
中
に
い
る
段
階
で
の
婚
約
を
交
わ
し
て
い
た
︒
こ
の
二
人
の
子
供
た
ち
が
王
閏
香
と
李
慶
安
で
あ
る
︒
王
員
外
と
そ
の
妻
は
︑
娘
が
十

六
歳
に
な
っ
た
今
︑
窮
乏
す
る
李
家
に
娘
を
嫁
が
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
︑
妻
は
夫
に
頼
ま
れ
て
︑
李
家
に
十
両
の
銀
子
と
閏

香
手
作
り
の
鞋
を
届
け
に
行
く
︒

︵
姆
姆
云
︶
無
事
可
也
不
来
︑
俺
員
外
的
言
語
︑
要
和
你
悔
了
這
門
親
事
︑
与
你
這
十
両
銀
子
︑
這
双
鞋
児
︑
是
罷
親
的
鞋
児
︑
着

慶
安
蹅
断
脚
線︵
９
︶児
︑
便
罷
了
這
門
親
事
也
︒︵
孛
老
児
云
︶
姆
姆
︑
那
里
有
這
等
道
理
来
︒
等
我
孩
児
来
家
与
他
商
量
︒︵
姆
姆
云
︶

我
不
管
你
︑
鞋
児
銀
子
交
付
与
你
︒
我
回
員
外
話
去
也
︒
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︵︹
王
閏
香
の
︺
母
い
う
︶
用
が
な
け
れ
ば
来
ま
せ
ん
よ
︒
う
ち
の
旦
那
が
お
宅
と
の
結
婚
話
は
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
と
言
っ
て
い

ま
す
︒こ
の
十
両
の
銀
子
を
さ
し
あ
げ
て
︑こ
の
鞋
一
足
は
婚
約
解
消
の
鞋
で
す
の
で
慶
安
さ
ん
に
履
い
て
糸
を
断
ち
切
っ
て
も
ら
っ

て
く
だ
さ
い
︒
そ
れ
で
こ
の
結
婚
話
は
終
わ
り
で
す
︒︵
李
員
外
い
う
︶
奥
さ
ん
︑
ど
こ
に
そ
ん
な
道
理
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒
息
子

が
帰
っ
て
き
た
ら
相
談
さ
せ
て
く
だ
さ
い
︒︵
母
い
う
︶
お
前
さ
ん
が
ど
う
し
よ
う
と
知
ら
な
い
け
ど
︑
鞋
と
銀
子
は
お
渡
し
し
ま

し
た
か
ら
ね
︒
わ
た
し
は
帰
っ
て
旦
那
に
報
告
し
ま
す
よ
︒

　

指
腹
成
親
の
約
束
も
王
家
に
と
っ
て
は
財
産
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
話
で
あ
り
︑
李
家
が
貧
し
く
な
る
と
さ
っ
さ
と
縁
を
切
ろ
う
と
い
う
の

で
あ
る
︒
李
員
外
は
悔
し
涙
に
暮
れ
る
が
︑
家
に
帰
っ
て
き
た
李
慶
安
は
父
を
な
ぐ
さ
め
︑
婚
約
解
消
に
は
頓
着
し
な
い
︒
も
ら
っ
た
鞋

を
は
き
︑
今
ま
で
買
え
な
く
て
学
友
に
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
た
凧
を
買
う
た
め
︑
父
に
銭
を
も
ら
っ
て
遊
び
に
行
く
︒

　

慶
安
が
買
っ
た
凧
を
揚
げ
て
い
る
と
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
人
の
家
の
庭
の
梧
桐
の
木
に
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
︒
塀
が
低
い
の
で
乗
り

越
え
て
庭
に
入
り
︑
鞋
を
脱
い
で
木
に
登
る
と
︑
そ
こ
へ
閏
香
と
梅
香
が
や
っ
て
く
る
︒
都
合
の
い
い
話
だ
が
︑
王
員
外
の
屋
敷
だ
っ
た

の
で
あ
る
︒

　

 　
︵
梅
香
云
︶
姐
姐
︑
你
天
生
的
花
容
月
貌
︑
這
幾
日
可
怎
生
清
減
了
︑
可
端
的
為
何
也
︒

︻
天
下
楽
︼
想
起
俺
那
指
腹
的
這
成
親
李
慶
安
︒

　

 　
︵
梅
香
云
︶
姐
姐
︑
您
想
那
窮
弟
子
孩
児
怎
的
︒︵
正
旦
云
︶
這
妮
子
︑
你
也
嫌
他
窮
︒︵
唱
︶

喒
人
這
家
也
波
寒
︑
休
将
人
小
覷
看
︑
今
日
個
窮
薄
了
也
是
他
無
奈
間
︒
俺
父
親
是
王
半
州
︑
他
父
親
是
李
十
万
︒

　

 　
︵
帯
云
︶
人
有
七
貧
七
富
︑
人
有
且
貧
且
富
︒︵
唱
︶

天
那
︑
偏
怎
生
他
一
家
児
窮
薄
難
︒
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 ︵
梅
香
云
︶
姐
姐
︑
比
及
你
這
般
想
他
︑
你
可
不
好
瞞
着
父
親
母
親
送
与
他
些
金
銀
銭
鈔
︑
倒
換
過
来
做
他
的
財
礼
銭
︑
教
他

来
娶
你
可
不
好
︒︵
正
旦
云
︶
梅
香
︑
多
承
你
顧
愛
︑
我
怕
不
也
有
此
心
︑
争
奈
我
是
女
孩
児
家
︑
一
時
間
耽
不
下
也
︒︵
梅
香

云
︶
姐
姐
︑
放
着
梅
香
里
︑
不
妨
事
︒︵
正
旦
云
︶
梅
香
︑
俺
遶
着
這
花
園
内
是
看︶

10
︵

咱
︒
梅
香
︑
那
樹
下
不
是
一
双
鞋
児
︒
你

取
将
来
看
咱
︒︵
梅
香
云
︶
理
会
的
︒
姐
姐
︑
委
的
是
双
鞋
児
︒
姐
姐
看
︒︵
正
旦
看
科
︑
云
︶
這
鞋
不
是
我
做
与
李
慶
安
的
︒

可
怎
生
放
在
這
里
︒
梅
香
︑
樹
上
不
是
個
人
影
児
︒

　
　

 ︵
梅
香
い
う
︶
お
嬢
さ
ま
︑
お
嬢
さ
ま
の
天
性
の
花
の
か
ん
ば
せ
も
︑
こ
こ
何
日
か
影
が
差
し
た
よ
う
︒
い
っ
た
い
ど
う
な
さ
っ

た
の
で
す
か
︒︹
王
閏
香
︺

︵
う
た
︶
生
ま
れ
る
前
か
ら
の
許
婚
の
李
慶
安
さ
ん
を
思
え
ば
︒

　
　

 ︵
梅
香
い
う
︶
お
嬢
さ
ま
︑
あ
ん
な
貧
乏
人
の
息
子
を
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
こ
の
子
っ
た
ら
︒
お
ま

え
も
貧
乏
な
の
を
嫌
う
の
ね
︒︵
う
た
︶

そ
の
家
が
貧
し
い
か
ら
と
い
っ
て
軽
ん
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒
今
貧
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
仕
方
の
な
い
こ
と
︒
わ
た
し
の
父

は
王
半
州
︑
あ
の
人
の
父
は
李
十
万
と
呼
ば
れ
た
の
に
︒

　

 　
︵
入
れ
ぜ
り
ふ
︶
人
が
何
度
も
貧
し
く
な
っ
た
り
裕
福
に
な
っ
た
り
す
る
の
も
世
の
定
め
︒︵
う
た
︶

天
よ
︒
ど
う
し
て
あ
の
人
の
家
だ
け
が
貧
乏
の
苦
し
み
を
味
わ
う
の
か
︒

　
　

 ︵
梅
香
い
う
︶
お
嬢
さ
ま
︑
そ
ん
な
に
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
な
ら
︑
父
上
と
母
上
に
内
緒
で
お
金
を
贈
り
︑
そ
れ
を
結
納
金
に

し
て
お
嬢
さ
ま
を
妻
に
迎
え
て
も
ら
え
ば
よ
ろ
し
い
の
で
は
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
梅
香
︑
考
え
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
︒
わ
た

し
も
そ
う
い
う
気
持
ち
は
あ
る
の
だ
け
ど
︑
女
の
子
に
す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
わ
︒︵
梅
香
い
う
︶
お
嬢
さ
ま
︑
こ
の
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梅
香
に
お
任
せ
く
だ
さ
っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
よ
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
梅
香
︑
こ
の
お
庭
を
ぐ
る
り
と
歩
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒

梅
香
︑
あ
の
木
の
下
に
あ
る
の
は
鞋
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
︒
持
っ
て
き
て
み
て
︒︵
梅
香
い
う
︶
は
い
︒
お
嬢
さ
ま
︑
や
っ
ぱ
り

鞋
で
す
よ
︒
ご
覧
く
だ
さ
い
︒︵
王
閏
香
見
る
し
ぐ
さ
を
し
て
い
う
︶
こ
の
鞋
は
わ
た
し
が
李
慶
安
さ
ん
の
た
め
に
作
っ
た
も

の
だ
わ
︒
ど
う
し
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
し
ょ
う
︒
梅
香
︑
木
の
上
に
誰
か
い
る
の
か
し
ら
︒

　

梅
香
は
木
の
上
に
人
が
い
る
の
を
見
つ
け
て
声
を
か
け
︑
下
り
て
き
た
李
慶
安
は
鞋
を
は
い
て
王
閏
香
と
対
面
す
る
︒

︵
李
慶
安
做
見
正
旦
云
︶
小
娘
子
支
揖
︒
小
生
不
合
擅
入
花
園
︑
望
小
娘
子
寛
恕
咱
︒︵
正
旦
云
︶
万
福
︒
你
那
里
人
氏
︑
姓
字
名
誰
︒

︵
李
慶
安
云
︶
小
生
是
李
員
外
的
孩
児
︑
喚
做
李
慶
安
︒
因
放
風
箏
児
耍
子
︑
不
想
落
在
你
家
梧
桐
樹
上
抓
住
了
︑
我
来
取
風
箏
児
来
︑

小
娘
子
恕
小
人
之
罪
︒︵
正
旦
云
︶
誰
是
李
慶
安
︒︵
李
慶
安
云
︶
則
我
便
是
李
慶
安
︒︵
正
旦
云
︶
你
認
的
那
指
腹
成
親
的
王
閏
香
麽
︒

︵
李
慶
安
云
︶
小
生
不
認
的
︒︵
正
旦
云
︶
則
我
便
是
王
閏
香
︒︵
李
慶
安
云
︶
原
来
是
王
閏
香
小
姐
︒
天
使
其
然
︑
在
此
相
会
︒
恕

小
生
之
罪
也
︒︵
正
旦
云
︶
你
因
何
不
来
娶
我
︒

︵
李
慶
安
︑
王
閏
香
に
あ
い
さ
つ
し
て
い
う
︶
お
嬢
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
︒
勝
手
に
お
庭
に
入
っ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
︑
ど
う
か
お

許
し
く
だ
さ
い
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
こ
ん
に
ち
は
︒
あ
な
た
は
ど
こ
の
お
方
で
し
ょ
う
か
︒
お
名
前
は
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
わ
た
く
し

は
李
員
外
の
息
子
の
李
慶
安
と
申
し
ま
す
︒凧
を
揚
げ
て
遊
ん
で
い
た
ら
︑思
い
も
寄
ら
ぬ
こ
と
に
お
宅
の
梧
桐
の
木
に
引
っ
か
か
っ

て
し
ま
い
︑取
り
に
来
た
の
で
す
︒お
嬢
さ
ん
︑ど
う
か
わ
た
く
し
の
罪
を
お
許
し
く
だ
さ
い
︒︵
王
閏
香
い
う
︶誰
が
李
慶
安
で
す
っ

て
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
わ
た
く
し
が
李
慶
安
で
す
が
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
指
腹
成
親
の
王
閏
香
と
は
顔
見
知
り
で
す
か
︒︵
李
慶
安
い
う
︶

い
い
え
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
わ
た
し
が
そ
の
王
閏
香
で
す
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
な
ん
と
王
閏
香
さ
ん
で
し
た
か
︒
こ
こ
で
お
会
い
で
き

た
の
も
天
の
計
ら
い
と
い
う
も
の
︒
ど
う
か
罪
を
お
許
し
く
だ
さ
い
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
ど
う
し
て
わ
た
し
を
妻
に
迎
え
て
く
だ
さ
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ら
な
い
の
で
す
か
︒

　

先
の
曲
詞
で
は
︑
王
閏
香
は
李
慶
安
の
こ
と
を
思
っ
て
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
親
た
ち
が
定
め
た
許
婚
の
二
人
は
こ
の
と
き
が

初
対
面
な
の
で
あ
る
︒
閏
香
の
問
い
に
対
し
て
慶
安
は
︑
家
が
貧
し
く
な
っ
た
た
め
結
婚
で
き
な
い
の
だ
と
答
え
る
︒
す
る
と
閏
香
は
︑

先
に
梅
香
が
提
案
し
た
よ
う
に
︑﹁
金
珠
財
宝︶

11
︵

﹂
を
用
意
す
る
の
で
今
晩
こ
の
庭
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
と
頼
む
︒
梅
香
に
託
し
て
慶
安

に
金
品
を
与
え
︑
そ
れ
を
結
納
金
に
換
え
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒
慶
安
は
喜
ん
で
こ
の
申
し
出
に
応
じ
︑
太
湖
石
の
そ
ば
で
会

う
約
束
を
す
る︶

12
︵

︒
こ
こ
ま
で
が
第
一
折
で
あ
る
︒

　

財
力
に
格
差
が
生
じ
た
た
め
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
た
両
家
の
婚
姻
は
︑
こ
の
と
き
に
は
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
経
緯
を
た
ど
っ
た

末
に
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
︒
冒
頭
で
の
婚
姻
関
係
の
危
機
か
ら
︑
結
末
に
お
け
る
逆
転
的
な
団
円
ま
で
︱
︱
そ
れ
が
こ
の
劇
の
大
枠
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

②
犯
行
と
そ
の
証
拠
︱
︱
凶
器
と
血
痕

　

①
に
示
し
た
大
枠
の
な
か
で
展
開
す
る
の
が
冤
罪
事
件
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
②
か
ら
⑤
に
分
け
て
順
に
説
明
す
る
︒
既
述
の
と

お
り
第
二
折
は
異
常
に
長
い
折
で
あ
り
︑
場
面
や
人
物
も
次
々
と
入
れ
替
わ
る
︒
場
所
は
︑
王
員
外
の
家
か
ら
李
員
外
の
家
へ
︑
さ
ら
に

役
所
へ
と
移
動
す
る
が
︑
王
閏
香
に
よ
る
歌
唱
は
す
べ
て
王
家
の
庭
の
場
面
︵
次
の
４
に
当
た
る
場
面
︶
に
集
中
し
て
い
る
︒
で
は
︑
場

面
ご
と
に
登
場
人
物
の
入
れ
替
わ
り
を
示
し
つ
つ
︑
詳
し
く
見
て
い
こ
う
︒

﹇
王
員
外
の
家
﹈

１　

 

王
員
外
と
裴
炎
：
王
員
外
が
登
場
し
質
屋
を
開
店
す
る
︒
裴
炎
が
登
場
し
︑
質
入
れ
を
断
ら
れ
︑
腹
い
せ
に
当
夜
一
家
を
皆
殺
し
に
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す
る
こ
と
に
決
め
て
退
場
︒
王
員
外
は
店
じ
ま
い
を
し
て
退
場
︒

２　
 

裴
炎
と
梅
香
：
同
じ
日
の
夜
︑
裴
炎
が
登
場
し
て
王
家
の
花
園
に
し
の
び
こ
む
︒
そ
こ
へ
梅
香
が
李
慶
安
に
渡
す
金
品
を
持
っ
て
登

場
︒
裴
炎
は
梅
香
を
刺
殺
し
︑
一
家
皆
殺
し
は
や
め
て
金
品
を
奪
っ
て
退
場
︒

３　

 

李
慶
安
：
登
場
し
て
花
園
に
し
の
び
こ
み
︑
梅
香
の
死
体
に
つ
ま
ず
く
︒
手
に
血
が
付
き
︑
あ
わ
て
て
退
場
︒

４　

 

王
閏
香
・
母
・
王
員
外
：
王
閏
香
は
︑
梅
香
の
様
子
を
見
る
た
め
に
登
場
︒
花
園
で
梅
香
の
死
体
を
見
つ
け
て
驚
き
︑
母
親
を
呼
ぶ
︒

母
親
は
登
場
し
て
閏
香
か
ら
李
慶
安
と
の
約
束
の
こ
と
を
聞
き
︑
犯
人
を
慶
安
と
決
め
つ
け
て
役
所
に
訴
え
よ
う
と
は
や
る
︒
呼
ば

れ
て
王
員
外
も
登
場
し
︑
や
は
り
犯
人
は
慶
安
に
ち
が
い
な
い
と
言
っ
て
︑
妻
と
二
人
で
李
家
に
向
か
う
︒
一
同
退
場
︒

　

こ
こ
は
こ
の
一
折
で
王
閏
香
の
う
た
が
入
る
最
後
の
場
面
で
も
あ
る
の
で
︑
引
用
し
よ
う
︒

　
　

 ︵
王
員
外
上
︑
云
︶
姆
姆
︑
這
早
晩
你
叫
我
有
甚
事
︒︵
姆
姆
云
︶
不
知
甚
麽
人
殺
了
梅
香
︒
丟
下
一
把
刀
子
︒︵
王
員
外
云
︶
嗨
︑

有
甚
麽
難
見
処
︑
則
是
李
慶
安
這
個
小
弟
子
孩
児
︑
為
我
悔
了
親
事
也
︑
他
殺
了
我
家
梅
香
︑
更
待
干
罷
︒
姆
姆
︑
将
着
刀
子
︑

我
如
今
蹅
着
脚
踪
児
直
到
李
慶
安
家
︑
試
探
他
那
虚
実
︒
走
一
遭
去
︒︵
正
旦
云
︶
姆
姆
︑
你
看
這
刀
子
︑
則
怕
不
是
他
麽
︒︵
姆

姆
云
︶
可
怎
生
便
知
不
是
他
︒︵
正
旦
唱
︶

︻
尾
声
︼
這
場
人
命
則
在
這
刀
一
口
︒
量
這
個
十
四
五
的
孩
児
︑
姆
姆
也
︑
他
怎
做
的
這
一
手
︒
止
不
過
傷
了
浮
財
︑
損
了
人
口
︒

若
打
這
場
官
司
再
窮
究
︑
和
父
親
解
収
︒
休
惹
那
事
頭
︒

　
　
︵
正
旦
云
︶
常
是
慶
安
無
話
説
︑
久
後
拿
住
殺
人
賊
呵
︑︵
唱
︶

我
則
怕
屈
壊
了
他
平
人
︑
姆
姆
也
︑
喒
可
敢
到
罷
手
︒︵
下
︶

　
　

 ︵
王
員
外
登
場
し
て
い
う
︶
お
い
︑
こ
ん
な
時
間
に
何
の
用
だ
︒︵︹
王
閏
香
の
︺
母
い
う
︶
梅
香
が
誰
か
に
殺
さ
れ
た
ん
で
す
よ
︒
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包
丁
を
残
し
て
行
き
ま
し
た
︒︵
王
員
外
い
う
︶
簡
単
な
こ
と
さ
︒
あ
の
李
慶
安
の
小
僧
め
︑
わ
し
が
婚
約
を
解
消
し
た
も
の

だ
か
ら
う
ち
の
梅
香
を
殺
し
た
の
だ
︒
こ
の
ま
ま
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
ん
︒
お
い
︑
包
丁
を
持
っ
て
今
か
ら
や
つ
を
追
い
か

け
︑
李
慶
安
の
家
ま
で
行
っ
て
白
黒
つ
け
て
や
る
こ
と
に
し
よ
う
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
母
さ
ん
︑
こ
の
包
丁
を
見
て
︒
あ
の
人

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
し
ら
︒︵
母
い
う
︶
あ
の
子
で
な
い
と
は
限
り
ま
せ
ん
よ
︒︵
王
閏
香
う
た
う
︶

　
　

 ︵
う
た
︶
人
の
命
を
奪
っ
た
の
は
こ
の
包
丁
︑
十
四
や
十
五
の
少
年
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば︶

13
︵

︑
母
さ
ん
︑
あ
の
人
に
ど
う
し
て
そ
ん

な
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
︒
た
だ
は
し
た
金
を
奪
わ
れ
︑
使
用
人
を
失
っ
た
だ
け
の
こ
と
︒
役
所
に
訴
え
る
な
ら
も
う
一
度
よ
く
考

え
︑
お
父
さ
ん
と
一
緒
に
何
と
か
し
て
︑
騒
ぎ
を
起
こ
す
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
︒

　
　
︵
王
閏
香
い
う
︶
も
し
慶
安
さ
ん
が
申
し
開
き
で
き
ず
︑
あ
と
で
殺
人
犯
が
捕
ま
る
な
ら
︑︵
う
た
う
︶

わ
た
し
が
恐
れ
る
の
は
罪
の
な
い
人
の
命
を
奪
う
こ
と
︒
母
さ
ん
︑
む
し
ろ
手
を
引
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

︵
退
場
︶

　

殺
人
犯
は
現
場
に
包
丁
を
残
し
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
の
凶
器
が
文
弱
な
る
李
慶
安
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
か
ら
︑
閏
香
は
犯
人
は
別
人
で

は
な
い
か
と
疑
問
を
い
だ
く
︒
そ
も
そ
も
梅
香
は
︑
李
慶
安
に
金
品
を
渡
す
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
殺
す
理
由
も
な
い
わ
け
だ
が
︑

そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
の
あ
と
第
二
折
に
王
閏
香
は
登
場
せ
ず
︑
せ
り
ふ
の
み
の
場
面
が
続
く
こ
と
に
な
る
︒

﹇
李
員
外
の
家
﹈

李
員
外
・
李
慶
安
・
王
員
外
・
そ
の
妻
：
李
員
外
が
登
場
︒
慶
安
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
案
じ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
︑
慶
安
が
帰
宅
し
て
登

場
︒
王
閏
香
と
の
約
束
の
こ
と
︑
梅
香
が
死
ん
で
い
た
こ
と
を
す
べ
て
父
に
話
す
︒
そ
こ
へ
王
夫
婦
が
や
っ
て
く
る
︒

︵
王
員
外
同
姆
姆
上
︶︵
王
員
外
云
︶
来
到
也
︒
姆
姆
︑
正
是
他
殺
了
梅
香
来
︑
門
上
両
個
血
手
印
︒
開
門
来
︑
開
門
来
︒︵
開
門
科
︶
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︵
李
老
児
云
︶
我
開
開
這
門
︑
老
員
外
家
裡
来
︑
有
甚
麽
事
這
早
晩
到
俺
這
里
︒︵
王
員
外
云
︶
老
畜
生
︑
你
還
説
嘴
里
︒
你
家
慶
安

做
的
好
勾
当
︑
見
俺
悔
了
這
門
親
事
︑
昨
夜
晩
間
把
我
家
梅
香
殺
了
︒
你
還
推
不
知
道
里
︒︵
李
老
児
云
︶
俺
孩
児
是
読
書
的
人
︑

他
怎
肯
做
這
等
的
勾
当
︑
不
干
俺
孩
児
之
事
︒︵
王
員
外
云
︶
不
是
他
︑
可
是
誰
︒
你
舒
出
手
来
︒︵
李
慶
安
云
︶
父
親
︑
不
干
您
孩

児
事
︒︵
王
員
外
云
︶
既
然
不
是
你
︑
舒
出
手
来
︒︵
李
慶
安
做
舒
手
科
︑
云
︶
兀
的
不
是
手
︒︵
王
員
外
云
︶
好
阿
︑
両
手
鮮
血
︑

還
不
是
你
里
︒
正
是
殺
人
賊
︒
明
有
清
官
︑
我
和
你
見
官
去
来
︒︵
王
員
外
扯
李
慶
安
科
︶︵
李
慶
安
云
︶
天
那
︑
着
誰
人
救
我
也
︒

︵
同
下
︶

︵
王
員
外
︑
妻
と
登
場
︶︵
王
員
外
い
う
︶
着
い
た
ぞ
︒
ほ
ら
︑
や
っ
ぱ
り
や
つ
が
梅
香
を
殺
し
た
の
だ
︒
戸
口
に
血
の
付
い
た
手
の

跡
が
二
つ
あ
る
︒
開
け
て
く
れ
︑
開
け
て
く
れ
︒︵
戸
を
開
け
る
し
ぐ
さ
︶︵
李
員
外
い
う
︶
は
い
開
け
ま
す
よ
︒
ど
う
ぞ
お
入
り
く

だ
さ
い
︒
こ
ん
な
時
間
に
来
ら
れ
る
と
は
何
の
ご
用
で
し
ょ
う
︒︵
王
員
外
い
う
︶
老
い
ぼ
れ
め
︑
ま
だ
言
い
逃
れ
る
つ
も
り
か
︒

お
た
く
の
慶
安
が
や
っ
て
く
れ
た
じ
ゃ
な
い
か
︒
わ
し
に
婚
約
を
解
消
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
︑
昨
夜
遅
く
に
う
ち
の
梅
香
を
殺
し
た

ん
だ
︒
ま
だ
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
気
か
︒︵
李
員
外
い
う
︶
う
ち
の
息
子
は
学
問
を
し
て
い
ま
す
か
ら
︑
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
を

す
る
わ
け
は
な
い
︒
息
子
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
︒︵
王
員
外
い
う
︶
や
つ
で
な
け
れ
ば
誰
が
い
る
︒
ほ
れ
︑
手
を
見
せ

て
み
ろ
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
父
さ
ん
︑
わ
た
し
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
王
員
外
い
う
︶
お
ま
え
で
な
い
の
な
ら
手
を
見
せ
て
み
ろ
︒

︵
李
慶
安
手
を
さ
し
出
す
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
は
い
︑
手
を
見
せ
ま
し
ょ
う
︒︵
王
員
外
い
う
︶
や
っ
ぱ
り
︒
両
手
が
血
で
真
っ
赤
な
の

に
お
ま
え
じ
ゃ
な
い
と
い
う
の
か
︒
紛
れ
も
な
く
殺
人
犯
だ
︒
人
の
世
に
は
り
っ
ぱ
な
お
役
人
が
い
る
か
ら
な
︒
さ
あ
一
緒
に
役
所

に
行
こ
う
︒︵
王
員
外
︑
李
慶
安
を
ひ
っ
ぱ
る
し
ぐ
さ
︶︵
李
慶
安
い
う
︶
天
よ
︒
誰
か
僕
を
助
け
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
︒︵
と
も
に

退
場
︶
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③
取
調
べ

　

こ
の
あ
と
す
ぐ
に
続
く
の
が
役
所
の
場
面
で
あ
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑
役
所
で
は
ま
ず
無
能
な
官
人
の
賈
虚
が
取
調
べ
を
す
る
︒
そ

の
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
進
む
︒
官
人
の
賈
虚
︑
胥
吏
の
外
郞
︑
小
者
の
張
千
が
登
場
︒
そ
こ
へ
王
員
外
が
李
慶
安
・
李
員
外
を
連
れ
て

登
場
す
る
︒
王
員
外
は
指
で
合
図
を
し
て
外
郞
に
賄
賂
を
贈
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
退
場
︒
外
郞
は
慶
安
を
拷
問
し
て
自
白
さ
せ
︑
府
尹
が

来
て
判
決
を
下
す
ま
で
死
刑
囚
の
牢
屋
に
入
れ
る
︒
慶
安
は
枷
を
は
め
ら
れ
︑
ぬ
れ
ぎ
ぬ
だ
と
嘆
き
な
が
ら
李
員
外
と
と
も
に
退
場
︒
外

郞
と
官
人
も
相
次
い
で
退
場
し
て
終
わ
る
︒

　

続
い
て
銭
可
の
取
調
べ
で
あ
る
︒
こ
の
場
面
は
本
劇
の
山
場
で
あ
る
の
で
引
用
を
ま
じ
え
て
詳
し
く
見
て
い
こ
う
︒
ま
ず
︑
開
封
府
尹

の
銭
可
が
外
郞
と
登
場
し
︑
文
書
改
め
を
行
う
︒
外
郞
が
囚
人
の
李
慶
安
の
一
件
の
死
刑
判
決
を
促
す
の
で
︑
銭
可
が
李
慶
安
を
召
喚
す

る
︒
慶
安
は
李
員
外
と
と
も
に
登
場
す
る︶

14
︵

︒

︵
官
人
云
︶
令
史
︑
這
一
宗
是
甚
麽
文
巻
︒︵
外
郞
云
︶
在
城
有
一
人
是
李
慶
安
︑
殺
了
王
員
外
家
梅
香
︑
招
状
是
実
︑
等
大
人
判
個

斬
字
︒︵
官
人
云
︶
那
罪
囚
有
麽
︒︵
外
郞
云
︶
有
︒︵
官
人
云
︶
与
我
拿
将
過
来
︒︵
張
千
云
︶
理
会
的
︒︵
李
慶
安
帯
枷
同
李
老
児
上
︶

︵
李
老
児
云
︶
孩
児
怎
生
是
好
︒
如
今
新
官
下
馬
︑
如
之
奈
何
︒︵
李
慶
安
云
︶
父
親
︑
你
看
那
蜘
蛛
羅
網
裏
打
住
個
蒼
蝿
︒
父
親
︑

你
与
我
救
了
者
︒︵
李
老
児
云
︶
孩
児
︑
你
的
命
也
顧
不
的
︑
且
救
他
︒︵
李
慶
安
云
︶
父
親
︑
依
着
你
孩
児
︑
替
我
救
了
者
︒︵
李

老
児
云
︶
依
着
你
︑
我
与
你
救
了
者
︒︵
李
慶
安
云
︶
我
救
了
你
非
災
︑
何
人
救
我
這
横
禍
︒

︵
銭
可
い
う
︶
令
史
︑
こ
れ
は
ど
ん
な
文
書
か
ね
︒︵
外
郞
い
う
︶
こ
の
街
に
李
慶
安
と
い
う
者
が
お
り
ま
し
て
︑
王
員
外
の
家
の
梅

香
を
殺
し
た
の
で
す
︒
供
述
も
確
か
で
府
尹
ど
の
に
﹁
斬
﹂
と
判
決
を
記
し
て
い
た
だ
く
の
を
待
っ
て
お
り
ま
す
︒︵
銭
可
い
う
︶

そ
の
犯
人
は
い
る
か
︒︵
外
郞
い
う
︶
お
り
ま
す
︒︵
銭
可
い
う
︶
連
れ
て
き
て
く
れ
︒︵
張
千
い
う
︶
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
︒︵
李
慶
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安
が
枷
を
は
め
て
李
員
外
と
と
も
に
登
場
︶︵
李
員
外
い
う
︶
せ
が
れ
や
︑
ど
う
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
︒
い
ま
新
し
い
お
役
人
が
着
任

さ
れ
た
が
︑
ど
う
す
れ
ば
い
い
こ
と
か
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
父
さ
ん
︑
ほ
ら
︑
あ
の
蜘
蛛
の
巣
に
青
蝿
が
引
っ
か
か
っ
て
い
ま
す
よ
︒

父
さ
ん
︑
僕
に
代
わ
っ
て
助
け
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
︒︵
李
員
外
い
う
︶
せ
が
れ
や
︑
自
分
の
命
が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
も

構
わ
ず
︑
蝿
を
助
け
る
の
か
い
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
父
さ
ん
︑
僕
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
助
け
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
︒︵
李
員
外
い
う
︶

言
う
と
お
り
に
す
る
︒
お
ま
え
に
代
わ
っ
て
助
け
る
よ
︒︵
李
慶
安
い
う
︶︹
青
蝿
に
︺
お
ま
え
を
災
難
か
ら
助
け
て
や
っ
た
が
︑
こ

の
僕
の
身
に
お
ぼ
え
の
な
い
禍
は
誰
が
助
け
て
く
れ
よ
う
︒

　

府
尹
の
召
喚
に
応
じ
る
途
中
で
蝿
の
命
を
救
う
と
い
う
唐
突
な
展
開
で
あ
る
が
︑こ
れ
は
す
ぐ
あ
と
の
出
来
事
の
た
め
の
伏
線
で
あ
る
︒

慶
安
に
対
面
し
た
銭
可
は
︑
こ
の
よ
う
な
少
年
が
凶
悪
な
殺
人
犯
で
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
ず
︑
無
実
で
は
な
い
の
か
と
疑
う
︒
そ
こ
で
︑

申
し
開
き
が
あ
る
な
ら
述
べ
る
よ
う
に
と
促
す
が
︑
慶
安
は
﹁
大
人
可
憐
見
︑
我
無
了
詞
因
也
﹂︵
お
役
人
さ
ま
︑
お
憐
れ
み
く
だ
さ
い
︒

申
し
開
き
す
る
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︶
と
言
う︶

15
︵

︒
外
郞
が
持
っ
て
き
た
凶
器
の
包
丁
を
見
て
︑
銭
可
の
疑
い
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
︒

︵
官
人
云
︶
這
小
的
便
怎
生
拿
的
偌
大
一
把
刀
子
︑
這
把
刀
子
必
是
個
屠
家
使
的
︒
其
中
必
然
暗
昧
︒︵
外
郞
云
︶
大
人
︑
前
官
断
定
︑

請
大
人
判
個
斬
字
︑
便
是
典
刑
︒︵
官
人
云
︶
既
然
前
官
断
定
︑
将
筆
来
︑
我
判
個
斬
字
︒︵
判
字
科
云
︶
一
個
蒼
蝿
落
在
筆
尖
上
︒

令
史
︑
赶
了
者
︒︵
外
郞
云
︶
理
会
的
︒︵
做
赶
科
︶︵
官
人
又
判
字
科
︑
云
︶
可
怎
生
又
一
個
蒼
蝿
抱
住
筆
尖
︒
令
史
︑
与
我
赶
了
者
︒

︵
外
郞
赶
科
︑
云
︶
理
会
的
︒︵
官
人
判
字
科
︑
云
︶
你
看
︑
這
個
蒼
蝿
両
次
三
番
抱
住
這
筆
尖
︑
令
史
︑
与
我
拿
住
者
︒︵
外
郞
拿

住
科
︑
云
︶
大
人
︑
我
捉
住
了
也
︒︵
官
人
云
︶
装
在
我
這
筆
管
裏
︑
将
紙
来
塞
住
︒
看
他
怎
生
出
来
︒︵
外
郞
拿
住
入
筆
管
塞
住
科
︶

︵
官
人
又
判
字
科
︑
爆
破
筆
科
︶︵
官
人
云
︶
好
是
奇
怪
也
︒︵
︙
︶
這
事
必
有
冤
枉
︒
令
史
︑
将
這
小
厮
枷
鎖
開
了
︑
拿
他
去
獄
神

廟
裡
歇
息
︒
将
着
一
陌
黄
銭
焼
了
那
紙
祈
禱
了
︒
你
到
拽
上
那
獄
神
廟
門︶

16
︵

︑
你
将
着
紙
筆
︑
看
那
小
厮
睡
中
説
的
言
語
︑
你
与
我
写
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将
来
︒︵
外
郞
云
︶
理
会
的
︒

︵
銭
可
い
う
︶こ
ん
な
若
造
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
大
き
な
包
丁
を
使
え
よ
う
か
︒こ
の
包
丁
は
肉
屋
が
使
う
も
の
に
ち
が
い
な
い
︒

こ
の
事
件
に
は
き
っ
と
何
か
あ
や
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ぞ
︒︵
外
郞
い
う
︶
長
官
ど
の
︑
前
任
者
の
裁
き
が
済
ん
で
お
り
ま
す
の
で
︑

﹁
斬
﹂
と
判
決
を
下
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
す
ぐ
に
死
刑
を
執
行
い
た
し
ま
す
︒︵
銭
可
い
う
︶
前
任
者
の
裁
き
が
済
ん
で
い
る
な
ら
︑

筆
を
持
っ
て
き
て
く
れ
︒﹁
斬
﹂
の
判
決
を
下
そ
う
︒︵
判
決
文
を
書
く
し
ぐ
さ
を
し
て
い
う
︶
青
蝿
が
一
匹
︑
筆
の
先
に
と
ま
っ
て

い
る
︒
令
史
︑
追
い
は
ら
え
︒︵
外
郞
い
う
︶
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
︒︵
追
い
は
ら
う
し
ぐ
さ
︶︵
銭
可
が
再
び
判
決
文
を
書
く
し
ぐ

さ
を
し
て
い
う
︶
な
ん
と
ま
た
青
蝿
が
筆
の
先
に
し
が
み
つ
い
た
ぞ
︒
令
史
︑
追
い
は
ら
っ
て
く
れ
︒︵
外
郞
追
い
は
ら
う
し
ぐ
さ

で
い
う
︶
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
︒︵
銭
可
︑
判
決
文
を
書
く
し
ぐ
さ
を
し
て
い
う
︶
見
ろ
︑
こ
の
青
蝿
は
二
度
三
度
と
筆
の
先
に
し

が
み
つ
く
ぞ
︒
令
史
︑
つ
か
ま
え
て
く
れ
︒︵
外
郞
つ
か
ま
え
る
し
ぐ
さ
を
し
て
い
う
︶
長
官
ど
の
︑
つ
か
ま
え
ま
し
た
︒︵
銭
可
い

う
︶
こ
の
筆
の
軸
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
て
紙
で
ふ
た
を
し
て
︑
ど
う
な
る
か
見
て
み
よ
う
︒︵
外
郞
つ
ま
ん
で
筆
の
軸
に
入
れ
て
閉

じ
こ
め
る
し
ぐ
さ
︶︵
銭
可
が
ま
た
判
決
文
を
書
く
し
ぐ
さ
︑
筆
が
壊
れ
る
し
ぐ
さ
︶︵
銭
可
い
う
︶
な
ん
と
不
思
議
な
こ
と
︒︵
︙
︶

こ
の
件
は
き
っ
と
冤
罪
で
あ
ろ
う
︒
令
史
︑
こ
の
若
者
の
枷
や
鎖
を
外
し
︑
獄
神
廟
へ
連
れ
て
い
っ
て
眠
り
に
つ
か
せ
る
の
じ
ゃ
︒

紙
銭
百
文
を
持
っ
て
行
っ
て
焼
き
︑
祈
り
を
捧
げ
よ
︒
獄
神
廟
の
扉
を
閉
め
た
ら
︑
お
ま
え
は
紙
と
筆
を
用
意
し
て
︑
そ
の
若
者
が

眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
し
ゃ
べ
る
言
葉
を
書
き
取
っ
て
わ
し
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
き
て
く
れ
︒︵
外
郞
い
う
︶
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
︒

　

慶
安
に
助
け
て
も
ら
っ
た
蝿
の
恩
返
し
に
よ
っ
て
︑
銭
可
は
﹁
斬
﹂
の
判
決
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
銭
可
は
そ
れ
を
︑
こ
の
一
件

に
何
か
ま
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
天
の
計
ら
い
と
考
え
る
︒そ
し
て
命
じ
た
の
が
獄
神
廟
で
容
疑
者
を
眠
り
に
つ
か
せ
︑

寝
言
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
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︵
睡
科
︑
云
︶
非
衣
両
把
火
︑
殺
人
賊
是
我
︒
赶
的
無
処
蔵
︑
走
在
井
底
趓
︒

︵
眠
る
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
赤
い
服
を
着
て
た
い
ま
つ
を
二
本
持
つ︶

17
︵

︑
殺
人
犯
は
お
れ
︒
急
い
で
隠
れ
る
場
所
も
な
く
︑
井
戸
の
中
に

身
を
ひ
そ
め
る
︒

　

こ
れ
が
寝
言
で
あ
る
︒
外
郞
が
書
き
取
っ
て
銭
可
に
渡
す
と
︑
銭
可
は
そ
の
意
味
を
解
き
明
か
し
て
ゆ
く
︒

︵
官
人
云
︶︵
︙
︶
這
四
句
詩
内
必
有
殺
人
賊
︒
我
再
看
咱
︒
非
衣
両
把
火
︑
這
名
字
則
在
這
頭
一
句
裡
面
︒
這
衣
字
在
上
面
︑
非
字

在
下
面
︑
不
成
個
字
︒
非
字
在
上
︑
衣
字
在
下
︑
可
不
是
個
裴
字
︒
那
両
把
火
並
着
両
個
火
字
︑
可
也
不
成
個
字
︒
上
下
両
個
火
字
︑

不
是
炎
熱
的
炎
字
︒
這
殺
人
賊
不
是
姓
炎
名
裴
︑
便
是
姓
裴
名
炎
︒
第
二
句
殺
人
賊
是
我
︑
正
是
這
前
面
的
這
個
人
︒
這
第
三
句
赶

的
無
処
蔵
︑
拿
的
那
厮
慌
也
︒
第
四
句
説
走
在
井
底
趓
︑
莫
不
這
殺
人
賊
赶
的
慌
投
井
而
死
麽
︒
不
是
這
等
説
︑
這
城
中
街
巷
橋
梁

必
有
按
着
個
井
之
一
字
的
去
処
︒
可
着
誰
人
幹
這
件
事
︑
則
除
是
竇
鑑
張
弘
方
可
︒
与
我
喚
将
竇
鑑
張
弘
来
者
︒

︵
銭
可
い
う
︶︵
︙
︶
こ
の
四
句
の
詩
に
は
き
っ
と
殺
人
犯
が
隠
れ
て
い
る
ぞ
︒
も
う
一
度
読
ん
で
み
よ
う
︒﹁
非
衣
両
把
火
﹂︑
こ
の

最
初
の
句
の
中
に
あ
る
の
は
名
前
じ
ゃ
︒﹁
衣
﹂
の
字
が
上
で
﹁
非
﹂
の
字
が
下
な
ら
字
に
な
ら
な
い
︒﹁
非
﹂
の
字
が
上
で
﹁
衣
﹂

の
字
が
下
だ
と
︑﹁
裴
﹂
の
字
に
な
る
で
は
な
い
か
︒
次
の
﹁
火
が
二
つ
﹂
は
︑
二
個
の
﹁
火
﹂
の
字
を
横
に
並
べ
て
は
字
に
な
ら
ぬ
︒

上
下
に
書
け
ば
︑炎
熱
の﹁
炎
﹂の
字
に
他
な
ら
ぬ
︒こ
の
殺
人
犯
は
姓
が
炎
で
名
が
裴
か
︑さ
も
な
け
れ
ば
姓
が
裴
で
名
が
炎
じ
ゃ
︒

第
二
句
の
﹁
殺
人
犯
は
お
れ
﹂
と
は
︑
さ
っ
き
言
っ
た
人
物
の
こ
と
︒
こ
の
﹁
急
い
で
隠
れ
る
場
所
も
な
く
﹂
と
い
う
第
三
句
は
︑

そ
い
つ
が
慌
て
て
い
る
の
じ
ゃ
︒
第
四
句
の
﹁
井
戸
の
中
に
身
を
ひ
そ
め
る
﹂
と
い
う
の
は
︑
こ
の
殺
人
犯
が
慌
て
ふ
た
め
い
て
井

戸
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
︒
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
な
ら
︑
こ
の
街
の
通
り
や
橋
に
き
っ
と
﹁
井
﹂
の
一
字
の
付
く

場
所
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
︒
こ
れ
は
誰
に
任
せ
る
の
が
よ
い
か
な
︒
や
は
り
竇
鑑
と
張
弘
に
限
る
だ
ろ
う
︒
竇
鑑
と
張
弘
を
こ
こ
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に
呼
ん
で
く
れ
︒

　

銭
可
が
五
衙
都
首
領
の
二
人
を
呼
ん
で
こ
の
街
の
通
り
や
橋
に
﹁
井
﹂
の
字
が
付
く
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
尋
ね
る
と
︑
碁
盤
街
井
底

巷
と
い
う
場
所
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
二
人
に
凶
器
の
包
丁
を
預
け
︑
そ
の
碁
盤
街
井
底
巷
に
行
っ
て
︑
三
日
以
内
に
炎
裴
か
裴
炎
と
い
う

名
前
の
殺
人
犯
を
探
し
て
く
る
よ
う
に
命
じ
る
︒
こ
こ
ま
で
が
第
二
折
で
あ
る
︒

④
真
犯
人

　

第
三
折
は
︑
開
封
府
碁
盤
街
井
底
巷
に
あ
る
茶
店
の
場
面
で
あ
る
︒
捜
査
を
命
じ
ら
れ
た
部
下
の
竇
鑑
と
張
弘
が
や
っ
て
き
て
一
服
し
︑

茶
三
婆
︵
こ
の
折
の
正
旦
︶
と
話
を
始
め
る
︒
す
る
と
そ
こ
へ
裴
炎
が
現
れ
て
売
れ
残
っ
た
犬
の
肉
を
茶
三
婆
に
押
し
つ
け
︑
あ
と
で
代

金
を
取
り
に
来
る
と
言
っ
て
退
場
す
る
︒

︵
正
旦
云
︶
裴
炎
去
了
︒
被
這
厮
欺
負
殺
我
也
︒︵
竇
鑑
云
︶
三
婆
︑
説
誰
里
︒︵
正
旦
云
︶
三
婆
不
曾
説
哥
哥
︑
俺
這
里
有
一
人
是

裴
炎
︑
他
好
生
的
欺
負
俺
百
姓
毎
︒︵
竇
鑑
云
︶
那
厮
是
裴
炎
︑
你
這
里
是
甚
麽
坊
巷
︒︵
正
旦
云
︶
是
碁
盤
街
井
底
巷
︒
有
一
人
是

裴
炎
︑
好
生
的
方
頭
不
劣
也
︒

︵
茶
三
婆
い
う
︶
裴
炎
は
行
っ
て
し
ま
っ
た
︒
あ
い
つ
に
は
ま
っ
た
く
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
さ
れ
る
よ
︒︵
竇
鑑
い
う
︶
三
婆
︑
誰
の
こ

と
だ
︒︵
茶
三
婆
い
う
︶
お
役
人
さ
ん
に
お
話
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ね
︒
わ
た
し
ら
の
街
に
は
裴
炎
と
い
う
者
が
お

り
ま
し
て
︑
み
ん
な
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
︒︵
竇
鑑
い
う
︶
そ
い
つ
は
裴
炎
と
い
う
の
だ
な
︒
お
ま
え
さ
ん
の
住
む

こ
こ
は
何
と
い
う
街
だ
ね
︒︵
茶
三
婆
い
う
︶
碁
盤
街
の
井
底
巷
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
裴
炎
と
い
う
者
は
ひ
ど
く
無
分
別
で
し
て
︒

　

茶
三
婆
か
ら
裴
炎
の
横
暴
な
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
竇
鑑
と
張
弘
は
相
談
を
始
め
る
︒
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︵
竇
鑑
云
︶
兄
弟
︑
你
近
前
来
︑
可
是
這
般
恁
的
︒︵
張
弘
云
︶
理
会
的
︒︵
下
︶︵
竇
鑑
云
︶
兄
弟
這
一
去
必
有
個
主
意
︒
我
且
在
此

茶
房
裡
閑
坐
︑
看
有
是
麽
人
来
︒︵
張
弘
扮
貨
郞
挑
担
子
挿
刀
子
上
科
云
︶
自
家
是
個
貨
郞
児
︒
来
到
這
街
市
上
︑
我
揺
動
不
郞
鼓
児
︑

看
有
是
麽
人
来
︒︵
裴
旦
上
云
︶
妾
身
是
裴
炎
的
渾
家
︒
我
拿
着
這
把
刀
鞘
児
去
街
上
配
一
把
刀
子
去
︒︵
做
見
張
弘
科
︶︵
裴
旦
云
︶

肯
分
的
遇
着
個
貨
郞
児
︒
我
叫
他
過
来
是
看
咱︶

18
︵

︒︵
拿
刀
子
入
鞘
児
科
云
︶
這
刀
子
不
是
俺
家
的
来
︒︵
張
弘
背
云
︶
誰
道
是
俺
家
的

来
︒
這
刀
子
是
我
売
的
︒︵
裴
旦
云
︶
物
見
主
︑
必
索
取
︑
是
我
的
刀
子
︒︵
張
弘
云
︶
是
我
的
︒︵
裴
旦
云
︶
是
我
的
︒︵
鬧
科
︶︵
正

旦
上
云
︶
街
上
炒
鬧
︑
我
是
看
咱
︒︵
見
科
云
︶
原
来
是
裴
嫂
嫂
︑
你
鬧
做
甚
麽
︒︵
裴
旦
云
︶
這
厮
偸
了
我
的
刀
子
︒︵
正
旦
云
︶

茶
房
裡
有
司
公
哥
哥
︑
你
告
去
他
与
你
做
個
証
見
︒

︵
竇
鑑
い
う
︶
お
い
相
棒
︑
こ
っ
ち
へ
来
い
︒
こ
う
し
て
こ
う
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒︵
張
弘
い
う
︶
合
点
だ
︒︵
退
場
︶︵
竇
鑑
い
う
︶

相
棒
は
き
っ
と
う
ま
く
や
る
に
ち
が
い
な
い
︒
お
れ
は
こ
の
茶
店
に
い
て
誰
が
来
る
か
見
て
み
よ
う
︒︵
張
弘
が
小
間
物
売
り
の
行

商
人
に
扮
し
︑
天
秤
棒
に
包
丁
を
ぶ
ら
下
げ
て
登
場
し
て
い
う
︶
お
い
ら
は
小
間
物
売
り
さ
︒
店
の
並
ぶ
通
り
ま
で
や
っ
て
き
た
か

ら
で
ん
で
ん
太
鼓
を
鳴
ら
そ
う
︒
ど
ん
な
お
客
さ
ん
が
来
る
か
な
︒︵
裴
炎
の
妻
が
登
場
し
て
い
う
︶
あ
た
し
は
裴
炎
の
女
房
︒
こ

の
包
丁
の
鞘
を
持
っ
て
街
へ
行
き
︑
ち
ょ
う
ど
い
い
包
丁
を
一
本
見
つ
く
ろ
い
ま
し
ょ
う
︒︵
張
弘
に
あ
い
さ
つ
す
る
し
ぐ
さ
︶︵
裴

炎
の
妻
い
う
︶
い
い
と
こ
ろ
に
小
間
物
売
り
が
来
た
か
ら
︑
あ
の
人
を
呼
ん
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒︵
包
丁
を
手
に
と
っ
て
鞘
に
入

れ
る
し
ぐ
さ
を
し
て
い
う
︶
こ
の
包
丁
は
う
ち
の
じ
ゃ
な
い
か
︒︵
張
弘
︑
背
を
向
け
て
い
う
︶
う
ち
の
だ
と
言
う
の
は
誰
だ
︒
こ

の
包
丁
は
お
い
ら
の
売
り
も
の
だ
よ
︒︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
物
が
持
ち
主
に
会
え
ば
持
ち
主
は
必
ず
取
り
か
え
す
︑
と
言
っ
て
ね
︒

こ
れ
は
あ
た
し
の
包
丁
で
す
よ
︒︵
張
弘
い
う
︶
お
い
ら
の
だ
よ
︒︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
あ
た
し
の
よ
︒︵
騒
ぐ
し
ぐ
さ
︶︵
茶
三
婆
︑

登
場
し
て
い
う
︶
通
り
が
騒
が
し
い
こ
と
︒
ち
ょ
っ
と
見
て
み
ま
し
ょ
う
︒︵
見
る
し
ぐ
さ
︶
お
や
お
や
︑
こ
れ
は
裴
さ
ん
の
奥
さ
ん
︑
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何
を
言
い
争
っ
て
い
る
ん
で
す
か
︒︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
こ
い
つ
が
あ
た
し
の
包
丁
を
盗
ん
だ
の
よ
︒︵
茶
三
婆
い
う
︶
茶
店
に
お
役

人
さ
ん
が
来
て
お
ら
れ
る
か
ら
︑
証
人
に
な
っ
て
も
ら
い
な
さ
い
な
︒

　

そ
こ
で
裴
炎
の
妻
は
竇
鑑
に
わ
け
を
話
す
が
︑
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
竇
鑑
は
張
弘
に
こ
の
女
を
つ
か
ま
え
る
よ
う
命
じ
る
︒
張
弘
は

つ
か
ま
え
る
と
打
っ
て
自
白
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
裴
炎
の
妻
は
︑
自
分
は
包
丁
が
盗
ま
れ
た
と
言
っ
て
い
る
だ
け
な
の
に
な
ぜ
自
白
を
迫

ら
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い︶

19
︵

︒

︵
裴
旦
云
︶
哥
哥
︑
你
看
這
鞘
児
︑
是
也
不
是
︒︵
竇
鑑
云
︶
真
個
是
這
刀
子
的
鞘
児
︒
兄
弟
︑
与
我
拿
住
這
婦
人
者
︒︵
張
弘
云
︶

理
会
的
︒︵
做
拿
住
打
科
云
︶
招
了
者
︑
招
了
者
︒︵
裴
旦
云
︶
哎
約
︑
他
偸
了
我
刀
子
︑
你
着
我
招
是
麽
︒

︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
お
役
人
さ
ん
︑
ほ
ら
︑
こ
の
鞘
が
そ
う
で
し
ょ
う
︒︵
竇
鑑
い
う
︶
本
当
に
こ
の
包
丁
の
鞘
だ
な
︒
相
棒
︑
こ
の

女
を
つ
か
ま
え
ろ
︒︵
張
弘
い
う
︶
合
点
だ
︒︵
つ
か
ま
え
て
打
つ
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
白
状
し
ろ
︑
白
状
し
ろ
︒︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶

お
や
お
や
︑
あ
い
つ
が
包
丁
を
盗
ん
だ
の
に
︑
あ
た
し
に
何
を
白
状
し
ろ
と
言
う
の
︒

　

こ
の
あ
と
に
曲
が
入
る
︒
第
三
折︶

20
︵

で
は
歌
唱
者
は
正
旦
の
茶
三
婆
で
あ
る
︒﹁
鬼
三
台
﹂
は
こ
の
折
の
六
番
目
の
曲
で
あ
り
︑
第
一
曲

は
開
封
の
繁
華
な
街
や
天
下
太
平
を
こ
と
ほ
ぎ
︑
第
二
曲
は
茶
店
の
様
子
︑
第
三
・
四
・
五
曲
は
登
場
し
た
裴
炎
が
い
か
に
横
暴
な
人
物

か
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
︒
う
た
は
劇
中
の
主
要
人
物
の
強
い
感
情
表
現
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
茶
三
婆
は
主
要
人
物
で
は
な
い
た
め
︑

そ
の
曲
詞
は
客
観
的
な
描
写
に
傾
い
て
い
る
︒

︻
鬼
三
台
︼
則
這
賊
名
姓
︑
勧
姐
姐
休
争
競
︒

　
　
︵
裴
旦
云
︶
這
刀
子
委
的
是
我
的
︑
你
怎
生
打
我
︒︵
唱
︶

走
将
来
便
把
那
頭
稍
来
自
領
︑
賍
仗
要
分
明
︑
不
索
你
便
折
証
︒
小
梅
香
死
的
来
忒
没
影
︑
李
慶
安
険
些
児
当
重
刑
︒
第
一
来
悪
業
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相
纏
︑
第
二
来
也
是
那
神
天
報
応
︒

　
　

 ︵
竇
鑑
云
︶
兀
那
厮
︑
你
快
招
了
者
︒︵
張
弘
脱
衣
打
科
云
︶
我
打
這
厮
︑
招
了
者
︑
招
了
者
︒︵
裴
旦
云
︶
打
殺
我
也
︒
本
是

我
的
刀
子
︑
可
怎
生
屈
棒
打
我
︒︵
張
弘
又
打
科
云
︶
不
打
不
招
︒
你
快
招
了
者
︒︵
裴
旦
云
︶
罷
罷
罷
︑
我
且
屈
招
了
︒

︵
う
た
︶︹
茶
三
婆
︺
こ
の
犯
人
の
名
前
に
つ
い
て
︑
奥
さ
ん
︑
い
い
わ
け
す
る
の
は
お
や
め
な
さ
い
︒

　
　
︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
包
丁
は
本
当
に
あ
た
し
の
も
の
な
の
に
︑
ど
う
し
て
ぶ
つ
の
よ
︒︵
う
た
︶︹
茶
三
婆
︺

や
っ
て
き
た
と
思
っ
た
ら
自
分
か
ら
名
の
り
を
あ
げ
︑
証
拠
の
凶
器
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
︑
問
い
た
だ
す
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
若

い
梅
香
は
死
ん
で
影
も
な
く
︑
李
慶
安
は
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
重
い
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
︒
一
つ
に
は
前
世
か
ら
の
悪
い
業

が
ま
と
わ
り
つ
き
︑
二
つ
に
は
天
の
神
さ
ま
の
報
い
で
こ
う
な
っ
た
の
で
す
︒

　
　

 ︵
竇
鑑
い
う
︶
こ
い
つ
め
︑
早
く
白
状
し
ろ
︒︵
張
弘
︑
服
を
脱
が
せ
て
打
つ
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
ほ
ら
打
つ
ぞ
︒
早
く
白
状
し
な

い
か
︒︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
こ
ん
な
に
ひ
ど
く
打
つ
な
ん
て
︒
元
々
あ
た
し
の
包
丁
な
の
に
︑
な
ぜ
わ
け
も
な
く
棒
た
た
き
に

す
る
の
︒︵
張
弘
さ
ら
に
打
つ
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
打
た
な
け
れ
ば
白
状
し
な
い
か
ら
だ
︒
ほ
ら
︑
早
く
白
状
し
ろ
︒︵
裴
炎
の
妻

い
う
︶
あ
あ
︑
も
う
い
い
︒
ひ
と
ま
ず
白
状
し
て
し
ま
お
う
︒

︻
調
笑
令
︼
你
可
便
悄
声
︑
察
賊
情
︒

　
　
︵
正
旦
云
︶
司
公
哥
哥
︑
你
来
︒︵
張
弘
云
︶
怎
的
︒︵
唱
︶

比
及
拿
王
矮
虎
︑
先
黔
住
一
丈
青
︑
批
頭
棍
大
腿
上
十
分
楞
︒
不
由
他
怎
不
招
成
︑
向
雲
陽
鬧
市
必
典
刑
︒

　
　
︵
裴
旦
云
︶
三
婆
︑
你
救
我
咱
︒︵
唱
︶

殺
麽
娘
七
代
先
霊
︒
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 ︵
裴
炎
帯
酒
上
云
︶
問
三
婆
討
我
那
狗
肉
銭
去
︒︵
見
正
旦
科
云
︶
三
婆
︑
還
我
那
狗
肉
銭
来
︒︵
正
旦
云
︶
哥
哥
︑
狗
肉
銭
有
︑

那
閣
子
裡
有
人
喚
你
里
︒︵
裴
炎
見
裴
旦
跪
着
竇
鑑
科
云
︶
大
嫂
︑
你
為
甚
麽
跪
在
這
里
︒︵
裴
旦
云
︶
我
招
了
也
︒︵
裴
炎
云
︶

你
既
招
了
︑
喒
死
去
来
︒︵
竇
鑑
云
︶
兄
弟
︑
有
了
殺
人
賊
也
︒
将
這
厮
綁
縛
定
︑
往
開
封
府
見
大
人
去
来
︒

︵
う
た
︶︹
茶
三
婆
︺
声
を
ひ
そ
め
て
犯
人
の
様
子
を
偵
察
す
る
の
が
い
い
で
し
ょ
う
︒

　
　
︵
茶
三
婆
い
う
︶
お
役
人
さ
ま
︑
こ
ち
ら
へ
︒︵
張
弘
い
う
︶
ど
う
し
た
︒︵
う
た
︶︹
茶
三
婆
︺

王
矮
虎
を
つ
か
ま
え
る
前
に
︑
ま
ず
は
一
丈
青
を
締
め
つ
け
て
︑
太
も
も
を
刑
具
の
棍
棒
で
し
た
た
か
に
打
て
ば
︑
思
わ
ず
白
状
せ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒
刑
場
で
必
ず
や
死
刑
に
な
る
で
し
ょ
う
︒

　
　
︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
三
婆
︑
ど
う
か
助
け
て
︒︵
う
た
︶︹
茶
三
婆
︺

早
い
と
こ
く
た
ば
っ
て
ほ
し
い
も
の
︒

　
　

 ︵
裴
炎
︑
酔
っ
払
っ
て
登
場
し
て
い
う
︶
三
婆
に
あ
の
犬
肉
の
金
を
払
っ
て
も
ら
い
に
行
こ
う
︒︵
茶
三
婆
に
あ
い
さ
つ
す
る
し

ぐ
さ
で
い
う
︶
三
婆
︑
あ
の
犬
肉
の
金
を
払
っ
て
く
れ
よ
︒︵
茶
三
婆
い
う
︶
兄
さ
ん
︑
犬
肉
の
お
金
な
ら
あ
り
ま
す
が
︑
あ

の
小
部
屋
で
あ
な
た
を
呼
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
よ
︒︵
裴
炎
は
妻
が
竇
鑑
の
前
で
跪
い
て
い
る
の
を
見
る
し
ぐ
さ
で
い
う
︶

お
い
︑
お
ま
え
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
跪
い
て
い
る
ん
だ
︒︵
裴
炎
の
妻
い
う
︶
白
状
し
ち
ま
っ
た
の
よ
︒︵
裴
炎
い
う
︶

お
ま
え
が
白
状
し
ち
ま
っ
た
ら
お
れ
は
お
陀
仏
だ
よ
︒︵
竇
鑑
い
う
︶
相
棒
︑
殺
人
犯
が
見
つ
か
っ
た
ぞ
︒
こ
い
つ
を
縛
り
あ

げ
て
開
封
府
へ
行
っ
て
長
官
に
報
告
だ
︒

　

茶
三
婆
は
物
語
世
界
の
な
か
の
人
物
︑
そ
れ
も
脇
役
に
す
ぎ
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
む
し
ろ
観
客
／
読
者
の
代
弁
者
と
な
っ
て
い
る
︒
と

い
う
の
も
︑
劇
中
に
は
竇
鑑
・
張
弘
の
二
人
が
李
慶
安
の
一
件
に
つ
い
て
茶
三
婆
に
話
す
場
面
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑



回
復
さ
れ
る
均
衡
︱
︱
元
雑
劇
﹁
緋
衣
夢
﹂
試
論

― 51 ―

茶
三
婆
の
曲
詞
に
は
梅
香
や
李
慶
安
と
い
う
名
前
が
現
れ
る
︒
い
つ
の
ま
に
か
こ
の
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る︶

21
︵

︒

⑤
李
員
外
の
逆
襲

　

こ
う
し
て
真
犯
人
が
見
つ
か
っ
た
︒
そ
の
名
は
裴
炎
で
あ
っ
た
し
︑
根
城
に
し
て
い
る
の
は
碁
盤
街
井
底
巷
で
︑
確
か
に
﹁
井
底
﹂
の

付
く
場
所
で
あ
る
︒
こ
の
手
が
か
り
は
無
実
の
李
慶
安
が
獄
神
廟
で
眠
っ
て
い
る
と
き
の
寝
言
に
基
づ
き
︑
銭
可
が
そ
の
謎
解
き
を
し
た
︒

そ
の
結
果
を
受
け
て
︑
竇
鑑
・
張
弘
は
碁
盤
街
井
底
4

4

巷
に
や
っ
て
き
て
裴
炎
4

4

を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
裴
炎
を
直
接
つ
か
ま
え
て
自

白
を
迫
る
の
で
は
な
く
︑
あ
い
だ
に
妻
が
介
在
す
る
こ
と
で
や
や
曲
折
を
生
じ
て
い
る
と
は
い
え
︑
単
純
な
展
開
で
あ
る
︒

　

第
四
折
に
入
る
と
︑
裴
炎
を
連
れ
て
役
所
へ
戻
っ
た
竇
鑑
・
張
弘
が
銭
可
に
報
告
し
︑
裴
炎
も
罪
を
認
め
た
た
め
︑
李
慶
安
は
釈
放
さ

れ
て
家
に
帰
っ
て
く
る
︒
一
件
落
着
し
た
か
の
よ
う
だ
が
︑
こ
の
ま
ま
で
は
納
得
で
き
な
い
の
が
慶
安
の
父
親
の
李
員
外
で
あ
る
︒
今
度

は
李
員
外
が
王
員
外
を
訴
え
に
役
所
に
赴
く
の
で
あ
る
︒

︵
李
老
児
云
︶
大
人
可
憐
見
︒
早
是
有
了
殺
人
賊
︑
俺
便
無
事
了
︑
若
無
那
殺
人
賊
呵
︑
将
我
孩
児
対
了
命
可
怎
了
︒
大
人
可
憐
見
︒

常
言
道
︑
告
人
徒
得
徒
︑
告
人
死
得
死
︒
王
員
外
妄
告
不
実
︑
大
人
与
老
漢
做
主
︒︵
官
人
云
︶
這
老
的
也
説
的
是
︒
張
千
︑
与
我

喚
将
王
員
外
那
老
子
来
︒︵
張
千
云
︶
理
会
的
︒
王
員
外
︑
喚
你
里
︒︵
王
員
外
上
云
︶
老
漢
王
員
外
︑
衙
門
裏
喚
我
︑
不
知
有
甚
事
︑

我
見
大
人
去
︒︵
見
科
︶︵
官
人
云
︶
王
員
外
︑
是
裴
炎
殺
了
你
家
梅
香
︒
見
今
有
了
殺
人
賊
也
︒
這
老
的
説
告
人
徒
得
徒
︑
告
人
死

得
死
︒
您
与
他
外
辺
商
和
去
︒︵
王
員
外
云
︶
理
会
的
︒︵
李
老
児
云
︶
大
人
︑
我
其
実
饒
不
過
這
老
子
︒︵
同
出
衙
門
科
︶︵
王
員
外

云
︶
親
家
︑
親
家
︒
是
我
的
不
是
了
也
︒
你
饒
了
我
罷
︒︵
李
老
児
云
︶
甚
麽
親
家
︑
你
怎
生
告
我
孩
児
是
殺
人
賊
︒
我
不
和
你
商
和
︒
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︵
李
員
外
い
う
︶
お
役
人
さ
ま
︑
お
憐
れ
み
く
だ
さ
い
︒
殺
人
犯
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
何
事
も
な
く
済
み
ま
し
た
が
︑
も
し
も
あ
の

殺
人
犯
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
︑
わ
し
の
息
子
は
自
ら
の
命
で
償
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
ど
う
か
お
憐
れ
み

く
だ
さ
い
︒﹁
ま
ち
が
っ
て
人
を
徒
刑
の
罪
で
告
発
し
た
者
は
徒
刑
︑
ま
ち
が
っ
て
人
を
死
刑
の
罪
で
告
発
し
た
者
は
死
刑
﹂
と
言

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
王
員
外
は
で
た
ら
め
な
告
発
を
す
る
不
実
の
輩
︑
お
役
人
さ
ま
︑
ど
う
か
わ
た
く
し
の
た
め
に
お
裁
き
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
︒︵
銭
可
い
う
︶
こ
の
老
人
の
言
う
こ
と
も
も
っ
と
も
だ
︒
張
千
︑
王
員
外
の
や
つ
を
こ
こ
へ
連
れ
て
来
い
︒︵
張

千
い
う
︶
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
︒
王
員
外
︑
長
官
が
お
呼
び
で
す
︒︵
王
員
外
登
場
し
て
い
う
︶
わ
し
は
王
員
外
だ
︒
役
所
か
ら
呼

び
出
さ
れ
た
が
何
の
用
だ
ろ
う
︒
長
官
に
会
い
に
行
こ
う
︒︵
あ
い
さ
つ
す
る
し
ぐ
さ
︶︵
銭
可
い
う
︶
王
員
外
︑
お
ま
え
の
家
の
梅

香
を
殺
し
た
の
は
裴
炎
だ
っ
た
︒
す
で
に
殺
人
犯
が
つ
か
ま
っ
た
わ
け
だ
が
︑
こ
の
老
人
は
﹁
ま
ち
が
っ
て
人
を
徒
刑
の
罪
で
告
発

し
た
者
は
徒
刑
︑
ま
ち
が
っ
て
人
を
死
刑
の
罪
で
告
発
し
た
者
は
死
刑
﹂
と
言
っ
て
お
る
︒
外
へ
行
っ
て
二
人
で
話
し
合
う
が
よ
い
︒

︵
王
員
外
い
う
︶
わ
か
り
ま
し
た
︒︵
李
員
外
い
う
︶
お
役
人
さ
ま
︑
わ
し
は
決
し
て
こ
い
つ
を
許
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒︵
一
緒

に
役
所
を
出
る
し
ぐ
さ
︶︵
王
員
外
い
う
︶
わ
し
た
ち
は
親
戚
同
士
︑
わ
し
が
悪
か
っ
た
︒
ど
う
か
許
し
て
く
れ
︒︵
李
員
外
い
う
︶

何
が
親
戚
だ
︒
ど
う
し
て
う
ち
の
息
子
を
殺
人
犯
だ
な
ど
と
訴
え
た
の
だ
︒
お
ま
え
と
話
し
合
う
つ
も
り
な
ど
な
い
ぞ
︒

　

そ
こ
で
王
員
外
は
︑
嫁
入
り
道
具
を
用
意
し
て
元
の
約
束
ど
お
り
に
李
慶
安
と
結
婚
さ
せ
る
か
ら
と
言
っ
て
娘
の
閏
香
に
と
り
な
し
を

頼
む
︒

　
　

 ︵
正
旦
見
李
老
児
跪
科
云
︶
怎
生
看
閏
香
孩
児
的
面
︑
饒
過
俺
父
親
咱
︒︵
李
老
児
云
︶
閏
香
孩
児
︑
我
不
饒
過
你
那
老
子
︒︵
正

旦
見
李
慶
安
云
︶
慶
安
︑
看
我
之
面
︑
饒
過
俺
父
親
者
︒︵
李
慶
安
云
︶
小
姐
︑
早
是
有
了
殺
人
賊
︑
若
無
呵
︑
我
這
性
命
可

怎
了
也
︒
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︻
喬
牌
児
︼
当
日
個
悔
親
呵
是
俺
父
親
︑
赤
緊
的
俺
先
順
︒
耽
饒
過
俺
便
成
秦
晋
︑
喒
両
個
效
綢
繆
夫
婦
情
︒

　
　

 ︵
李
慶
安
云
︶
我
便
将
就
了
︑
俺
父
親
︑
他
可
不
肯
里
︒︵
正
旦
云
︶
我
去
公
公
行
陪
話
去
︒︵
正
旦
見
李
老
児
科
云
︶
公
公
︑

可
憐
見
俺
父
親
咱
︒︵
李
老
児
云
︶
孩
児
也
︑
不
干
你
事
︑
我
饒
不
過
他
︒

︻
雁
児
落
︼
我
則
是
為
夫
呵
受
苦
辛
︑
告
尊
父
言
婚
娉
︒
訪
賢
達
窮
孝
順︶

22
︵

︑
不
索
你
相
盤
問
︒

　
　
︵
李
老
児
云
︶
閏
香
孩
児
︑
不
干
你
事
︑
我
饒
不
過
你
那
父
親
︒

︻
得
勝
令
︼
您
孩
児
須
告
老
尊
親
︑
不
索
你
記
冤
恨
︒
我
与
那
慶
安
言
婚
娉
︑
成
合
了
両
対
門
︒
也
是
俺
前
生
︑
赤
緊
的
俺
両
個
心

先
順
︒
告
你
個
公
公
︑
你
則
是
耽
饒
過
俺
老
父
親
︒

　
　

 ︵
正
旦
云
︶
慶
安
︑
俺
父
親
説
来
倒
陪
三
千
貫
縁
房
断
送
着
我
与
你
依
旧
配
合
成
親
︒
你
意
下
如
何
︒︵
李
慶
安
云
︶
既
是
這
等
︑

我
与
父
親
説
去
︒
父
親
︑
俺
丈
人
説
来
︑
若
是
俺
饒
了
他
︑
他
倒
陪
三
千
貫
縁
房
断
送
︑
将
閏
香
依
旧
与
我
為
妻
︒
喒
饒
了
他

罷
︒︵
李
老
児
云
︶
孩
児
︑
当
初
他
不
告
你
来
︒︵
李
慶
安
云
︶
他
告
我
︑
不
曾
告
你
︒︵
李
老
児
云
︶
大
人
将
你
三
推
六
問
︑

不
打
你
来
︒︵
李
慶
安
云
︶
他
打
我
︑
不
曾
打
你
︒︵
李
老
児
云
︶
若
拿
不
住
殺
人
賊
呵
︑
可
不
殺
了
你
︒︵
李
慶
安
云
︶
他
殺
我
︑

可
不
曾
殺
你
︒︵
李
老
児
云
︶
我
把
你
個
強
小
弟
子
孩
児
︒
罷
罷
罷
︑
我
饒
了
他
罷
︒

　
　

 ︵
王
閏
香
︑
李
員
外
に
あ
い
さ
つ
し
て
跪
く
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
ど
う
か
こ
の
閏
香
に
免
じ
て
父
を
許
し
て
く
だ
さ
い
︒︵
李
員
外

い
う
︶
閏
香
さ
ん
︑
わ
し
は
お
や
じ
さ
ん
を
許
す
こ
と
は
で
き
ん
よ
︒︵
王
閏
香
︑
李
慶
安
に
あ
い
さ
つ
し
て
い
う
︶
慶
安
さ
ん
︑

わ
た
し
に
免
じ
て
父
を
許
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
閏
香
さ
ん
︑
殺
人
犯
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
い
い
も
の
の
︑

も
し
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
わ
た
し
の
命
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
︒︹
王
閏
香
︺

︵
う
た
︶
あ
の
日
婚
約
を
解
消
し
た
の
は
わ
た
し
の
父
︑
実
は
わ
た
し
は
ず
っ
と
お
慕
い
し
て
い
ま
し
た
︒
お
許
し
い
た
だ
い
て
婚
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姻
を
結
ぶ
な
ら
︑
わ
た
し
た
ち
二
人
は
む
つ
ま
じ
く
夫
婦
の
情
を
交
わ
す
で
し
ょ
う
︒

　
　

 ︵
李
慶
安
い
う
︶
わ
た
し
は
そ
れ
で
も
い
い
で
す
が
︑
父
は
う
ん
と
言
わ
な
い
で
し
ょ
う
︒︵
王
閏
香
い
う
︶
わ
た
し
が
お
父
さ

ま
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
口
添
え
い
た
し
ま
し
ょ
う
︒︵
王
閏
香
︑
李
員
外
に
あ
い
さ
つ
す
る
し
ぐ
さ
で
い
う
︶
お
父
さ
ま
︑
わ

た
し
の
父
に
お
慈
悲
を
お
願
い
し
ま
す
︒︵
李
員
外
い
う
︶
お
嬢
さ
ん
に
は
関
わ
り
の
な
い
こ
と
︒
わ
し
は
あ
い
つ
が
許
せ
な

い
の
だ
︒︹
王
閏
香
︺

︵
う
た
︶
わ
た
し
は
た
だ
夫
が
苦
し
い
思
い
を
し
た
か
ら
こ
そ
︑
お
父
さ
ま
に
婚
礼
の
話
を
い
た
し
ま
す
︒
り
っ
ぱ
な
人
を
見
な
ら
っ

て
し
っ
か
り
お
仕
え
し
︑
お
父
さ
ま
の
お
叱
り
を
受
け
な
い
よ
う
に
努
め
ま
す
︒

　
　

 ︵
李
員
外
い
う
︶
閏
香
さ
ん
や
︑
お
ま
え
さ
ん
に
は
関
わ
り
の
な
い
こ
と
︒
わ
し
は
あ
の
お
や
じ
さ
ん
が
許
せ
な
い
の
だ
よ
︒︹
王

閏
香
︺

︵
う
た
︶
娘
と
な
る
わ
た
く
し
か
ら
お
父
さ
ま
に
申
し
上
げ
ま
す
︑
ど
う
か
い
つ
ま
で
も
恨
み
を
い
だ
き
つ
づ
け
な
い
で
く
だ
さ
い
︒

わ
た
し
が
慶
安
さ
ん
と
婚
礼
を
挙
げ
れ
ば
︑両
家
は
結
ば
れ
ま
す
︒こ
れ
は
生
ま
れ
る
前
か
ら
の
定
め
で
も
あ
り
︑実
は
二
人
は
ず
っ

と
思
い
あ
う
仲
︒
お
父
さ
ま
︑
ど
う
か
わ
た
し
の
父
を
お
許
し
く
だ
さ
い
︒

　
　

 ︵
王
閏
香
い
う
︶
慶
安
さ
ん
︑
父
は
三
千
貫
の
嫁
入
り
道
具
を
用
意
し
て
わ
た
し
と
あ
な
た
を
約
束
ど
お
り
結
婚
さ
せ
る
と
言
っ

て
い
ま
す
︒
あ
な
た
の
お
気
持
ち
は
い
か
が
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
︑
父
に
話
を
し
よ
う
︒
父
さ
ん
︑︹
閏
香

の
︺
お
父
さ
ん
が
︑
許
し
て
く
れ
た
ら
三
千
貫
の
嫁
入
り
道
具
を
用
意
し
て
閏
香
を
約
束
ど
お
り
わ
た
し
の
妻
に
す
る
と
言
っ

て
い
ま
す
︒
許
し
て
や
り
ま
し
ょ
う
よ
︒︵
李
員
外
い
う
︶
お
い
お
い
︑
や
つ
は
お
ま
え
を
訴
え
た
で
は
な
い
か
︒︵
李
慶
安
い

う
︶
わ
た
し
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
て
︑
父
さ
ん
を
訴
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
李
員
外
い
う
︶
長
官
が
お
ま
え
を
し
き
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り
に
尋
問
し
て
打
っ
た
で
は
な
い
か
︒︵
李
慶
安
い
う
︶
わ
た
し
を
打
っ
た
の
で
あ
っ
て
︑
父
さ
ん
を
打
っ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒︵
李
員
外
い
う
︶
殺
人
犯
が
つ
か
ま
ら
な
か
っ
た
ら
︑
お
ま
え
は
死
刑
に
な
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
︒︵
李
慶
安
い
う
︶

わ
た
し
が
死
刑
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
︑
父
さ
ん
が
死
刑
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒︵
李
員
外
い
う
︶
お
ま
え

に
は
根
負
け
し
た
よ
︒
わ
か
っ
た
︑
わ
か
っ
た
︒
許
す
こ
と
に
し
よ
う
︒

　

こ
う
し
て
︑
許
し
て
も
ら
え
た
王
員
外
は
李
員
外
に
跪
い
て
感
謝
し
︑
と
も
に
銭
可
に
報
告
に
行
く
︒
銭
可
は
次
の
よ
う
な
判
決
を
下

す
︒
裴
炎
は
金
品
を
奪
う
た
め
に
梅
香
を
殺
し
た
罪
に
よ
り
死
刑
︒
竇
鑑
と
張
弘
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
銀
十
両
の
報
奨
を

与
え
る
︒
銭
可
は
自
ら
の
俸
給
か
ら
李
員
外
に
結
婚
の
宴
席
の
費
用
を
出
し
て
︑
李
慶
安
と
王
閏
香
の
夫
婦
団
円
を
祝
賀
す
る
︒
ま
た
︑

梅
香
は
一
族
で
供
養
す
る
こ
と
と
し
︑
前
任
の
役
人
は
免
職
と
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
富
嫌
貧
悔
了
親
事
︑
倒
陪
与
万
貫
家
奩
﹂︵
富
者
が
貧

者
を
嫌
っ
て
婚
約
を
解
消
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
一
万
貫
の
嫁
入
り
道
具
で
賠
償
す
る
︶
も
付
け
加
え
ら
れ
る
︒

四　

回
復
さ
れ
る
均
衡

　

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
緋
衣
夢
﹂
は
︑
若
い
男
女
の
恋
と
結
婚
が
成
就
に
至
る
ま
で
の
波
瀾
の
恋
愛
劇
と
い
う
面
︵
前
節
①
︶
と
︑
冤
罪

を
め
ぐ
る
裁
判
劇
と
い
う
面
︵
前
節
②
～
⑤
︶
と
を
兼
ね
備
え
た
作
品
で
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
こ
の
二
つ
の
面
を
不
均
衡
の
発
生
と
そ
の

解
消
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
る
と
と
も
に
︑
他
の
作
品
と
の
共
通
要
素
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　
﹁
緋
衣
夢
﹂
に
お
い
て
︑
結
婚
を
阻
む
要
素
は
両
家
に
生
じ
た
経
済
的
な
不
均
衡
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
解
決
す
る
妙
案
で
あ
っ
た
は
ず

の
思
い
つ
き
に
よ
っ
て
︑
冤
罪
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
︒
裁
判
の
公
正
さ
が
失
わ
れ
︑
も
う
一
つ
の
不
均
衡
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
こ
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の
不
均
衡
が
︑
獄
神
廟
の
霊
験
の
力
を
借
り
つ
つ
︑
裁
判
官
や
部
下
の
知
恵
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
の
ち
︑
経
済
的
な
不
均
衡
に
よ
っ
て

妨
げ
ら
れ
て
い
た
結
婚
も
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
︒

　

二
つ
の
不
均
衡
の
う
ち
︑
よ
り
重
大
な
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
無
実
の
李
慶
安
が
被
る
冤
罪
で
あ
る
︒
そ
の
解
決
は
︑
二
つ
の
神
秘
的
な
力

が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
︒
一
つ
は
青
蝿
の
恩
返
し
︑
も
う
一
つ
は
獄
神
廟
で
の
夢
で
あ
る
︒
後
者
は
前
者
か
ら
連
鎖
的
に

導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
銭
可
に
よ
る
取
調
べ
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
銭
可
が
清
廉
厳
正
な
役
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
天
の

助
け
が
差
し
の
べ
ら
れ
る
わ
け
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
解
決
へ
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
み
た
い
︒

　

蜘
蛛
の
巣
に
引
っ
か
か
っ
た
青
蝿
は
い
さ
さ
か
唐
突
に
︑
銭
可
の
取
調
べ
に
赴
く
李
慶
安
の
目
に
と
ま
り
︑
父
親
も
言
う
よ
う
に
慶
安

は
自
分
の
命
さ
え
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
蝿
を
救
う
︒
蜘
蛛
の
巣
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
元
雑
劇
﹁
蝴
蝶
夢
﹂

で
あ
る
︒﹁
蝴
蝶
夢
﹂
も
裁
判
劇
で
あ
り
︑
包
拯
が
蜘
蛛
の
巣
に
次
々
に
引
っ
か
か
る
三
匹
の
蝶
の
夢
を
見
る
︒
し
か
し
︑
蝶
は
三
人
兄

弟
を
表
し
て
劇
の
展
開
を
暗
示
す
る
だ
け
で
︑
解
決
に
つ
な
が
る
夢
で
は
な
い
︒
一
方
﹁
緋
衣
夢
﹂
に
お
い
て
は
︑
蜘
蛛
の
巣
に
か
か
っ

て
い
た
蝿
が
恩
返
し
を
す
る
︒
銭
可
が
疑
問
を
抱
き
つ
つ
も
死
刑
の
判
決
文
を
記
そ
う
と
す
る
と
︑
蝿
は
何
度
追
い
は
ら
っ
て
も
筆
に
留

ま
っ
て
妨
害
す
る
︒
あ
た
か
も
李
慶
安
が
救
っ
て
や
っ
た
と
き
の
せ
り
ふ
﹁
我
救
了
你
非
災
︑
何
人
救
我
這
横
禍
﹂︵
お
ま
え
の
災
難
を

助
け
て
や
っ
た
が
︑
わ
た
し
の
こ
の
身
に
お
ぼ
え
の
な
い
禍
は
誰
が
助
け
て
く
れ
よ
う
︶
に
応
え
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
最
後
に
は
筆
は

使
い
物
に
な
ら
な
く
な
り
︑
銭
可
は
こ
の
不
思
議
な
出
来
事
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
︑
慶
安
を
獄
神
廟
に
連
れ
て
行
か
せ
る
の

で
あ
る
︒

　
﹁
緋
衣
夢
﹂
に
お
け
る
獄
神
廟
と
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る︶

23
︵

︒
廟
は
︑
お
そ
ら
く
役
所
に
隣
接
す
る
監
獄
の
敷
地
内
に
あ
り
︑
冤

罪
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
︑
神
意
を
う
か
が
う
た
め
に
容
疑
者
を
廟
の
な
か
で
眠
ら
せ
る
︒
す
る
と
容
疑
者
は
夢
を
見
て
寝
言
を
言
う
︒
つ
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ま
り
︑
裁
判
を
司
る
神
が
︑
容
疑
者
の
夢
の
中
で
︑
容
疑
者
を
媒
介
と
し
て
神
意
を
伝
え
る
︒
寝
言
に
は
事
件
解
決
の
手
が
か
り
が
隠
さ

れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
明
示
的
に
で
は
な
く
解
く
べ
き
謎
と
し
て
与
え
ら
れ
る
︒
謎
を
解
読
し
て
犯
人
を
探
し
出
す
の
は
あ
く
ま
で
も
人

間
の
仕
事
と
さ
れ
る
︒

　

先
に
引
用
し
た
と
お
り
︑
謎
は
二
つ
の
事
実
を
暗
示
し
て
い
た
︒
一
つ
は
真
犯
人
の
姓
名
で
あ
り
︑
名
前
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
を

分
解
し
て
示
し
て
い
る
︒
も
う
一
つ
は
真
犯
人
の
居
場
所
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
要
素
が
五
言
の
詩
の
形
式
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
詩
は
︑
何
の
予
備
知
識
も
な
い
者
に
と
っ
て
は
意
味
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
劇
の
展
開
を
見
て
き
て
犯
人
の
名

が
裴
炎
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
読
者
／
観
客
で
あ
れ
ば
︑
謎
の
前
半
は
容
易
に
解
く
こ
と
が
で
き
る
︒
後
半
の
居
場
所
に
つ
い
て
は
銭
可

の
謎
解
き
を
俟
っ
て
そ
の
答
え
を
知
り
︑
そ
の
後
の
展
開
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

　

銭
可
の
命
を
受
け
た
部
下
が
捜
査
の
一
環
と
し
て
井
底
巷
の
茶
店
に
や
っ
て
く
る
と
︑
折
し
も
裴
炎
が
登
場
し
︑
展
開
は
と
ん
と
ん
拍

子
で
あ
る
︒
張
弘
が
小
間
物
売
り
の
行
商
人
に
扮
し
て
凶
器
の
包
丁
を
売
り
物
に
し
て
い
る
と
裴
炎
自
身
で
は
な
く
そ
の
妻
が
網
に
か

か
っ
て
く
る
︒
こ
の
く
だ
り
は
︑
元
雑
劇
﹁
留
鞋
記
﹂
で
︑
や
は
り
胥
吏
が
小
間
物
売
り
に
扮
し
て
鞋
を
天
秤
棒
に
ぶ
ら
下
げ
︑
反
応
し

て
き
た
人
物
が
手
が
か
り
と
な
る
の
と
共
通
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
稿
の
引
用
箇
所
で
﹁
包
丁
﹂
と
訳
し
て
い
る
語
の
原
文
は
﹁
刀
子
﹂

で
あ
る
が
︑﹁
刀
子
﹂
が
﹁
梅
香
﹂
殺
害
の
証
拠
と
な
る
と
い
う
点
は
︑
元
雑
劇
﹁
救
孝
子
﹂
と
同
じ
で
あ
る︶

24
︵

︒﹁
救
孝
子
﹂
も
梅
香
殺
害

の
冤
罪
を
め
ぐ
る
劇
で
あ
る
が
︑
推
官
の
家
の
梅
香
で
あ
り
︑
真
相
は
さ
ら
わ
れ
た
途
上
で
の
死
で
あ
っ
て
殺
人
で
は
な
い
︒

　

裴
炎
の
妻
が
白
状
す
る
の
に
つ
づ
い
て
裴
炎
本
人
が
登
場
し
︑
殺
人
犯
は
と
ら
え
ら
れ
る
︒
無
実
の
人
が
死
刑
囚
と
な
り
︑
真
犯
人
が

野
放
し
に
な
る
と
い
う
不
公
平
は
︑
こ
こ
に
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
と
き
反
撃
に
出
る
の
が
父
親
の
李
員
外
で
あ
る
︒

李
員
外
に
と
っ
て
均
衡
は
ま
だ
回
復
さ
れ
て
い
な
い
︒
息
子
が
冤
罪
に
よ
り
死
刑
に
な
り
か
け
た
父
親
と
し
て
は
︑
軽
々
し
く
訴
え
た
王
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員
外
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
︒
李
員
外
に
と
っ
て
︑
王
員
外
は
婚
約
を
解
消
し
た
う
え
に
息
子
を
訴
え
る
と
い
う
二
重
の
屈
辱
を

も
た
ら
し
た
相
手
で
あ
る
︒
何
よ
り
︑
真
犯
人
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
息
子
が
冤
罪
死
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
許
せ

な
い
の
は
当
然
で
あ
り
︑﹁
告
人
徒
得
徒
︑
告
人
死
得
死
﹂︵
ま
ち
が
っ
て
人
を
徒
刑
の
罪
で
告
発
し
た
者
は
徒
刑
︑
ま
ち
が
っ
て
人
を
死

刑
の
罪
で
告
発
し
た
者
は
死
刑
︶
と
い
う
誣
告
反
坐
の
法︶

25
︵

を
根
拠
と
し
て
王
員
外
を
訴
え
る
︒
と
こ
ろ
が
銭
可
は
︑
こ
の
件
に
つ
い
て
は

裁
く
こ
と
を
せ
ず
︑
李
と
王
に
話
し
合
う
よ
う
に
と
命
じ
る
︒
な
か
な
か
王
を
許
さ
な
い
李
を
説
得
す
る
の
は
王
閏
香
︑
そ
し
て
息
子
の

李
慶
安
で
あ
り
︑最
後
は
慶
安
の
説
得
に
負
け
て
両
家
の
和
解
と
婚
姻
を
承
諾
す
る︶

26
︵

︒こ
こ
で
婚
礼
資
金
を
王
家
が
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
そ
も
そ
も
波
瀾
の
発
端
と
な
っ
た
経
済
的
不
均
衡
の
問
題
が
解
消
さ
れ
て
結
末
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
︒

　

ち
な
み
に
﹁
救
孝
子
﹂
で
は
︑
無
実
の
息
子
を
殺
人
犯
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
母
親
︵
李
氏
︶
は
真
相
が
明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
︑
個
人

的
な
恨
み
を
述
べ
る
こ
と
は
な
い
︒
訴
え
た
王
氏
︵
李
氏
の
も
う
一
人
の
息
子
の
妻
の
母
︶
に
は
判
決
の
な
か
で
罰
が
宣
告
さ
れ
る
の
み

で
あ
る︶

27
︵

︒

　

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
︑
本
作
品
の
恋
愛
劇
か
つ
裁
判
劇
と
い
う
特
徴
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
が
︑
同
じ
く
開
封
の
市
街
を
舞
台
と
す
る
元

雑
劇
﹁
留
鞋
記
﹂
で
あ
る︶

28
︵

︒﹁
留
鞋
記
﹂
で
は
︑
恋
す
る
二
人
が
会
う
約
束
を
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
︑
女
が
殺
人
犯
と
し
て
つ
か

ま
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
か
ま
る
の
が
男
で
は
な
く
女
で
あ
る
と
こ
ろ
は
﹁
緋
衣
夢
﹂
と
は
逆
で
あ
り
︑
約
束
の
日
は
元
宵
節
︑
場
所
は
相

国
寺
で
あ
っ
て
屋
敷
の
庭
で
は
な
い
が
︑
恋
す
る
二
人
が
親
に
隠
れ
て
夜
に
会
う
約
束
を
し
て
︑
そ
の
結
果
冤
罪
が
生
じ
る
と
こ
ろ
は
共

通
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
文
脈
は
ま
っ
た
く
別
で
は
あ
る
が
︑
ど
ち
ら
も
物
語
に
﹁
鞋
﹂
が
関
わ
っ
て
い
る
︵
た
だ
し
﹁
緋
衣
夢
﹂
で
は
男

の
鞋
︑﹁
留
鞋
記
﹂
で
は
女
の
鞋
で
あ
る
︶︒
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
役
人
の
思
い
つ
く
計
略
も
共
通
で
あ
る︶

29
︵

︒
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お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
緋
衣
夢
﹂
は
類
型
的
要
素
を
ふ
ん
だ
ん
に
採
り
入
れ
つ
つ
︑
か
ろ
う
じ
て
統
一
を
保
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
い

え
よ
う
︒
ま
た
︑
抄
本
に
は
せ
り
ふ
の
繰
り
か
え
し
が
多
い
た
め
︑
刊
本
は
そ
れ
を
大
幅
に
刈
り
込
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
既
成
の
モ
チ
ー

フ
の
利
用
や
一
見
無
駄
に
も
思
わ
れ
る
せ
り
ふ
の
冗
漫
さ
は
︑
演
劇
を
楽
し
む
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
︑
欠
点
で
は
な
く
む
し
ろ
適

切
な
工
夫
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
に
お
い
て
も
︑
劇
中
世
界
の
整
合
性
よ
り
も
観
客
の
立
場
を
優
先
し
て
い
る
箇
所
を

い
く
つ
か
指
摘
し
た
︒

　

呉
晟
は
︑
宋
元
の
都
市
の
盛
り
場
で
あ
る
瓦
舎
︵
瓦
市
・
瓦
肆
・
瓦
子
と
も
表
記
さ
れ
る
︶
で
の
演
劇
に
見
ら
れ
る
﹁
繰
り
か
え
し
﹂

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

　
　

 　

瓦
舎
勾
欄
の
上
演
は
一
回
性
の
芸
術
で
あ
る
︒
劇
本
を
読
む
場
合
に
は
︑
何
度
も
読
み
返
す
こ
と
が
で
き
る
し
︑
読
む
の
を
や
め

て
し
ば
ら
く
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
る
が
︑
観
客
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
無
理
で
あ
る
︒
ス
ト
ー
リ
ー
が
や
や
複
雑
な
演
劇
で
あ

れ
ば
︑
観
客
に
は
︑
一
回
見
た
だ
け
で
は
内
容
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
︒
そ
の
う
え
︑
勾
欄
の
劇
場
に
独
特

の
環
境
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
当
時
の
条
件
の
も
と
で
は
音
響
や
視
覚
の
効
果
は
高
く
は
な
い
︒
観
客
の
流
動
性
は
特
に
大
き
く
︑
開

演
に
間
に
合
わ
な
い
者
も
い
れ
ば
︑
途
中
で
入
っ
て
く
る
者
も
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
観
客
に
配
慮
し
て
︑
勾
欄
の
上
演
で
は
ス
ト
ー

リ
ー
を
繰
り
か
え
す
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
︒
繰
り
か
え
す
こ
と
で
︑
た
と
え
遅
刻
や
途
中
入
場
を
し
た
観
客

で
あ
っ
て
も
︑
重
要
な
場
面
を
理
解
で
き
︑
ス
ト
ー
リ
ー
を
ほ
ぼ
完
全
に
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る︶

30
︵

︒
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市
場
地
の
勾
欄
に
お
け
る
上
演
を
考
え
れ
ば
︑
読
ん
だ
場
合
に
く
だ
く
だ
し
く
感
じ
る
せ
り
ふ
の
繰
り
か
え
し
に
も
必
然
性
が
あ
る
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
繰
り
か
え
し
だ
け
で
な
く
︑
類
型
的
要
素
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
︑
観
客
に
と
っ
て
の
わ
か
り
や
す
さ
や
︑
知
っ
て

い
る
こ
と
の
楽
し
み
を
重
視
し
た
結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
陳
腐
で
あ
る
と
か
模
倣
に
す
ぎ
な
い
な
ど
と
否
定
的
に
と
ら
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
別
の
劇
に
も
出
て
き
た
趣
向
や
場
面
は
︑﹁
あ
︑
ま
た
あ
れ
か
﹂
と
飽
き
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑﹁
あ
︑
ま
た

あ
れ
だ
﹂
と
喜
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

で
は
︑
そ
の
観
客
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
呉
晟
は
資
料
に
基
づ
き
︑
商
人
が
常
連
客
で
あ
っ
た
と

論
じ
て
い
る︶

31
︵

︒
思
え
ば
﹁
緋
衣
夢
﹂
全
篇
に
わ
た
っ
て
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
︑
役
人
を
除
け
ば
す
べ
て
開
封
の
街
の
商
家
の
人
々
で
あ

る
︒
王
家
は
も
ち
ろ
ん
︑
李
家
も
昔
は
そ
の
主
人
が
員
外
と
称
さ
れ
る
富
裕
な
商
家
で
あ
り
︑
裴
炎
も
ご
ろ
つ
き
で
あ
る
と
同
時
に
犬
肉

の
商
売
を
し
て
い
る
︒
茶
店
の
店
員
た
ち
も
こ
の
繁
華
な
街
で
働
い
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
作
品
は
︑
二
人
の
商
人
の
一
方
が
貧
し

く
な
っ
て
生
じ
た
不
和
が
︑
さ
ら
な
る
波
瀾
を
経
て
最
後
に
は
婚
姻
と
い
う
慶
事
を
迎
え
る
劇
︑
商
人
の
慶
祝
劇
で
あ
る
と
要
約
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う︶

32
︵

︒

　

刊
本
は
︑
読
曲
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
た
め
に
上
演
用
の
工
夫
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
せ
り
ふ
が
大
幅
に
省
略
さ
れ
︑
裁
判
も
一

回
に
減
ら
さ
れ
た
︒
一
方
︑
繰
り
か
え
し
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
刊
本
が
削
除
し
た
も
の
と
し
て
︑
末
尾
に
お
け
る
殺
さ
れ
た
梅

香
へ
の
言
及
が
あ
る
︒
抄
本
で
は
︑
銭
可
は
最
後
の
﹁
断
﹂
の
な
か
で
﹁
梅
香
死
本
家
超
度
﹂︵
梅
香
の
死
は
そ
の
一
族
で
超
度
す
る
こ
と
︶

と
述
べ
る
の
で
あ
る
︒

　

田
仲
一
成
は
︑
儀
礼
が
演
劇
へ
と
転
化
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
孤
魂
祭
祀
に
源
を
発
す
る
鎮
魂
劇
を
最
も
重
視
す
る
︒
こ
れ
に
は
英
霊
鎮

魂
劇
︵
英
雄
劇
︶
と
冤
鬼
鎮
魂
劇
︵
公
案
劇
︶
と
が
あ
り
︑
後
者
が
裁
判
劇
で
あ
る
の
は
︑
無
名
の
孤
魂
の
祭
祀
に
お
い
て
︑
孤
魂
に
対
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す
る
鎮
撫
が
神
仏
に
よ
る
裁
き
の
構
造
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
指
摘
し
て
い
る︶

33
︵

︒
本
劇
で
は
︑
冤
罪
を
被
っ
た
李
慶
安
は
死
を
免
れ
た

が
︑
殺
さ
れ
た
梅
香
は
二
度
と
帰
っ
て
は
来
な
い
︒
思
え
ば
︑
梅
香
は
仕
え
て
い
た
主
人
で
あ
る
閏
香
の
幸
福
を
願
っ
て
妙
案
を
講
じ
た

た
め
に
命
を
落
と
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
願
い
は
最
後
に
か
な
え
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
死
者
を
超
度
す
る
と
い
う
一
句
を
残
し
て
い
る

抄
本
は
︑
元
雑
劇
の
古
い
か
た
ち
を
残
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い︶

34
︵

︒

　
﹇
付
記
﹈
本
論
文
は
︑
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
の
助
成
を
受
け
た
﹁
中
国
近
世
白
話
文
学
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
生
成
の
研
究
﹂

︵
研
究
課
題
番
号
：25370405
︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

1　

銭
可
に
つ
い
て
︑
吉
川
幸
次
郎
﹁
元
雑
劇
研
究
﹂︵﹃
吉
川
幸
次
郎
全
集
﹄
第
十
四
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
八
︶
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

　
　
　

 

こ
の
二
つ
︹﹁
謝
天
香
﹂
と
﹁
緋
衣
夢
﹂︺
は
共
に
北
宋
の
開
封
府
尹
な
る
銭
大
尹
︑
名
を
可
︑
字
を
可
道
と
い
う
人
物
に
か
ら
む
物
語
で
あ
る
が
︑

こ
の
人
物
も
稗
史
中
の
名
判
官
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒﹁
清
平
山
堂
話
本
﹂
に
収
め
る
﹁
簡
帖
和
尚
﹂
は
︑
宋
の
話
本
と
認
め
ら
れ
る
が
︑
こ
の

疑
獄
物
語
を
解
決
す
る
判
官
も
︑
や
は
り
開
封
府
銭
大
尹
で
あ
り
︑﹁
両
浙
銭
王
の
子
︑
呉
越
国
王
の
孫
﹂
と
称
す
る
︒
ま
さ
し
く
雑
劇
に
銭

塘
の
人
と
す
る
の
と
︑
あ
い
合
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
私
の
ひ
そ
か
に
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
︑
宋
の
鄭
克
の
﹁
折
獄
亀
鑑
﹂
包
拯
の
条
に
︑﹁
按

ず
る
に
近
時
の
小
説
に
︑
朝
散
大
夫
銭
龢
の
一
事
を
載
せ
て
云
う
﹂
云
云
と
し
て
︑
そ
の
秀
州
嘉
興
県
の
知
事
で
あ
っ
た
時
の
断
獄
の
逸
話
を

付
記
す
る
銭
龢
が
︑
す
な
わ
ち
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
龢
と
可
と
は
音
が
近
い
し
︑
銭
龢
は
趙
景
深
氏
の
﹁
小
説
間
話
﹂
に
よ
れ
ば
︑

銭
勰
の
弟
で
あ
る
と
い
う
︒
し
か
ら
ば
龢
は
銭
彦
遠
の
子
︑
銭
易
の
孫
︑
呉
越
の
廃
王
銭
倧
の
曾
孫
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
っ
て
︑
ま
さ
し
く
﹁
両

浙
銭
王
子
︑
呉
越
国
王
孫
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︵
二
〇
四
頁
︑︹　

︺
内
は
廣
瀬
に
よ
る
︶︒

2　

孫
楷
第
﹃
也
是
園
古
今
雑
劇
考
﹄︵
上
雜
出
版
社
︑
一
九
五
三
︶
に
よ
れ
ば
︑
脈
望
館
抄
本
に
は
内
府
本
・
于
小
穀
本
・
来
歴
不
明
本
の
三
種
が
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あ
り
︑
こ
の
劇
は
来
歴
不
明
本
で
あ
る
︒

3　

二
種
の
刊
本
の
あ
い
だ
の
本
文
の
異
同
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒
冒
頭
の
タ
イ
ト
ル
は
い
ず
れ
も
﹁
銭
大
尹
智
勘
緋
衣
夢
﹂
で
あ
り
︑
古
雑
劇
本
で

は
作
者
名
に
続
け
て
冒
頭
に
正
目
の
﹁
王
閏
香
夜
鬧
四
春
園　

銭
大
尹
智
勘
緋
衣
夢　

李
慶
安
絶
処
幸
逢
生　

獄
神
廟
暗
中
彰
顕
報
﹂
が
あ
り
︑
古

名
家
雑
劇
本
で
は
末
尾
に
題
目
正
名
﹁
王
閏
香
夜
鬧
四
春
園　

銭
大
尹
智
勘
非
衣
夢　

李
慶
安
絶
処
幸
逢
生　

獄
神
廟
暗
中
彰
顕
報
﹂
が
あ
る
︵
古

雑
劇
本
と
の
違
い
は
﹁
緋
﹂
と
﹁
非
﹂
の
み
︶︒
こ
れ
に
対
し
て
抄
本
は
冒
頭
の
タ
イ
ト
ル
が
﹁
王
閏
香
夜
月
四
春
園
雑
劇
﹂
で
あ
り
︑
末
尾
の
題

目
が
﹁
銭
大
尹
智
取
賊
名
姓
﹂
正
名
が
﹁
王
閏
香
夜
月
四
春
園
﹂
で
あ
る
︒
王
家
の
庭
の
名
が
四
春
園
な
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
抄
本
の
本

文
中
に
は
四
春
園
と
い
う
語
は
登
場
せ
ず
︑
刊
本
で
は
曲
詞
に
一
箇
所
の
み
見
ら
れ
る
︒

4　

厳
敦
易
﹃
元
劇
斟
疑
﹄︵
中
華
書
局
︑
一
九
六
〇
︶︑
上
冊
三
五
二
頁
︒

5　

小
松
謙
﹃
中
国
古
典
演
劇
研
究
﹄
第
六
章
﹁
明
刊
諸
本
考
﹂︑
二
一
九
頁
︒︹　

︺
内
は
廣
瀬
に
よ
る
︒

6　

抄
本
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
劇
の
タ
イ
ト
ル
を
﹁
四
春
園
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
︑
本
劇
は
﹁
緋
衣
夢
﹂
が
通
称
と
な
っ
て
い
る
た
め
︑
抄
本

を
含
め
た
三
種
を
す
べ
て
﹁
緋
衣
夢
﹂
と
称
す
る
︒

7　

元
雑
劇
の
裁
判
劇
で
は
多
く
の
場
合
︑
有
能
な
役
人
が
裁
き
を
行
う
前
に
︑
ま
ず
無
能
な
役
人
に
よ
る
取
調
べ
の
場
面
が
あ
る
︒
役
人
は
仕
事
を

胥
吏
︵
令
史
や
外
郞
と
呼
ば
れ
る
︶
に
任
せ
き
り
に
し
︑
胥
吏
は
指
で
合
図
し
て
賄
賂
を
要
求
し
︑
拷
問
で
無
実
の
罪
を
自
白
さ
せ
る
と
い
う
の
が

常
套
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
刊
本
に
お
い
て
も
︑
こ
の
展
開
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
︒

8　

以
下
の
引
用
は
脈
望
館
抄
本
﹁
王
閏
香
夜
月
四
春
園
﹂
に
よ
る
︒

9　
﹁
脚
線
﹂
は
後
出
箇
所
︵
本
稿
で
は
引
用
し
な
い
︶
で
は
﹁
線
脚
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑﹁
線
脚
﹂
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
︒

10　
﹁
是
看
﹂
は
﹁
試
看
﹂
と
解
す
る
︒

11　

刊
本
で
は
﹁
金
銀
財
物
﹂
に
作
る
︒

12　

こ
の
約
束
は
梅
香
が
慶
安
に
金
品
を
渡
す
た
め
の
も
の
だ
が
︑
そ
の
約
束
を
し
た
あ
と
の
曲
詞
や
せ
り
ふ
は
閏
香
と
の
密
会
を
思
わ
せ
︑
結
局
ど



回
復
さ
れ
る
均
衡
︱
︱
元
雑
劇
﹁
緋
衣
夢
﹂
試
論

― 63 ―

ち
ら
な
の
か
曖
昧
で
あ
る
︒

13　

冒
頭
の
王
員
外
の
せ
り
ふ
で
閏
香
は
十
六
歳
︵
刊
本
で
は
十
七
歳
︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
指
腹
成
親
の
婚
約
者
に
も
か
か
わ
ら
ず
年
齢
に
差
が
生
じ

て
し
ま
っ
て
い
る
︒

14　

牢
屋
に
入
っ
て
い
る
李
慶
安
を
召
喚
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
︑
父
親
の
李
員
外
が
一
緒
に
登
場
す
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
あ
と
の

展
開
の
た
め
に
は
︑
確
か
に
父
親
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
︒

15　

せ
っ
か
く
再
度
の
取
調
べ
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
李
慶
安
が
申
し
開
き
を
し
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
が
︑
も
し
も
申
し
開
き
を
し
て
銭
可
が
判

決
文
を
書
く
の
を
や
め
る
と
︑
こ
の
あ
と
の
展
開
が
成
立
し
な
い
︒
ま
た
︑
た
と
え
ば
元
雑
劇
﹁
魔
合
羅
﹂
で
は
︑
胥
吏
に
滅
多
な
こ
と
を
言
う
と

殺
す
と
脅
さ
れ
て
い
て
申
し
開
き
が
で
き
な
い
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
お
り
︑
暗
黙
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

16　
﹁
門
﹂
は
底
本
で
は
﹁
裡
﹂
に
作
る
が
︑
続
い
て
﹁︵
外
郞
云
︶
可
早
来
到
也
︒
你
入
廟
去
︑
我
倒
拽
上
這
門
︑
我
将
着
這
紙
筆
︑
聴
他
説
甚
麽
﹂

と
い
う
箇
所
も
あ
る
た
め
︑﹁
門
﹂
に
変
え
た
︒

17　

こ
れ
は
寝
言
を
書
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
文
字
表
記
は
意
味
に
よ
っ
て
決
ま
る
は
ず
で
あ
る
︒
原
文
に
﹁
非
衣
両
把
火
﹂
と
あ
る
の
は
︑

す
で
に
﹁
裴
﹂
の
字
を
導
き
出
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
で
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
意
味
か
ら
考
え
て
﹁
緋
﹂
と
書
き
取
る
で
あ
ろ
う
︒﹁
緋
﹂

か
ら
同
音
の
﹁
非
﹂
を
導
き
出
す
過
程
が
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

　
　

ち
な
み
に
︑
こ
の
裴
炎
の
名
を
分
解
し
た
謎
は
︑
唐
代
の
実
在
の
人
物
裴
炎
に
ま
つ
わ
る
︑
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
︒
裴
炎
が
中
書
令
で
あ
っ
た
と
き
︑
徐
敬
業
と
駱
賓
王
が
則
天
武
后
に
対
し
て
反
乱
を
企
て
る
︒
駱
賓
王
は
裴
炎
を
仲
間
に
引
き
入
れ
る
た

め
に
童
謡
を
作
っ
て
子
ど
も
た
ち
に
歌
わ
せ
た
の
だ
が
︑
そ
の
歌
詞
が
﹁
一
片
火
︑
両
片
火
︑
緋
衣
小
児
当
殿
坐
﹂
で
あ
っ
た
︵﹃
朝
野
僉
載
﹄
巻
五
︶︒

18　

注
10
に
同
じ
︒
す
ぐ
あ
と
の
正
旦
の
せ
り
ふ
も
同
じ
︒

19　

本
劇
の
こ
こ
ま
で
の
流
れ
を
知
っ
て
い
る
観
客
／
読
者
に
対
し
て
は
︑
こ
れ
で
も
理
解
可
能
で
あ
る
が
︑
物
語
世
界
の
人
物
に
と
っ
て
は
説
明
不

足
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒こ
れ
を
物
語
世
界
が
十
分
に
自
立
し
て
い
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒刊
本
で
は
︑鞘
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
︑
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次
の
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
︒

　
　
　

 ︵
浄
旦
見
科
︶
司
公
哥
哥
︑
這
刀
子
是
我
家
的
︑
這
漢
子
偸
了
我
的
︒︵
竇
︶
将
来
我
看
︒︵
做
看
科
︶
元
来
王
員
外
家
梅
香
是
你
殺
了
︒︵
浄
旦
︶

不
干
我
事
︑
我
並
不
知
道
︒

　
　
　

 ︵
裴
炎
の
妻
︑
あ
い
さ
つ
す
る
し
ぐ
さ
︶
お
役
人
さ
ま
︑
こ
の
包
丁
は
う
ち
の
も
の
で
︑
こ
の
男
が
盗
ん
だ
の
で
す
︒︵
竇
鑑
︶
ど
れ
ど
れ
見
せ

て
ご
ら
ん
︒︵
見
る
し
ぐ
さ
︶
な
ん
と
王
員
外
の
家
の
梅
香
を
殺
し
た
の
は
お
ま
え
だ
っ
た
の
だ
な
︒︵
裴
炎
の
妻
︶
あ
た
し
に
は
関
わ
り
の
な

い
こ
と
︒
何
も
存
じ
ま
せ
ん
︒

　
　

つ
ま
り
︑
竇
鑑
が
王
員
外
の
家
の
梅
香
殺
し
の
件
に
つ
い
て
追
及
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
刊
本
は
概
し
て
こ
の
よ
う
な

合
理
化
を
行
っ
て
い
る
︒

20　

刊
本
で
は
第
四
折
前
半
︒

21　

注
19
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
刊
本
で
は
竇
鑑
が
王
員
外
の
家
の
梅
香
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
李
慶
安
の
名
は
出
し
て
い
な
い
︒
ち
な
み
に
刊
本
で
は
︑

裴
炎
の
妻
の
自
白
は
﹁
我
招
了
者
︒
是
俺
丈
夫
裴
炎
殺
了
王
員
外
家
梅
香
︑
図
財
致
命
来
﹂︵
白
状
し
ま
す
︒
あ
た
し
の
亭
主
の
裴
炎
が
王
員
外
の

家
の
梅
香
を
殺
し
ま
し
た
︒金
品
を
盗
も
う
と
命
を
奪
っ
た
の
で
す
︶で
あ
る
︒抄
本
で
は
裴
炎
の
妻
が
何
を
白
状
し
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が︵
自

分
が
殺
し
た
と
白
状
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
︶︑
刊
本
で
は
夫
の
犯
行
を
告
白
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
︒

22　
﹁
訪
﹂
は
﹁
仿
﹂
と
解
釈
す
る
︒

23　

獄
神
廟
に
つ
い
て
は
︑
李
喬
﹃
中
国
行
業
神
崇
拝
﹄︵
中
国
華
僑
出
版
公
司
︑
一
九
九
〇
︶
が
資
料
に
基
づ
き
︑
そ
の
歴
史
や
具
体
的
な
神
名
に

つ
い
て
解
説
し
て
い
る
︵
三
五
八
︱
三
六
三
頁
︶︒

　
　

ま
た
︑
廟
で
夢
を
見
て
真
実
を
知
る
と
い
う
要
素
を
含
む
元
雑
劇
に
﹁
崔
府
君
断
冤
家
債
主
﹂
が
あ
る
︒
第
四
折
で
︑
家
族
が
み
な
死
ん
で
し
ま
っ

た
正
末
が
城
隍
廟
で
そ
の
運
命
を
嘆
く
と
︑
ふ
い
に
睡
魔
に
襲
わ
れ
︑
夢
の
中
で
冥
界
に
行
っ
て
閻
羅
王
や
死
者
に
会
い
︑
真
実
を
知
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
廟
と
い
う
場
所
と
は
無
関
係
だ
が
︑
唐
代
小
説
﹁
謝
小
娥
伝
﹂
で
は
︑
小
娥
の
夢
に
殺
さ
れ
た
父
と
夫
が
現
れ
︑﹁
殺
我
者
︑
車
中
猴
︑
門
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東
草
﹂な
ど
と
︑や
は
り
漢
字
を
分
解
し
た
謎
の
か
た
ち
で
犯
人
の
名
を
教
え
る
︒い
ず
れ
に
お
い
て
も
夢
は
冥
界
へ
の
通
路
と
し
て
機
能
し
て
お
り
︑

死
者
か
ら
真
実
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒﹁
緋
衣
夢
﹂
で
︑
李
慶
安
が
﹁
犯
人
は
お
れ
﹂
と
あ
た
か
も
犯
人
が
自
供
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
寝
言

を
言
う
の
は
異
色
で
あ
る
︒
こ
の
あ
と
寝
言
を
書
き
取
っ
た
外
郞
が
そ
れ
を
読
み
上
げ
︑
銭
可
が
﹁
犯
人
は
お
ま
え
か
﹂
と
外
郞
を
捕
ら
え
よ
う
と

す
る
が
︑
こ
の
諧
謔
の
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

24　

廣
瀬
玲
子
﹁
お
お
わ
れ
た
真
実
︱
︱
元
雑
劇
﹁
救
孝
子
﹂﹁
殺
狗
勧
夫
﹂
試
論
︱
︱
﹂︵﹃
専
修
人
文
論
集
﹄
91
︑
二
〇
一
二
︶
参
照
︒

25　

こ
の
よ
う
な
原
則
は
唐
の
律
令
に
す
で
に
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄︵
創
文
社
︑
一
九
八
四
︶
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
︒

　
　
　

 

唐
の
律
令
に
現
わ
れ
る
裁
判
制
度
に
は
か
な
り
鮮
明
に
訴
追
主
義
︱
︱
も
ち
ろ
ん
私
的
訴
追
︱
︱
が
貫
か
れ
て
い
た
︒︵
︙
︶
訴
え
無
け
れ
ば

裁
判
無
き
こ
と
を
原
則
的
に
宣
言
し
︑
そ
し
て
さ
よ
う
な
訴
え
を
提
起
す
る
者
に
は
重
大
な
責
任
︱
︱
訴
え
ら
れ
る
者
が
蒙
る
危
険
と
正
確
に

匹
敵
す
る
だ
け
の
危
険
︱
︱
を
引
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
唐
律
令
の
建
て
前
で
あ
っ
た
︒
訴
え
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
︑

原
告
は
︑
訴
え
が
も
し
真
実
で
あ
っ
た
な
ら
ば
被
告
が
受
け
た
で
あ
ろ
う
と
同
じ
だ
け
の
刑
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
を
誣
告
反

坐
の
法
と
い
う
︵
六
三
︱
六
四
頁
︶︒

26　

刊
本
は
︑
李
員
外
が
王
員
外
を
訴
え
て
か
ら
︑
説
得
さ
れ
て
許
す
ま
で
の
せ
り
ふ
の
分
量
を
三
分
の
一
以
下
に
減
ら
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の

場
面
の
状
況
を
考
え
れ
ば
︑
抄
本
の
李
員
外
の
饒
舌
は
き
わ
め
て
リ
ア
ル
で
あ
る
︒

27　
﹁
救
孝
子
﹂
の
現
存
テ
キ
ス
ト
は
元
曲
選
本
の
み
で
あ
る
︒

28　

廣
瀬
玲
子
﹁
誰
も
死
な
な
い
︱
︱
元
雑
劇
﹁
留
鞋
記
﹂
試
論
︱
︱
﹂︵﹃
中
国
哲
学
研
究
﹄
24
︑
二
〇
〇
九
︶
参
照
︒

29　

た
だ
し
︑﹁
留
鞋
記
﹂
で
は
死
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
た
人
が
実
は
意
識
を
失
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
︑
殺
人
は
起
こ
っ
て
い
な
い
︒

30　

呉
晟
﹃
瓦
舎
文
化
与
宋
元
戯
劇
﹄︵
中
国
社
会
科
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
︶︑
二
一
三
︱
二
一
四
頁
︒

31　

同
上
︑
一
〇
九
︱
一
一
〇
頁
︒
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32　

元
雑
劇
の
裁
判
も
の
で
あ
る
﹁
魔
合
羅
﹂﹁
勘
頭
巾
﹂﹁
留
鞋
記
﹂﹁
殺
狗
勧
夫
﹂
な
ど
に
お
い
て
も
商
人
あ
る
い
は
行
商
人
が
主
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
︒
商
人
た
ち
は
︑
あ
る
い
は
市
場
地
に
店
を
構
え
︑
あ
る
い
は
近
隣
か
ら
や
っ
て
き
て
市
場
地
で
商
売
を
す
る
︒
市
場
地
に
は
瓦
舎
が

あ
り
︑劇
が
上
演
さ
れ
て
い
た
︒裁
判
劇
に
商
人
が
よ
く
登
場
す
る
の
は
︑彼
ら
が
観
客
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒そ
し
て
さ
ら
に
︑

商
人
が
金
銭
に
関
わ
る
も
め
事
に
巻
き
こ
ま
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
︒

　
　

ち
な
み
に
︑
登
場
人
物
名
な
ど
は
異
な
る
が
﹁
緋
衣
夢
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
展
開
を
見
せ
る
戯
曲
が
南
戯
や
各
種
地
方
劇
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
こ

の
話
柄
の
人
気
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
詳
し
く
は
︑
陶
君
起
編
著
﹃
京
劇
劇
目
初
探
﹄︵
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
八
︶
一
七
一
頁
の
﹁
血
手
印
﹂

の
項
︑
趙
興
勤
・
趙
韡
﹁
関
漢
卿
︽
緋
衣
夢
︾
雑
劇
之
情
節
蛻
変
﹂︵﹃
古
典
文
学
知
識
﹄
二
〇
〇
六
︲
一
︶
を
参
照
︒

33　

田
仲
一
成
﹃
中
国
演
劇
史
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
八
︶︑
一
一
一
頁
︑
一
二
三
頁
︒

34　
﹁
救
孝
子
﹂
で
は
︑
判
決
に
梅
香
へ
の
言
及
は
な
い
︒



iii

Recovering the Balance: A Reading of Yuan 
Courtroom Drama Feiyimeng 緋衣夢

by Hirose Reiko

Feiyimeng 緋衣夢 is a piece of courtroom drama which deals with a murder 

case.  The author attempts to prove that this drama enacts the process of 

recovering some imbalances among characters.

The plot is as follows: Li Qing’an 李慶安, a son of a merchant, has been 

engaged to Wang Runxiang 王閏香, a daughter of another merchant. Their 

fathers used to be good friends, but as the Li family gets poor, father Wang 

decides to cancel the engagement. Wang Runxiang comes up with the idea of 

sending some valuables to Qing’an to make betrothal money.  One night, just 

before Qing’an comes to Wang’s garden to receive it from her maid, a villain 

called Fei Yan 裴炎 sneaks into the garden, kills the maid and steals the money. 

Runxiang’s father accuses Qing’an as murderer, and the officer falsely gives a 

sentence of death on him. As new judge Qian Ke 銭可 arrives at the office and 

reinvestigates the case, supernatural force prevents him from execution of Qing’
an.  Qian Ke then makes Qing’an sleep in the prison shrine. The words Qing’an 

says in his sleep forms a puzzle, so Qian Ke solves it and gets the murderer’s 

name. Even though the murderer is caught, the case is not yet settled, because 

Qing’an’s father condemns Wang in turn for the false accusation. Runxiang 

apologizes for what her father has done and persuades Li to excuse him. The 

proposal of Wang family, to take care of all the betrothal money to compensate 

the injustice, is finally accepted by Li.  Judge Qian Ke decides to give a banquet 

to celebrate their marriage. 

The author’s reading is as follows: The drama begins with the economic gap 

between two families. The imbalance finally leads them to the court, and 

culminates in the death sentence.  At the last moment, with the help of 



iv

supernatural force, the judge is able to reveal the truth and all the imbalances are 

redressed at the end.  The finale is the marriage which offers prospects for 

prosperous future of two families.

Also, in Feiyimeng, there are several elements that are common with other 

Yuan courtroom dramas. They must have served to make the audience feel 

familiar and enjoy the performance.

The author thus concludes that we can situate Feiyimeng as a drama of 

celebration for merchants in the cities, which presents a phase of theatrical 

evolution from consolation of wandering spirits to secular entertainment.


