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し
た
｡

(
3
0
)
｢
夢
遊
天
姥
吟
留
別
｣

の
翻
訳
･
訓
読
に
つ
い
て
は
『
漢
詩
大
系
8

李
白
』
(
青
木
正
見
/
集
英
社
/
一
九
六
五
)
を
参
考
に
し
た
｡

(
3
1
)
〝
此
詩
題
名
一
作
(
別
東
魯
諸
公
)
…
(
中
略
)
…
離
関
東
魯
南
下
越
中
時
作
｡
李
白
将
這
定
一
首
､
寓
夢
連
名
山
的
奇
特
詩
篇
″
『
唐
詩
三
百
首
新

注』
(
金
性
尭
/
上
海
古
籍
出
版
社
/
一
九
八
〇
)

(
3
2
)
杜
甫
の
詩
の
翻
訳
･
訓
読
に
は
『
漢
詩
大
系
9

杜
甫
』

(
目
加
田
誠
/
集
英
社
/
一
九
六
五
)
､
『
中
国
詩
人
選
集
1
0

杜
甫
下
』

(
黒
川
洋
一
/
岩

波
書
店
/
一
九
五
九
)
を
参
考
に
し
た
｡
｢
垂
経
昭
陵
｣

に
つ
い
て
も
同
様
｡

｢
熊
｣

｢
照
｣

の
相
互
作
用

荒

木

達

雄

す
で
に
私
は
『
生
物
学
的
に
見
た

｢
魯
山
山
行
｣

の
熊
』
と
い
う
少
々
変
わ
っ
た
題
で
､
『
魯
山
山
行
』

の
中
に
現
れ
る

｢
熊
｣

の効

果
を
考
え
る
た
め
に
､
当
時
の
人
々
が
一
般
に
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
実
際
の
熊
の
イ
メ
ー
ジ
を
詩
に
お
け
る
用
例
で
は
な
く
､
生
態

を
中
心
に
推
測
し
て
い
く
と
い
う
作
業
を
行
っ
た
｡
こ
の
レ
ポ
ー
ト
に
関
し
て
教
官
な
ら
び
に
先
輩
方
に
批
評
し
て
い
た
だ
き
､
新
た
な

問
題
点
を
得
た
こ
と
が
本
レ
ポ
ー
ト
執
筆
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
で
あ
る
｡
ま
た
､
私
が
手
を
つ
け
な
か
っ
た
詩
文
中
に
お
け
る
熊
の
イ

メ
ー
ジ
を
ま
と
め
た
安
西
明
秀
氏
の
研
究
を
受
け
て
新
た
に
感
じ
た
こ
と
も
盛
り
込
む
つ
も
り
で
あ
る
｡

ま
ず
は
､
私
が
感
じ
た
問
題
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
｡

l
･
｢
熊
｣

の
何
が
気
に
な
る
の
か

前
回
の
『
生
物
学
的
に
見
た

｢
魯
山
山
行
｣

の
熊
』

(
以
下
､
｢
前
作
｣
と
表
す
)

で
は
､
｢
生
態
系
か
ら
考
え
て
『
魯
山
山
行
』

の
熊
は

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
で
あ
る
｡
そ
し
て
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
凶
暴
で
人
を
襲
う
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
､
こ
の
詩
に
お
い
て
は
『
怖
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さ
』
の
表
現
と
い
う
よ
り
は
『
熊
の
珍
し
さ
1
異
世
界
』
の
表
現
と
見
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
結
論
に
達
し
た
｡

以
上
の
結
果
に
は
､
今
で
も
そ
れ
な
り
の
自
信
を
持
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
デ
ー
タ
の
正
確
､
不
正
確
以
前
の
問
題
が
ほ
か
に
存
在
す

る
こ
と
に
気
づ
い
た
｡
教
官
･
先
輩
諸
氏
の
ご
意
見
の
中
に
､
｢
本
当
に
熊
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か｣

｢
そ
れ
で
も
熊
と
い
え
ば
『
強
い
』
『
怖
い
』
と
い
う
効
果
は
否
定
し
き
れ
な
い
｣
と
い
う
も
の
が
あ
り
､
こ
の
二
点
が
特
に
気
に

な
っ
た
の
で
あ
る
｡

一
方
､
安
西
氏
の
研
究
か
ら
感
じ
た
こ
と
は
､
私
も
彼
も
｢
熊
｣
に
つ
い
て
の
み
調
べ
た
の
で
あ
る
が
､
彼
の
研
究
結
果
に
お
い
て

｢
熊
｣
と
と
も
に
｢
累
｣
が
出
て
く
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
前
作
で
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
､
ほ
ん
の
少
し
触
れ
た

だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
二
者
が
同
時
に
出
て
く
る
資
料
を
多
く
使
え
ば
使
う
ほ
ど
､
｢
熊
｣

の
み
の
イ
メ
ー
ジ

を
推
測
す
る
こ
と
か
ら
は
離
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
｡
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
､
『
｢
熊
｣
の
み
の
イ
メ
ー
ジ
』
と
い
う
も
の
は
存
在

し
得
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡

今
回
の
主
要
な
課
題
は
だ
い
た
い
以
上
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
見
て
い
く
た
め
に
､
｢
熊
｣

｢熊｣

｢
熊
熊
｣
の
現
れ
る
資

料
に
当
た
り
､
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
で
あ
り
､
ま
た
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
､
さ
ら
に
は
宋
代
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
え
た
の
か
､
を
考
え
て
み
た
い
｡
念
の
た
め
に
申
し
上
げ
る
が
､
本
レ
ポ
ー
ト
で
言
う
｢
熊
の
イ
メ
ー
ジ
｣
と
は
､
｢
文

字
に
現
れ
る
熊
｣

の
そ
れ
で
あ
り
､
実
際
に
熊
を
見
て
ど
う
感
じ
た
か
､
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡

二
･
方
針
に
つ
い
て

ま
ず
､
前
提
と
し
て
｢
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
=
熊
｣
､
｢
ヒ
グ
マ
=
熊
｣
と
い
う
定
義
を
し
て
お
く
｡
こ
の
定
義
を
確
実
な
も
の
と
す
る
に
は

よ
り
詳
し
い
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
は
あ
る
が
､
本
稿
で
は
前
作
の
結
果
か
ら
､
こ
の
前
提
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
｡

前
作
で
も
少
し
書
い
た
が
､
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
比
べ
て
ヒ
グ
マ
は
体
も
大
き
く
､
肉
食
の
傾
向
も
強
い
｡
人
に
遭
遇
し
て
そ
の
人
を
襲
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う
確
率
も
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
よ
り
は
る
か
に
高
い
｡
簡
潔
に
言
え
ば
､
｢
ヒ
グ
マ
は
強
い
｣
と
い
う
印
象
を
抱
き
や
す
い
｡
こ
の
ヒ
グ
マ
が

ッ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
セ
ッ
ト
に
な
り
､
｢
熊
熊
｣
と
い
う
語
を
形
成
し
た
後
､
こ
の
語
が
｢
ヒ
グ
マ
は
強
い
｣
と
い
う
印
象
を
引
き
継
ぐ
可

能
性
は
高
い
｡
現
に
｢
熊
熊
｣
を
辞
書
で
引
け
ば
､
｢
勇
敢
な
兵
士
の
た
と
え
｣
と
出
て
い
る
｡
そ
う
な
れ
ば
､
｢
熊
｣
に
も
そ
の
印
象
が

移
る
こ
と
ば
あ
る
だ
ろ
う
｡
か
く
し
て
少
な
く
と
も
｢
文
字
上
の
熊
｣
が
強
く
､
怖
く
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

こ
の
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
に
は
｢
熊
は
強
い
､
恐
ろ
し
い
｣
､
｢
熊
熊
は
強
い
｣
､
｢
熊
は
強
い
｣

の
三
点
の
存
在
と
変
化
と
を
は
つ

き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
以
降
は
､
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
資
料
の
提
示
に
費
や
し
た
い
｡

三
･
｢
熊
｣
､
｢
需
｣

の
独
立
期

ま
ず
は
春
秋
戦
国
期
ま
で
の
資
料
を
見
る
｡
そ
の
前
に
､
こ
の
レ
ポ
ー
ト
の
根
幹
に
関
わ
る
大
前
提
が
あ
る
｡
最
初
に
熊
あ
る
い
は
熊

と
い
う
字
を
用
い
た
人
々
は
､
直
接
に
､
そ
う
で
な
く
て
も
か
な
り
身
近
に
そ
れ
ら
の
動
物
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
そ

の
こ
ろ
の
こ
れ
ら
の
文
字
に
は
私
が
前
作
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
実
際
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
や
ヒ
グ
マ
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
が
付
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
と
仮
定
す
る
｡
熊
は
そ
れ
ほ
ど
脅
威
で
は
な
く
熊
が
よ
り
恐
ろ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
仮
定
を
(
賛
成
不
賛
成
に
は
関
わ

り
な
く
)
理
解
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
､
こ
の
後
の
論
は
進
ま
な
い
｡

ま
ず
､
何
ら
か
の
特
別
な
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
な
､
単
な
る
(
?
)
動
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
例
｡

蕨
貢
琢
､
繊
･
銀
･
鍵
･
努
･
磐
･
矧
･
矧
･
狐
･
豹
･
狸
･
織
布
｡
(
蕨
の
貢
は
､
鉄
･
銀
･
鐘
･
努
･
磐
･
熊
･
熊
･
狐
･

豹
･
狸
･
織
布
)

『
尚
書
』
萬
郎
(
傍
線
は
筆
者
｡
以
下
同
じ
｡
)

梁
州
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
｡
こ
こ
で
は
同
州
か
ら
収
め
ら
れ
る
責
を
列
記
し
て
い
る
｡
熊
と
熊
が
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
が
､
実
際

の
動
物
の
名
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
れ
は
安
西
氏
の
研
究
で
も
提
示
さ
れ
て
い
る
『
詩
経
』
の
例
(
大
挙
韓
突
)
に

も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
詩
の
最
後
に
も
う
一
度
熊
は
登
場
す
る
｡
今
度
は
熊
を
伴
っ
て
は
い
な
い
｡
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献
其
貌
皮
､
赤
豹
黄
熊

(
其
の
貌
皮
/
赤
豹
､
黄
熊
を
献
ず
)

『
詩
経
』
大
雅
･
韓
突

こ
の
こ
ろ
に
は
熊
と
熊
は
別
の
生
き
物
だ
と
は
っ
き
り
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
と
は
い
え
､
両
者
は
非
常
に
似
通
っ

た
生
き
物
で
あ
る
｡
後
の
文
献
で
は
あ
る
が
『
説
文
解
字
』

で
も
『
爾
雅
』

で
も
､
｢
熊
は
熊
に
似
て
い
る
｣

と
記
し
て
い
る
｡
見
た
目

の
非
常
に
似
て
い
る
両
者
が
セ
ッ
ト
に
な
り
や
す
い
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
問
題
は
恐
ら
く
そ
う
し
て
で
き
た

｢
熊
熊
｣

が
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
か
､
で
あ
る
｡

四
･
｢
熊
｣
･
と

｢
照
｣

の
相
互
作
用
と
イ
メ
ー
ジ
の
拡
大

前
作
で
述
べ
た
よ
う
に
､
人
目
に
つ
き
に
く
い
､
と
い
う
生
態
か
ら
考
え
れ
ば
､
そ
の
分
人
が
勝
手
に

｢熊｣

に
関
す
る
不
思
議
な
空

想
を
め
ぐ
ら
せ
､
｢
熊
｣

に
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
さ
れ
る
の
だ
､
と
言
え
る
｡
な
お
､
私
が
用
い
る
場
合
の

｢
神
秘
的
｣

は

｢
リ
ア

ル
な
実
生
活
の
感
覚
と
は
異
な
る
感
覚
｡
常
識
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
不
思
議
な
も
の
､
雰
囲
気
｣
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
る
｡

｢
熊
｣

に
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
さ
れ
る
例
は
多
い
の
だ
が
､
特
に
夢
に
関
わ
る
も
の
､
暗
示
的
な
も
の
､
死
者
に
関
わ
る
も
の
が

多
い
よ
う
で
あ
る
｡
『
春
秋
左
氏
伝
』

で
晋
公
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
話
が
あ
る
｡
晋
公
の
病
気
が
な
か
な
か
治
ら
ぬ
､
と
子
産
が
相

談
を
受
け
た
｡
聞
け
ば
晋
公
の
夢
に
黄
色
い
熊
が
現
れ
た
の
だ
と
言
う
｡
こ
れ
に
対
す
る
子
産
の
答
え
は
､
｢
そ
れ
は
尭
に
殺
さ
れ
た
鯨

(
兎
の
父
)
で
あ
る
｡
晋
は
盟
主
な
の
だ
か
ら
祀
っ
て
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
｣
と
い
う
も
の
だ
っ
た
｡
そ
こ
で
臣
下
の
宣
子
が
祀
っ
た

と
こ
ろ
､
晋
公
の
病
気
は
治
っ
た
の
だ
と
い
う
｡
(
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
)

安
西
氏
の
研
究
に
あ
る
よ
う
に
､
解
が
黄
熊
に
変
わ
っ
た
､
と
い
う
伝
説
が
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
､
｢
熊
｣
が
単
独
で
神
秘
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
ち
得
る
､
と
い
う
例
と
し
て
挙
げ
て
も
よ
か
ろ
う
｡
先
に
私
は
熊
と
索
は
組
に
な
り
や
す
い
と
述
べ
た
が
､
｢
熊
熊
｣

と
い
う
語

で
は
同
様
の
神
秘
的
イ
メ
ー
ジ
は
表
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
熊
熊
｣

と
い
う
単
語
で
は
な
い
が
､
両
者
に
神
秘
性
が
添
え
ら
れ
て
い

る
も
の
に
は
､
前
作
お
よ
び
安
西
氏
も
挙
げ
て
い
る
『
詩
経
』
小
雅
･
斯
干
の
例
が
あ
る
｡
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『
漢
書
』
の
例
も
引
い
て
み
る
｡
武
帝
の
孫
で
後
に
太
子
の
位
を
廃
さ
れ
て
昌
邑
王
と
な
る
劉
賀
が
不
思
議
な
出
来
事
に
遭
っ
た
｡
首

の
な
い
白
い
犬
を
見
た
り
､
巨
大
な
鳥
が
宮
中
に
来
る
の
を
見
た
り
し
た
｡
そ
の
一
連
の
出
来
事
の
ひ
と
つ
｡

後
見
矧
,
左
右
皆
莫
見

(
後
ろ
に
熊
を
見
る
､
左
右
皆
見
る
美
し
)

『
漢
書
』
武
五
子
伝

こ
の
時
賀
は
､
｢
ど
う
し
て
不
吉
な
も
の
が
た
び
た
び
く
る
の
か
｣
と
聞
い
た
｡
確
か
に
首
の
な
い
白
い
犬
は
怖
い
し
､
不
吉
で
あ
る
｡

巨
大
な
鳥
も
普
通
都
に
い
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
れ
ら
と
と
も
に
熊
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡
必
ず
不
吉
な
の
か
ど
う
か
は
さ
て
お
く
と

し
て
も
(
｢
男
子
之
祥
｣
の
と
き
は
不
吉
で
は
な
い
)
､
熊
に
何
ら
か
の
暗
示
的
な
役
割
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
｡
そ

し
て
､
こ
の
場
合
熊
は
特
に
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
｡

熊
が
暗
示
的
な
存
在
と
し
て
現
れ
る
も
の
も
あ
る
｡
『
漢
書
』
よ
り
前
の
資
料
で
あ
る
が
､
『
史
記
』
に
あ
る
｡
超
の
簡
子
が
病
気
の
間

に
夢
を
見
た
｡
そ
こ
で
簡
子
は
天
帝
の
と
こ
ろ
に
い
た
｡
熊
が
出
て
き
て
､
天
帝
に
命
じ
ら
れ
て
射
た
｡
続
い
て
熊
が
出
て
き
て
こ
れ
も

射
た
｡
そ
し
て
天
帝
に
褒
め
ら
れ
､
将
来
を
予
見
し
た
か
の
よ
う
な
言
葉
を
も
ら
っ
た
｡
後
に
簡
子
は
道
で
､
夢
の
中
で
天
帝
の
側
に
い

た
男
に
会
い
､
あ
の
熊
と
熊
は
簡
子
が
将
来
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
敵
の
祖
先
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
た
｡
『
史
記
』
の
｢
超
世
家
｣
の
話
で

ぁ
る
｡
未
来
の
暗
示
と
い
う
神
秘
的
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
､
将
来
の
敵
､
つ
ま
り
(
あ
る
程
度
)
強
い
も
の
､
と
い
う
側
面
も
感
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
熊
と
熊
(
熊
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
)
の
イ
メ
ー
ジ
の
混
合
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
熊
｣
に
神
秘
的
な

イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
｢
熊
｣
と
共
起
す
る
場
合
で
あ
り
､
｢
熊
｣
の
よ
う
に
単
独
で
用
い
ら
れ
て
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
し

た
用
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
｡

そ
の
無
由
来
と
思
わ
れ
る
｢
強
さ
､
勇
ま
し
さ
｣

は
ど
う
で
あ
ろ
う
｡

尚
桓
桓
.
如
虎
､
如
貌
､
如
矧
､
如
矧
,
干
南
郊
｡
(
尚
[
ね
が
は
]
く
は
桓
桓
た
る
こ
と
虎
の
ご
と
く
､
貌
の
ご
と
く
､
熊
の

ご
と
く
､
熊
の
ご
と
く
､
南
郊
へ
干
く
)

『
尚
書
』
牧
誓

武
王
が
商
の
討
伐
に
赴
く
場
面
で
あ
る
｡
こ
れ
か
ら
戦
い
に
行
く
兵
士
に
向
け
た
言
葉
で
あ
る
し
､
虎
も
貌
も
強
く
勇
敢
な
た
と
え
に
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用
い
ら
れ
る
か
ら
､
熊
と
熊
に
も
同
様
の
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
場
面
は
後
に
『
史
記
』
に
再

び
現
れ
る
｡

尚
桓
桓
,
如
虎
如
矧
.
如
財
如
離
,
干
商
郊
.
(
尚
く
は
桓
桓
た
る
こ
と
虎
の
ご
と
く
､
熊
の
ご
と
く
､
財
の
ご
と
く
､
離
の
ご
と

く
､
商
郊
へ
干
く
)

『
史
記
』
周
本
紀

『
尚
書
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
で
あ
る
｡
し
か
し
動
物
の
と
こ
ろ
が
違
う
｡
貌
が
消
え
､
熊
が
消
え
､
代
わ
り
に
財
と
離
が
入
っ
て

い
る
｡
こ
の
場
面
は
全
体
で
見
て
も
『
尚
書
』
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
だ
が
､
こ
こ
の
ほ
か
に
も
多
少
の
文
字
の
違
い
が
あ
る
｡
引
用
箇
所
の

直
前
も
『
尚
書
』
で
は

｢
易
哉
夫
子
｣

で
あ
る
の
が
『
史
記
』
で
は

｢
勉
哉
夫
子
｣

に
な
っ
て
い
る
し
､
直
後
も
｢
弗
速
克
奔
｣

が

｢不

禦
克
幕
｣

に
変
わ
っ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
司
馬
遷
が
参
考
と
し
た
資
料
が
現
在
知
ら
れ
て
い
る
『
尚
書
』
と
一
字
一
句
同
じ
だ
っ
た
と

い
う
保
証
は
な
く
､
何
か
の
理
由
が
あ
っ
て
書
き
換
え
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
｡
し
か
し
､
か
な
り
の
可
能
性
で
言
え
る
こ
と
は
､
こ
の

文
を
書
い
た
司
馬
遷
は
､
熊
が
い
な
く
て
熊
だ
け
で
あ
っ
て
も
勇
敢
さ
を
示
す
の
に
違
和
感
や
不
都
合
さ
を
覚
え
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
い
ま
だ

｢
勇
敢
さ
｣

の
担
い
手
の
主
力
は
熊
で
あ
っ
た
の
だ
｡

し
か
し
､
こ
の
こ
ろ
か
ら
熊
が
単
独
で
も
怖
く
な
っ
て
い
く
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
｡
『
漢
書
』
外
戚
伝
の
一
場
面
｡

建
昭
中
､
上
幸
虎
圏
闘
獣
､
後
宮
皆
座
｡
熊
供
出
圏
､
撃
檻
欲
上
殿
｡
左
右
貴
人
博
昭
儀
等
皆
驚
走
､
鴻
昭
儀
直
前
雷
熊
而
立
､
左

右
格
殺
熊
｡
上
問
‥
｢
人
情
驚
健
､
何
故
前
官
熊
?
｣
鴻
昭
儀
封
日
‥
｢
猛
獣
待
人
而
止
､
妾
恐
熊
至
御
座
､
▲
故
以
身
嘗
之
｡
｣

元

帝
嗟
嘆
､
以
此
倍
敬
重
焉
｡

(
建
暗
中
､
上
は
虎
圏
闘
獣
に
幸
す
｡
後
宮
皆
座
す
｡
熊
侠
れ
て
圏
を
出
で
､
檻
に
肇
じ
て
殿
に
上
ら
ん
と
欲
す
｡
左
右
､
貴
人
､
博

昭
儀
等
皆
驚
走
す
､
鴻
昭
儀
直
ち
に
前
み
て
熊
に
当
た
り
て
立
つ
､
左
右
熊
を
格
殺
す
｡
上
聞
ふ
‥
｢
人
の
情
と
し
て
驚
催
す
る
に
､

何
故
前
み
て
熊
に
当
た
る
や
｣

と
､
鴻
昭
儀
対
へ
て
日
く
‥
｢
猛
獣
人
を
得
て
止
む
､
妾
熊
の
御
座
に
至
る
を
恐
れ
､
故
に
身
を

以
っ
て
之
に
当
た
れ
り
｣

と
｡
元
帝
嵯
嘆
し
､
此
れ
を
以
っ
て
倍
す
敬
重
す
｡
)
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熊
を
捕
ら
え
て
檻
に
入
れ
て
い
た
と
こ
ろ
､
暴
れ
出
し
て
皇
帝
の
方
へ
向
か
い
そ
う
に
な
っ
た
の
で
､
鴻
昭
儀
が
身
を
挺
し
て
こ
れ
を

防
ご
う
と
し
､
皇
帝
に
誉
め
ら
れ
た
､
と
あ
る
｡
実
際
は
ど
う
で
あ
れ
(
お
と
な
し
い
熊
で
も
檻
に
入
れ
ら
れ
れ
ば
暴
れ
て
恐
ろ
し
く
見

え
る
だ
ろ
う
)
､
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
人
は
｢
熊
っ
て
猛
獣
な
ん
だ
な
｣
と
思
う
に
は
十
分
で
あ
る
｡
｢
文
字
｣
と
し
て
の
熊
の
イ
メ
ー
ジ

だ｡

こ
の
頃
に
は
､
｢
熊
｣
と
｢
熊
｣
は
基
本
的
に
は
別
の
も
の
と
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
別
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
似
て
い

る
こ
と
か
ら
セ
ッ
ト
に
な
り
や
す
く
､
時
に
は
互
い
に
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
合
う
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

五
･
独
自
性
の
存
続
と
両
者
の
融
合

こ
こ
ま
で
は
｢
熊
｣
と
｢
熊
｣
と
い
う
二
種
類
の
単
語
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
｡
こ
こ
で
は
｢
熊
熊
｣
と
い
う
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
は
ど

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
｡
｢
熊
熊
｣
と
い
う
語
自
体
は
安
西
氏
が
｢
熊
熊
是
蓑
｣
と
い
う
句
を
含
ん
だ

詩
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
『
詩
経
』
の
頃
か
ら
あ
る
｡
し
か
し
､
四
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
二
つ
の
似
た
生
物
を
列
記
し
た
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
り
､
完
全
に
混
合
し
て
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
各
々
の
も

と
も
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢
熊
窮
｣
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
語
の
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
て
み
る
｡

春
山
百
増
悪
…
…
薯
赤
豹
､
白
虎
､
矧
…
…
(
春
山
は
百
獣
の
警
る
所
な
り
…
愛
に
赤
豹
､
白
虎
､
熊
警
り
)

『
穆
天
子
伝
』

『
穆
天
子
伝
』
は
成
立
年
代
が
は
つ
き
り
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
難
点
は
あ
る
が
､
興
味
深
い
例
な
の
で
提
示
し
て
お
き
た
い
｡

一
見
た
だ
の
動
物
の
羅
列
の
よ
う
で
あ
る
｡
赤
い
豹
と
白
い
虎
と
熊
と
熊
｡
た
だ
そ
れ
だ
け
と
も
と
れ
る
し
､
そ
れ
で
も
何
の
問
題
も
な

い
と
は
思
う
｡
し
か
し
､
主
に
四
で
挙
げ
た
､
羅
列
の
例
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
一
文
字
の
動
物
を
並
べ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡

唯
二
二
文
字
(
黄
撃
と
な
っ
て
い
る
『
詩
経
』
で
は
､
｢
貌
皮
､
赤
豹
､
黄
熊
｣
と
二
文
字
で
揃
え
て
あ
る
｡
後
二
者
が
赤
､
黄
と
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色
で
修
飾
さ
れ
て
い
る
の
に
､
前
の
貌
だ
け
皮
な
の
は
何
か
変
な
気
も
し
た
の
だ
が
､
な
ん
の
こ
と
は
な
い
､
リ
ズ
ム
の
問
題
で
二
文
字

に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
｡
そ
の
ほ
か
の
例
は
詩
で
は
な
い
か
ら
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
考
え
る
こ
と
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
｢
赤

豹
､
白
虎
､
熊
､
熊
｣

で
は
や
っ
ぱ
り
ど
こ
か
変
で
あ
る
｡
｢
熊
熊
｣

は
一
単
語
で
あ
っ
て
ほ
し
い
｡

｢
熊
熊
｣
一
単
語
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
､
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
､
｢
赤
豹
｣
は
ひ
と
つ
の

生
き
物
な
の
だ
か
ら
､
｢
熊
熊
｣

も
そ
れ
に
近
く
な
い
と
い
け
な
い
｡
し
か
し
｢
熊
熊
｣
な
ん
て
生
き
物
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
｡

先
に
私
は
熊
熊
と
い
う
語
が
結
び
つ
き
や
す
い
の
は
両
者
が
ほ
か
の
動
物
に
比
べ
て
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
か
ら
だ
､
と
書
い
た
｡
問

題
は
そ
こ
に
あ
る
よ
う
だ
｡
前
作
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
､
ヒ
グ
マ
は
中
国
で
は
北
方
に
し
か
い
な
い
｡
単
純
に
考
え
て
も
中
国
の
半

分
以
上
の
人
間
は
ヒ
グ
マ
な
ど
見
た
こ
と
も
な
く
､
そ
の
存
在
ま
で
知
ら
な
い
場
合
も
十
分
あ
る
｡
そ
う
い
っ
た
人
々
は
熊
と
い
う
文
字

を
見
て
､
熊
の
よ
う
な
生
き
物
､
性
質
も
恐
ら
く
同
じ
､
と
思
う
よ
り
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
｡
■
実
際
に
両
方
を
知
っ
て
い
て
､
似
た
動
物
だ

と
思
っ
た
人
は
と
も
か
く
､
後
か
ら
こ
の
語
を
使
う
人
は
｢
似
た
動
物
｣

で
は
な
く
｢
同
じ
動
物
｣
と
見
て
し
ま
う
可
能
性
は
あ
る
｡
な

に
し
ろ
彼
ら
に
熊
と
熊
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
か
ら
｡

か
と
い
っ
て

｢
熊
熊
｣
を
動
物
名
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
そ
こ
で
私
は
『
穆
天
子
伝
』

の
こ
の
部
分
に
お
い
て
の

こ
の
語
の
意
味
は
､
｢
熊
や
熊
｣

で
は
な
く
｢
熊
の
た
ぐ
い
｣
ぐ
ら
い
が
適
当
な
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
る
｡
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
､

｢
熊
熊
｣

と
い
う
語
が
二
つ
の
生
き
物
を
ま
と
め
た
呼
び
方
で
は
な
く
､
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る

例
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
両
者
の
融
合
を
示
す
も
の
と
捉
え
て
お
き
た
い
｡

六
･
｢
雨
｣

イ
メ
ー
ジ
の
縮
小

こ
こ
ま
で
で
､
熊
に
関
し
て

｢
神
秘
的
イ
メ
ー
ジ
｣

｢
強
い
イ
メ
ー
ジ
｣

｢
熊
と
の
同
一
視
｣

が
存
在
す
る
と
述
べ
た
｡
こ
の
節
で
は
､

熊
と
熊
の
融
合
の
後
､
両
者
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
｡
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宋
の
陸
佃
の
記
し
た
『
埠
雅
』
に
は
､
熊
は
熊
に
似
て
い
る
が
､
よ
り
大
き
く
､
首
が
長
く
足
が
長
い
｡
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
､

人
に
遇
う
と
引
き
裂
き
､
つ
か
も
う
と
す
る
､
と
あ
る
｡
生
物
と
し
て
は
熊
と
は
別
の
生
き
物
と
し
て
､
そ
し
て
強
く
恐
ろ
し
い
生
き
物

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
一
方
で
､
そ
の
直
後
に
は
｢
熊
熊
､
目
は
直
に
し
て
…
｣
と
突
然
熊
熊
の
解
説
に
移
り
､

そ
の
後
は
｢
熊
熊
之
士
｣
や
詩
経
の
｢
男
子
之
祥
｣

の
熊
熊
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
｡
確
か
に
厳
密
に
言
え
ば
違
う
生
物
な
の
だ
ろ
う
が
､

そ
の
こ
と
を
常
日
頃
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
…
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
｡

柳
宗
元
は

｢
熊
説
｣

の
中
で
､
｢
鹿
は
貌
を
畏
れ
､
貌
は
虎
を
畏
れ
､
虎
は
熊
を
畏
れ
る
｣

と
書
い
て
い
る
｡
鹿
は
と
も
か
く
､
そ
の

他は

｢
怖
い
動
物
｣

と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
よ
り
も
吊
は
強
い
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢
甚
だ
人
を
害
す
｣

とも

書
い
て
い
る
｡
｢
熊
｣

と
言
わ
れ
れ
ば
知
識
人
た
ち
は
あ
る
程
度
一
致
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
は
で
き
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
そ

れ
は
あ
く
ま
で
実
物
の
ヒ
グ
マ
に
関
し
て
で
あ
る

(
ヒ
グ
マ
を
目
の
前
に
し
て

｢
熊
熊
｣
だ
､
と
は
さ
す
が
に
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
)
｡
文
章
の

中
で
は

｢
熊
｣

は
イ
メ
ー
ジ
ご
と

｢
熊
熊
｣

や

｢熊｣

に
吸
収
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

概
観
す
れ
ば
､
唐
代
以
降
に
は

｢
熊
｣

の
単
独
の
用
例
は
そ
う
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
『
全
唐
詩
』
を
例
に
と
る
と
､

｢
熊
熊
｣

の
使
用
例
が
3
5
例
､
そ
れ
以
外
の

｢熊｣
の
使
用
例
が
7
4
例
あ
っ
た
の
に
対
し
､
｢
熊
｣

は
わ
ず
か
6
例
｡
そ
の
う
え
､
う

ち
1
例
は
｢
熊
熊
｣
と
い
う
も
の
で
あ
り
､
｢
熊
熊
｣

｢
熊
熊
｣

の
よ
う
に
､
直
接
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
も
の
の
､
同
じ
詩
の
中
に
｢
熊
｣

の
登
場
す
る
も
の
も
2
例
あ
り
､
｢
熊
｣
単
独
の
例
と
は
少
々
言
い
に
く
い
｡
や
は
り
こ
の
こ
ろ
に
は
中
国
の
大
半
の
人
は
熊
な
ぞ
見
た

こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
な
に
し
ろ
生
息
域
が
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
来
熊
が
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー

ジ
を
伝
え
る
に
は

｢
熊
無
｣

と
言
わ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
､
も
し
く
は

｢熊｣

だ
け
で
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
､

｢
魯
山
山
行
｣

は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

183
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七
･
帝
の
失
業

こ
の
後
､
明
『
丹
鉛
絶
録
』
､
清
『
清
稗
類
紗
』
(
中
華
書
局
/
一
九
八
四
年
)
な
ど
を
見
た
が
､
熊
の
例
で
は
､
山
奥
に
す
ん
で
い
て
あ

ま
り
人
と
は
関
わ
ら
な
い
動
物
､
凶
暴
な
動
物
､
生
態
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
動
物
､
な
ど
が
あ
っ
た
｡
一
方
熊
は
例
も
少
な
く
､
厳
密
に

分
け
れ
ば
熊
は
熊
と
は
別
､
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
ら
し
い
が
､
宮
廷
で

(
北
京
郊
外
な
ら
ヒ
グ
マ
も
い
て
お
か
し
く
は
な
い
)
熊
が
つ
か

ま
っ
た
､
と
て
も
大
き
か
っ
た
､
程
度
の
現
実
的
な
記
録
し
か
な
く
､
熊
と
共
有
し
て
い
た
は
ず
の
非
現
実
的
な
神
秘
性
は
見
ら
れ
な

(12)

か
っ
た
｡

私
は
こ
れ
を
､
前
節
で
仮
定
し
た
､
｢
熊
｣
と
い
う
文
字
の
役
割
の
減
少
の
結
果
､
と
考
え
た
い
｡
熊
は
は
じ
め
は
熊
と
は
違
う
イ
メ
ー

ジ
の
､
違
う
生
き
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
､
言
葉
と
し
て
結
合
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
ざ
り
合
っ
た
｡

そ
し
て
お
互
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
合
っ
た
結
果
､
片
方
だ
け
で
ど
ち
ら
の
動
物
の
こ
と
も
指
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
う
す
れ
ば
､
中

国
の
半
数
以
上
の
人
に
と
つ
て
な
じ
み
の
薄
い
熊
の
ほ
う
が
使
わ
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
｡
つ
ま
り
､
あ
る
時
期
以
降
の
｢
熊
｣

の

文
字
は
､
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
も
ヒ
グ
マ
も
内
包
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
困
難
で
､
こ
こ
で
は
後
世
の
例
か

ら
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
｡
『
現
代
漢
語
詞
典
』
で

｢熊｣

を
引
く
と
､
た
だ
一
言
｢
椋
熊
の
こ
と
｣

と
書
い
て
あ
る
の
み
で
あ

る
｡
吊
と
い
う
文
字
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
の
だ
｡
そ
し
て
熊
が
熊
の
こ
と
も
指
し
て
し
ま
う
か
ら
(
ま
さ
に
現
代
日
本
語
の
｢
く

ま
｣
で
あ
る
)
､
ど
の
熊
な
の
か
､
を
言
う
の
に
､
｢
熊
と
言
っ
て
も
小
さ
い
ほ
う
の
熊
だ
か
ら
『
狗
熊
』
(
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
)
だ
｣
と
か
｢
茶

色
の
熊
の
ほ
う
だ
か
ら
『
綜
熊
』
だ
｣
と
か
､
い
ち
い
ち
言
い
な
お
す
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
､
熊
と
い
う
字

が
あ
る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
新
し
い
語
を
作
っ
た
り
は
し
な
い
｡

｢
熊
｣
と
い
う
文
字
は
｢
熊
熊
｣
を
仲
介
に
､
｢
熊
｣

の
持
つ
意
味
を
も
備
え
る
よ
う
に
な
り
､
イ
メ
ー
ジ
の
み
な
ら
ず
､
次
第
に
実
際

の
ヒ
グ
マ
を
指
す
用
途
も
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
､
と
私
は
考
え
た
い
｡
そ
れ
は
い
っ
た
い
い
つ
ご
ろ
な
の
か
､
断
言
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
が
､
今
回
の
資
料
か
ら
察
す
る
に
唐
ぐ
ら
い
ま
で
に
は
定
着
し
て
い
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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八
･
｢
魯
山
山
行
｣

へ
の
適
用

さ
て
､
そ
れ
で
は

｢
魯
山
山
行
｣

で
木
に
登
っ
て
い
る
熊
の
効
果
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
｡
前
作
の
結
論
は
､
｢
恐
ろ
し
さ
を
醸
し
出
す

た
め
で
は
な
く
､
珍
し
さ
か
ら
来
る
異
世
界
の
表
現
だ
｣

で
あ
っ
た
｡
前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
､
熊
に
は
神
秘
的
な
印
象
が
あ
る
一

方
で
､
強
く
て
怖
い
も
の
と
い
う
印
象
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
得
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
主
に
文
字
で

｢熊｣

を
知
っ
て
い
る

人
々
が
多
い
と
き
に
起
き
る
現
象
で
あ
る
｡
一
で
述
べ
た
､
｢
デ
ー
タ
の
正
確
､
不
正
確
以
前
の
問
題
｣

と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
｡
実
際

の
熊
の
生
態
が
ど
う
で
あ
る
か
わ
か
っ
て
も
､
そ
れ
が
文
字
で
し
か
知
ら
な
い
人
の
認
識
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡

本
稿
で
扱
っ
た
資
料
は
文
字
の
書
け
る
階
層
の
残
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
彼
ら
の

｢
熊
｣
や
｢
熊
｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
と

言
っ
て
良
い
｡
し
か
し
｢
魯
山
山
行
｣

の
作
者
･
梅
尭
臣
に
つ
い
て
は
､
単
純
に
知
識
人
一
般
と
同
列
に
扱
え
な
い
点
も
あ
る
｡
彼
の

作
っ
た
｢
毒
州
の
宋
待
制
に
御
す
九
題
･
押
鴎
亭
｣
に
｢
坐
熊
望
碧
水
/
安
得
同
一
敦
｣
と
い
う
表
現
が
あ
る
た
め
で
あ
る
｡
｢
坐
る
熊
｣

と
い
う
描
写
自
体
も
他
に
例
が
な
く
､
珍
し
い
も
の
で
あ
る
し
､
こ
の
熊
か
ら
は
危
険
さ
や
恐
ろ
し
さ
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
｡
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
作
者
は
｢
恐
く
な
い
熊
(
=
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
本
来
の
姿
)
｣
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
､
と
思
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
｡
ま

た
演
習
の
際
に
教
官
か
ら
示
さ
れ
た
熊
の
図
像
資
料
の
中
に
は
､
河
南
省
南
陽
県
と
方
城
県
か
ら
出
土
し
た
東
漢
の
画
像
石
が
い
く
つ
か

あ
っ
た
｡
南
陽
と
方
城
は
そ
れ
ぞ
れ
魯
山
か
ら
数
十
キ
ロ
し
か
離
れ
て
い
な
い
｡
そ
し
て
そ
こ
に
は
『
三
才
園
舎
』
な
ど
と
は
比
べ
も
の

に
な
ら
な
い
ほ
ど
､
写
実
的
な
熊
が
措
か
れ
て
い
る
(
『
中
国
美
術
全
集
絵
画
篇
1
8

｢
画
像
石
画
像
樽
｣
』
上
海
人
民
美
術
出
版
社
一
九
八

八
年
)
｡
河
南
省
の
こ
の
地
域
は
､
熊
が
比
較
的
身
近
だ
っ
た
の
か
､
そ
れ
と
も
何
か
熊
に
関
係
す
る
伝
説
が
あ
り
､
梅
亮
臣
も
そ
れ
に

触
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
｡

長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
結
論
を
ま
と
め
る
｡
熊
に
は
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
､
本
来
の
熊
(
=
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
)

の
生
態

か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
(
強
い
､
凶
暴
､
勇
敢
な
ど
)
も
存
在
す
る
｡
こ
れ
は
熊
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
融
合
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
｡
一
方
で
､
前
作
で
見
た
よ
う
な
､
｢
人
と
の
接
点
が
少
な
い
｣
と
い
う
熊
の
性
質
に
起
因
す
る
､
｢
珍
し
い
｣
イ
メ
ー
ジ
や
､
そ
こ
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か
ら
派
生
し
た
｢
不
思
議
な
｣
イ
メ
ー
ジ
も
存
在
す
る
し
､
共
存
も
し
得
る
｡
｢
魯
山
山
行
｣
に
お
い
て
も
､
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
あ
り
､

両
方
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
｡
そ
れ
は
本
ゼ
ミ
の
他
の
レ
ポ
ー
ト
の
考
察
な
ど
と
も
併
せ
考
え
た
う
え
で
結
論
付
け
て
い
く
べ
き
も
の
で

あ
り
､
本
稿
の
み
で
急
ぎ
確
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡

注(
1
)

(
2
)

(
3
)

『
尚
書
遂
字
索
引
』
(
香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
編
/
商
務
印
書
館
)
よ
り
引
用
｡
以
降
､
『
尚
書
』
に
関
し
て
は
同
じ
｡

『
説
文
解
字
』
(
中
華
書
局
/
一
九
七
七
年
)

に
は
｢
如
熊
黄
白
文
…
｣
と
あ
る
｡

『
爾
雅
義
疏
』
(
都
弦
行
撰
/
上
海
古
籍
出
版
社
/
一
九
八
三
年
)
に
よ
れ
ば
､
『
爾
雅
』
に
は
｢
熊
如
熊
､
黄
白
文
｣
と
あ
り
､
注
に
｢
似
熊
而
長

頭
高
脚
､
猛
悪
多
力
､
能
抜
樹
木
､
関
西
呼
日
鍛
熊
｣
､
邪
萬
の
疏
に
｢
説
文
用
爾
雅
､
熊
作
嬰
､
熊
熊
同
類
之
物
､
熊
尤
極
猛
｣
と
あ
る
｡
｢
熊
如

…｣

の
｢
熊
｣

は
文
脈
か
ら
見
て
､
｢
熊
｣

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
｡
海
陽
韓
氏
蔵
版
『
爾
雅
郭
註
補
正
』
で
は
｢
熊
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
こ
で
も

｢
熊
｣
と
い
え
ば
｢
強
い
｣
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
同
時
に
熊
と
区
別
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
様
子
も
う
か
が
え
る
｡

吉
夢
維
何

維
熊
維
熊

維
聴
推
熊
蛇
蛇
大
人
占
之

維
熊
維
熊

男
子
之
祥

維
低
維
蛇

女
子
之
祥
…

『
漢
書
』

(
中
華
書
局
/
一
九
六
二
年
)

よ
り
引
用
｡

『
史
記
』

(
中
華
書
局
/
一
九
八
二
年
)

に
よ
れ
ば
こ
の
部
分
は
…

居
二
日
半
､
簡
子
落
､
語
大
夫
日
､
我
之
帝
所
甚
楽
｡
輿
百
神
瀞
於
鈎
天
｡
虞
楽
九
奏
寓
舞
｡
不
類
三
代
之
楽
､
其
聾
動
人
心
｡
有
一
熊
欲
来
援
我
｡

帝
命
我
射
之
｡
中
熊
､
熊
死
｡
又
有
一
熊
来
｡
我
又
射
之
､
中
熊
窮
死
｡
帝
甚
書
､
賜
我
二
笥
｡
皆
有
副
｡
書
見
見
在
帝
側
｡
帝
展
我
一
撃
犬
日
､
及

而
子
之
牡
也
､
以
賜
之
｡
帝
告
我
､
晋
囲
且
世
衰
､
七
世
而
亡
｡
巌
姓
蒋
大
敗
周
人
於
花
魁
之
西
｡
而
亦
不
能
有
也
｡
今
余
思
虞
舜
之
動
｡
適
余
格
以

其
胃
女
孟
眺
配
而
七
世
之
孫
｡
重
安
干
受
言
而
書
戒
之
｡
以
扁
鵜
言
告
簡
子
｡
簡
子
賜
扁
龍
田
四
萬
畝
｡
他
日
簡
子
出
｡
有
人
雷
道
｡
辟
之
不
去
､
従

者
怒
､
絡
刀
之
｡
嘗
道
着
日
､
吾
欲
有
謁
於
主
君
｡
従
者
以
聞
｡
簡
子
召
之
｡
日
､
請
､
吾
有
所
見
子
噺
也
｡
嘗
道
者
日
､
屏
左
右
｡
願
有
謁
｡
簡
子

屏
人
｡
雷
道
着
日
､
主
君
之
疾
､
臣
在
帝
側
｡
簡
子
日
､
然
､
有
之
｡
子
之
見
我
､
我
何
鶉
｡
嘗
道
者
日
､
帝
令
主
君
射
熊
輿
熊
､
皆
死
｡
簡
子
日
､

是
且
何
也
｡
嘗
道
着
日
､
晋
園
且
有
大
難
､
主
君
首
之
｡
帝
令
主
君
滅
二
卿
､
夫
熊
輿
熊
皆
其
祖
也
｡
簡
子
日
､
帝
賜
我
二
笥
皆
有
副
､
何
也
?
嘗

道
者
日
､
主
君
之
子
将
克
二
囲
於
笹
｡
皆
子
姓
也
｡
簡
子
日
､
吾
見
兄
在
帝
側
､
帝
展
我
一
笹
犬
､
日
､
及
而
子
之
長
以
賜
之
｡
夫
兄
何
謂
以
賜
笹
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犬
?
嘗
道
着
日
､
見
､
主
君
之
子
也
｡
笹
犬
者
､
代
之
先
也
｡
主
君
之
子
且
必
有
代
｡
及
主
君
之
後
嗣
､
且
有
事
政
而
胡
服
､
井
二
園
於
笹
｡
簡
子

間
其
姓
而
延
之
以
官
｡
常
道
者
日
､
臣
野
人
､
致
帝
命
耳
｡
遂
不
見
｡
簡
子
書
蔵
之
府
｡

(
7
)

『
穆
天
子
伝
』

(
王
胎
梁

陳
建
敏
選
/
華
東
師
範
大
学
出
版
社
/
一
九
九
四
年
)
よ
り
｡

(
8
)
晋
代
に
貌
の
裏
王
の
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
｡
周
の
穆
王
の
故
事
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
に
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
｡
『
周
王
遊
行
記
』
と
い
う
別
名
も

あ
る
｡
戦
国
時
代
の
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
､
先
秦
の
も
の
か
と
も
言
わ
れ
る
が
､
詳
細
は
不
明
｡
晋
の
郭
瑛
が
注
を
付
け
た
｡

(
9
)

｢
無
知
熊
黄
白
文
｡
熊
似
熊
而
大
､
為
獣
亦
堅
中
長
首
高
脚
従
目
｡
能
縁
能
立
､
遇
人
側
撃
而
攫
之
俗
云
､
熊
無
限
直
､
悪
人
横
目
｡
准
南
子
日
…
…
｣

な
お
､
熊
に
関
し
て
は
『
三
才
圏
絵
』
と
同
じ
生
態
､
胆
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
､
ほ
か
に
孟
子
の

｢
我
所
欲
熊
熊
…
…
｣
が
引
か
れ
て
い
た
｡
以

上
は
顧
械
校
本
『
埠
雅
』

よ
り
引
用
し
た
｡

(10)

『
欽
定
全
唐
文
』
(
啓
文
出
版
社
/
一
九
六
一
年
)
よ
り
｡

(
u
)

『
寒
泉
』
古
典
文
献
全
文
検
索
資
料
庫

を
参
照
し
た
｡
ほ
か
に
『
全
唐
詩
』
(
中
華
書
局
/
一
九
六
一
年
)
･
『
全
唐
詩
索
引

王
維
』
(
中
華
書
局

/
一
九
九
二
年
)
･
『
同

李
白
』
(
現
代
出
版
社
/
一
九
九
五
年
)
･
『
同

杜
甫
』
(
天
津
古
籍
出
版
社
/
一
九
九
七
年
)
･
『
同

白
居
易
』
(
現
代
出

版
社
/
一
九
九
四
年
)
･
『
同

元
横
』
(
天
津
古
希
出
版
社
/
一
九
九
七
年
)
･
『
同

韓
愈
』
(
中
華
書
局
/
一
九
九
二
年
)
･
『
同

李
商
隠
』
(
中
華

書
局
/
一
九
九
一
年
)
･
『
同

温
庭
靖
』

(
現
代
出
版
社
/
一
九
九
四
年
)
｡
個
別
に
見
て
み
る
と
(
｢
熊
｣

｢
熊
｣

の
用
例
に
は

｢
熊
熊
｣
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
る
)
､
王
維
‥
｢
熊
｣
-
5
例
･
｢
熊
｣
-
な
し

李
白
‥
｢
熊
熊
｣
-
2
例
･
｢
熊
｣
-
5
例
･
｢
熊
｣
-
1
例

杜
甫
‥
｢
熊
熊
｣
-
9
例
･

｢
熊
｣
-
8
例
･
｢
熊
｣
-
1
例

白
居
易
‥
｢
熊
熊
｣
-
1
例
･
｢
熊
｣
-
2
例
･
｢
熊
｣
-
な
し

元
横
‥
｢
熊
熊
｣
-
4
例
･
｢
熊
｣
-
5
例
･
｢
熊
｣

-
な
し

韓
愈
‥
｢
熊
熊
｣
-
2
例
･
｢
熊
｣
-
8
例
･
｢
熊
｣
-
1
例

李
商
隠
‥
｢
熊
熊
｣
-
1
例
･
｢
熊
｣
-
1
例
･
｢
熊
｣
-
2
例

温
庭
靖
‥

｢
熊
｣
-
1
例
･
｢
熊
熊
｣
｢
熊
｣
-
な
し

ま
た
､
杜
甫
の
｢
熊
｣
が
用
い
ら
れ
て
い
る
詩
(
『
上
水
遺
懐
』
)
は
直
前
の
句
に
｢
熊
｣
が
登
場
し
て
い
る
｡

(12)

『
清
稗
類
紗
』
動
物
類
二
千
三
百
鯨
斤
之
熊

康
照
時
｡
聖
祖
辛
口
外
打
園
｡
遇
二
熊
｡
人
不
能
勝
｡
召
獅
子
獲
得
之
｡
老
獅
力
轟
而
尭
｡
小
獅
亦
逸
｡
其
熊
皮
寛
之
以
草
｡
置
薙
和
宮
殿
庭
｡
懸
牌

於
腰
間
｡
一
重
一
千
三
百
錬
斤
｡
一
重
八
百
徐
斤
｡

｢
熊
熊
｣

を
除
け
ば
､
｢
熊
｣

に
関
す
る
記
述
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
｡

(13)

『
現
代
漢
語
詞
典
』

(
中
国
社
会
科
学
院
語
学
研
究
所
詞
典
編
輯
所
編
/
一
九
九
六
年
)

(空

演
習
の
際
に
千
葉
貴
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
｡
全
体
は
以
下
の
通
り
｡
群
生
自
知
機
/
不
可
欺
以
異
/
此
錐
鴎
輿
馴
/
鴎
亦
魚
所
避
/
坐
熊
望
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碧
水
/
安
得
同
一
致
/
然
此
海
客
心
/
還
應
無
有
悦

｢
熊
升
樹
｣
の
｢
升
｣
に
つ
い
て

大

山

獣

｢
霜
落
熊
升
樹
｣
と
い
う
一
句
を
読
ん
だ
時
に
は
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
｡
そ
れ
は
驚
き
と
共
に
何
か
フ
ワ
フ
ワ
と
し
た
印
象
を
受
け

た
の
だ
｡
驚
き
は
恐
ら
く
熊
は
捧
猛
な
動
物
だ
と
い
う
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
フ
ワ
フ
ワ
し
た
感
じ
は
｢
升
｣
の
字
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
､
熊
を
恐
ろ
し
い
と
思
い
な
が
ら
何
故
フ
ワ
フ
ワ
の
感
じ
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
不
思
議
な

印
象
を
切
っ
掛
け
と
し
て
､
｢
升
｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
｡

｢
熊
升
樹
｣
と
は
熊
が
木
に
ノ
ボ
ル
こ
と
で
あ
る
が
､
｢
撃
｣
｢
登
｣
｢
上
｣
等
も
ノ
ボ
ル
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
､
先
ず
こ
れ
ら
の

語
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡
従
来
熊
に
対
し
て
は
､
停
猛
な
野
獣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
､
中
で
も
特
徴
と
さ
れ
る
の
は
力

強
い
掌
と
手
足
の
鋭
い
爪
で
あ
る
｡
も
し
も
｢
撃
｣
を
使
う
と
す
れ
ば
､
文
字
の
形
に
手
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
そ
の
ノ
ポ
リ

は
｢
し
が
み
つ
い
て
這
い
上
が
る
｣
と
い
う
手
足
の
動
き
が
伴
う
ノ
ポ
リ
で
あ
り
､
更
に
｢
撃
｣
に
は
ノ
ボ
ル
と
い
う
語
意
の
ほ
か
､
手

で
つ
か
ま
る
､
し
が
み
つ
く
な
ど
の
用
法
も
存
在
す
る
た
め
､
(
樽
猛
な
熊
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
)
熊
掌
と
爪
へ
の
連
想
は
必
至
で
あ
ろ

ぅ
｡
こ
れ
は
『
魯
山
山
行
』
に
漂
う
幽
静
､
超
逸
の
境
地
と
釣
り
合
わ
な
い
だ
け
で
な
く
､
そ
れ
を
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
予
測
で
き

る｡

｢
登
｣

の
字
形
に
も
両
足
で
歩
く
こ
と
を
意
味
す
る
穴
が
含
ま
れ
る
が
､
｢
撃
｣
に
含
ま
れ
る
｢
手
｣
ほ
ど
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い

か
も
知
れ
な
い
｡
ま
た
､
｢
萱
｣
に
は
｢
登
天
｣

｢
登
仙
｣

の
よ
う
な
用
法
も
あ
り
､
こ
の
場
合
足
の
動
き
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
｡
し
か

し
｢
登
｣
に
は
｢
足
で
踏
む
｣
な
ど
の
用
法
が
存
在
し
､
｢
登
肇
｣

｢
撃
登
｣
と
い
う
熟
語
も
あ
る
｡
｢
登
｣
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
木
登


