
82

臣
前
例
欲
撰
記
古
今
怪
異
非
常
之
事
､
含
緊
散
逸
､
使
同
一
革
博
訪
知
之
者
､
片
紙
残
行
､
事
事
各
異
｡

(
u
)

竹
田
晃
｢
干
宝
試
論
-
｢
晋
紀
｣
と
｢
捜
神
記
｣
の
間
-
｣
(
貢
京
支
那
学
報
=
一
､
完
六
五
)
｡

本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

二

｢
六
朝
唐
代
小
説
史
上
に
お
け
る
諸
問
題
｣

(
報
告
)

溝
部
良
恵

私
の
発
表
は
コ
ハ
朝
唐
代
小
説
史
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
｣
で
す
｡
適
当
な
題
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
諸
問
題
と
い
う
こ
と
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
内
容
と
し
て
は
今
回
先
生
が
講
義
さ
れ
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
ま
で
い
つ
も
小
南
先
生
の

論
文
は
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
､
今
回
は
授
業
を
通
し
て
直
接
先
生
の
研
究
方
法
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

先
生
は
､
大
胆
な
仮
説
を
た
て
､
そ
れ
を
膨
大
な
文
献
で
後
付
け
す
る
と
い
う
方
法
で
､
六
朝
､
唐
代
小
説
史
研
究
に
お
い
て
大
き
な
成

果
を
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
今
回
の
集
中
講
義
を
通
し
て
､
先
生
が
普
段
ど
の
よ
う
に
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
て
､
自
分
の
不
勉
強
を
恥
じ
る
と
と
も
に
､
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
｡

私
も
唐
代
小
説
を
専
攻
し
て
い
ま
し
て
､
常
日
頃
唐
代
小
説
史
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
考
え
て
い
ま
す
｡
そ
れ
で
今
回
は
､
自
分
の
考

え
を
文
献
な
ど
で
後
付
け
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
､
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の

小
説
史
の
変
遷
に
つ
い
て
､
考
え
て
い
る
こ
と
を
､
二
三
述
べ
ま
す
の
で
､
ご
批
判
を
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
｡

･
ま
ず
従
来
の
六
朝
唐
代
小
説
の
研
究
史
の
特
徴
を
簡
単
に
説
明
し
､
そ
の
後
で
先
生
の
諸
論
文
か
ら
､
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
小

説
史
の
流
れ
を
先
生
が
ど
う
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
､
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

中
国
で
は
近
代
以
後
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
に
よ
っ
て
､
本
格
的
な
六
朝
唐
代
小
説
の
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
｡
そ
れ
は
中
国
に
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お
け
る
六
朝
唐
代
小
説
史
研
究
の
囁
矢
で
あ
る
と
と
も
に
､
内
容
と
し
て
も
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
､
以
来
魯
迅
の
説
が
ほ
ぼ
定
説
と

さ
れ
て
い
ま
す
｡
魯
迅
の
説
の
特
色
を
､
後
の
六
朝
唐
代
小
説
史
研
究
に
与
え
た
影
響
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
､
三
点
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
第
一
点
と
し
て
は
｢
小
説
も
詩
の
よ
う
に
唐
代
に
至
り
一
変
し
た
｣
と
い
う
言
葉
の
通
り
､
六
朝
志
怪
と
い
う
事

実
の
記
録
を
書
い
た
も
の
か
ら
､
唐
代
伝
奇
つ
ま
り
虚
構
の
物
語
へ
と
い
う
変
遷
に
お
い
て
大
き
な
質
的
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
､
具
体
的

に
言
え
ば
唐
代
で
初
め
て
虚
構
を
用
い
た
小
説
が
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
｡
第
二
点
と
し
て
､
唐
代
以
前
に
も
､
志
怪

以
外
に
｢
桃
花
源
記
｣
｢
五
柳
先
生
伝
｣
な
ど
小
説
的
な
文
章
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
､
題
材
の
面
で
あ
く
ま
で
伝
奇
の
原
点
は

志
怪
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
｡
三
点
目
と
し
て
は
､
魯
迅
が
『
中
国
小
説
史
略
』
の
中
で
取
り
上
げ
た
の
は
､
中

庸
期
に
書
か
れ
た
単
行
の
伝
奇
が
中
心
で
あ
っ
て
､
そ
れ
以
外
の
志
怪
風
の
作
品
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
あ

り
ま
す
｡
三
点
目
に
関
し
て
は
実
際
に
は
ど
う
か
と
い
う
と
､
伝
奇
的
な
作
品
以
外
に
も
沢
山
の
志
怪
風
の
作
品
が
書
か
れ
て
お
り
ま
し

て
､
同
時
代
的
な
相
を
捕
ら
え
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
こ
の
三
点
が
後
の
六
朝
唐
代
小
説
史
研
究
に
与
え
た
影

響
は
大
変
に
大
き
い
の
で
す
が
､
志
怪
か
ら
伝
奇
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
､
初
唐
か
ら
盛
唐
を
｢
補
江
総
自
猿
伝
｣
｢
古
鏡
記
｣
な
ど
の

先
駆
的
作
品
が
見
ら
れ
る
の
み
で
､
ほ
か
に
は
見
る
べ
き
も
の
の
な
い
空
白
期
と
み
な
し
､
中
庸
に
至
り
､
沈
既
済
の
｢
任
氏
伝
｣
､
元

横
｢
鴛
驚
伝
｣
､
自
行
簡
｢
李
娃
伝
｣
な
ど
の
唐
代
伝
奇
を
代
表
す
る
よ
う
な
作
品
が
集
中
し
て
書
か
れ
た
､
と
い
う
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を

示
し
ま
し
た
｡
こ
の
こ
と
に
関
し
て
､
魯
迅
は
作
者
が
急
激
に
増
加
し
た
の
は
､
閲
元
･
天
宝
以
降
だ
､
と
述
べ
て
､
六
朝
志
怪
を
経
て
､

中
庸
に
突
如
集
中
し
て
伝
奇
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
魯
迅
の
説
は
現
荏
に
い
た
る
ま
で
ほ
ぼ

定
説
と
さ
れ
て
､
多
く
の
研
究
が
そ
れ
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡
そ
の
際
に
､
と
り
わ
け
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇
に
か
け
て

の
変
遷
は
い
か
な
る
過
程
を
経
て
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
中
国
小
説
史
上
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
と
認
識
さ
れ
て
､
従
来

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
考
察
が
試
み
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡
し
か
し
こ
れ
は
私
が
従
来
の
六
朝
唐
代
小
説
史
研
究
に
対
し
て
考
え
て
い
る

こ
と
で
す
が
､
魯
迅
以
後
の
研
究
に
は
い
く
つ
か
の
変
質
が
み
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
｡
例
え
ば
魯
迅
の
説
､
特
に
そ
の
う
ち
第
三
の
点
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を
あ
た
か
も
経
典
の
よ
う
に
重
視
し
て
し
ま
っ
て
､
先
に
指
摘
し
た
一
､
二
の
点
､
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇
へ
の
飛
躍
と
継
承
の

問
題
が
議
論
さ
れ
ず
に
曖
昧
に
扱
わ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
し
か
も
研
究
対
象
が
､
魯
迅
が
『
中
国
小
説
史
略
』
で
取
り

上
げ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
､
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
進
化
論
的
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
も
非
常
に
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
｡
そ
れ

は
具
体
的
に
い
う
と
､
例
え
ば
李
剣
国
氏
の
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
と
い
う
本
の
前
言
を
み
て
み
ま
す
と
､
そ
こ
で
は
唐
代
以
前
の

小
説
の
こ
と
を
｢
先
唐
古
小
説
の
幼
稚
な
状
態
｣
と
述
べ
､
あ
る
い
は
唐
代
小
説
､
伝
奇
が
出
た
あ
と
も
志
怪
的
な
小
説
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
比
喩
す
る
た
め
に
､
｢
猿
が
進
化
し
て
人
と
な
っ
て
も
ま
だ
猿
が
い
る
よ
う
に
､
人
と
猿
が
共
存
す
る
と
い
う
の
は
文
学
史
上

で
い
え
ば
小
説
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
｣
と
い
っ
て
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
唐
代
伝
奇
を
小
説
と
し
て
大
変
進
化
し
た
形
態
と
考
え

て
､
そ
れ
以
前
の
も
の
を
未
発
達
な
も
の
と
す
る
進
化
論
的
観
点
か
ら
の
小
説
史
観
が
あ
り
､
こ
れ
は
李
剣
国
氏
の
み
な
ら
ず
､
と
く
に

中
国
に
お
け
る
研
究
に
お
い
て
は
よ
く
見
ら
れ
る
考
え
方
で
す
｡
た
だ
李
剣
国
氏
の
研
究
は
､
魯
迅
の
研
究
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
第
三
の

｢
単
行
伝
奇
が
中
心
で
他
の
作
品
を
取
り
あ
げ
て
い
な
い
｣

と
い
う
現
状
を
埋
め
よ
う
と
い
う
姿
勢
か
ら
､
唐
代
に
は
伝
奇
以
外
に
も
志

怪
的
な
小
説
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ー
そ
れ
を
猿
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
一
研
究
を
進
め
て
お
り
､
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
と

い
う
書
は
､
原
本
が
ほ
と
ん
ど
残
ら
ず
､
類
書
に
散
逸
し
て
い
る
唐
五
代
の
小
説
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
､
作
品
や
作
者
に
関
す
る
基
本
的

な
情
報
や
逸
文
の
存
在
状
況
な
ど
を
丹
念
に
調
べ
た
点
に
､
大
き
な
功
績
が
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
せ
っ
か
く
こ
う
し
た
基
礎
的
な
研
究
が

積
み
上
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
､
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
は
進
化
論
的
な
小
説
史
観
の
枠
を
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

こ
う
し
た
魯
迅
の
小
説
研
究
あ
る
い
は
以
後
の
小
説
研
究
の
変
質
に
つ
い
て
は
､
再
考
す
る
必
要
が
あ
り
､
こ
れ
は
わ
た
し
の
一
つ
の

研
究
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
が
､
他
に
重
要
な
研
究
と
し
て
は
､
程
毅
中
氏
の

『
唐
代
小
説
史
話
』

(
文
化
芸
術
出
版
社
･
一
九
九
〇
)

が

あ
り
ま
す
｡
こ
れ
も
伝
奇
以
外
の
唐
代
小
説
の
研
究
を
進
め
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
研
究
で
す
｡
程
氏
の
研
究
が
､
唐
代
に
書

か
れ
た
小
説
す
べ
て
を
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
を
､
自
覚
的
に
打
ち
出
し
た
最
初
の
研
究
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
全
体
的

な
考
え
方
は
､
や
は
り
進
化
論
的
な
観
点
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
そ
う
し
た
中
で
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
､
劉
勇
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強
･
戦
立
忠
両
氏
の
｢
『
中
国
小
説
史
略
』
の
学
術
理
念
と
表
現
方
式
｣
と
い
う
論
文
で
す
｡
こ
こ
で
は
魯
迅
自
身
が
進
化
論
な
ど
当
時

の
思
想
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
て
､
魯
迅
の
小
説
史
研
究
の
特
質
を
､
当
時
の
学
問
状
況
か
ら
再
度
検
討
し

な
お
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
ま
す
｡

こ
れ
が
大
体
現
在
の
六
朝
唐
代
小
説
史
研
究
の
現
状
で
す
が
､
小
南
先
生
の
六
朝
か
ら
唐
代
の
小
説
に
関
す
る
研
究
も
常
に
志
怪
か
ら

伝
奇
へ
の
変
遷
の
過
程
の
解
明
を
視
野
に
い
れ
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
｡
先
生
も
従
来
の
小
説
研
究
に
見
ら
れ
る
､
近
代
小
説
を
小
説

史
に
お
け
る
頂
点
と
し
､
そ
れ
以
前
の
古
典
小
説
の
諸
作
品
を
｢
近
代
小
説
へ
の
上
昇
過
程
に
あ
る
､
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
作
品
｣
と
す

る
進
化
論
的
思
考
に
異
を
唱
え
､
｢
古
い
時
代
に
形
成
さ
れ
た
小
説
的
な
文
芸
作
品
を
､
そ
れ
ぞ
れ
が
存
在
す
る
意
味
を
多
面
的
に
把
握

し
､
各
々
の
独
自
性
を
損
な
わ
な
い
ま
ま
に
文
学
史
の
中
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
｣
こ
と
が
大
事
だ
と
さ
れ
て
い
て
､
実
際
に
沢
山
の

研
究
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
際
に
小
南
先
生
は
｢
物
語
論
的
な
研
究
｣
を
自
覚
的
な
方
法
と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
｢
物
語
論
的
研
究
｣
に
つ
い
て
は
､
先
生
ご
自
身
の
定
義
に
よ
れ
ば
､
｢
文
字
に
定
着
さ
れ
た
後
の
作
品
を
そ
の
表
現
を
中
心
と
し

て
分
析
す
る
｣
と
い
う
一
番
日
の
方
法
と
､
さ
ら
に
一
つ
は
｢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
存
す
る
意
味
を
そ
の
文
芸
を
育
ん
だ
社
会
で
の
語
り

の
場
と
の
関
係
を
通
じ
て
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
｣
と
い
う
合
せ
て
二
つ
の
大
き
な
方
法
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
て
､
先
生
は
第
二

の
方
法
に
基
づ
い
て
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
小
説
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
成
果
を
上
げ
ら
れ
て
来
ま
し
た
｡

ま
ず
先
生
の
お
考
え
に
つ
い
て
私
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

六
朝
志
怪
は
､
①
前
期
志
怪
小
説
､
干
宝
『
捜
神
記
』
を
代
表
と
す
る
儒
家
的
志
怪
小
説
と
②
後
期
志
怪
小
説
､
王
攻
『
冥
祥
記
』
な

ど
の
仏
教
志
怪
小
説
､
③
民
間
の
語
り
物
文
芸
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
『
西
京
雑
記
』
『
王
子
年
拾
遺
記
』
な
ど
の
三
種
類
が
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
ら
は
中
下
層
官
僚
層
･
地
方
官
僚
層
の
語
り
の
場
で
語
ら
れ
た
も
の
が
文
章
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

妄
､
唐
代
の
伝
奇
小
説
は
､
六
朝
の
後
期
志
怪
小
説
が
達
成
し
た
成
果
を
受
け
継
ぎ
､
更
に
文
学
的
な
洗
練
を
加
え
て
成
立
し
た
も

の
で
す
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
六
朝
志
怪
小
説
と
唐
代
伝
奇
小
説
の
接
点
を
な
す
の
が
､
唐
初
の
唐
臨
『
冥
報
記
』
で
す
｡
『
冥
報
記
』
は
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元
来
の
志
怪
小
説
の
流
れ
と
仏
教
説
話
を
融
合
し
た
も
の
で
す
が
､
そ
の
語
り
の
場
は
唐
臨
が
所
属
し
て
い
た
高
官
僚
層
の
｢
語
り
の
場
｣

に
あ
り
ま
し
た
｡
『
冥
報
記
』
に
収
め
ら
れ
た
話
は
､
そ
こ
で
語
ら
れ
た
も
の
が
文
章
化
さ
れ
た
も
の
で
す
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
唐
臨

が
所
属
し
た
高
官
僚
の
語
り
の
場
が
､
中
庸
以
後
の
官
僚
層
の
中
で
の
語
り
の
場
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
､
小
南
先
生
は
お
考
え
に
な
っ

て
い
ま
す
｡
ま
た
こ
う
し
た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
だ
け
で
な
く
､
『
冥
報
記
』
の
中
で
は
､
描
写
が
筋
書
き
か
ら
離
れ
て
独
立
し
っ
つ
あ

る
､
聞
き
書
き
と
い
う
形
式
が
話
の
事
実
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
､
虚
構
の
物
語
を
措
く
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
な
ど
の
点
に
､

六
朝
期
の
志
怪
小
説
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
､
後
の
伝
奇
小
説
を
育
む
基
盤
と
な
る
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
｡
中
庸
で
の
､
唐
代
伝
奇
の
発
生
に
関
し
て
の
お
考
え
は
､
｢
唐
代
伝
奇
小
説
の
精
華
を
な
す
部
分
は
､
中
庸
時
代
の
限
ら
れ
た
期
間

の
う
ち
に
､
ま
と
ま
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
｡
(
中
略
)
な
ぜ
唐
代
伝
奇
小
説
の
頂
点
が
中
唐
時
期
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
､
ま

だ
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
盛
唐
と
中
庸
の
間
に
あ
っ
た
社
会
構
造
の
変
化
-
直
接
に
は
知
識
人
階
層
を
め
ぐ
る
社
会
環
境
の

変
化
-
が
､
小
説
的
文
芸
の
展
開
を
う
な
が
し
た
｡
｣
と
い
う
も
の
で
す
｡
そ
れ
か
ら
､
授
業
で
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
､

『
任
氏
伝
』
『
李
娃
伝
』
の
末
尾
に
書
か
れ
た
創
作
の
経
緯
か
ら
､
当
時
の
知
識
人
達
の
｢
話
｣
の
場
で
語
ら
れ
た
も
の
が
､
文
字
に
定
着

さ
れ
て
｢
伝
｣
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
し
て
｢
伝
｣
と
は
､
特
殊
な
加
工
技
術
と
い
い
ま
す
か
､
｢
基
礎
と
な
る
｢
話
｣
(
唐
代

の
語
り
の
場
)
の
上
に
､
そ
れ
を
文
字
に
ま
と
め
た
人
の
創
作
意
欲
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
加
え
ら
れ
て
､
別
の
も
の
に
昇
華
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
創
作
意
識
を
支
え
て
い
た
の
は
､
伝
記
作
者
た
ち
の
､
社
会
の
一
般
通
念
に
対
す

る
一
種
の
違
和
感
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
｣
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
そ
の
中
で
特
に
同
じ
理
念
を
持
っ
て
小
説
の
創
作
を
行
っ

た
元
白
集
団
の
役
割
を
大
変
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
｡
以
上
の
よ
う
に
､
魯
迅
の
示
し
た
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇
へ
の
変
遷
の
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
に
そ
い
な
が
ら
､
各
時
代
の
語
り
の
場
の
変
遷
に
よ
っ
て
､
こ
の
時
代
の
小
説
史
の
変
遷
を
説
明
さ
れ
る
と
い
う
の
が
小
南
先
生
の

お
考
え
だ
と
､
私
は
考
え
て
い
ま
す
｡
そ
れ
に
対
し
て
私
が
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
､
大
き
く
二
点
あ
り
ま
す
｡
そ
し
て
そ
れ
を
ふ

ま
え
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡
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1

唐
代
伝
奇
は
中
庸
に
至
り
突
如
発
生
し
た
の
か

小
南
先
生
は
六
朝
志
怪
と
唐
代
伝
奇
を
つ
な
ぐ
重
要
な
作
品
と
し
て
唐
臨
『
冥
報
記
』
を
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
が
､
『
冥
報
記
』
の

ほ
か
に
も
､
中
庸
以
前
に
は
乾
元
年
間
に
牛
粛
『
紀
聞
』
､
大
暦
年
間
に
張
薦
『
霊
怪
集
』
､
大
暦
末
-
建
中
初
期
に
戴
字
『
広
異
記
』
な

ど
､
注
目
す
べ
き
作
品
が
多
数
あ
り
ま
す
｡
例
え
ば
『
紀
聞
』
に
は
六
朝
志
怪
風
の
作
品
(
｢
オ
緬
｣
(
巻
三
三
三
)
｢
渇
季
輔
｣
(
巻
三
六
一
)

な
ど
)
と
唐
代
伝
奇
の
先
声
と
い
わ
れ
る
作
品
(
｢
呉
保
安
｣
(
巻
一
六
六
)
な
ど
)
が
混
在
し
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
従
来
『
紀
聞
』
は
伝
奇

的
な
｢
呉
保
安
｣
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
私
が
読
ん
だ
限
り
で
は
､
む
し
ろ
｢
張
長
史
｣
(
巻
二
四
二
)
や

｢
田
氏
子
｣
(
巻
四
五
〇
)
と
い
う
よ
う
な
話
､
-
｢
田
氏
子
｣
と
い
う
話
は
二
人
の
人
間
が
森
の
中
で
出
会
っ
て
､
お
互
い
を
狐
だ
と
思
っ

て
攻
撃
し
あ
っ
て
､
後
に
別
々
に
帰
っ
て
き
て
､
そ
の
話
を
す
る
と
い
う
も
の
な
の
で
す
が
⊥
｣
の
よ
う
な
､
人
間
の
お
か
し
さ
を
措
い

た
と
こ
ろ
に
『
紀
聞
』

の
特
色
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

特
に
私
が
修
士
論
文
を
書
い
て
以
来
研
究
し
て
い
る
､
戴
寧
の
『
広
異
記
』
は
､
『
任
氏
伝
』
の
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
､
私

は
す
で
に
作
者
が
意
識
的
に
物
語
を
創
作
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
作
品
の
中
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
最
近
『
日
本
中
国
学
会
報
』
の
第
五
十
二
集
に
発
表
し
ま
し
た
拙
稿
｢
伝
奇
勃
興
以
前
の
唐
代
小
説
に
お

け
る
虚
構
に
つ
い
て
-
｢
准
南
猟
者
｣
(
『
紀
聞
』
)
と
｢
安
南
猟
者
｣
(
『
広
異
記
』
)
の
比
較
分
析
を
中
心
と
し
て
⊥
に
お
い
て
､
｢
准
南

猟
者
｣
と
｢
安
南
猟
者
｣
と
い
う
二
つ
の
話
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
､
『
広
異
記
』
が
い
か
に
意
識
的
に
虚
構
を
作
っ
て
い
る
か
を

分
析
し
ま
し
た
｡
他
に
も
､
『
広
異
記
』
で
は
､
作
者
が
自
分
の
好
ん
だ
話
を
新
た
な
テ
ー
マ
､
狙
い
を
設
定
し
て
何
度
も
書
き
直
す
と

い
う
作
業
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
簡
単
に
挙
げ
る
だ
け
で
も
､
今
述
べ
た
象
の
報
恩
弄
に
も
他
に
類
似
し
た
話
が
あ
り
ま
す

し
､
狐
が
人
間
の
家
に
押
し
か
け
て
ゆ
く
と
い
う
話
(
｢
楊
伯
成
｣
(
巻
四
四
八
)
｢
折
陽
令
｣
(
巻
四
四
八
)
｢
章
明
府
｣
(
巻
四
四
九
)
｢
唐
参

軍
｣
(
巻
四
五
〇
)
)
､
自
分
の
葬
式
を
仕
切
っ
て
し
ま
う
鬼
の
話
(
｢
郭
知
運
｣
(
巻
三
三
〇
)
｢
李
覇
｣
(
巻
三
三
)
｢
辞
高
石
｣
(
巻
三
三
七
)
)
､
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子
供
を
連
れ
て
行
く
鬼
の
話
(
｢
襲
盛
｣
(
巻
三
三
一
)
｢
安
宜
坊
書
生
｣
(
巻
三
三
一
)
)
､
鬼
と
人
間
の
異
類
通
姫
君
(
｢
張
果
女
｣
(
巻
三
三
〇
)

｢
封
張
史
女
｣

(
巻
三
八
六
)
)
な
ど
に
い
く
つ
か
の
類
話
が
あ
り
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
類
話
の
中
で
､
｢
唐
参
軍
｣

｢
李
覇
｣

｢
安
宜
坊
書
生
｣

｢
劉
張
史
女
｣
な
ど
は
､
戴
字
が
特
に
創
作
に
工
夫
を
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
て
い
ま
す
｡

一
例
と
し
て
､
短
い
話
で
す
が
､
｢
安
宜
妨
害
生
｣
と
｢
襲
盛
｣
と
い
う
話
を
挙
げ
ま
す
｡
こ
れ
は
あ
る
夜
主
人
公
の
家
に
鬼
が
や
っ

て
き
て
､
彼
と
は
関
係
の
な
い
子
供
を
冥
途
に
連
れ
て
行
く
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
話
で
す
｡
ま
ず
､
｢
襲
盛
｣
の
ほ
う
は
､
｢
董

士
元
が
云
う
｣
と
い
う
出
だ
し
で
は
じ
ま
り
､
あ
る
人
が
語
っ
た
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
｡
そ
し
て
､
襲
盛
と
い
う
人
は
､
鬼
に

命
令
さ
れ
て
､
実
際
に
子
供
を
袋
に
入
れ
て
抱
え
て
出
て
行
く
と
い
う
具
体
的
な
動
き
を
し
て
い
ま
す
｡
一
方
､
｢
安
宜
坊
書
生
｣
で
は
､

鬼
が
話
の
終
わ
り
近
く
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
､
｢
子
供
を
と
っ
て
い
く
た
め
に
は
､
生
き
て
い
る
人
間
を
連
れ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
｣

(
取
小
児
,
事
須
生
人
作
伴
)
と
い
う
理
由
の
た
め
に
､
書
生
は
鬼
か
ら
命
令
さ
れ
､
天
窓
か
ら
下
の
部
屋
を
見
下
ろ
す
と
い
う

行
為
を
し
ま
す
｡
こ
の
話
の
中
で
は
､
鬼
が
手
で
灯
り
を
消
す
と
､
母
親
は
異
常
を
察
知
し
､
父
親
に
｢
子
供
が
死
の
う
と
し
て
い
る
の

に
な
ぜ
寝
て
い
る
の
､
何
か
悪
い
も
の
が
来
て
火
を
消
し
て
い
る
か
ら
早
く
灯
り
を
つ
け
て
｣

(
見
今
垂
死
,
何
忍
貧
臥
?
通
有
悪
物
掩

火
.
可
強
起
明
燈
｡
)

と
言
い
､
そ
の
夫
婦
の
合
間
を
ぬ
っ
て
鬼
が
子
供
を
と
つ
て
い
く
､
そ
う
し
た
描
写
が
見
ら
れ
ま
す
｡
こ
の
よ
う

に
書
生
が
窓
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
設
定
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
洛
陽
の
ま
ち
の
片
隅
で
起
こ
っ
て
い
る
死
の
ド
ラ
マ
を
見
る
と
い
う

視
点
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
｡
｢
襲
盛
｣

の
ほ
う
は
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
､
人
間
が
鬼
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
珍
し
さ
だ

け
を
追
求
し
た
話
で
す
が
､
｢
安
宜
坊
書
生
｣

で
は
子
供
を
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
鬼
と
､
そ
れ
を
敏
感
に
察
知
す
る
母
親
の
姿
を
､
書

生
が
上
か
ら
見
下
ろ
す
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
､
母
親
が
焦
慮
し
っ
つ
も
そ
れ
と
知
ら
ず
に
鬼
と
す
れ
違
う
場
面
な
ど
､
サ
ス
ペ
ン
ス
を

は
ら
ん
だ
描
写
を
も
生
み
出
し
て
い
ま
す
｡
鬼
が
子
供
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
だ
け
の
話
に
終
わ
ら
ず
､
残
さ
れ
る
家
族
の
悲
し
み
な
ど

も
描
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
二
話
は
短
い
の
で
具
体
的
に
例
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
が
､
『
広
異
記
』

で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
狐
の
話
だ
と
思
い
ま
す
｡
唐
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代
の
狐
の
話
と
い
え
ば
沈
既
済
『
任
氏
伝
』
が
有
名
で
す
が
､
『
広
異
記
』

に
お
け
る
狐
の
話
は
､
そ
の
数
か
ら
も
特
筆
に
値
し
ま
す
｡

『
太
平
広
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る
八
三
話
の
狐
の
話
の
う
ち
､
唐
代
の
も
の
は
六
九
話
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
半
分
近
く
を
占
め
る
三
三
話

が
『
広
異
記
』
か
ら
出
て
い
ま
す
｡
ど
う
し
て
も
狐
の
話
と
い
え
ば
『
任
氏
伝
』
が
中
心
と
な
り
が
ち
で
､
他
の
作
品
の
研
究
は
今
ま
で

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
､
『
広
異
記
』

の
中
の
狐
の
話
を
分
析
す
る
こ
と
は
唐
代
小
説
の
研
究
に
と
つ
て
も
意
味
の

あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
｡
中
で
も
私
が
大
変
興
味
深
く
思
う
の
は
､
お
し
か
け
狐
の
話
で
す
｡
お
し
か
け
狐
と
い
う
の
は
､
私
が
そ
う

呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
､
あ
る
日
突
然
男
性
の
人
間
に
化
け
た
狐
が
や
っ
て
き
て
､
そ
の
家
の
女
性
と
結
婚
す
る
約
束
に
な
っ
て
い
る
､

な
ど
強
引
な
こ
と
を
い
う
と
い
う
話
で
す
｡
そ
の
中
の
｢
唐
参
軍
｣

(
巻
四
五
〇
)
と
い
う
話
を
説
明
し
ま
す
｡
二
尾
の
狐
が
遭
門
福
と
康

三
と
名
乗
る
人
間
に
化
け
､
唐
参
軍
の
家
に
ご
飯
を
食
べ
さ
せ
て
く
れ
と
や
っ
て
来
ま
す
｡
そ
の
時
に
唐
参
軍
は
冷
た
く
応
対
し
て
康
三

を
傷
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
｡
遭
門
福
が
後
で
仕
返
し
に
来
る
ぞ
と
捨
て
台
詞
を
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
た
め
に
､
唐
参
軍
一
家
は
恐
れ
を

な
し
て
､
僧
侶
を
呼
び
祈
祷
を
し
､
仏
に
祈
り
ま
し
た
｡
あ
る
日
仏
が
現
れ
て
､
な
ぜ
肉
食
を
し
な
い
の
か
と
言
っ
て
､
み
な
で
一
緒
に

肉
を
食
べ
ま
し
た
｡
そ
し
て
食
べ
終
わ
っ
て
ふ
と
壇
の
上
を
見
て
み
る
と
､
超
門
福
が
仏
に
化
け
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
､
と
い
う
お

話
で
す
｡
普
通
の
人
間
に
化
け
れ
ば
冷
た
く
接
し
､
仏
に
化
け
れ
ば
歓
待
し
て
言
う
こ
と
に
従
う
､
唐
参
軍
ら
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
を
泉

り
だ
す
狐
が
､
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
六
朝
以
前
に
は
こ
う
い
う
狐
は
な
い
と
思
い
ま
す
し
､
以
後
も
な
か
な
か
な
い
と

思
い
ま
す
｡
こ
う
し
た
人
間
と
雑
居
し
な
が
ら
､
人
間
の
す
る
ど
い
批
判
者
た
る
狐
は
『
広
異
記
』
の
中
で
は
じ
め
て
生
み
出
さ
れ
た
も

の
だ
と
思
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
『
広
異
記
』
で
は
す
で
に
作
者
が
あ
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
､
そ
れ
に
沿
っ
て
書
き
方
を
工
夫
し
､
新
た

な
物
語
を
作
る
と
い
う
意
図
的
な
創
作
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
従
来
『
広
異
記
』
に
つ
い
て
は
､
侯
忠
義
『
隋
唐
五
代
小
説
史
』
に
書
か
れ
た
よ
う
な
評
価
が
一
般
的
で
す
｡
｢
題
材
は
広
範

囲
に
捗
る
け
れ
ど
も
､
記
録
性
に
欠
け
て
い
る
｡
長
い
話
が
あ
る
け
れ
ど
も
､
細
か
い
描
写
に
は
欠
け
て
い
る
｡
従
っ
て
志
怪
か
ら
伝
奇

へ
の
過
渡
的
作
品
で
あ
る
｡
｣
と
言
っ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
こ
の
評
価
は
､
志
怪
的
か
伝
奇
的
か
と
い
う
評
価
で
し
か
な
く
､
『
広
異
記
』
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が
ど
う
い
う
作
品
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
の
議
論
で
は
全
く
な
い
と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
は
『
広
異
記
』
だ
け
で
な
く
､
『
紀
聞
』
あ

る
い
は
『
霊
怪
集
』
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
､
従
来
の
研
究
で
は
最
初
か
ら
｢
志
怪
に
し
て
は
潤
色
し
す
ぎ
て
い
て

事
実
と
は
思
え
な
い
｣
あ
る
い
は
｢
短
い
か
ら
伝
奇
的
で
な
い
｣
な
ど
､
機
械
的
な
分
け
方
を
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
こ
そ
は

従
来
の
六
朝
唐
代
小
説
史
研
究
の
根
本
的
な
問
題
点
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
で
す
か
ら
こ
う
い
っ
た
固
定
観
念
に
は
捉
わ
れ
ず
､

ま
ず
は
い
ろ
い
ろ
な
作
品
を
､
ど
こ
が
面
白
い
の
か
､
他
の
作
品
と
違
う
の
か
を
考
え
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
｡

ま
た
張
鷲
の
『
遊
仙
窟
』
な
ど
､
中
国
で
失
わ
れ
､
日
本
に
残
っ
て
い
た
作
品
が
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
､
中
庸
以
前
の
作
品
に

は
､
ほ
か
に
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
事
実
を
考
え
あ
わ
せ
る

と
き
､
初
唐
か
ら
盛
唐
に
か
け
て
の
伝
奇
的
な
作
品
と
い
わ
れ
る
『
古
鏡
記
』
や
『
補
江
総
自
猿
伝
』
な
ど
は
､
突
然
変
異
の
孤
立
し
た

作
品
と
考
え
る
の
で
は
な
く
､
様
々
な
模
索
の
中
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
の
時
期
は
空
白
期
と
い

う
よ
り
も
様
々
な
可
能
性
が
試
さ
れ
て
い
た
時
期
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
前
野
直
彬
先
生

が
『
春
草
考
』
所
収
の

｢
劉
希
夷
｢
洛
川
懐
古
｣

を
読
ん
で
｣

の
中
で

｢
中
国
小
説
史
に
と
つ
て
初
唐
は
模
索
の
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
｡
伝
奇
以
前
に
､
す
で
に
書
き
手
は
虚
構
を
意
識
し
､
創
作
を
行
っ
て
お
り
､
中
唐
に
お
い
て
突
如
志
怪

か
ら
伝
奇
へ
飛
躍
し
た
の
で
は
な
く
､
す
で
に
伝
奇
ま
で
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

疑
問
の
ふ
た
つ
目
と
し
て
は
､

2
.
中
庸
伝
奇
小
説
発
生
は
､
語
り
の
場
の
性
実
の
変
化
と
い
う
視
点
の
み
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
｡

六
朝
志
怪
が
､
中
下
層
官
僚
の
語
り
の
場
に
お
い
て
話
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
小
南
先
生
の
ご
指
摘
は
､
非
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常
に
説
得
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
そ
し
て
唐
代
に
至
る
と
､
新
興
の
官
僚
的
士
大
夫
層
達
が
構
成
す
る
｢
話
｣
の
場
で
物
語
が
語
ら
れ
､

彼
ら
の
思
い
を
結
晶
化
さ
せ
た
よ
う
な
物
語
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
も
事
実
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
し
か
し
語
り
の
場
や
語
り
の
場
を
構

成
し
て
い
た
士
大
夫
集
団
の
精
神
の
変
化
､
あ
る
い
は
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
な
変
化
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
､
伝
奇
の
発
生
の

過
程
が
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
か
?
唐
代
の
伝
奇
が
六
朝
の
志
怪
と
最
も
異
な
る
点
は
､
伝
奇
が
も
は
や
個
人
の
創
作
と
い
い
う
る
こ

と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
つ
ま
り
伝
奇
は
作
者
が
あ
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
､
そ
れ
を
虚
構
の
物
語
を
通
し
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡
創
作
の
き
っ
か
け
が
､
仲
間
内
で
の
語
ら
い
に
あ
っ
た
と
し
て
も
､
あ
る
一
つ
の
テ
ー
マ
に
ね
ら

い
を
定
め
､
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
文
章
に
定
着
さ
せ
る
と
い
う
作
業
は
､
最
終
的
に
作
者
個
人
の
力
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
､

と
考
え
て
い
ま
す
｡

例
え
ば
前
野
直
彬
先
生
が
挙
げ
ら
れ
た
例
で
す
が
､
前
野
先
生
は
､
中
庸
初
期
の
伝
奇
で
あ
る
､
陳
元
祐
の
『
離
魂
記
』
･
を
分
析
し
た

際
に
､
構
娘
と
の
縁
談
を
断
ら
れ
た
傷
心
の
王
宙
を
停
娘
が
追
い
か
け
て
く
る
場
面
で
､
｢
王
宙
が
船
中
で
眠
れ
ず
に
い
る
と
借
娘
が
追
っ

て
き
た
｣
と
書
け
ば
す
む
と
こ
ろ
を
｢
船
室
で
眠
れ
ず
に
い
る
王
宙
の
耳
に
川
岸
を
大
急
ぎ
で
走
る
足
音
が
聞
こ
え
て
き
た
｡
足
音
は
ま

も
な
く
船
に
着
き
､
誰
か
と
尋
ね
て
み
る
と
裸
足
で
走
っ
て
き
た
借
娘
で
あ
っ
た
｣

(
夜
方
半
.
宙
不
琴
忽
聞
岸
上
有
一
人
行
声
甚
速
.
須

爽
至
船
｡
間
之
.
乃
僑
娘
徒
行
疏
足
而
至
｡
)
と
描
写
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
｡
こ
れ
は
伝
奇
の
本
質
を
言
い
当
て
た
一
例
と
い
え
る

で
し
ょ
う
｡
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
志
怪
で
あ
れ
ば
た
だ
単
に
事
実
だ
け
を
書
い
た
で
し
ょ
う
が
､
『
離
魂
記
』
で
は
王
宙
の
立
場
に
限
定
し
､

王
宮
が
知
り
得
た
こ
と
の
み
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
読
者
に
も
情
報
が
不
完
全
に
し
か
伝
わ
ら
ず
､
却
っ
て
臨
場
感
を
増
す
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
の
違
い
､
つ
ま
り
｢
い
か
に
措
く
か
｣
と
い
う
こ
と
が
伝
奇
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
と

い
え
ま
す
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
一
人
の
人
物
の
限
定
さ
れ
た
立
場
か
ら
状
況
を
措
き
､
臨
場
感
を
増
す
と
い
う
方
法
は
､
す
で
に
私

が
分
析
し
た
『
広
異
記
』
の

｢
安
南
猟
者
｣

に
お
い
て
試
み
ら
れ
､
し
か
も
全
篇
非
常
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
成
功
し
て
い
ま
す
｡

で
は
『
広
異
記
』
は
も
う
伝
奇
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
と
､
私
は
先
ほ
ど
｢
唐
参
軍
｣
は
非
常
に
い
い
作
品
だ
と
は
い
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い
ま
し
た
が
､
『
任
氏
伝
』
と

｢
唐
参
軍
｣

の
間
に
は
な
お
何
か
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡
し
か
し
両
者
と
も
何
か
テ
ー
マ
を
設
定

し
て
､
文
章
で
表
現
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
､
優
劣
は
な
く
､
そ
の
点
を
考
え
る
と
両
者
の
違
い
は
や
は
り
文
体
の
違
い
な
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
今
後
よ
く
考
え
て
み
た
い
問
題
の
一
つ
で
す
｡

ま
た
小
南
先
生
は
｢
李
娃
伝
の
構
造
｣
に
お
い
て
､
李
娃
の
人
物
形
象
が
一
定
し
な
い
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
､
そ
の
原
因
は
前
半
と
後

半
で
そ
れ
ぞ
れ
違
う
価
値
観
に
基
づ
い
て
､
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
｡
し
か
し
李

娃
以
外
に
も
任
氏
､
鴛
鴛
な
ど
伝
奇
の
女
性
主
人
公
は
､
遊
女
の
よ
う
で
あ
っ
た
り
､
淑
女
の
よ
う
で
あ
っ
た
り
､
人
物
形
象
が
一
定
し

な
い
例
は
他
に
も
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
物
語
の
展
開
と
作
者
､
あ
る
い
は
読
者
の
都
合
に
合
せ
て
性
格
を
変
え
ら
れ
て
い
る
た
め
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
そ
し
て
さ
ら
に
そ
も
そ
も
李
娃
､
任
氏
､
鷺
篤
と
い
っ
た
主
人
公
を
一
貫
し
た
性
格
を
持
つ
女
性

と
し
て
措
く
こ
と
自
体
､
当
時
の
作
者
達
に
と
つ
て
は
ま
だ
そ
ん
な
に
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
も
思
い
ま
す
｡

つ
ま
り
虚
構
を
作
る
こ
と
の
難
し
さ
の
中
で
､
主
人
公
の
形
象
が
一
定
し
て
い
な
い
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

そ
う
し
た
と
き
に
中
庸
伝
奇
の
本
質
を
見
定
め
る
た
め
に
は
､
語
り
の
場
に
目
を
配
り
な
が
ら
も
､
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
､
第
一

の
物
語
り
論
的
研
究
方
法
､
つ
ま
り
個
々
の
作
品
に
立
ち
戻
り
作
品
の
表
現
の
分
析
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
｡
私
は
そ
こ
を
二
つ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
中
庸
伝
奇
発
生
の
過
程
と
い
う
も
の
が
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
｡

最
後
に
こ
れ
ま
で
､
従
来
の
唐
代
小
説
史
に
対
す
る
見
方
に
つ
い
て
､
い
く
つ
か
疑
問
を
述
べ
て
き
た
わ
け
で
す
が
､
そ
れ
に
対
し
て

私
が
考
え
て
い
る
こ
と

-

ま
だ
こ
れ
は
仮
説
で
あ
り
､
具
体
的
な
後
付
け
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
な
の
で
す
が

-

を
述
べ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
｡
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先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
､
六
朝
か
ら
唐
代
へ
小
説
史
が
変
遷
し
て
い
く
中
で
､
『
広
異
記
』
や
『
紀
聞
』
な
ど
に
お
い
て
は
､

あ
る
程
度
作
者
に
虚
構
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡
む
し
ろ
初
唐
か
ら
中
庸
に
か
け
て
は
様
々
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
小
南
先
生
が
今
回
の
授
業
で
『
古
鏡
記
』
の
文
体
が
現
行
の
『
太
平
広
記
』
巻
二
三
〇
の
テ
キ
ス
ト
で
は
｢
王

度
｣
と
三
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
､
『
太
平
御
覧
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
｢
余
｣
と
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
本
来

の
テ
キ
ス
ト
は
｢
余
｣
と
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
､
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
､
こ
れ
も
初
唐
か
ら
中
庸
に
か
け
て

の
自
由
な
試
み
の
一
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

一
方
､
元
白
集
団
の
伝
奇
制
作
活
動
と
い
う
の
は
､
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
小
説
史
の
流
れ
の
中
で
､
異
質
性
を
持
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
小
南
先
生
が
授
業
で
､
唐
代
伝
奇
中
の
非
常
に
よ
い
と
い
え
る
作
品
は
ほ
と
ん
ど
が
元
自
集
団
か
ら
出
て
い

る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
､
や
は
り
元
白
集
団
の
書
い
た
伝
奇
に
は
な
に
か
違
い
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
｡
例
え
ば
､
超
自

然
の
こ
と
が
な
く
､
人
間
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
は
こ
の
人
達
だ
け
で
あ
る
こ
と
や
､
小
南
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
､
新
興
士
大
夫

の
価
値
観
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
す
｡
つ
ま
り
あ
る
程
度
自
然
に
六
朝
か
ら
唐
代
へ
小
説
が
変
化
し
て
い
く
中
で
､
元
白
集
団
は

小
説
を
書
く
こ
と
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
､
意
識
的
に
､
文
学
全
体
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
､
自
分
達
の
文
学
的
試
み
の
一
貫
と
し
て
､

伝
奇
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
彼
ら
は
小
説
ば
か
り
で
な
く
､
新
楽
府
な
ど
､
叙
事
文
学
に
対
し
て
非
常

に
敏
感
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
､
か
な
り
意
識
的
に
多
様
な
文
体
を
試
み
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
そ
し

て
違
い
は
あ
り
ま
す
が
､
散
文
的
な
も
の
へ
の
興
味
を
強
め
て
い
く
中
庸
と
い
う
時
代
の
傾
向
を
考
え
て
み
れ
ば
､
韓
愈
､
柳
宗
元
と

い
っ
た
人
々
も
小
説
的
な
文
章
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
し
､
そ
れ
が
小
説
史
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
も
考

え
て
み
る
べ
き
問
題
の
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
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そ
の
一
方
で
元
白
集
団
が
作
っ
た
伝
奇
は
影
響
力
が
強
か
っ
た
の
で
､
初
唐
､
中
庸
初
期
存
在
し
た
多
様
な
可
能
性
が
､
方
向
性
と
い

う
点
で
は
一
つ
に
決
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡
そ
し
て
そ
れ
が
晩
唐
や
宋
代
の
伝
奇
が
お
も
し
ろ
く

な
く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
｡

元
白
集
団
が
試
み
て
い
た
こ
と
と
は
､
具
体
的
に
は
､
史
伝
や
楽
府
の
よ
う
に
､
す
で
に
中
国
文
学
の
中
に
存
在
し
て
い
た
叙
事
文
学

の
伝
統
を
結
集
し
て
小
説
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
中
国
の
詩
は
確
か
に
抒
情
詩
が
中
心
で
す
が
､
楽
府
な
ど

の
叙
事
文
学
の
伝
統
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
｡
こ
の
よ
う
に
す
で
に
あ
る
も
の
を
利
用
し
､
再
構
成
し
て
小
説
を
作
っ
た
と
い
う
点
で
彼
ら

の
試
み
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

例
え
ば
､
｢
李
娃
伝
｣

｢
鸞
驚
伝
｣
を
は
じ
め
と
し
て
唐
代
伝
奇
が
史
伝
体
(
紀
伝
体
)
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く

指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
､
な
ぜ
歴
史
の
文
体
を
虚
構
の
物
語
を
描
く
文
体
と
し
て
使
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
､
当
時
の
史
学
の
変
化
と
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
｡
そ
れ
は
唐
代
半
ば
に
お
い
て
断
代
紀
伝
体
に
対

し
編
年
通
史
が
復
興
し
て
き
た
､
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
杜
佑
の
『
通
典
』
で
す
｡
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
社
会
の
変
化
に
伴
い
求
め
ら

れ
る
知
識
の
質
が
変
わ
り
､
紀
伝
体
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
教
訓
よ
り
も
､
事
実
･
制
度
の
変
遷
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き

た
､
そ
れ
で
人
々
に
通
史
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
う
し
ま
す
と
､
元
白
集
団
の
人
々
が
紀
伝
体
を
用
い

る
際
に
は
､
歴
史
の
文
体
を
用
い
る
と
い
う
意
識
よ
り
は
､
人
物
を
措
く
の
に
紀
伝
体
と
い
う
方
法
は
便
利
だ
と
い
う
方
向
か
ら
､
利
用

さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
唐
代
伝
奇
発
生
の
過
程
､
そ
も
そ
も
唐
代
伝
奇
と
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て

い
く
に
あ
た
っ
て
､
中
庸
文
学
全
体
､
史
学
､
思
想
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
中
庸
に
お
い
て
小
説
が
文
学
と
し
て
､
人
間
の
様
々
な
姿
を
措
く
も
の
と
し
て
､
価
値
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
た
だ
､
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
､
そ
の
一
方
で
中
庸
以
前
の
小
説
が
も
っ
て
い
た
様
々
な
可
能
性

は
､
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
た
と
え
ば
宋
代
以
後
多
く
の
狐
の
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話
が
書
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
主
人
公
は
ほ
と
ん
ど
が
任
氏
の
よ
う
な
､
人
間
の
男
性
と
恋
を
す
る
狐
､
あ
る
い
は
人
間
に
対

し
て
た
だ
た
だ
邪
悪
な
だ
け
の
狐
の
み
で
､
『
広
異
記
』
の

｢
唐
参
軍
｣

に
見
ら
れ
た
よ
う
な
人
間
を
批
評
す
る
よ
う
な
狐
は
､
書
か
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
そ
れ
は
つ
ま
り
狐
が
出
て
く
る
小
説
は
､
人
間
の
矛
盾
や
､
欠
点
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
と
同
義
で
す
｡
そ
う
し
た
狐
は
､
清
代
､
蒲
松
齢
の
『
柳
斎
志
異
』
の
中
で
､
再
び
小
説
の
世
界
に
登
場
し
ま
す
｡
ご
存
知
の

よ
う
に
そ
こ
に
登
場
す
る
狐
達
は
､
人
間
と
親
し
み
な
が
ら
も
､
人
間
に
人
間
自
身
の
様
々
な
姿
を
自
覚
さ
せ
､
考
え
さ
せ
ま
す
｡
以
上

の
よ
う
に
､
私
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
､
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
､
初
唐
か
ら
中
庸
初
期
の
小
説
集
は
重
要
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡
こ
れ
で
発
表
を
終
わ
り
ま
す
｡

(
小
南
先
生
の
コ
メ
ン
ト
)

小
南
‥
論
旨
の
大
筋
は
そ
の
通
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
表
現
の
点
で
も
虚
構
の
点
で
も
初
唐
､
盛
唐
時
期
に
は
､
相
当
程
度
ま
で
中
庸

時
期
の
伝
奇
を
成
立
さ
せ
る
基
礎
的
な
部
分
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
｡
た
だ
､
文
学
史
と
い
う
の
は
常
に
そ
う
な
ん
で
す
が
､
そ
の
中

に
飛
躍
が
あ
る
ん
で
す
ね
｡
こ
う
い
う
条
件
が
あ
る
か
ら
こ
う
い
う
作
品
が
出
現
し
た
､
と
は
な
か
な
か
言
い
に
く
い
部
分
が
あ
っ
て
､

私
が
元
白
集
団
の
小
説
創
作
を
重
視
す
る
の
は
､
そ
こ
で
孤
立
し
た
特
別
の
質
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
｡
準
備
さ
れ
て

い
る
条
件
か
ら
す
ん
な
り
出
て
く
る
の
で
は
な
く
て
､
優
れ
た
作
品
は
常
に
そ
う
し
た
条
件
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
｡

飛
躍
が
あ
れ
ば
こ
そ
､
あ
る
意
味
で
中
国
小
説
史
に
残
る
作
品
に
な
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
う
し
た
現
象
を
ど
う
理
解
し
､
ど
う
意
味
付
け

る
か
は
文
学
史
の
書
き
方
に
よ
る
の
だ
と
考
え
ま
す
｡
言
わ
れ
た
こ
と
に
何
も
反
論
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
､
た
だ
､
虚
構
の
問
題
､

あ
る
い
は
表
現
の
問
題
だ
け
で
な
く
､
私
と
し
て
は
も
う
一
つ
､
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
措
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
小

説
史
を
考
え
る
上
で
は
特
に
重
要
で
あ
っ
て
､
恐
ら
く
そ
の
部
分
で
相
当
な
飛
躍
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
れ
は
や
は
り
中
庸
と
い

う
時
期
を
ま
た
ね
ば
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
以
後
に
も
十
分
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
｡
た
だ
､
そ
れ
が
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単
な
る
偶
然
で
は
な
く
て
､
や
は
り
元
白
集
団
の
周
辺
で
作
ら
れ
る
小
説
に
は
､
形
態
の
点
で
の
共
通
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
､
極
め
て
個

別
的
に
､
突
然
変
異
と
し
て
で
き
た
の
で
は
な
く
て
､
や
は
り
そ
れ
を
生
み
出
す
社
会
的
､
文
学
的
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
と
､
今
の
と
こ

ろ
は
そ
う
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
す
が
｡
『
鸞
鴛
伝
』
『
李
娃
伝
』
あ
る
い
は
『
零
小
玉
伝
』
も
そ
う
で
す
が
､
こ
う
い
っ
た
伝
奇

小
説
の
最
高
峰
を
為
す
作
品
は
､
唐
代
の
小
説
一
般
と
は
異
質
な
も
の
を
含
み
､
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
長
く
文
学
史
に
残
る
､
優
れ
た
作

品
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
で
す
か
ら
､
文
学
史
を
考
え
る
場
合
､
あ
る
作
品
の
基
礎
が
全
部
分
か
っ
た
か
ら
､
源
流
が
全
部
わ
か
っ

た
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
作
品
が
説
明
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
､
優
れ
た
作
品
に
は
い
つ
で
も
基
礎
的
な
条
件
や
歴
史
的
な
展
開

を
超
え
る
飛
躍
が
あ
っ
て
出
て
く
る
｡
あ
ま
り
説
明
に
は
な
ら
ん
の
で
す
が
､
そ
う
考
え
て
い
ま
す
｡

(
討
論
)

溝
部
‥
私
も
も
ち
ろ
ん
飛
躍
と
い
う
の
か
､
先
程
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
『
任
氏
伝
』
と
｢
唐
参
軍
｣

は
同
じ
よ
う
に
あ
る
テ
ー
マ
を
設

定
し
て
作
品
が
書
か
れ
る
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
､
読
ん
で
い
て
明
ら
か
に
違
う
部
分
が
か
な
り
あ
る
と
は
思
い
ま
す
｡
具
体
的
に
は
私

は
分
析
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
､
し
か
し
や
は
り
､
従
来
の
文
学
史
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
り
は
､
『
広
異
記
』
と
『
任
氏
伝
』
と
の

間
の
飛
躍
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
｡
小
南
先
生
に
伺
っ
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
先

生
は
『
広
異
記
』

の
よ
う
な
小
説
集
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
を
も
っ
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
か
｡

小
南
‥
私
は
だ
い
ぶ
昔
に
『
広
異
記
』
を
通
読
し
て
､
い
く
つ
か
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
ま
す
が
､
作
品
全
体
は
必
ず
し

も
､
｢
こ
れ
が
『
広
異
記
』
だ
｣
と
言
う
印
象
へ
ま
と
ま
る
も
の
が
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
｡
例
え
ば
も
う
少
し
下
っ
て
､
『
玄
怪

録
』
な
ん
か
を
読
む
と
､
い
ろ
ん
な
話
が
あ
っ
て
も
､
そ
の
作
品
全
体
を
通
じ
て
何
か
『
玄
怪
録
』
的
な
感
じ
が
し
ま
す
｡
し
か
し
『
広

異
記
』
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
印
象
が
残
ら
な
く
て
､
戴
字
と
言
う
人
物
が
何
の
た
め
に
こ
う
い
う
の
を
編
ん
だ
ん
か
な
と
疑
問
に
も
思

い
ま
す
｡
そ
う
で
な
く
て
ち
ゃ
ん
と
全
体
を
通
じ
て
こ
う
い
う
関
心
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
､
是
非
説
明
い
た
だ
け
れ
ば
と
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思
い
ま
す
｡

溝
部
‥
私
も
何
か
全
体
的
な
意
図
が
あ
っ
て
編
ん
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
お
も
し
ろ
い
話
を
集
め
､
一
つ
の

テ
ー
マ
を
何
回
か
練
り
直
し
て
､
自
分
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
を
書
い
て
い
く
｡
で
す
か
ら
､
そ
れ
が
社
会
的
意
味
を
持
つ
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
､
む
し
ろ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
､
そ
う
い
う
方
面
で
の
描
写
の
し
方
や
物
語
の
組
み
立
て
方
を
大
い

に
拡
張
し
た
小
説
集
だ
と
考
え
て
い
ま
す
｡

例
え
ば
､
『
離
魂
記
』
で
あ
れ
ば
､
好
き
な
男
性
と
の
結
婚
を
阻
む
､
家
族
制
度
な
ど
の
構
造
が
背
景
と
し
て
あ
っ
て
､
作
品
自
身
が

そ
う
し
た
価
値
観
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
も
っ
て
い
て
､
と
い
う
作
品
の
持
つ
意
味
が
強
調
さ
れ
ま
す
｡
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
中
庸
伝

奇
を
開
い
た
と
い
う
の
は
､
先
程
前
野
先
生
の
説
を
引
い
た
の
で
す
が
､
表
現
の
新
し
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
｡
中
庸
伝
奇
の
『
任
氏
伝
』
や
『
鴛
驚
伝
』
を
読
む
と
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
､
い
ろ
い
ろ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
入
っ
て
い

て
､
登
場
人
物
に
も
個
性
が
あ
っ
て
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
つ
ま
り
内
容
を
要
約
し
て
し
ま
え
ば
､
人
と
狐
の
悲
恋
あ
る

い
は
幼
い
初
恋
の
物
語
で
し
か
な
い
も
の
を
､
ど
れ
だ
け
お
も
し
ろ
く
す
る
か
､
内
容
を
お
も
し
ろ
く
感
じ
る
よ
う
に
書
け
て
い
る
か
､

中
庸
伝
奇
が
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
っ
た
背
景
に
は
､
そ
う
い
う
要
因
も
非
常
に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

そ
う
い
っ
た
意
味
で
､
『
広
異
記
』
は
､
聞
き
書
き
の
よ
う
な
話
の
中
に
､
｢
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
お
も
し
ろ
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
｣

と
い
う
意
味
で
の
作
者
の
創
作
意
識
が
あ
っ
て
､
い
ろ
い
ろ
な
話
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
｡

ぁ
と
も
う
一
つ
『
広
異
記
』
の
重
要
な
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
､
異
類
の
話
の
中
で
､
狐
の
詰
も
そ
う
で
す
が
､
作
者
の
姿
勢
が
､
人
間

中
心
主
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡
例
え
ば
｢
唐
参
軍
｣
で
も
狐
か
ら
見
れ
ば
人
間
は
あ
さ
ま
し
い
じ
ゃ
な
い
か
､
と
い
う
作
者
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
全
篇
を
通
じ
て
作
者
が
自
由
な
視
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
は
戴
挙
が
な
ぜ
象
の
報
恩
弄
の
｢
安
南
猟
者
｣
を
猟
師
の
視
点
か
ら
一
定
さ
せ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い

ぅ
問
題
に
も
通
じ
る
と
思
い
ま
す
｡
そ
れ
は
つ
ま
り
戴
学
に
は
象
の
行
動
を
動
物
の
す
る
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
と
決
め
付
け
る
の
で



98

は
な
く
､
ま
た
猟
師
と
同
じ
視
線
で
､
素
直
に
象
の
動
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
､
戴
撃
と
い
う
人
の
豊
か
な
感
性
に
負
う
と
こ
ろ
だ
と

思
い
ま
す
｡
こ
う
い
う
こ
と
は
む
し
ろ
人
間
中
心
主
義
の
伝
奇
で
は
失
わ
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
別
に
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
意
味
が
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
､
む
し
ろ
こ
う
し
た
豊
か
な
感
性
が
継
承
さ
れ
て
い
た
ら
､
文
言
小
説
の
世

界
は
も
っ
と
様
々
な
人
間
の
姿
を
描
け
る
ジ
ャ
ン
ル
に
育
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

小
南
‥
私
は
異
聞
の
記
録
が
で
き
る
に
つ
い
て
は
､
始
め
か
ら
の
創
造
じ
ゃ
な
く
て
､
聞
い
た
話
が
中
心
に
な
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の

で
す
が
､
『
広
異
記
』
の
場
合
に
は
戴
字
は
､
元
来
の
異
聞
に
相
当
手
を
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
｡

溝
部
‥
そ
う
で
す
｡
『
広
異
記
』
で
も
､
象
の
報
恩
讃
で
も
う
一
話
｢
聞
州
莫
謡
｣
と
い
う
､
聞
き
書
き
の
域
を
あ
ま
り
出
な
い
よ
う
な

作
品
も
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
｢
安
南
猟
者
｣
で
は
､
そ
れ
を
も
っ
と
お
も
し
ろ
く
す
る
た
め
に
､
象
の
動
き
を
､
猟
師
の
視
点
か
ら
見
え

た
も
の
に
限
っ
て
捉
え
て
い
ま
す
｡
異
類
の
報
恩
弄
に
お
け
る
要
と
い
う
の
は
､
や
は
り
人
間
と
異
類
は
言
葉
が
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
｡
『
紀
聞
』
の
｢
准
南
猟
者
｣
で
は
作
者
が
象
の
動
き
の
意
味
を
推
測
し
て
全
部
説
明
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
､
｢
安
南
猟

者
｣
は
､
猟
師
が
象
の
動
き
を
見
る
､
そ
の
象
の
動
き
を
書
く
､
と
い
う
こ
と
だ
け
で
話
が
進
ん
で
い
く
､
そ
れ
は
『
離
魂
記
』
の
先
ほ

ど
指
摘
し
た
部
分
の
書
き
方
と
非
常
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
､
あ
る
限
定
さ
れ
た
視
点
で
書
く
と
い
う
方
法
で
､
破
綻
さ

せ
る
こ
､
と
な
く
一
篇
を
き
ち
ん
と
書
い
て
い
ま
す
｡
｢
安
南
猟
者
｣
の
よ
う
な
象
の
報
恩
弄
は
内
容
的
に
は
よ
く
あ
る
話
で
新
鮮
味
が
な

い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
､
こ
の
話
に
限
っ
て
い
え
ば
､
他
の
報
恩
霹
を
読
ん
だ
時
よ
り
も
､
象
の
動
き
を
自
分
で
見
て
い
る

か
の
よ
う
に
感
じ
､
読
者
も
猟
師
と
一
緒
に
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
､
謎
解
き
に
参
加
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
､
そ
れ
は
確

か
に
戴
字
が
意
識
的
に
行
っ
た
こ
と
の
結
果
で
す
｡
他
に
先
程
も
挙
げ
た
お
し
か
け
狐
の
話
や
､
家
族
が
葬
式
が
出
せ
な
い
も
の
だ
か
ら

鬼
に
な
っ
て
戻
っ
て
き
て
自
分
の
葬
式
を
指
揮
す
る
と
い
う
｢
李
覇
｣
も
非
常
に
お
も
し
ろ
い
話
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
作
者
が
か
な
り
意

図
的
に
虚
構
の
創
作
を
追
及
し
た
例
と
し
て
挙
げ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
ま
す
｡

小
南
‥
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
､
た
だ
､
そ
う
な
ら
ば
､
全
編
に
そ
う
い
っ
た
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
の
に
､
必
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ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
…
｡
全
編
に
そ
う
い
う
意
識
が
感
じ
ら
れ
ま
す
か
?

溝
部
‥
い
え
､
そ
れ
は
､
全
編
に
は
そ
う
い
う
意
識
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
し
､
先
ほ
ど
『
玄
怪
録
』
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
､
や
は
り

中
庸
伝
奇
を
経
た
後
の
志
怪
書
と
比
べ
る
と
､
文
体
が
稚
拙
と
い
う
か
､
荒
削
り
な
部
分
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
､
そ
れ
は

過
渡
期
に
あ
っ
て
は
､
-
私
は
過
渡
的
な
作
品
と
一
概
に
否
定
的
に
決
め
つ
け
る
の
は
嫌
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
し
仕
方
の
な
い
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

小
南
‥
そ
れ
は
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡
た
だ
､
そ
れ
な
ら
ば
自
分
で
も
う
ま
く
構
成
で
き
た
と
考
え
る
篇
だ
け
を
集
中
し
て
出
し
た
ほ

ぅ
が
ず
っ
と
効
果
的
だ
っ
た
ん
で
は
な
い
で
す
か
｡
た
だ
死
後
の
出
版
な
の
で
､
別
の
人
の
編
纂
で
雑
多
な
も
の
が
ま
ざ
っ
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す
が
｡

溝
部
‥
そ
こ
に
つ
い
て
は
考
え
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
､
や
は
り
､
戴
字
に
と
っ
て
､
聞
き
つ
け
た
話
へ
の
素
朴
な
興
味
と
い
う
の
は

存
在
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡
は
じ
め
て
聞
い
た
お
も
し
ろ
い
不
思
議
な
話
､
そ
れ
を
も
残
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
意
識
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
そ
の
中
で
､
｢
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
話
が
作
れ
る
の
で
は
な
い
か
｣
と
思
っ
て
､
い
く
つ
か
の
話
に
つ
い

て
自
分
で
そ
う
い
う
試
み
を
し
て
み
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
こ
こ
は
本
人
に
聞
い
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど

も
､
雑
多
な
も
の
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
本
人
が
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

小
南
‥
何
と
も
結
論
は
つ
き
に
く
い
で
す
が
､
た
だ
こ
う
い
っ
た
､
語
り
の
場
に
は
極
め
て
語
り
の
う
ま
い
人
が
い
た
｡
侯
白
だ
と
か
､

幾
人
か
有
名
な
人
が
い
ま
す
ね
､
そ
う
い
っ
た
人
の
語
り
に
は
原
話
に
な
い
よ
う
な
枝
葉
を
つ
け
た
語
り
を
や
っ
て
人
気
を
博
し
て
た
可

能
性
が
あ
る
と
思
え
ま
す
｡
で
す
か
ら
語
り
の
場
の
中
で
す
で
に
そ
の
よ
う
な
部
分
も
入
っ
て
た
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
以
前

｢
人
虎
伝
｣
の
関
係
の
も
の
､
人
が
虎
に
な
っ
た
話
を
､
幾
つ
か
集
め
て
比
べ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
､
基
本
の
筋
書
き
は
同
じ

で
も
そ
れ
ぞ
れ
が
工
夫
し
な
が
ら
語
っ
て
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
｡
そ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
確
か
に
文
章
に
す
る
段
階

で
加
工
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
と
は
思
う
ん
で
す
け
ど
も
Q
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溝
部
‥
表
現
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
､
む
し
ろ
私
は
宋
代
以
降
の
白
話
小
説
は
語
り
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
必
ず
し

も
表
現
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
と
は
亭
え
な
い
と
思
い
ま
す
｡
む
し
ろ
文
言
小
説
の
ほ
う
が
､
表
現
の
部
分
で
成
熟
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
語
ら
れ
方
が
､
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
を
文
に
定
着
さ
せ
る
段
階
で
､
逐
一
語
っ
た
通
り
に
文
に

す
れ
ば
､
お
も
し
ろ
い
も
の
が
出
て
く
る
と
は
思
え
な
い
の
で
す
｡
色
々
な
状
況
設
定
な
ど
を
細
か
く
書
き
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
､

は
じ
め
て
呼
ん
で
お
も
し
ろ
い
作
品
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
例
え
ば
小
南
先
生
が
授
業
で
挙
げ
ら
れ
た
､
柳
宗
元
の
『
河
間

伝
』
を
お
も
し
ろ
く
し
て
い
る
の
は
､
文
章
だ
け
で
､
貞
淑
な
河
間
が
だ
ん
だ
ん
追
い
詰
め
ら
れ
､
恐
ら
く
本
人
も
思
っ
て
も
み
な
か
っ

た
よ
う
な
彼
女
の
本
性
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
過
程
が
本
当
に
よ
く
措
か
れ
て
い
る
た
め
だ
と
思
う
の
で
す
｡
も
ち
ろ
ん
唐
代
伝
奇
の
多

く
の
話
が
語
り
の
場
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
確
か
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
､
文
に
定
着
し
て
い
く
段
階
が
非

常
に
難
し
く
､
重
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
『
鴛
鷺
伝
』
に
し
て
も
､
元
積
の
若
い
頃
の
経
験
が
も
と
で
あ
り
､
仲
間
内
で
語
っ

た
話
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
元
積
が
最
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
語
り
の
場
だ
け
か
ら
は
出
て
こ
な
い
､
自
分
自
身
の
中
か
ら
で
て

き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
さ
ら
に
そ
れ
を
伝
え
る
だ
け
の
文
章
を
自
分
が
練
っ
て
書
い
て
い
く
こ
と
､
そ
れ
が
非
常
に
重
要
だ
と
思
い

ま
す
｡
語
り
の
場
が
背
景
に
あ
っ
た
と
し
て
も
最
終
的
に
は
個
人
の
力
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

戸
倉
‥
何
か
質
問
が
あ
る
方
は
い
ま
せ
ん
か
｡

佐
野
‥
今
の
小
南
先
生
と
溝
部
さ
ん
の
や
り
取
り
を
聞
い
て
い
て
思
っ
た
ん
で
す
が
､
『
広
異
記
』
と
単
行
の
伝
奇
と
何
が
違
う
か
と
い

う
と
､
話
を
た
く
さ
ん
集
め
て
本
に
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
と
､
一
つ
に
集
中
し
て
一
篇
の
｢
伝
｣
と
い
う
も
の
を
作
る
と
こ
ろ
で
､
作
品

に
対
す
る
意
識
が
ち
が
う
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
､
い
か
が
で
し
ょ
う
か
｡
例
え
ば
『
広
異
記
』
だ
と
自
分
で
幾
つ
か
書
い
て
い
て
､
一

方
で
あ
ま
り
工
夫
し
て
い
な
い
も
の
も
ご
つ
ち
ゃ
に
し
て
､
六
朝
か
ら
あ
る
よ
う
な
､
｢
話
を
集
め
て
本
に
し
ま
し
た
｣
と
い
う
も
の
に

な
る
の
が
､
中
庸
に
な
る
と
､
韓
愈
､
柳
宗
元
も
そ
う
な
ん
で
す
が
､
一
篇
一
篇
の
文
章
に
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
違
う
よ
う
な
気
が

す
る
の
で
す
が
｡
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溝
部
‥
そ
れ
に
対
し
て
は
､
私
と
小
南
先
生
と
で
意
見
の
相
違
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
､
先
生
が

｢
伝
｣

と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
作
業
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
私
も
そ
う
思
う
の
で
す
｡
そ
の
作
業
が
､
先
生
は
語
り
の
場
で
行
わ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
主
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
て
､
私
は
も
っ
と
個
人
的
な
も
の
で
､
自
分
で
文
体
を
練
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
だ
か
ら
こ

そ
最
終
的
に
作
品
が
で
き
あ
が
っ
た
､
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
番
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡

佐
野
‥
で
は
､
『
広
異
記
』
に
つ
い
て
は
｢
語
り
の
場
｣
的
な
も
の
は
基
本
的
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
?

溝
部
‥
い
え
い
え
､
『
広
異
記
』
の
中
に
も
実
は
戴
李
白
身
が
出
て
き
て
､
神
お
ろ
し
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
居
合
わ
せ
た
と
い
う
｢
王
法

智
｣
(
巻
三
〇
五
)
と
題
す
る
話
が
一
篇
だ
け
残
っ
て
い
て
､
む
し
ろ
も
し
か
し
た
ら
『
太
平
広
記
』
に
入
れ
ら
れ
る
段
階
で
そ
う
い
う
部

分
が
か
な
り
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡
し
か
し
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
最
終
的
に
私
が
『
広
異
記
』
を
評
価
し
て

い
る
点
と
は
､
作
者
が
自
分
で
文
に
定
着
し
て
い
く
作
業
で
あ
っ
て
､
伝
奇
以
前
に
も
す
で
に
か
な
り
意
識
的
に
創
作
し
て
い
る
､
そ
し

て
そ
の
成
功
し
て
い
る
一
部
分
の
作
品
は
伝
奇
と
遜
色
な
い
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

佐
野
‥
分
か
り
ま
し
た
｡

戸
倉
‥
先
ほ
ど
溝
部
さ
ん
が
小
南
先
生
の
お
考
え
を
ま
と
め
た
中
で
出
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
､
小
南
先
生
に
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

｢
伝
奇
作
者
達
の
創
作
意
識
を
支
え
て
い
た
の
は
､
社
会
の
一
般
通
念
に
対
す
る
一
種
の
違
和
感
で
あ
っ
た
｣
と
あ
る
の
で
す
が
､
こ
の

｢
違
和
感
｣
と
は
何
か
と
い
う
点
と
､
先
ほ
ど
の
や
り
取
り
の
中
で
､
初
､
盛
唐
に
伝
奇
を
成
立
さ
せ
る
基
礎
的
な
も
の
は
用
意
さ
れ
て

い
た
と
い
っ
て
も
､
伝
奇
に
は
飛
躍
が
あ
る
､
そ
し
て
そ
の
飛
躍
と
い
う
の
は
措
か
れ
る
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い
か
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
､
こ
の
人
間
関
係
と
い
う
点
と
､
二
点
を
も
う
少
し
説
明
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
｡

小
南
‥
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
､
や
は
り
伝
奇
小
説
の
最
も
優
れ
た
部
分
は
人
間
ど
う
し
の
関
係
を
措
こ
う
と
し
た
点
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
､
も
し
そ
こ
に
異
類
が
出
る
と
し
て
も
そ
れ
は
人
間
関
係
の
比
喩
と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
｡
こ
の
人
間
同
士
が
結
ぶ
関
係
性
を
典
型
化
し
､
結
晶
化
し
て
定
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
伝
奇
小
説
の
最
も
優
れ
た
部
分
が
あ
ろ
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う
と
考
え
ま
す
｡
そ
の
場
合
の
人
間
関
係
と
い
う
の
は
､
実
際
に
存
在
す
る
社
会
の
人
間
関
係
で
す
が
､
し
か
し
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
形

で
矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
っ
た
矛
盾
の
あ
る
現
実
の
関
係
性
を
何
ら
か
の
形
で
乗
り
越
え
る
こ
と
､
あ
る
い
は
そ
れ
に
鋭
い
批

判
を
持
つ
目
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
､
い
わ
ば
物
語
を
動
か
す
力
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
で
す
か
ら
人
間
関
係
の
矛
盾
が
筋
書
き
と

し
て
の
動
き
を
作
っ
て
い
く
ん
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡

そ
う
し
た
関
心
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
初
磨
か
ら
中
庸
の
時
期
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
｡
初
唐
時
期
の
作
品
で
は
必
ず
し
も
人
間
関
係

を
直
接
に
､
人
間
ど
う
し
の
平
等
な
立
場
の
中
で
表
現
し
て
は
い
な
い
｡
と
こ
ろ
が
中
庸
時
期
に
な
る
と
､
や
は
り
平
等
な
立
場
(
個
と

個
の
関
係
)

の
中
で
の
人
間
関
係
を
描
い
て
､
そ
の
矛
盾
の
中
で
小
説
を
動
か
そ
う
と
い
う
作
品
が
出
て
き
た
｡
そ
う
し
た
意
欲
は
や
は

り
何
ら
か
の
形
で
中
庸
社
会
の
特
質
と
つ
な
が
っ
て
お
り
､
中
庸
に
な
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
､
そ
う
考
え
て

お
り
ま
す
｡

戸
倉
‥
こ
の

｢
社
会
に
対
す
る
違
和
感
｣
と
い
う
点
が
理
解
し
に
く
い
の
で
､
『
李
娃
伝
』
『
鴛
鴛
伝
』
『
任
氏
伝
』
な
ど
を
書
い
た
作
者

達
が
､
ど
の
よ
う
な
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的
に
お
話
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

小
南
‥
士
大
夫
階
層
の
論
理
と
い
う
表
現
で
､
そ
れ
を
取
り
出
せ
ば
､
士
大
夫
階
層
の
建
前
と
し
て
の
論
理
に
対
し
て
､
士
大
夫
階
層
の

内
部
で
も
や
は
り
違
和
感
が
あ
り
､
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
原
動
力
に
し
て
小
説
は
動
い
て
い
く
ん
だ
と
思
い
ま
す
｡

戸
倉
‥
士
大
夫
階
層
の
中
で
の
論
理
に
対
し
､
･
作
者
達
が
そ
れ
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
｡
そ
う
し
ま
す
と
､
例
え
ば
『
李
娃
伝
』

な
ど
で
す
と
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
｡

小
南
‥
例
え
ば
､
士
大
夫
階
層
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
､
科
挙
の
成
功
ま
で
助
け
て
く
れ
た
李
姓
を
捨
て
て
で
も
出
世
し
て
い
く
べ
き
だ
と

考
え
ら
れ
た
｡
そ
う
し
た
論
理
に
対
す
る
違
和
感
が
､
す
ぐ
れ
た
伝
奇
小
説
に
共
通
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
｡
『
驚
驚
伝
』
に
し
て
も

『
零
小
玉
伝
』
に
し
て
も
､
そ
れ
ま
で
尽
く
し
て
く
れ
た
女
性
を
捨
て
て
､
官
位
に
登
っ
た
以
上
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
家
柄
の
娘
さ
ん
を
妻

に
す
べ
き
だ
と
い
う
､
こ
れ
が
士
大
夫
階
層
の
論
理
だ
と
す
れ
ば
､
や
は
り
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
｡
少
な
く
と
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も
元
積
が
そ
れ
に
対
す
る
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
白
居
易
は
感
じ
て
い
た
の
で
､
そ
れ
は
迷
い
だ
と
彼
に
対
し
て
言
っ
て

い
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
し
た
違
和
感
が
『
驚
鷺
伝
』
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
､
『
蜜
小
玉
伝
』
も
同
様
で
あ
っ
て
､
そ
う
い
っ
た
矛
盾

を
最
後
ま
で
解
決
で
き
な
い
か
ら
､
怪
異
だ
と
か
任
侠
的
な
人
を
物
語
の
中
に
取
り
込
ん
で
､
そ
う
し
た
要
素
に
矛
盾
の
解
決
を
求
め
よ

ぅ
と
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
｡

戸
倉
‥
『
任
氏
伝
』
の
場
合
に
も
そ
う
い
う
違
和
感
は
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
｡

小
南
‥
難
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
『
任
氏
伝
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
､
人
間
ど
う
し
の
関
係
よ
り
も
さ
ら
に
純
粋
な
関
係
が
人
間

と
狐
と
の
間
に
結
ば
れ
た
､
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
､
人
間
ど
う
し
の
関
係
が
完
全
な
理
想
的
な
も
の
で
は
な
い
と
､
そ
う
い
う
こ
と
を
言

ぅ
た
め
に
人
間
と
狐
と
の
関
係
を
描
き
出
し
た
｡
少
し
機
械
的
な
言
い
方
で
す
け
ど
､
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡
で

す
か
ら
や
っ
ぱ
り
､
『
任
氏
伝
』
を
生
み
出
し
た
の
は
､
人
間
関
係
へ
の
関
心
､
少
な
く
と
も
現
実
の
人
間
関
係
は
完
全
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡

戸
倉
‥
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
こ
れ
は
以
前
｢
変
身
讃
の
変
容
｣
と
い
う
文
章
(
『
東
洋
文
化
』
七
一
､
一
九
九
〇
年
)
で
も
書
い

た
の
で
す
が
､
私
は
ど
う
も
『
任
氏
伝
』
と
い
う
作
品
は
､
男
性
読
者
を
最
も
喜
ば
せ
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
小
説
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
｡
任
氏
の
人
格
が
一
貫
し
な
い
と
い
う
の
も
そ
こ
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
一
つ
三
の
場
面
で
は
と
て
も

魅
力
的
に
措
か
れ
て
い
ま
す
が
､
一
人
の
女
性
と
し
て
は
矛
盾
が
あ
り
､
例
え
ば
葦
釜
と
い
う
男
性
に
迫
ら
れ
て
も
人
間
の
女
性
の
力
だ

け
で
抵
抗
す
る
わ
け
で
す
｡
そ
し
て
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
っ
て
最
後
に
は
押
さ
え
け
ら
れ
て
し
ま
う
9
そ
こ
で
あ
の
有
名
な
､
｢
鄭
六
さ

ん
は
気
の
毒
だ
わ
｣
と
い
う
演
説
を
し
て
､
葦
釜
を
感
動
さ
せ
て
免
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
最
後
に
殺
さ
れ
る
場
面
で
も
､
犬

に
追
い
か
け
ら
れ
て
正
体
を
現
し
､
か
み
殺
さ
れ
て
し
ま
う
｡
し
か
し
そ
れ
以
前
の
部
分
で
は
鄭
六
の
た
め
に
女
妖
の
力
を
使
っ
て
お
金

儲
け
を
さ
せ
て
い
ま
す
｡
人
間
を
超
え
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
そ
れ
は
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
は
全
く
使
わ
ず
､
人
間
の

男
性
に
お
金
儲
け
を
さ
せ
た
り
､
男
性
の
た
め
に
好
み
の
女
性
を
手
に
入
れ
た
り
す
る
と
き
に
だ
け
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
『
任
氏
伝
』
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に
つ
い
て
は
､
さ
き
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
｢
違
和
感
が
あ
る
｣
と
い
う
お
考
え
に
は
納
得
で
き
な
い
も
の
を
感
じ
ま
す
｡

志
怪
と
伝
奇
に
つ
い
て
､
私
の
全
般
的
な
感
想
を
お
話
し
ま
す
と
､
学
生
の
頃
､
い
ろ
い
ろ
な
国
の
い
わ
ゆ
る
幻
想
文
学
､
つ
ま
り
現

実
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と
を
題
材
に
す
る
文
学
を
集
中
的
に
読
ん
で
い
た
時
期
が
あ
り
ま
す
｡
そ
の
中
で
『
聯
斎
志
異
』
は
､
非

常
に
古
臭
い
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
現
代
に
も
通
用
す
る
よ
う
な
斬
新
な
も
の
も
あ
る
｡
唐
の
伝
奇
に
も
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
る
｡
で

も
一
番
驚
い
た
の
は
､
六
朝
志
怪
だ
っ
た
の
で
す
｡
志
怪
に
は
あ
る
人
が
夜
道
で
化
け
物
に
会
い
､
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
か
､
あ
る
人
の

母
親
が
､
入
浴
中
に
亀
に
変
わ
っ
た
と
か
､
荒
唐
無
稽
な
こ
と
が
断
定
的
に
､
ま
る
で
天
か
ら
降
っ
て
く
る
よ
う
な
書
き
方
で
書
い
て
あ

る
｡
い
つ
､
ど
こ
で
､
誰
に
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
は
､
大
体
き
ち
ん
と
書
い
て
い
ま
す
｡
し
か
し
何
故
と
い
う
問
い
が
な
い
｡
理

由
は
一
切
不
明
な
の
に
､
事
柄
の
細
部
が
妙
に
細
か
く
書
か
れ
て
い
て
､
実
感
を
持
っ
て
迫
っ
て
き
ま
す
｡
こ
ん
な
お
か
し
な
文
章
が
一

体
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
か
､
ず
っ
と
興
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
､
あ
る
時
た
ま
た
ま
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
の
書
い
た
文
章
が
目
に

留
ま
り
ま
し
た
｡
幽
霊
や
吸
血
鬼
を
テ
ー
マ
と
す
る
西
洋
の
怪
奇
小
説
に
つ
い
て
の
も
の
で
､
そ
う
い
う
文
学
は
｢
不
信
の
娘
｣
で
あ
る

と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
｡
人
間
が
怪
し
い
も
の
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
頃
に
は
､
三
面
記
事
風
の
ご
く
簡
単
な
記
述
で
す
ん
で
し
ま
っ
た

け
れ
ど
も
､
信
じ
な
く
な
っ
て
く
る
と
､
そ
の
よ
う
な
も
の
を
作
品
に
登
場
さ
せ
る
た
め
に
は
､
い
ろ
い
ろ
な
描
写
の
工
夫
が
必
要
に
な

る
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
す
｡
そ
れ
を
読
ん
で
､
初
め
て
志
怪
と
は
こ
れ
だ
っ
た
の
か
と
分
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
｡
三
面
記
事
風

と
は
ま
さ
に
六
朝
志
怪
の
こ
と
で
､
妖
怪
や
変
身
を
信
じ
て
い
る
か
ら
簡
潔
に
な
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
唐
初
の
も
の
と
い
わ
れ
る
『
補
江

総
白
猿
伝
』
で
は
､
化
け
物
は
ぬ
っ
と
姿
を
現
わ
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
｡
風
が
吹
い
て
､
怪
し
げ
な
気
配
が
し
て
､
い
つ
の
ま
に
か
主
人

公
の
妻
が
連
れ
去
ら
れ
て
い
た
と
い
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
も
う
､
一
九
世
紀
の
西
洋
の
怪
奇
小
説
と
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ

て
い
る
､
不
信
の
娘
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ま
し
た
｡

そ
し
て
､
志
怪
は
事
実
だ
､
伝
奇
は
虚
構
だ
､
と
卒
論
に
書
い
て
得
意
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
､
そ
の
こ
と
は
魯
迅
も
す
で
に
指
摘

し
て
い
る
し
､
そ
の
後
小
南
先
生
が
｢
顔
之
推
『
冤
魂
志
』
を
め
ぐ
つ
て
｣
(
『
東
方
学
』
第
六
五
輯
､
一
九
七
三
年
)
と
い
う
論
文
の
中
で
､
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六
朝
で
は
志
怪
書
が
史
書
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
り
ま
し
た
｡

今
回
の
小
南
先
生
の
講
義
で
は
､
伝
奇
の
代
表
的
作
品
の
背
後
に
あ
る
､
神
話
的
な
も
の
や
､
あ
る
一
族
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝

承
な
ど
を
､
一
つ
一
つ
深
く
掘
り
下
げ
､
解
明
し
て
下
さ
り
､
非
常
に
興
味
深
く
､
勉
強
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
私
も
溝
部
さ
ん

と
同
様
に
､
中
庸
に
至
っ
て
大
き
な
飛
躍
が
あ
っ
た
と
い
う
見
方
に
は
､
ど
う
も
疑
問
を
感
じ
る
の
で
す
｡
小
南
先
生
は
､
中
庸
の
い
く

っ
か
の
作
品
だ
け
が
飛
び
ぬ
け
て
優
れ
て
い
る
と
い
う
ご
意
見
で
し
た
が
､
こ
の
点
で
は
､
私
は
も
し
か
し
た
ら
溝
部
さ
ん
よ
り
も
も
っ

と
過
激
で
､
『
広
異
記
』
に
し
て
も
､
他
の
初
期
の
小
説
集
の
も
の
に
し
て
も
､
よ
い
作
品
は
伝
奇
に
比
べ
て
ま
っ
た
く
遜
色
が
な
い
と

感
じ
て
き
ま
し
た
｡
例
え
ば
『
李
娃
伝
』
は
､
現
在
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
短
編
で
す
が
､
何
年
に
も
わ
た
る
物
語
を
描
き
､
複
雑
な
筋
を

持
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
に
対
し
『
広
異
記
』
は
､
い
く
つ
か
の
シ
ー
ン
に
集
中
し
て
あ
る
出
来
事
を
書
い
て
い
ま
す
｡
『
李
娃
伝
』
と
『
広

異
記
』
は
い
わ
ば
長
編
小
説
と
短
編
小
説
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
｡
『
広
異
記
』
の
中
に
は
､
描
写
の
勘
所
を
押
さ
え
て
お
り
､
落
ち
も
あ
っ
て
､
短
い
話
と
し
て
は
非
常
に
よ
く
で
き
た
作

品
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
｡
伝
奇
と
の
優
劣
は
､
簡
単
に
決
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
､
私
は
む
し
ろ
中
庸
期
の
飛
躍
よ
り
､
志
怪
か
ら
『
広
異
記
』
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
来
る
飛
躍
の
方
が
ず
っ
と
大

き
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
｡
先
程
『
広
異
記
』
に
つ
い
て
､
何
故
こ
の
よ
う
な
書
物
が
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
お
話
が
あ
り

ま
し
た
が
､
私
は
や
は
り
初
め
は
志
怪
書
の
よ
う
な
､
不
思
議
な
話
を
集
め
た
書
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

し
か
し
筆
者
は
も
う
怪
異
を
信
じ
て
は
い
な
い
の
で
､
空
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
､
お
も
し
ろ
い
話
を
書
こ
う
と
い
う
方
向
へ
進
ん
で
い
く
｡

と
こ
ろ
が
筆
者
が
創
作
し
た
話
を
集
め
て
一
冊
の
本
に
す
る
､
そ
れ
も
よ
い
も
の
だ
け
選
ぶ
と
い
う
書
物
は
そ
れ
以
前
に
あ
り
ま
せ
ん
｡

『
玄
怪
録
』
な
ど
は
､
そ
の
よ
う
な
意
識
で
作
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
『
広
異
記
』
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
な
い
で
し
ょ
う
｡
そ
こ

で
志
怪
書
の
体
裁
に
習
い
､
あ
ま
り
発
展
し
な
か
っ
た
詰
も
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
結
果
が
､
雑
多
な
印
象
を
生
む
事
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
『
広
異
記
』
や
『
紀
聞
』
は
､
一
般
に
志
怪
か
ら
伝
奇
へ
の
過
渡
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
確
か
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に
過
渡
的
で
は
あ
り
ま
す
が
､
先
ほ
ど
述
べ
た
志
怪
と
伝
奇
の
書
き
方
の
違
い
､
怪
異
の
実
在
を
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
の
違
い
か
ら
来

る
叙
述
の
違
い
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
､
過
渡
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
よ
り
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
『
広

異
記
』
や
『
紀
聞
』
に
は
､
｢
ど
こ
そ
こ
に
化
け
物
が
現
れ
た
｣
式
の
､
志
怪
風
の
詰
も
あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
決
し
て
多
く

は
あ
り
ま
せ
ん
｡
ま
だ
十
分
成
功
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
､
大
部
分
は
読
者
を
虚
構
の
中
に
引
き
込
む
た
め
に
､
構
成
や
個
々

の
描
写
に
意
を
用
い
た
作
品
で
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

小
南
‥
私
は
や
は
り
『
広
異
記
』
に
比
べ
て
中
庸
の
伝
奇
作
品
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
｡
と
い
う
の
は
､
文
学
作
品
に
は
何
ら
か
の

形
で
悲
し
み
が
反
映
さ
れ
て
い
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
｡
そ
れ
は
今
の
現
実
を
超
え
る
も
の
を
求
め
る
､
し
か
し
現
実
の
体
制
の

強
固
さ
は
､
そ
う
し
た
企
求
を
実
現
さ
せ
な
い
｡
そ
う
し
た
悲
し
み
を
人
々
の
共
感
を
得
る
よ
う
な
か
た
ち
で
定
着
す
る
､
そ
れ
が
文
学

の
役
目
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
｡

戸
倉
‥
そ
の
ご
意
見
に
は
ま
っ
た
く
同
感
で
す
｡
し
か
し
唐
代
の
作
品
で
は
､
『
河
間
伝
』
に
は
悲
し
み
を
感
じ
て
も
､
『
李
娃
伝
』
や

『
任
氏
伝
』

に
は
悲
し
み
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
｡

溝
部
‥
そ
れ
で
は
志
怪
に
は
悲
し
み
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
｡

小
南
‥
悲
し
み
が
あ
る
と
き
に
は
､
人
々
の
共
感
を
よ
ぶ
作
品
に
は
そ
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
｡
た
だ
､
志
怪
小
説
に
は
も
ど

か
し
い
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
悲
し
み
を
直
裁
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
中
唐
の
伝
奇
小
説
だ
と
思
い
ま
す
｡

溝
部
‥
志
怪
の
凄
さ
と
い
う
の
は
､
人
間
自
身
も
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
人
間
の
本
質
を
つ
き
つ
け
て
く
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ

る
と
思
い
ま
す
｡
現
実
の
社
会
､
人
間
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
､
人
間
の
実
存
と
い
っ
た
も
の
へ
の
懐
疑
を

起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
志
怪
の
凄
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
｡
そ
れ
は
そ
れ
で
人
間
を
措
い
て
非
常
に
意
味
の
あ
る
も
の
で

あ
り
､
伝
奇
が
志
怪
に
全
く
及
ば
な
い
部
分
で
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
い
っ
て
み
れ
ば
伝
奇
と
志
怪
と
で
は
本
質
が
違
う
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
｡
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小
南
‥
我
々
の
人
間
観
は
中
庸
以
後
の
人
と
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
以
前
の
人
々
は
古
代
的
な
人
と
い
う
か
､
本
質
的
な

と
こ
ろ
で
､
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
｡
人
間
存
在
を
個
人
と
い
う
よ
り
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
｡
そ
の

意
味
で
は
本
質
が
違
う
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
や
は
り
伝
奇
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
思
う
の
は
､
人
間
の
把
握
の
し
か
た
に

我
々
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡

溝
部
‥
話
が
前
後
し
ま
す
が
､
先
生
は
『
広
異
記
』
は
い
い
も
の
だ
け
で
は
な
い
､
雑
多
の
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
､

こ
れ
は
『
柳
斎
志
異
』
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

小
南
‥
『
柳
斎
志
異
』
に
は
『
聯
斎
志
異
』
全
体
に
共
通
す
る
色
彩
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
上
で
内
部
の
各
篇
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ

る
と
い
う
感
じ
な
ん
で
す
ね
｡
『
広
異
記
』
は
そ
れ
に
対
し
て
共
通
の
色
彩
に
乏
し
く
バ
ラ
バ
ラ
と
い
う
か
､
そ
ん
な
感
じ
が
し
ま
す
｡

溝
部
‥
先
生
に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
論
文
が
書
け
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
｡

李
剣
国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
(
南
開
大
学
出
版
社
一
九
九
三
)
｢
前
言
｣

我
m
税
唐
小
税
己
箆
成
熟
,
就
是
指
由
子
小
説
規
念
和
申
美
現
念
的
変
革
･
便
得
那
些
伏
秀
作
品
己
箆
改
変
了
先
唐
古
小
悦
的
幼
稚
的
状
太
心
,
在
内

容
和
形
式
上
都
来
待
了
前
所
未
有
的
薪
新
品
貌
.
基
本
具
各
了
近
代
意
叉
的
小
説
特
征
･
而
速
些
持
征
在
古
小
悦
身
上
是
残
映
不
全
的
或
不
明
足
的
･

〈
中
略
)
速
不
是
千
別
的
現
象
.
是
整
整
一
代
的
て
妖
･
(
中
略
)
唐
代
小
悦
絶
非
侍
奇
一
体
･
佃
述
有
〝
込
残
小
津
″
式
的
志
怪
小
説
和
作
重
心
人
小

鋭
后
裔
的
其
余
宅
記
小
説
.
猿
速
化
力
人
.
猿
述
存
在
.
人
猿
共
存
是
文
学
史
上
井
不
是
限
干
小
悦
的
現
象
･

｢
《
中
国
小
説
史
略
》
的
学
木
理
念
和
表
迭
方
式
｣
(
『
文
史
知
望
一
九
九
八
､
第
八
期
)

｢
語
り
物
文
芸
の
形
成
-
漢
か
ら
宋
へ
1
｣
(
『
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座
-
新
シ
ノ
ロ
ジ
文
学
篇
』
神
奈
川
大
学
中
国
学
科
編
､
東
方
書
店
､
一
九

九
八
所
収
)

(
4
)

注
三
掲
載
書
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(
5
)

小
南
先
生
の
お
考
え
に
つ
い
て
は
､
主
に
以
下
の
論
文
よ
り
ま
と
め
た
｡

｢
六
朝
隋
唐
小
説
史
の
展
開
と
仏
教
信
仰
｣
『
中
国
中
世
の
宗
教
と
文
化
』
福
永
光
司
編
､
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
､
一
九
八
二
所
収
)

｢
李
娃
伝
の
構
造
｣

(
『
東
方
学
報
』
六
二
)

｢
元
白
文
学
集
団
の
小
説
創
作
-
『
鷺
鴬
伝
』
を
中
心
に
し
て
-
｣

(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
六
集
)

｢
語
り
物
文
芸
の
形
成
1
漢
か
ら
宋
へ
-
｣
(
『
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座
-
新
シ
ノ
ロ
ジ
文
学
篇
』
神
奈
川
大
学
中
国
学
科
編
､
東
方
書
店
､
一
九
九

八
所
収
)

(
6
)

以
上
引
用
は
注
(
3
)
掲
載
書
よ
り

(
7
)

以
下
巻
数
は
す
べ
て
『
太
平
広
記
』

に
よ
る

(
8
)

漸
江
古
籍
出
版
社
､
一
九
九
七
､
｢
《
｢
昇
妃
》
題
材
｢
法
,
但
映
少
妃
英
性
.
篇
幅
漫
峰
但
映
少
細
威
描
写
可
以
悦
是
仇
志
怪
友
展
到
侍
奇
的

辻
渡
作
品
｡
｣

(
9
)

秋
山
書
店
､
一
九
九
二

(10)

｢
不
随
園
詩
話
(
七
)
｣

(
『
中
国
古
典
研
究
』
第
三
十
六
号
)

(
u
)

『
東
方
学
報
』
六
二

(望

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
副
島
一
郎
｢
『
通
典
』
の
史
学
と
柳
宗
元
｣

(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
七
集
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
本
稿
は
平
成
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
奨
励
研
究
A
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
)

〔
附
記
〕

テ
ー
プ
か
ら
原
稿
を
作
成
す
る
作
業
は
､
佐
野
の
報
告
に
つ
い
て
は
中
文
学
部
三
年
小
山
美
景
さ
ん
､
溝
部
の
報
告
に
つ
い
て
は
中
文
学
部
三
年
千
葉
貴
君

に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
｡


