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は
じ
め
に

『
太
平
広
記
』
は
北
宋
の
太
平
興
国
年
間
に
李
妨
等
が
太
宗
の
勅
命
を
受
け
編
纂
し
た
類
書
で
あ
る
｡
他
の
類
書
に
比
べ
貌
晋
南
北
朝

時
代
の
志
怪
書
や
唐
代
の
伝
奇
を
多
く
収
録
し
て
い
る
た
め
､
志
怪
･
伝
奇
を
研
究
す
る
際
の
必
携
育
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
現
在

残
っ
て
い
る
版
本
は
明
の
嘉
靖
四
十
五
年
(
一
五
六
六
)
に
刊
行
さ
れ
た
談
悼
刻
本
(
以
下
談
刻
本
と
省
略
)
が
一
番
古
く
､
他
に
明
･
許

自
昌
刻
本
(
以
下
許
刻
本
と
省
略
)
､
明
･
嘉
靖
常
州
府
刻
本
､
明
･
隆
慶
活
字
本
､
清
･
四
庫
全
書
本
､
清
･
黄
氏
巾
箱
本
､
民
国
･
掃

葉
山
茅
石
印
本
な
ど
の
版
本
が
存
在
す
(
机
｡
そ
し
て
､
完
五
九
年
に
江
紹
橡
氏
が
談
刻
本
を
底
本
に
､
各
種
版
本
及
び
､
明
･
野
竹
賓

抄
本
(
以
下
明
抄
本
と
省
略
)
､
清
の
陳
鰹
が
残
宋
刻
本
を
も
と
に
許
刻
本
上
に
校
訂
を
施
し
た
本
(
以
下
陳
校
本
と
省
略
)
に
よ
る
校
訂
を

行
い
､
点
を
加
え
た
点
校
本
が
人
民
文
学
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
｡
こ
の
本
に
更
に
若
干
の
改
訂
を
加
え
て
一
九
六
一
年
に
中
華
書
局

か
ら
出
版
さ
れ
た
本
(
以
下
､
点
校
本
と
す
る
)
が
現
在
決
定
版
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
人
民
大
学
教
授
の
張
国
風
氏

に
よ
る
と
こ
の
点
校
本
は
他
書
と
の
違
い
の
一
部
し
か
採
用
し
て
お
ら
ず
､
完
全
な
校
訂
と
は
言
い
難
い
た
め
､
更
な
る
校
訂
の
必
要
が

あ
る
と
い
う
｡
ま
た
こ
の
点
校
本
で
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
本
と
し
て
台
湾
大
学
所
蔵
の
清
･
孫
潜
が
校
訂
を
施
し
た
『
太
平
広
記
』
(
以
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下
孫
校
本
と
省
略
)
が
存
在
す
る
｡
孫
校
本
は
談
刻
本
上
に
孫
漕
が
見
た
抄
本
と
の
違
い
を
朱
で
書
き
入
れ
て
あ
る
｡
こ
の
孫
校
本
に
つ

い
て
も
､
一
九
七
〇
年
に
台
湾
芸
文
印
書
館
か
ら
談
刻
本
の
影
印
本
(
民
国
二
十
三
年
(
一
九
三
四
)
北
平
文
友
堂
が
出
版
し
た
影
印
本
を
再

影
印
)
が
出
版
さ
れ
た
時
､
厳
一
再
氏
が
孫
校
本
を
中
心
と
し
､
点
校
本
も
参
考
に
し
た
『
太
平
広
記
校
勘
記
』
(
以
下
厳
校
勘
記
と
省
略
)

を
附
録
と
し
て
出
版
し
て
お
り
､
そ
の
解
説
部
分
や
､
慮
錦
堂
氏
の
『
太
平
広
記
引
書
考
』
及
び
｢
記
所
見
明
談
憶
刻
本
太
平
広
記
-
兼

(
4
)

(
5
)

及
有
閑
宋
本
流
伝
的
一
些
線
素
-
｣
で
既
に
基
本
的
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
張
国
風
氏
も
｢
『
太
平
広
記
』
宋
本
原
貌
考
｣
で

陳
校
本
､
明
抄
本
と
孫
校
本
と
の
比
較
を
行
い
､
『
太
平
広
記
』
の
元
の
姿
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
『
太
平
広
記
』
に
関
し
て
は
､
張
国
風
氏
を
は
じ
め
と
し
て
､
新
た
に
校
訂
を
行
う
必
要
が
説
か
れ
て
お
り
､
台
湾
大
学

と
北
京
図
書
館
で
孫
校
本
と
陳
校
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
交
換
さ
れ
､
新
た
な
校
勘
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
詰
も
あ
る
が
､
成

果
が
世
に
出
る
に
は
な
お
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
｡
現
在
､
我
々
が
『
太
平
広
記
』
を
取
り
扱
う
際
に
は
次
善
の
策
と
し
て
､
点
校

本
を
も
と
に
張
国
風
氏
が
陳
校
本
の
異
文
を
集
め
た
も
の
や
厳
校
勘
記
を
利
用
し
っ
つ
､
自
分
が
必
要
な
部
分
に
対
し
て
校
訂
を
行
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
今
回
筆
者
は
台
湾
大
学
図
書
館
持
戒
組
で
孫
校
本
を
閲
覧
す
る
こ
と
を
得
､
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
､
従
来

の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
厳
校
勘
記
の
問
題
点
を
さ
さ
や
か
な
が
ら
発
見
し
た
の
で
､
こ
こ
に
報
告
し
た
い
｡

孫
校
本
に
つ
い
て

孫
校
本
に
つ
い
て
､
従
来
の
研
究
を
も
と
に
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
｡

元
は
帝
園
の
署
名
か
ら
､
陳
世
祥
の
校
訂
と
さ
れ
て
い
た
の
を
同
じ
く
辞
園
と
い
う
字
を
持
つ
孫
潜
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
厳
校
勘

記
の
解
説
で
あ
る
｡
孫
潜
は
伝
記
不
詳
の
人
物
で
あ
る
が
､
『
水
経
注
』
の
校
訂
も
し
て
お
り
､
孫
潜
校
の
『
水
経
注
』
の
政
文
及
び
孫

校
本
巻
四
七
九
末
尾
の
政
文
に
よ
る
と
､
孫
潜
は
『
水
経
注
』
の
校
訂
を
康
無
七
年
(
一
六
六
八
)
正
月
三
十
日
に
終
え
た
後
､
引
き
続

き
『
太
平
広
記
』
の
校
訂
に
着
手
し
わ
ず
か
一
ケ
月
あ
ま
り
後
の
三
月
六
日
に
校
訂
作
業
を
終
え
た
ら
し
い
｡
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ま
た
現
在
の
孫
校
本
は
全
五
百
巻
の
う
ち
巻
四
八
六
ま
で
し
か
存
在
し
な
い
｡
ま
た
そ
の
他
に
も
一
部
が
欠
け
て
お
り
､

第
十
四
冊

第
十
九
冊

第
二
十
冊

第
二
十
四
冊

第
二
十
五
冊

第
四
十
二
冊

第
四
十
三
冊

巻
一
一
五
か
ら
一
二
四

巻
一
六
五
か
ら
一
七
四

巻
一
七
五
か
ら
一
八
一

巻
二
一
一
か
ら
二
二
〇

巻
二
三
一
及
び
巻
二
三
二

(
そ
れ
以
外
は
原
本
)

巻
四
一
四
か
ら
四
二
三

巻
四
二
四
か
ら
四
三
六

に
は
他
の
冊
に
あ
る
孫
潜
の
印
が
押
さ
れ
て
お
ら
ず
､
紙
質
が
違
う
た
め
､
別
の
談
刻
本
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ

し
て
そ
の
補
わ
れ
た
部
分
に
も
朱
校
が
あ
る
が
､
量
が
少
な
く
､
筆
跡
も
他
の
個
所
と
は
違
う
た
め
､
孫
潜
の
後
､
他
の
誰
か
に
よ
っ
て

補
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
､
誰
が
､
何
を
も
と
に
行
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
第
三
十
一
冊
全
体
(
巻
三
〇

一
か
ら
巻
三
一
〇
)
は
別
の
談
刻
本
で
は
な
く
手
書
き
で
補
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
も
後
人
の
手
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
｡
一
方
巻
三
〇

の
第
五
葉
､
巻
二
四
五
の
第
二
菓
か
ら
第
六
葉
､
巻
四
〇
九
の
第
九
菓
､
巻
四
四
一
の
第
五
､
六
菓
な
ど
の
本
文
部
分
も
手
書
き
で
補
わ

れ
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
孫
漕
が
補
っ
た
も
の
で
あ
り
､
孫
潜
の
筆
跡
で
朱
校
が
あ
る
｡

こ
の
『
太
平
広
記
』
は
孫
潜
が
所
蔵
し
た
後
､
李
石
と
い
う
伝
記
不
詳
の
人
物
が
揚
州
で
購
入
し
､
そ
の
後
更
に
襲
萬
人
の
手
に
渡
り
､

彼
の
鳥
石
山
房
の
蔵
書
と
し
て
台
湾
大
学
に
伝
わ
っ
た
｡

孫
校
本
の
来
源

こ
の
孫
校
本
が
校
訂
の
材
料
と
し
た
の
は
､
時
折
眉
批
(
こ
の
眉
批
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
)

に

｢
抄
本
作
0
0
｣

と
い
っ
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た
表
現
が
見
え
る
こ
と
か
ら
､
抄
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
そ
れ
で
は
こ
の
抄
本
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
抄
本

の
来
歴
に
つ
い
て
も
厳
校
勘
記
の
解
説
で
既
に
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
『
太
平
広
記
』
巻
三
八
八
末
尾
の
菓
に
孫
潜

に
よ
る
｢
己
上
二
巻
係
世
撃
楼
抄
入
(
以
上
の
二
巻
は
世
学
楼
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
た
)
｣
と
の
書
き
こ
み
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
抄
本
は
も
と

も
と
明
代
会
稽
の
紐
緯
の
書
斎
世
学
楼
の
蔵
書
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
更
に
巻
二
六
五
の
冒
頭
に
｢
此
一
巻
宋
刻
亦
鉄
抄
本
取
時
本

補
入
也
(
こ
の
一
巻
は
宋
刻
本
で
も
欠
け
て
お
り
抄
本
は
時
本
を
用
い
て
補
っ
た
の
だ
ろ
う
)
｣
と
あ
り
､
巻
三
七
七
｢
李
彊
友
｣
条
に
｢
此
下

抄
本
皆
世
畢
楼
輿
刻
本
全
同
蓋
非
善
本
也
｣
と
巻
三
八
七
､
巻
三
八
八
以
外
の
部
分
に
も
世
学
楼
の
名
前
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
厳
校
勘
記

解
説
､
慮
錦
堂
論
文
共
に
抄
本
=
世
学
楼
所
蔵
の
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
巻
三
七
七
の
眉
批
は
読
み
に
く
く
､
意
味
が
は
っ

き
り
し
な
い
が
､
他
所
で
は
常
に
｢
抄
本
｣
の
語
し
か
用
い
て
い
な
い
｡
よ
っ
て
､
安
易
に
す
べ
て
の
個
所
で
抄
本
=
世
学
楼
本
と
し
て

し
ま
う
こ
と
に
は
疑
問
が
も
た
れ
る
｡

抄
本
の
由
来
を
探
る
材
料
は
孫
潜
の
書
き
込
み
の
中
に
は
他
に
な
い
が
､
別
の
方
法
で
孫
潜
が
依
拠
し
た
抄
本
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
｡
そ
れ
は
､
残
宋
刻
本
を
も
と
に
校
訂
を
施
し
た
と
い
う
陳
校
本
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
孫
校
本
と
陳
校
本
の
両
者
の
間
に
は

何
か
し
ら
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
比
較
に
つ
い
て
も
張
国
風
氏
の
｢
『
太
平
広
記
』
宋
本
原
貌
考
｣
で
既
に
基
本
的
な
作
業

が
行
わ
れ
て
お
り
､
開
字
の
状
況
か
ら
ど
ち
ら
も
南
宋
･
高
宗
(
超
杓
‥
在
位
一
二
一
七
-
二
六
二
)
以
降
の
本
が
元
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
が
､
抄
本
が
い
つ
の
時
代
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
ま

た
巻
一
四
一
が
欠
本
に
に
な
っ
て
い
た
状
況
な
ど
も
両
者
で
一
致
を
見
る
｡
そ
し
て
､
『
太
平
広
記
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
張
国
風
氏
は

孫
校
本
の
方
が
陳
校
本
よ
り
も
朱
の
量
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
､
点
校
本
で
意
味
が
通
り
に
く
い
部
分
が
孫
校
本
､
陳
校
本
､

明
抄
本
に
よ
っ
て
､
読
み
や
す
く
な
る
例
が
十
三
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡

筆
者
は
孫
校
本
と
陳
校
本
の
関
係
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
､
試
み
に
張
国
風
氏
の
｢
『
太
平
広
記
』
陳
鰻
校
本
異
文
選
｣
(
以
下
｢
異

文
選
｣
と
省
略
)
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
校
本
と
一
致
し
な
い
陳
校
本
の
文
章
と
､
孫
校
本
の
文
章
の
対
照
を
行
っ
た
｡
そ
の
結
果
｢
異
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文
選
｣
に
挙
げ
ら
れ
た
約
九
百
文
中
の
三
剖
ほ
ど
が
孫
校
本
で
も
同
じ
文
字
に
直
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
一
致
の
比
率
を
高
い
と
見
る
か
低

い
と
見
る
か
だ
が
､
由
来
も
別
で
あ
る
本
で
こ
れ
だ
け
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
両
者
の
元
と
な
っ
た
本
が
同
系
統
の
書
､
す
な
わ
ち

『
太
平
広
記
』
原
本
に
よ
り
近
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
孫
校
本
で
孫
潜
の
後
に
補
わ
れ
た
部
分
と
さ
れ
て
い
る
部
分
で
は

陳
校
本
と
の
一
致
が
他
の
個
所
と
違
い
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
､
こ
の
後
補
部
分
の
校
訂
の
材
料
は
孫
潜
が
元
に
し
た
抄
本
で
は
な
い
と
し

て
い
る
厳
校
勘
記
の
考
え
を
補
強
し
て
く
れ
る
｡
ま
た
陳
校
本
と
孫
校
本
で
同
じ
く
校
訂
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
校
訂
の
内
容
が
違
う
と

い
う
例
も
見
ら
れ
た
｡
こ
れ
ら
は
読
み
に
く
い
個
所
で
あ
り
､
書
き
写
す
人
々
が
流
伝
の
段
階
で
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
｡

孫
潜
の
校
訂
及
び
厳
校
勘
記
に
つ
い
て

孫
潜
の
校
訂
は
非
常
に
数
が
多
く
､
厳
校
勘
記
は
そ
の
校
訂
を
か
な
り
丁
寧
に
拾
っ
た
労
作
で
あ
る
｡
し
か
し
筆
者
が
孫
校
本
と
厳
校

勘
記
の
一
部
に
つ
い
て
対
照
し
て
み
た
と
こ
ろ
､
幾
つ
か
の
問
題
点
を
発
見
し
た
｡
こ
こ
に
そ
れ
を
報
告
し
た
い
｡
ま
ず
厳
校
勘
記
が

｢
無
｢
O
｣
字
｣
と
表
記
し
､
孫
校
本
に
は
な
い
と
し
て
い
る
文
字
を
実
際
に
孫
校
本
に
当
た
っ
て
み
る
と
､
刻
本
の
文
字
列
の
真
ん
中

に
点
を
打
っ
て
い
る
も
の
､
文
字
列
の
脇
に
丸
印
を
打
っ
て
い
る
も
の
､
レ
点
を
加
え
て
い
る
も
の
と
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
｡
孫
潜
は
校
訂

の
凡
例
を
書
き
残
し
て
い
な
い
の
で
､
こ
れ
ら
の
記
号
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
厳
密
に
は
分
か
ら
ず
､
す
べ
て
を
一
律
に
｢
無

｢
O
｣
字
｣
と
し
て
よ
い
か
疑
問
が
持
た
れ
る
｡
ま
た
孫
潜
の
校
訂
は
基
本
的
に
刻
本
の
本
文
上
に
直
接
施
さ
れ
る
が
､
眉
批
の
部
分
に

校
訂
の
注
釈
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
れ
は
本
文
の
校
訂
が
長
文
に
な
る
場
合
や
､
本
文
の
一
部
を
括
弧
で
く
く
つ
て
眉
批
の
部
分

で
｢
小
字
双
行
｣
で
あ
る
と
記
し
､
注
文
が
本
文
に
紛
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
個
所
を
示
す
場
合
､
同
一
条
の
中
で
人
名
な
ど
あ
る
一
つ
の

文
字
が
全
て
訂
正
さ
れ
る
場
合
に
全
て
の
文
字
を
一
々
直
さ
ず
｢
○
抄
本
作
△
下
同
｣
と
示
し
た
り
す
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
眉
批

の
内
容
に
つ
い
て
は
厳
校
勘
記
は
丁
寧
に
記
録
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
と
は
別
種
の
眉
批
が
存
在
す
る
｡
そ
れ
は
巻
七
一
第
一
葉
か
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ら
巻
八
六
第
三
葉
ま
で
に
断
続
的
に
見
ら
れ
る
再
校
訂
の
眉
批
で
あ
る
｡
こ
れ
は
刻
本
中
の
校
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
文
字
に
対
し
て
眉
批

の
部
分
で
房
作
0
0
｣
と
書
き
､
元
の
ま
ま
の
文
字
が
正
し
い
と
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
｡
吏
た
巻
七
三
第
二
菓
裏
以
降

で
は
房
作
｣
の
字
を
書
く
の
を
省
き
､
本
文
の
文
字
の
み
を
眉
批
部
分
に
示
す
形
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
な
お
筆
跡
は
他
所
の
眉
批
と
変

ゎ
り
な
く
､
こ
の
再
校
訂
の
眉
批
も
孫
潜
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
れ
ら
の
眉
批
､
の
存
在
は
厳
校
勘
記
解
説
で
も
慮
錦
堂
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
し
て
､
筆
者
が
こ
の
眉
批
と
厳
校
勘
記
を

対
照
さ
せ
た
と
こ
ろ
､
そ
の
再
校
訂
を
採
用
し
て
い
る
場
合
と
､
採
用
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
具
体
例
と
し
て
､
比
較
的

短
い
話
で
あ
る
巻
七
六
｢
遊
廓
｣
条
を
取
り
1
げ
て
み
る
｡
本
文
は
談
刻
本
に
従
い
､
点
は
筆
者
が
適
宜
施
し
た
｡
本
文
中
に
施
し
た
括

弧
内
の
数
字
で
､
孫
潜
の
校
訂
及
び
厳
校
勘
記
の
実
際
を
記
す
｡

武
昌
遊
廓
､
斉
人
也
｡
草
道
於
呉
永
石
公
､
三
年
､
廓
求
辟
｡
公
日
､
子
道
未
備
､
安
可
蹄
哉
(
一
)
｡
乃
遣
之
､
及
斉
行
極
､
方

止
息
､
同
息
吏
以
薦
法
犯
(
二
)
者
澄
(
三
)
之
､
廓
走
百
讐
､
愛
鳥
青
鹿
｡
吏
逐
之
､
迷
走
入
曲
(
四
)
巷
中
､
倦
甚
､
ノ
乃

得
憩
之
｡
吏
見
而
又
逐
之
､
復
欒
烏
白
虎
､
急
奔
､
見
(
五
)
芸
､
入
其
中
､
愛
鳥
鼠
｡
吏
(
六
)
悟
日
此
人
能
攣
斯
必
是
也
｡

遂
取
鼠
縛
之
､
則
廓
形
復
焉
｡
遂
以
付
獄
､
法
磨
棄
市
Q
永
石
公
廟
之
(
七
)
､
歎
日
､
吾
之
各
也
｡
乃
往
見
空
日
､
吾
聞
大
国

有
囚
､
能
髪
形
考
王
乃
召
廓
､
勤
兵
園
之
｡
廓
按
前
化
鼠
､
公
従
坐
翻
然
焉
老
鵡
､
攫
(
八
)
鼠
而
去
､
遂
飛
入
雲
中
｡
出
列
仙

(
一
)
｢
哉
｣
字
を
｢
也
｣
に
訂
正
し
て
い
る
が
､
眉
批
に
｢
哉
｣
字
が
書
か
れ
て
お
り
､
厳
校
勘
記
で
は
こ
の
字
に
つ
い
て
何
も
記

し
て
い
な
い
(
す
な
わ
ち
｢
哉
｣
字
で
あ
る
と
し
て
い
る
)
｡
…
｢
法
犯
｣
を
｢
犯
法
｣
に
直
し
て
お
り
､
厳
校
勘
記
も
そ
れ
に

従
っ
て
い
る
｡
(
三
)
｢
収
｣
字
を
｢
取
｣
字
に
直
し
て
お
り
､
厳
校
勘
記
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
｡
(
四
)
｢
曲
｣
字
脇
に
レ
点
が
あ

り
､
眉
批
に
｢
曲
｣
字
が
書
か
れ
て
い
る
が
､
厳
校
勘
記
で
は
｢
曲
｣
字
が
な
い
と
す
る
｡
(
五
)
｢
釆
｣
字
の
上
に
｢
復
愛
鳥
鹿
車



250

吏
逐
倦
之
見
鹿
｣
の
文
字
が
あ
る
と
し
て
お
り
､
厳
校
勘
記
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
｡
(
六
)
｢
吏
｣
と
｢
悟
｣
字
の
間
に
｢
乃
｣
字

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
､
厳
校
勘
記
で
は
｢
乃
｣
字
の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
(
七
)
｢
之
｣
字
脇
に
レ
点
が
あ
り
､
眉
批

に
｢
之
｣
字
が
書
か
れ
て
い
る
が
､
厳
校
勘
記
で
は
｢
之
｣
字
が
な
い
と
す
る
｡
(
八
)
｢
攫
｣
字
を
｢
獲
｣
字
に
改
め
て
お
り
､
眉

批
に
は
｢
攫
｣
字
が
書
か
れ
て
い
る
｡
厳
校
勘
記
で
は
こ
の
字
に
つ
い
て
何
も
記
し
て
い
な
い
(
す
な
わ
ち
｢
攫
｣
字
で
あ
る
と
し

て
い
る
)
｡
(
九
)
｢
列
仙
侍
｣
を
｢
神
仙
博
｣
と
直
し
て
お
り
､
厳
校
勘
記
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
厳
校
勘
記
は
､
眉
批
に
お
け
る
再
校
訂
を
採
用
し
て
い
る
場
合
(
(
一
)
､
(
八
)
)
も
あ
れ
ば
､
採
用
し
て
い
な
い
場
合

(
(
四
)
､
(
七
)
)
も
あ
り
､
そ
の
採
用
基
準
も
校
語
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
｡
(
六
〉
の
よ
う
な
､
校
訂
さ
れ
て
い
る
文
字
を
厳

校
勘
記
が
記
録
し
て
い
な
い
例
も
､
筆
者
が
孫
校
本
の
一
部
に
つ
い
て
調
べ
た
だ
け
で
も
多
々
見
ら
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
記
録
漏
れ
は
一

字
の
み
の
校
訂
で
あ
り
､
文
脈
上
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
多
く
見
ら
れ
る
が
､
眉
批
の
問
題
も
含
め
､
校
勘
記

と
し
て
こ
れ
ら
の
事
情
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
は
読
者
に
対
し
て
不
親
切
で
あ
り
､
『
太
平
広
記
』
の
原
文
を
追
求
す
る
た
め
に
は
､
よ

り
慎
重
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
｡

ま
た
厳
校
勘
記
で
明
ら
か
に
眉
批
を
読
み
違
え
て
い
る
例
も
あ
る
｡
巻
七
一
の
｢
超
高
｣
条
で
は
趨
高
が
殺
さ
れ
る
場
面
で
原
文
は
第

一
葉
表
か
ら
｢
及
/
高
教
｣
(
/
は
改
行
を
表
す
)
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
校
訂
は
本
文
の
｢
高
教
｣
に
対
し
て
｢
高
｣
字
の
上
に
｢
誅
｣

字
を
入
れ
､
｢
教
｣
字
が
｢
也
｣
字
で
あ
る
と
し
て
い
て
､
更
に
第
一
菓
裏
第
一
行
目
の
眉
批
に
｢
一
偽
無
誅
字
也
作
死
｣
(
眉
批
中
の

｢
諌
｣
字
は
も
と
も
と
｢
教
｣
字
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
｢
誅
｣
字
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
に

対
し
て
､
厳
校
勘
記
で
は
眉
批
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ず
｢
｢
高
｣
1
有
｢
死
｣
字
｣
と
記
録
し
て
お
り
､
こ
れ
に
従
う
と
本
文
は
｢
死

高
教
｣
と
な
る
｡
こ
れ
は
､
眉
批
を
｢
一
に
な
お
誅
の
字
が
な
く
､
ま
た
｢
死
｣
字
に
作
る
｣
と
｢
諌
｣
字
一
字
に
対
す
る
校
訂
の
言
葉

と
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
｢
死
高
教
｣
で
は
文
意
が
通
じ
に
く
い
｡
も
し
本
文
に
施
さ
れ
た
校
訂
に
従
え
ば
本
文
は
｢
及
/
課

高
也
｣
と
な
る
｡
そ
し
て
眉
批
は
こ
の
校
訂
で
書
き
加
え
ら
れ
た
｢
課
｣
｢
也
｣
の
二
文
字
に
対
し
て
､
｢
一
に
な
お
｢
誅
｣
字
は
な
く
､
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｢
也
｣
字
は
｢
死
｣
字
に
作
る
｣
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
よ
っ
て
､
眉
批
に
従
う
と
本
文
は
｢
及
/
高
死
｣
と
な
る
｡
本
文
が
直
さ
れ

た
形
で
あ
る
｢
課
高
也
｣
で
も
文
意
は
通
じ
る
が
､
そ
れ
ま
で
拷
問
を
加
え
ら
れ
て
平
然
と
し
て
い
た
超
高
が
死
ん
で
青
い
雀
が
飛
ん
だ

と
い
う
話
で
あ
る
か
ら
眉
批
の
校
訂
が
一
番
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
ら
の
眉
批
に
あ
る
再
校
訂
は
何
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
巻
七
一
か
ら
巻
八
六
の
部
分
に
は
刻
本
の
文
字
が
△
で
あ
る
場

合
に
｢
抄
作
○
改
作
△
｣
と
､
抄
本
で
一
度
○
字
と
し
て
お
き
な
が
ら
､
△
字
に
訂
正
し
て
あ
る
と
い
う
情
報
ま
で
丁
寧
に
記
し
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
な
種
類
の
眉
批
も
巻
七
一
か
ら
巻
八
六
の
部
分
に
し
か
見
ら
れ
ず
､
厳
校
勘
記
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
何
も
触
れ
て
い

な
い
｡
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
､
巻
七
一
か
ら
巻
八
六
の
部
分
は
一
度
校
訂
を
施
し
た
の
ち
に
､
同
じ
本
を
も
う
一
度
見
直
し
て
書
き
直
し
た

よ
う
に
も
思
え
る
が
､
そ
れ
に
し
て
は
大
幅
な
再
校
訂
も
あ
り
､
数
十
字
に
わ
た
る
校
訂
を
ま
と
め
て
｢
如
作
刻
文
｣
と
元
に
戻
す
よ
う

な
こ
と
も
し
て
い
る
｡
よ
っ
て
､
こ
の
再
校
訂
の
材
料
に
つ
い
て
は
何
に
よ
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
｡

他
に
巻
三
八
〇
の
第
六
菓
裏
か
ら
第
七
菓
に
か
け
て
の
｢
張
質
｣
条
に
も
こ
の
よ
う
な
校
訂
の
眉
批
が
見
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
他
の
眉

批
と
違
い
､
そ
れ
ぞ
れ
の
眉
批
の
上
に
丸
印
が
記
さ
れ
た
箇
条
書
き
形
式
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
こ
の
眉
批
に
つ
い
て
は
､
厳
校

勘
記
は
ほ
ぼ
全
て
を
採
用
し
て
い
る
｡

孫
校
本
の
か
つ
て
の
所
有
者
で
あ
っ
た
襲
萬
人
は
題
識
で
､

同
治
努
酉
冬
､
間
県
襲
萬
人
購
此
書
於
済
南
､
未
知
為
何
人
用
朱
筆
点
寛
､
多
靴
此
書
之
累
也
｡

同
治
努
酉
冬
､
問
県
襲
義
人
が
こ
の
書
を
済
南
で
購
入
し
た
｡
誰
が
字
句
を
書
き
改
め
た
の
か
分
か
ら
な
い
｡
誤
り
が
多
い
こ
と
は

こ
の
書
の
欠
点
で
あ
る
｡

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
孫
校
本
の
校
訂
に
は
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
､
刻
本
の
ま
ま
の
方
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
場
合
が
ま
ま
見
ら
れ

る
｡
し
か
し
孫
潜
の
校
訂
に
対
す
る
姿
勢
は
再
校
訂
の
眉
批
で
抄
本
の
訂
正
に
つ
い
て
ま
で
記
録
す
る
よ
う
に
､
正
し
い
か
ら
書
き
入
れ

る
わ
け
で
は
な
く
､
談
刻
本
と
抄
本
を
対
照
し
た
時
に
異
な
る
個
所
が
あ
れ
ば
全
て
を
記
録
す
る
と
い
う
方
針
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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そ
れ
に
対
し
て
､
厳
校
勘
記
は
必
ず
し
も
全
て
の
校
訂
を
記
録
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
そ
の
採
否
の
基
準
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
｡
ま
た
序
文
で
解
説
は
し
て
あ
る
も
の
の
､
後
補
の
部
分
に
加
え
ら
れ
た
校
訂
も
厳
校
勘
記
で
は
孫
潜
の
校
訂
で
は
な
い
と
の
断
り
な

し
に
記
録
し
て
い
る
の
も
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
同
じ
く
厳
校
勘
記
は
中
華
書
局
の
点
校
本
も
参
照
し
た
と
し
て
い
る
が
､
点
校
本

で
､
明
抄
本
な
ど
に
よ
っ
て
校
訂
し
て
い
る
部
分
に
関
し
て
も
一
部
し
か
記
録
し
て
い
な
い
｡
現
在
孫
校
本
を
見
る
の
は
容
易
で
は
な
く
､

『
太
平
広
記
』
の
校
訂
は
厳
校
勘
記
に
よ
る
他
な
い
が
､
厳
校
勘
記
に
は
孫
潜
の
校
訂
全
て
が
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

む
す
び

『
太
平
広
記
』
は
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
書
物
を
大
量
に
引
用
し
て
い
る
原
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
｡
し
か
し
､
『
太
平
広
記
』
は

『
太
平
御
覧
』
な
ど
に
比
べ
る
と
引
用
が
粗
雑
で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
､
例
え
ば
劉
宋
･
劉
敬
叔
の
志
怪
書
『
異
苑
』
は

『
太
平
広
記
』
に
引
用
さ
れ
る
際
､
冒
頭
部
分
を
無
理
に
人
名
で
始
ま
る
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
な
ど
の
問
題
が

あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
失
わ
れ
た
書
物
の
本
来
の
姿
を
知
る
た
め
に
は
､
『
太
平
広
記
』
の
校
訂
だ
け
で
は
不
充
分
で
は
あ
る
が
､
『
太
平
広

記
』
の
原
貌
を
孫
校
本
､
陳
校
本
､
明
抄
本
な
ど
を
用
い
て
確
定
し
て
い
く
作
業
が
志
怪
･
伝
奇
な
ど
の
研
究
に
大
き
な
責
献
を
果
た
す

こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
よ
り
完
全
な
校
勘
が
待
た
れ
る
｡

注(
1
)

こ
れ
ら
の
各
版
本
に
つ
い
て
は
張
国
風
｢
試
論
『
太
平
広
記
』
的
版
本
演
変
｣
(
『
文
献
』
一
九
九
四
-
四
)
や
富
永
一
登
｢
『
太
平
広
記
』
の
諸
本

に
つ
い
て
｣

(
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
九
､
一
九
九
九
)
に
詳
し
い
｡

(
2
)

注
(
l
)
張
国
風
論
文
及
び
､
張
国
風
｢
『
太
平
広
記
』
陳
校
本
的
価
値
｣
(
『
中
国
人
民
大
学
学
報
』
一
九
九
四
-
五
)
等
を
参
照
｡



台湾大学蔵孫潜校本『太平広記』について
(
3
)

国
立
政
治
大
学
中
国
文
学
研
究
所
博
士
論
文
､
一
九
八
一
｡

(
4
)

静
宜
文
理
学
院
中
国
古
典
小
説
研
究
中
心
編
『
中
国
古
典
小
説
研
究
専
集
』
六
､
台
北
､
聯
経
出
版
事
業
公
司
一
九
八
三
｡
こ
の
論
文
は
注
三
に
挙

げ
た
博
士
論
文
の
は
じ
め
の
部
分
を
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
で
､
台
湾
で
見
ら
れ
る
『
太
平
広
記
』

の
版
本
に
つ
い
て
ま
と
め
て
あ
る
｡

(
5
)

『
中
華
文
史
論
叢
』
五
六
､
一
九
九
八
｡

(
6
)

溝
部
良
恵
｢
北
京
図
書
館
所
蔵
『
広
異
記
』
抄
本
に
つ
い
て
｣

(
『
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
一
､
一
九
九
八
)
注
二
六
を
参
照
｡

現
在
台
湾
大
学
図
書
館
で
は
北
京
図
書
館
と
交
換
し
た
陳
校
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
閲
覧
可
能
で
あ
る
が
､
北
京
図
書
館
の
状
況
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
｡

(
7
)

王
国
良
｢
談
『
太
平
広
記
』
之
閲
読
与
研
究
｣

(
『
中
国
学
研
究
論
集
』
五
､
広
島
中
国
学
会
二
〇
〇
〇
)
注
二
〇
に
よ
れ
ば
､
台
北
で
三
度
目
の
校

訂
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
が
､
正
式
に
公
開
す
る
目
途
は
今
の
と
こ
ろ
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(
8
)

｢
『
太
平
広
記
』
陳
鰻
校
宋
本
異
文
輯
選
｣

(
『
北
京
図
書
館
館
刊
』
一
九
九
五
-
三
･
四
)

(
9
)

『
中
華
文
史
論
叢
』
五
六
､
一
九
九
八
｡

(10)

厳
校
勘
記
で
は
､
明
抄
本
と
一
致
す
る
開
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
元
代
に
書
き
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
｡

(
u
)

陳
校
本
は
残
存
し
て
い
る
巻
が
少
な
い
た
め
､
孫
校
本
の
後
補
部
分
と
の
比
較
は
､
後
補
部
分
全
て
で
は
な
い
｡
陳
校
本
で
具
体
的
に
ど
の
巻
が

残
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
張
国
風
｢
『
太
平
広
記
』
陳
校
本
的
価
値
｣

(
『
中
国
人
民
大
学
学
報
』
一
九
九
四
-
五
)
附
録
一
‥
残
栗
本
残
余
巻
目
次

を
参
照
｡

(12)

厳
校
勘
記
解
説
に
写
真
と
本
字
が
あ
る
｡
こ
の
題
識
は
孫
校
本
に
挟
ま
れ
て
い
た
紙
と
の
こ
と
で
現
物
は
未
見
｡

(13)

森
野
繁
夫
｢
『
異
苑
』

の
通
校
本
に
つ
い
て
｣

(
『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
一
､
一
九
六
〇
)
参
照
｡

本
稿
は
文
部
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
｡
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