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は
じ
め
に

『
捜
神
記
』
は
､
『
晋
書
』
巻
八
二
･
干
宝
伝
に
普
代
の
歴
史
家
干
宝
が
著
し
た
と
の
記
述
が
あ
り
､
『
隋
書
』
『
旧
膚
書
』
経
籍
志
史
部

雑
伝
類
､
『
新
居
書
』
芸
文
志
子
部
小
説
家
類
に
三
十
巻
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
が
､
末
代
以
降
の
書
目
で
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
｡

現
在
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
､
明
代
末
期
に
出
現
し
た
二
十
巻
本
､
八
巻
本
､
及
び
一
九
〇
〇
年
頃
に
敦
煙
か
ら
出
土
し

た
敦
燈
本
の
三
種
類
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
『
捜
神
記
』
が
干
宝
の
原
著
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
明
末
の
時
点
で

既
に
疑
問
が
も
た
れ
て
い
た
が
､
こ
の
う
ち
二
十
巻
本
は
唐
宋
時
代
の
類
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
条
が
多
数
あ
り
､
ま
た
内
容
別
に
巻
立

て
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
最
も
干
宝
の
原
著
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
よ
り
原
著

に
近
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
､
現
行
の
二
十
巻
本
=
干
宝
の
原
著
で
は
な
い
｡
現
在
こ
の
点
に
対
し
て
慎
重
に
考
慮
す
る
研
究
者
も
い

る
が
､
ま
た
そ
の
一
方
で

｢
二
十
巻
本
が
干
宝
の
原
著
に
近
い
｣

と
い
う
命
題
が
何
時
の
間
に
か

｢
二
十
巻
本
は
干
宝
の
原
著
で
あ
る
｣

と
い
う
命
題
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
い
､
二
十
巻
本
の
全
て
の
内
容
を
普
代
の
干
宝
が
記
録
し
た
も
の
と
し
て
議
論
す
る
研
究
者
も
多
い
｡

筆
者
は
こ
の
よ
う
な
態
度
に
疑
問
を
感
じ
て
い
る
｡
『
捜
神
記
』
所
収
の
一
条
一
条
に
つ
い
て
､
ど
の
文
献
の
第
何
巻
に
引
用
さ
れ
て
い
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る
と
い
う
指
摘
は
あ
っ
て
も
､
実
際
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
細
か
な
吟
味
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
な
い
｡
例
え
ば
二

十
巻
本
『
捜
神
記
』

の
巻
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢
紫
玉
｣

の
話
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

呉
王
夫
差
の
娘
紫
玉
は
､
韓
垂
と
好
き
合
っ
て
い
た
｡
韓
垂
は
両
親
に
､
紫
玉
と
の
結
婚
を
夫
差
に
求
め
る
よ
う
頼
み
､
斉
魯
の
地

方
へ
遊
学
に
出
か
け
た
｡
し
か
し
夫
差
は
結
婚
の
こ
と
を
聞
く
と
そ
れ
を
許
さ
ず
､
紫
玉
は
そ
の
た
め
に
気
が
昂
じ
て
死
ん
で
し

ま
っ
た
｡
遊
学
か
ら
帰
っ
た
韓
垂
は
両
親
か
ら
紫
玉
の
死
を
知
り
､
墓
に
詣
で
て
悲
し
ん
だ
｡
す
る
と
墓
か
ら
紫
玉
が
現
れ
て
､
歌

を
歌
い
､
韓
垂
に
墓
に
一
緒
に
入
る
よ
う
願
い
､
韓
垂
は
躊
躇
し
た
も
の
の
結
局
同
意
し
､
二
人
は
三
日
間
夫
婦
の
契
り
を
交
わ
し

た
｡
韓
垂
が
墓
か
ら
出
る
際
､
紫
玉
は
宝
物
を
取
り
出
し
て
､
夫
差
に
挨
拶
す
る
よ
う
願
っ
た
｡
韓
垂
が
そ
の
通
り
に
す
る
と
､
夫

差
は
話
を
信
じ
ず
､
韓
垂
が
墓
を
発
い
た
も
の
だ
と
疑
い
､
韓
垂
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
た
｡
逃
げ
出
し
た
韓
垂
が
紫
玉
の
墓
に
行

き
訴
え
る
と
､
紫
玉
は
夫
差
の
前
に
現
れ
て
､
韓
垂
の
疑
い
を
晴
ら
し
た
｡
そ
れ
を
見
た
母
親
が
紫
玉
を
抱
こ
う
と
す
る
と
､
紫
玉

は
煙
の
よ
う
に
姿
を
消
し
た
｡

原
文
で
は
五
百
字
以
上
に
も
な
る
､
非
常
に
内
容
の
整
っ
た
話
で
あ
る
｡
ま
た
こ
の
条
は
文
字
の
異
同
が
多
少
あ
る
が
『
太
平
広
記
』

(
宋
･
李
妨
等
編
､
以
下
『
広
記
』
と
略
)
巻
三
一
六
･
鬼
に
出
典
を
『
録
異
伝
』
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
明
末
の
二
十
巻
本

出
現
以
前
に
､
こ
の
五
百
字
の
文
章
を
『
捜
神
記
』
の
文
章
と
し
て
引
用
し
た
書
物
は
存
在
し
な
い
｡
一
方
唐
宋
の
頃
の
類
書
に
も
､
こ

の
呉
王
の
娘
の
話
が
何
箇
所
に
も
収
録
さ
れ
て
､
出
典
は
『
捜
神
記
』
と
さ
れ
て
い
る
｡
よ
っ
て
呉
王
の
娘
の
話
が
何
等
か
の
形
で
原
本

『
捜
神
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
れ
ら
類
書
に
引
用
さ
れ
た
文
章
は
筋
は
一
致
す
る
も
の
の

と
て
も
短
い
｡
こ
の
場
合
､
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
に
｢
紫
玉
｣

の
話
が
あ
り
､
類
書
に
も
『
捜
神
記
』
か
ら
と
し
て
同
一
の
話
が
収
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
､
現
在
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
文
章
自
体
が
原
本
『
捜
神
記
』
に
存
在
す
る
と
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
｡
筆
者
は
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
｢
紫
玉
｣

の
条
は
､
原
本
『
捜
神
記
』
に
は
み
え
ず
､
後
世
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
｡
ま
た
､

こ
の
紫
玉
の
話
に
は
原
型
が
あ
る
｡
ま
ず
こ
の
成
立
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
原
本
『
捜
神
記
』
の
記
述
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
そ
し
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て
そ
の
上
で
現
行
の
｢
紫
玉
｣
条
の
文
章
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
｡
本
論
は
こ
の
検
討
に
よ
り
､
原
本
『
捜
神
記
』
､
ま
た
現
在
の
二
十

巻
本
『
捜
神
記
』

の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
つ
い
て
の
探
求
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

｢
紫
玉
｣

の
原
型

こ
の
｢
紫
玉
｣

の
話
に
は
､
原
型
と
目
さ
れ
る
話
が
存
在
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
筆
者
も
そ
れ
ら
を
原
型
と
み
な
す
こ

と
に
対
し
て
異
論
は
な
い
が
､
以
下
原
文
を
み
な
が
ら
よ
り
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
｡

｢
紫
玉
｣

の
話
の
舞
台
は
戦
国
時
代
の
呉
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
呉
王
の
娘
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
史
記
』
や
『
春
秋
左
史
伝
』

と
い
っ
た
正
当
な
歴
史
書
に
は
見
当
た
ら
ず
､
『
呉
越
春
秋
』

(
後
漢
･
超
嘩
?
撰
)

『
越
絶
書
』

(
漢
∵
衰
康
?
撰
)
と
い
っ
た
､
成
立
年

代
や
著
者
も
は
っ
き
り
と
し
な
い
書
物
に
み
え
る
｡
ま
ず
､
『
呉
越
春
秋
』
簡
閲
内
伝
第
四
に
収
め
ら
れ
る
話
を
み
て
み
よ
う
｡

呉
王
有
女
膝
玉
､
困
謀
伐
楚
､
輿
夫
人
及
女
合
蒸
魚
､
王
前
嘗
半
而
輿
女
､
女
怒
日

｢
王
食
魚
辱
我
､
不
忘
久
生
｡
｣
乃
自
殺
｡
開

聞
痛
之
葬
千
国
西
間
門
外
｡
豊
地
積
土
､
文
石
為
樟
､
題
湊
為
中
､
金
鼎
､
玉
杯
､
銀
樽
､
珠
橋
之
賓
､
皆
以
送
女
｡
乃
舞
白
鶴
於

呉
市
中
､
令
寓
民
随
両
親
之
､
還
､
使
男
女
輿
鶴
倶
入
羨
門
､
国
費
機
以
掩
之
｡
殺
生
以
送
死
､
国
人
非
之
｡

呉
主
に
は
膝
玉
と
い
う
娘
が
あ
っ
た
｡
王
は
楚
を
討
と
う
と
思
っ
た
の
で
､
夫
人
や
娘
と
共
に
蒸
し
魚
を
食
べ
た
｡
王
は
先
に
半
分

を
食
べ
て
娘
に
与
え
た
と
こ
ろ
､
娘
は
怒
っ
て
言
っ
た
｡
｢
王
が
魚
を
食
べ
さ
せ
て
私
を
辱
め
ま
し
た
の
は
､
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
｡
｣

そ
し
て
と
う
と
う
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
｡
聞
聞
は
こ
れ
を
痛
ま
し
く
思
っ
て
､
国
の
西
方
間
門
の
外
に
葬
っ
た
｡
池
を
掘
り
土
を
盛

り
､
模
様
の
あ
る
石
で
棺
桶
を
作
り
､
大
木
を
積
み
重
ね
た
も
の
を
内
部
と
し
た
｡
金
の
鼎
､
玉
の
杯
､
銀
の
酒
器
､
珠
で
飾
っ
た

埋
葬
用
の
服
な
ど
の
宝
を
､
全
て
娘
に
贈
っ
た
｡
そ
う
し
て
白
い
鶴
を
呉
の
町
で
舞
わ
せ
､
多
く
の
人
に
随
行
さ
せ
見
物
さ
せ
た
｡

更
に
､
男
女
と
鶴
を
共
に
墓
門
に
入
れ
､
仕
掛
け
を
作
動
さ
せ
て
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
｡
殺
生
を
し
て
死
者
を
慰
め
た
こ
と
を
､

国
民
は
非
難
し
た
｡
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こ
の
文
は
各
種
類
書
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
ら
の
間
に
文
字
の
異
同
は
多
々
あ
る
も
の
の
『
呉
越
春
秋
』
の
元
々
の
書
物
に
こ

の
様
な
内
容
の
条
が
確
実
に
記
録
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
こ
こ
で
は
夫
差
の
娘
で
は
な
く
､
夫
差
の
父
親
に
あ
た
る
開

聞
(
園
庭
と
も
｡
紀
元
前
五
一
四
-
四
九
六
在
位
)

の
娘
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
固
闇
三
年
(
紀
元
前
五
一
二
)

の
出
来
事
と
し
て
『
呉
越

春
秋
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
､
楚
の
国
を
攻
撃
し
た
と
い
う
の
は
『
史
記
』
で
も
同
じ
年
の
こ
と
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
戦

い
の
前
に
蒸
し
魚
を
食
べ
る
と
い
う
行
為
は
他
書
に
は
み
つ
か
ら
ず
､
そ
の
行
為
の
示
す
意
味
は
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
､
食
べ
残
し
を
食

べ
さ
せ
ら
れ
た
た
め
に
自
殺
ま
で
し
て
し
ま
う
と
い
う
展
開
は
､
現
代
人
の
目
か
ら
す
る
と
理
解
に
苦
し
む
｡

次
に
検
討
す
る
の
は
『
呉
地
記
』
(
唐
･
陸
広
微
?
撰
)
所
引
の
『
越
絶
書
』
侠
文
で
あ
り
､
現
行
の
『
越
絶
書
』
に
は
み
ら
れ
な
い
｡

し
か
し
こ
の
侠
文
は
､
よ
り
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の

｢
紫
玉
｣

の
話
に
近
い
内
容
で
あ
る
｡
ま
た
『
呉
郡
図
経
続
記
』
(
宋
･
朱
長
文
撰
)

巻
下
･
塚
墓
の
項
の
記
述
も
『
呉
越
春
秋
』
か
ら
と
し
て
の
､
前
記
膝
玉
の
話
(
膵
玉
の
名
は
記
さ
れ
ず
､
た
だ
呉
羊
小
女
と
す
る
)
を
挙

げ
､
一
説
と
し
て
出
典
は
示
さ
ず
に
以
下
の
文
と
ほ
ぼ
同
じ
文
を
挙
げ
て
お
り
､
両
者
が
密
接
な
関
係
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
｡

夫
差
小
女
､
字
幼
玉
｡
見
父
無
道
､
軽
士
垂
色
､
其
囲
必
危
｡
遂
願
輿
書
生
韓
垂
為
偶
､
不
束
､
結
怨
両
死
｡
夫
差
思
痛
之
､
金
棺

鋼
榔
､
葬
開
門
外
｡
其
女
化
形
而
歌
日
｢
南
山
有
烏
､
北
山
張
羅
｡
烏
既
高
飛
､
羅
嘗
奈
何
｡
志
願
従
君
､
謹
言
孔
多
｡
悲
怨
成
疾
､

投
身
黄
披
｡
｣

夫
差
の
娘
は
､
字
を
幼
玉
と
い
っ
た
｡
父
が
無
道
で
､
士
人
を
軽
ん
じ
色
を
好
む
の
を
見
て
､
国
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
思
っ
た
｡

そ
う
し
て
書
生
の
韓
垂
の
妻
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
た
が
､
そ
れ
が
果
た
せ
ず
に
､
恨
み
を
抱
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
｡
夫
差
は
こ

の
こ
と
を
悲
し
み
､
金
の
棺
桶
を
鋼
で
く
る
ん
で
､
閉
門
の
外
に
葬
っ
た
｡
そ
の
娘
は
姿
を
現
し
て
歌
っ
た
｡
｢
南
の
山
に
烏
が
お

り
､
北
の
山
に
は
網
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
｡
烏
は
も
う
高
い
所
を
飛
ん
で
い
る
の
に
､
網
が
何
の
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
｡
心
で
は

あ
な
た
に
従
お
う
と
願
っ
て
お
り
ま
し
た
が
､
謹
言
が
と
て
も
多
く
､
悲
し
い
気
持
ち
か
ら
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
､
体
は
黄
泉
の
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国
へ
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
｣

こ
こ
で
は
夫
差
の
娘
が
韓
垂
と
い
う
男
性
の
妻
と
な
る
こ
と
を
願
い
､
果
た
せ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
や
､
夫
差
の
娘
が
墓
か
ら
現

れ
歌
を
歌
う
な
ど
の
内
容
が
初
め
て
出
て
く
る
｡
勝
玉
の
話
と
幼
玉
の
話
､
双
方
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
が
､
娘
の
葬
ら
れ
た
場
所
が

共
に
開
門
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
何
か
し
ら
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
『
越
絶
書
』
外
伝
記
呉
地
伝
第
三
に
も
ま
た
､

聞
聞
の
子
女
の
墓
に
関
し
て
鶴
を
舞
わ
せ
た
こ
と
や
､
殉
葬
の
記
述
も
あ
る
こ
と
か
ら
､
間
門
は
元
々
開
聞
の
墓
で
あ
り
､
開
聞
に
関
係

し
た
話
が
先
に
存
在
し
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
｡

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
呉
越
の
興
亡
は
呉
王
夫
差
､
越
王
勾
践
の
間
の
臥
薪
嘗
胆
な
ど
の
故
事
を
中

心
に
語
ら
れ
る
｡
こ
の
時
夫
差
は
暴
君
で
好
色
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
附
さ
れ
て
い
る
｡
中
国
に
お
い
て
､
後
世
暴
君
と
称
さ
れ
る
人
物
に
対

し
て
､
事
実
で
な
い
他
人
の
故
事
ま
で
そ
の
人
物
と
結
び
付
け
ら
れ
て
､
そ
の
暴
君
の
イ
メ
ー
ジ
を
更
に
強
化
し
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
｡
こ
こ
で
の
圃
聞
か
ら
夫
差
へ
の
変
化
も
そ
の
流
れ
で
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
韓
垂
の
登
場
も
､
こ
の
韓
垂
と

い
う
名
前
は
他
書
に
は
全
く
み
ら
れ
ず
､
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
不
明
だ
が
､
｢
書
生
｣

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
識
人
的

な
人
物
で
あ
り
､
呉
王
夫
差
の
娘
は
韓
垂
を
婿
と
し
て
迎
え
る
こ
と
で
呉
の
政
治
を
改
め
よ
う
と
の
意
図
が
あ
っ
た
と
読
み
と
れ
る
｡
そ

の
娘
の
思
い
を
踏
み
に
じ
る
夫
差
は
暴
君
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
『
呉
越
春
秋
』
も
『
越
絶
書
』
も
精
確
な
成
書
年
代
は
不
明
な
の
で
文

献
的
に
ど
ち
ら
が
先
に
成
立
し
た
と
は
い
え
な
い
｡
た
だ
開
聞
の
娘
の
話
の
方
が
､
史
実
と
時
期
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
よ
り
古
い
話

で
あ
る
こ
と
を
思
わ
る
｡
文
字
化
以
前
の
話
と
し
て
の
成
立
が
､
聞
闇
の
娘
の
方
が
前
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

『
呉
越
春
秋
』
や
『
越
絶
書
』
は
成
書
時
か
ら
正
当
な
歴
史
書
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
例
え
ば
『
隋
書
』
経
籍
志
で
は

｢雑

史
｣
と
分
類
さ
れ
､
序
文
は
こ
れ
ら
雑
史
の
書
は
巷
間
の
説
を
内
容
と
し
て
い
て
､
怪
し
げ
な
代
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
二

種
類
の
呉
王
の
娘
の
詰
も
､
世
間
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
､
記
録
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
ま
た
､
前
後
関
係
の
あ
る
二
つ
の

話
が
､
別
々
に
記
録
ざ
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
幼
玉
の
話
が
成
立
し
た
の
ち
も
､
勝
玉
の
詰
も
滅
び
ず
に
伝
わ
り
続
け
て
い
た
た
め
で
あ
る
｡
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ち
な
み
に
先
に
み
た
『
呉
越
春
秋
』
で
墓
を
造
成
す
る
時
に
池
を
掘
っ
た
と
あ
っ
た
が
､
こ
れ
は
女
墳
湖
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

呉
王
の
娘
の
墓
は
､
女
墳
湖
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
女
墳
湖
の
名
前
は
『
呉
越
春
秋
』
『
越
絶
書
』
の
両
書
に
は
み
ら

れ
な
い
が
､
『
太
平
御
覧
』
(
宋
･
李
妨
等
編
､
以
下
『
御
覧
』
と
略
)
巻
六
六
･
地
部
･
湖
の
出
典
を
『
郡
国
志
』
と
す
る
文
章
な
ど
に
み

ら
れ
る
｡
こ
の
女
墳
湖
は
実
在
し
た
地
名
の
よ
う
で
､
唐
末
の
詩
人
､
皮
目
休
､
陸
亀
蒙
の
唱
和
詩
集
『
松
陵
集
』
巻
六
に
は
､
｢
女
墳

湖
｣
と
題
し
た
唱
和
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
二
首
の
詩
に
は
呉
王
の
娘
に
関
す
る
伝
承
が
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

興
味
深
い
｡
思
う
に
､
腰
玉
の
話
､
幼
玉
の
話
の
両
方
が
､
同
時
に
そ
の
地
域
で
伝
承
と
し
て
伝
わ
り
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡

原
本
『
捜
神
記
』

の
｢
紫
玉
｣

こ
こ
か
ら
は
原
本
『
捜
神
記
』
に
収
め
ら
れ
た
呉
王
夫
差
の
娘
の
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
原
本
『
捜
神
記
』
に
夫
差
の
娘
の
話

が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
『
芸
文
類
衆
』
(
唐
･
欧
陽
絢
編
､
以
下
『
類
衆
』
と
略
)
『
御
覧
』
と
い
っ
た
唐

宋
の
類
書
に
紫
玉
の
話
が
『
捜
神
記
』
か
ら
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
末
尾
に
『
呉
越
春
秋
』
『
越
絶
書
』
侠
文
も
含
め

た
呉
王
の
娘
の
話
に
関
す
る
表
を
附
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡
類
書
に
み
え
る
文
章
は
い
ず
れ
も
短
く
､
例
え
ば
『
頼
家
』
巻
八
四
･

宝
玉
部
･
珠
の
項
に
は
『
捜
神
記
』

の
文
章
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡

呉
王
夫
差
女
名
玉
､
死
亡
｡
童
子
韓
垂
至
塚
前
突
祭
之
､
女
乃
見
形
､
将
垂
入
塚
､
道
程
寸
明
珠
｡

呉
王
夫
差
の
娘
は
名
前
を
玉
と
い
い
､
死
ん
で
し
ま
っ
た
｡
若
者
の
韓
垂
は
墓
の
前
に
来
て
突
し
て
玉
の
こ
と
を
祭
っ
た
｡
す
る
と

娘
は
姿
を
現
し
て
､
韓
垂
を
墓
に
入
れ
､
さ
し
わ
た
し
一
寸
の
明
珠
を
与
え
た
｡

『
越
絶
書
』
侠
文
で
は
､
娘
が
墓
か
ら
現
れ
歌
を
歌
う
場
面
で
話
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
｡
宝
物
を
渡
す
部
分
は
『
捜
神
記
』
を
出

典
と
す
る
こ
の
文
章
で
初
め
て
出
現
す
る
｡
そ
し
て
類
書
で
は
こ
の
部
分
が
注
目
さ
れ
､
宝
玉
部
､
珍
宝
部
な
ど
に
話
が
収
録
さ
れ
て
い

る
｡
こ
こ
で
は
呉
王
夫
差
の
娘
の
名
前
は
｢
玉
｣
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
｡
『
呉
越
春
秋
』
『
越
絶
書
』
で
も
､
娘
の
名
前
は
｢
玉
｣
の
一
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字
が
共
通
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
話
に
贈
物
と
し
て
明
珠
や
『
御
覧
』
で
は
良
為
玉
壷
が
出
て
く
る
の
ノ
は
､
贈
物
は
娘
の
一
種
の
分
身
で
あ

り
､
名
前
と
関
連
付
け
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
｡

ま
た
『
御
覧
』
巻
五
七
三
･
楽
部
･
歌
で
は
､
出
典
を
『
捜
神
記
』
と
し
て
呉
王
夫
差
の
娘
で
あ
る
玉
の
死
ま
で
の
い
き
さ
つ
と
､
墓

前
に
訪
れ
た
韓
垂
の
前
に
娘
が
現
れ
て
歌
を
歌
う
と
こ
ろ
ま
で
を
載
せ
て
い
る
｡
娘
の
死
ま
で
の
い
き
さ
つ
の
記
述
は
こ
れ
が
類
書
の
文

章
の
中
で
一
番
詳
し
い
｡
こ
こ
で
の
歌
は
十
六
句
に
な
っ
て
い
る
が
､
前
半
八
句
は
『
越
絶
書
』
侠
文
と
一
致
す
る
｡
ま
た
現
行
の
二
十

巻
本
『
捜
神
記
』

で
は
以
下
の
よ
う
に
二
十
句
と
な
っ
て
い
る
｡

南
山
有
烏
､
北
山
張
羅
｡
烏
既
高
飛
､
羅
格
奈
何
｡
意
欲
徒
君
､
重
言
孔
多
｡
悲
結
生
疾
､
没
命
黄
櫨
｡
命
之
不
造
､
菟
如
之
何
｡

羽
族
之
長
､
名
為
鳳
凰
｡
一
日
失
雄
､
三
年
感
傷
｡
維
有
衆
烏
､
不
為
匹
隻
｡
政
見
都
姿
､
達
君
輝
光
｡
身
遠
心
近
､
何
嘗
暫
忘
｡

南
の
山
に
烏
が
お
り
､
北
の
山
に
は
網
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
｡
烏
は
も
う
高
い
所
を
飛
ん
で
い
る
の
に
､
網
が
何
の
役
に
立
つ
の
で

し
ょ
ぅ
｡
心
で
は
あ
な
た
に
従
お
う
と
願
っ
て
お
り
ま
し
た
が
､
謹
言
が
と
て
も
多
く
､
悲
し
い
気
持
ち
か
ら
病
気
に
な
っ
て
し
ま

い
､
体
は
黄
泉
の
国
へ
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
命
は
蘇
ら
な
い
こ
と
を
ど
う
し
て
怨
め
ま
し
ょ
う
｡
羽
を
持
っ
た
種
族
の
長
は
､

名
を
鳳
凰
と
い
い
ま
す
｡
い
っ
た
ん
夫
を
失
え
ば
､
三
年
悲
し
み
に
浸
る
と
い
い
ま
す
｡
あ
り
ふ
れ
た
烏
と
い
え
ど
も
､
再
び
つ
が

い
に
な
り
ま
せ
ぬ
｡
そ
れ
ゆ
え
私
の
哀
れ
な
姿
を
現
し
て
､
あ
な
た
の
素
晴
ら
し
い
姿
に
お
会
い
で
き
ま
し
た
｡
身
体
は
離
れ
て
い

て
も
気
持
ち
は
す
ぐ
側
に
､
ど
う
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
｡

こ
の
歌
は
様
々
な
書
に
引
用
さ
れ
て
い
て
､
末
尾
の
表
の
よ
う
に
､
書
物
毎
に
語
句
や
句
数
に
異
同
が
あ
り
､
句
数
は
八
､
十
六
､
十
八
､

二
十
と
分
か
れ
る
｡
こ
の
内
十
六
､
十
八
句
の
も
の
は
ど
れ
も
『
越
絶
書
』
侠
文
で
既
に
み
ら
れ
る
｢
烏
既
高
飛
､
羅
将
奈
何
｣
の
二
句

が
な
い
こ
と
か
ら
､
書
写
の
際
に
こ
の
二
句
が
抜
け
落
ち
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
同
じ
部
分
の
欠
落
は
､
各
書
の
参
考
と
し
た
書
物

が
共
通
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡
す
る
と
､
こ
の
歌
に
は
八
句
の
短
い
も
の
と
二
十
句
の
長
い
も
の
が
あ

る
と
整
理
さ
れ
る
｡
八
句
の
も
の
は
全
て
｢
幼
玉
｣
の
話
と
の
み
結
び
つ
い
て
い
る
が
､
二
十
句
の
も
の
は
｢
幼
玉
｣
と
は
関
係
が
な
く
､
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よ
り
長
篇
化
し
た
呉
王
夫
差
の
娘
の
話
と
結
び
つ
い
て
い
る
｡
類
書
の
文
章
は
呉
王
夫
差
の
娘
の
話
が
､
暴
君
夫
差
の
印
象
を
強
調
す
る

点
か
ら
､
夫
差
の
娘
と
韓
垂
と
の
悲
恋
に
重
点
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
材
料
と
な
ろ
う
｡
｢
幼
玉
｣

と
い
う
名
前
を
も
つ
夫
差
の
娘
の

話
に
の
み
､
娘
が
国
を
憂
い
て
結
婚
を
考
え
た
と
の
情
節
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
増
加
さ
れ
た
歌
の
後
半
部
の
語
句
は
貞
節
を
守

る
鳳
凰
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
､
娘
の
韓
垂
に
対
す
る
強
い
思
い
を
詠
ん
だ
､
悲
恋
の
物
語
を
よ
り
強
調
す
る
内
容
で
あ
る
｡

類
書
に
引
か
れ
て
い
る
『
捜
神
記
』
の
文
章
は
い
ず
れ
も
ご
く
短
い
｡
一
番
詳
細
な
『
御
覧
』
巻
五
七
三
所
引
の
文
章
で
も
二
十
巻
本

『
捜
神
記
』

の
同
じ
部
分
の
文
章
と
比
較
す
る
と
字
数
は
約
半
分
で
あ
る
｡
大
筋
が
変
わ
ら
な
い
の
に
､
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』

の
文
章

の
方
が
長
い
の
は
､
会
話
が
多
く
入
り
､
文
章
の
流
れ
が
滑
ら
か
に
な
っ
て
い
る
､
逆
に
い
え
ば
同
じ
内
容
を
繰
り
返
し
表
現
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
｡
干
宝
の
原
本
『
捜
神
記
』
は
現
代
的
な
意
味
で
の
小
説
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
記
録
と
し
て
書
か
れ
た
書
で

あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
書
物
に
無
駄
な
繰
り
返
し
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
｡
ま
た
類
書
に
引
か
れ
る
文
章
の
一
致
度
が
高
い
こ
と
か
ら
も
､

原
本
『
捜
神
記
』
の
文
章
は
､
『
御
覧
』
巻
五
七
三
の
文
章
に
､
『
類
衆
』
や
『
御
覧
』
の
そ
の
他
の
個
所
に
み
ら
れ
る
､
韓
垂
を
墓
に
招

き
､
贈
物
を
授
け
た
と
い
う
部
分
が
新
た
に
加
わ
っ
た
程
度
の
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
｡

ま
た
､
冒
頭
の
四
句

｢
南
山
有
烏
､
北
山
張
羅
､
烏
既
高
飛
､
羅
雷
奈
何
｣

は
敦
燵
出
土
の

｢
韓
朋
賦
｣

(
『
敦
燈
変
文
集
』
巻
二
所
収
)

の
妻
が
夫
に
当
て
た
手
紙
の
一
節
に
も
み
ら
れ
る
｡
こ
の
韓
朋
の
話
の
源
流
は
こ
れ
ま
た
現
在
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
巻
一
一
｢
韓
憑
｣

の
条
に
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢
韓
憑
｣
も
悲
恋
の
物
語
で
あ
り
､
宋
王
が
韓
憑
の
妻
を
奪
い
､
妻
は
宋
王
を
拒
ん
で
自
殺
､
夫
も
そ
の
後

を
追
い
一
緒
に
葬
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
｢
宋
王
の
悪
意
に
よ
り
二
人
は
向
か
い
合
わ
せ
に
葬
ら
れ
た
｡
す
る
と
両
者
の
墓
か
ら
木
が

生
え
て
き
て
絡
み
合
い
､
そ
の
木
の
上
に
は
鴛
薫
が
止
ま
っ
た
､
と
い
う
あ
ら
す
じ
で
あ
る
｡
そ
し
て
先
の

｢
南
山
…
｣
以
下
の
四
句
も

｢
青
陵
台
歌
｣

と
し
て
後
世
の
文
献
に
収
録
さ
れ
て
お
り
､
現
在
文
献
上
で
は
宋
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
た
『
風
雅
逸
篇
』

(
明
･
楊
慎
編
)
■
巻
六
で
は
､
こ
の

｢
青
陵
台
歌
｣
を
掲
載
し
た
次
に
呉
王
夫
差
の
娘
の
歌
を
掲
載
し
て
い
る
｡
こ
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れ
は
編
者
の
楊
慎
が
こ
の
二
つ
の
歌
に
関
連
性
を
認
め
た
上
で
の
結
果
な
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
こ
の
｢
韓
朋
賦
｣
と
関
連
の
あ
る
歌
謡
と

し
て
も
う
一
つ
､
｢
烏
龍
歌
｣
と
い
う
歌
が
あ
る
｡
こ
の
｢
烏
鶴
歌
｣
の
み
ら
れ
る
最
古
の
文
献
は
『
誠
斎
雑
記
』
完
･
林
坤
､
一
説
倍
達

観
撰
)
で
あ
る
が
､
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
こ
で
も
｢
烏
鶴
歌
｣
の
あ
と
に
｢
紫
玉
｣
の
話
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
､
こ
れ
ま
で
と
は
ま
た
少

(12)

し
文
章
が
異
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
様
に
｢
紫
玉
｣
と
｢
韓
準
の
話
は
､
冒
頭
部
分
が
同
じ
歌
を
持
つ
だ
け
で
な
く
､
何
か
し
ら
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

ぅ
｡
で
は
な
ぜ
､
こ
の
様
に
歌
い
出
し
が
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
｡
筆
者
は
｢
紫
玉
歌
｣
と
｢
青
陵
台
歌
｣
の
間
に
前
後
関
係
は
な
か
っ
た

と
考
え
る
｡
こ
の
目
頭
四
句
は
『
詩
経
』
の
歌
い
出
し
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
後
続
の
歌
を
導
く
た
め
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思

ぇ
る
｡
張
ら
れ
た
網
よ
り
も
高
い
所
を
飛
ぶ
烏
は
､
思
い
を
成
就
で
き
な
い
人
々
に
と
つ
て
､
拘
束
さ
れ
な
い
自
由
へ
の
憧
れ
を
暗
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢
紫
玉
｣
は
呉
地
方
の
話
で
あ
り
､
｢
韓
準
は
楚
地
方
の
話
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
呉
楚
の
地
域
に
､
｢
南

山
有
烏
…
｣
の
歌
い
出
し
が
あ
ら
か
じ
め
流
伝
し
て
お
り
､
共
に
悲
恋
の
物
語
で
あ
る
｢
紫
玉
｣
や
｢
韓
準
の
故
事
に
関
わ
る
歌
が
発

生
す
る
時
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

ま
た
原
本
『
捜
神
記
』
に
こ
れ
ら
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
､
著
者
で
あ
る
干
宝
の
祖
先
が
呉
の
地
域
の
出
身
で
あ
る
こ
と
と
関

わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
に
は
､
同
じ
く
『
呉
越
春
秋
』
な
ど
に
来
源
を
持
つ
｢
鋳
剣
｣
な
ど
呉
楚
の
地
域

を
舞
台
と
し
た
話
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
｢
紫
玉
｣
と
同
様
に
原
本
『
捜
神
記
』
の
文
章
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
､

干
宝
が
出
身
地
域
の
伝
承
を
記
録
し
た
名
残
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
､
ま
た
別
に
探
求
す
る
べ
き
問
題
だ
ろ
う
｡

娘
の
名
前

呉
王
夫
差
の
娘
の
名
前
は
､
ま
ず
､
類
書
に
引
か
れ
る
『
捜
神
記
』
の
文
章
で
は
｢
玉
｣
で
あ
り
､
ま
た
『
広
記
』
所
引
の
『
録
異
伝
』

で
も
｢
玉
｣
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
今
『
捜
神
記
』
に
見
え
る
紫
玉
と
い
う
名
前
の
｢
紫
｣
字
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
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か
｡
こ
の

｢
紫
｣
字
の
由
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
娘
の
名
前
を
は
つ
き
り
紫
玉
と
し
て
い
る
の
は
『
異
苑
』

(
劉
宋
･
劉
敬
淑
撰
)

巻
六
の

｢
劉
元
｣

条
で
あ
る
｡

劉
元
字
幼
祖
｡
少
輿
武
帝
善
而
軽
何
無
忌
､
遂
不
相
得
｡
乃
去
遊
呉
郡
虎
丘
山
､
心
欲
留
焉
､
夜
臨
風
長
囁
､
封
月
鼓
琴
於
剣
池
上
｡

忽
聞
環
楓
音
､
一
女
子
衣
紫
羅
之
衣
､
垂
鈍
帯
､
謂
元
日
｢
呉
王
愛
女
､
願
来
相
訪
｡
｣
元
日
｢
呉
王
愛
女
､
豊
非
韓
垂
妻
紫
玉
耶
｡
｣

即
遂
輿
劉
元
借
行
｡
謂
元
日
｢
聞
君
輿
劉
裕
相
得
､
裕
是
王
者
､
然
輿
何
無
忌
不
美
､
此
人
恐
為
君
患
｡
若
北
還
仕
貌
朝
､
官
亦
不

滅
牧
伯
｡
｣
言
註
､
忽
不
見
､
乃
在
一
大
陵
松
樹
下
､
約
去
虎
丘
三
里
許
｡
元
乃
北
去
仕
貌
､
累
官
育
州
刺
史
｡

劉
元
､
字
は
幼
祖
｡
若
い
噴
か
ら
武
帝
(
劉
宋
武
帝
劉
裕
､
在
位
四
二
〇
-
四
二
三
)
と
親
し
か
っ
た
｡
し
か
し
何
無
忌
(
劉
裕
ら
と
共

に
兵
を
起
し
宋
を
興
し
た
)
を
軽
蔑
し
て
､
と
う
と
う
仲
違
い
を
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
呉
郡
の
虎
丘
山
に
遊
ん
だ
｡
こ
こ
に
留
ま

り
た
い
と
思
い
､
夜
､
風
に
向
か
っ
て
う
そ
ぶ
き
､
剣
池
で
月
に
向
か
っ
て
琴
を
奏
で
た
｡
す
る
と
突
然
玉
の
装
身
具
の
鳴
る
音
が

し
て
､
一
人
の
女
性
が
紫
の
薄
物
を
ま
と
い
螺
細
の
帯
を
垂
ら
し
て
い
た
｡
女
は
元
に
話
し
掛
け
て
｢
呉
王
の
愛
娘
が
､
あ
な
た
を

お
慕
い
し
て
参
り
ま
し
た
｡
｣
元
は
答
え
て
｢
呉
王
の
愛
娘
と
い
え
ば
､
韓
重
の
妻
の
紫
玉
で
は
な
い
の
で
す
か
｡
｣
そ
う
し
て
女
は

元
と
一
緒
に
歩
い
た
｡
元
に
対
し
て
｢
あ
な
た
は
劉
裕
と
仲
が
好
い
と
聞
い
て
お
り
ま
す
｡
裕
は
王
で
す
｡
な
の
に
何
無
忌
を
褒
め

な
け
れ
ば
､
こ
の
人
が
あ
な
た
の
禍
と
な
る
で
し
ょ
う
｡
も
し
､
北
に
戻
っ
て
魂
に
仕
え
る
の
な
ら
､
官
職
は
少
な
く
と
も
牧
伯

(
州
郡
の
長
官
)

に
は
な
れ
る
で
し
ょ
う
｡
｣

い
い
お
わ
る
と
､
す
ぐ
に
姿
が
消
え
た
｡
そ
う
し
て
一
本
の
大
き
な
松
の
木
の
下
に
い

て
､
虎
丘
か
ら
去
る
こ
と
､
三
里
ば
か
り
の
所
で
あ
っ
た
｡
元
は
そ
こ
で
北
へ
行
き
貌
に
仕
え
育
州
の
刺
史
に
な
っ
た
｡

こ
こ
で
は
紫
玉
の
名
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
紫
の
衣
裳
を
ま
と
つ
て
い
る
と
い
う
の
が
｢
紫
｣

の
字
の
由
来
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
話
中
に
出
て
く
る
地
名
｢
虎
丘
｣

｢
剣
池
｣

は
開
聞
の
墓
に
ま
つ
わ
る
地
名
で
あ
り
､
こ
こ

で
も
圃
闇
の
娘
か
ら
､
大
差
の
娘
に
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
せ
る
｡
こ
の
紫
玉
は
墓
か
ら
現
れ
た
幽
鬼
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
話

自
体
に
は
､
韓
垂
と
紫
玉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
出
て
こ
な
い
｡
そ
れ
で
も
｢
韓
垂
妻
紫
玉
｣
と
い
う
だ
け
で
読
者
は
､
｢
紫
玉
｣

の
話
を
思



二十巻本『捜神記』｢紫玉｣条の成立ll

い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
｡

『
異
苑
』
は
六
朝
の
小
説
集
の
中
で
､
比
較
的
原
型
を
そ
の
ま
ま
に
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
が
､
こ
の
条
に
関

し
て
は
､
劉
宋
の
人
間
が
､
北
魂
に
仕
え
る
こ
と
を
勧
め
る
話
な
ど
を
書
く
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
､
元
々
は
『
異
苑
』
の
話
で
は

な
い
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
で
は
い
つ
頃
の
話
な
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
劉
元
｣
の
条
は
ま
た
､
異
同
は
少
し
あ
る
も
の
の
『
呉
郡
志
』

(
宋
･
花
成
大
撰
)
巻
四
七
･
異
聞
に
も
『
稽
神
異
苑
』
(
?
･
無
名
氏
撰
)
か
ら
と
し
て
､
は
ぼ
同
様
の
文
を
収
め
て
い
る
｡
『
稽
神
異
苑
』

は
､
呉
王
夫
差
の
娘
の
話
の
異
な
っ
た
結
末
を
収
録
し
て
い
た
書
と
し
て
後
に
取
り
上
げ
る
｡
そ
こ
で
議
論
す
る
よ
う
に
､
『
稽
神
異
苑
』

も
呉
楚
の
地
域
の
伝
承
を
収
め
た
書
物
と
思
わ
れ
､
宋
代
の
書
物
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
宋
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
｡更
に
一
つ
紫
の
衣
を
ま
と
つ
た
女
性
の
登
場
す
る
話
が
あ
る
｡
『
御
覧
』
巻
八
〇
五
･
珍
宝
部
･
玉
に
『
録
異
伝
』
(
窟
記
』
の
｢
紫
玉
｣

の
話
と
同
一
出
典
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
)

の
文
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
｢
江
厳
｣

で
あ
る
｡

江
厳
常
到
呉
採
薬
､
及
富
春
願
清
泉
山
南
､
遥
見
一
美
女
｡
紫
衣
濁
据
両
歌
聾
､
有
構
石
之
音
｡
巌
往
､
未
及
数
十
歩
､
糀
去
､
女

塵
唯
見
所
据
右
耳
｡
如
此
数
日
､
巌
乃
撃
破
石
､
遂
従
石
中
得
一
紫
玉
､
虞
長
一
尺
､
後
不
復
鬼
女
｡

江
厳
は
い
つ
も
呉
の
地
へ
行
き
､
薬
草
を
取
っ
て
い
た
｡
菖
春
県
(
今
の
漸
江
省
富
陽
県
)
に
行
っ
た
時
清
泉
山
の
南
に
遠
く
一
人
の

美
女
を
見
た
｡
紫
r
の
衣
を
ま
と
い
一
人
た
た
ず
ん
で
歌
を
歌
っ
て
い
て
､
禍
石
の
苦
(
不
明
)
が
聞
こ
え
た
｡
厳
が
近
づ
く
と
､
あ

と
数
十
歩
と
い
う
所
で
い
つ
も
行
っ
て
し
ま
い
､
女
の
い
た
所
に
は
た
だ
よ
り
か
か
っ
て
い
た
石
が
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
｡
こ
の

よ
う
に
し
て
数
日
が
経
ち
､
厳
は
と
う
と
う
石
を
打
ち
壊
し
て
石
の
中
か
ら
紫
の
玉
を
得
た
｡
大
き
さ
は
一
尺
で
､
そ
の
後
再
び
女

の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

こ
の
条
は
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
『
事
類
賦
注
』
(
宋
･
呉
淑
撰
)
巻
九
に
も
引
か
れ
て
お
り
､
ま
た
『
広
記
』
巻
四
〇
一
主
に
は
『
列
異
伝
』

(
貌
･
曹
杢
撰
)
の
文
と
し
て
同
じ
内
容
の
も
の
を
引
く
｡
い
ま
ま
で
｢
紫
玉
｣
に
つ
い
て
論
じ
た
文
章
で
､
こ
の
江
厳
の
話
を
｢
紫
玉
｣
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と
関
連
付
け
て
考
え
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
｡
確
か
に
決
定
的
な
関
連
性
は
な
い
が
､
場
所
が
呉
の
地
で
あ
る
こ
と
(
清
泉
山
に
つ
い
て
は

不
明
)
な
ど
か
ら
､
｢
劉
元
｣

と
同
じ
く
､
こ
の
幽
鬼
は
呉
王
夫
差
の
娘
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
と
想
像
さ
せ
る
｡

こ
の
他
『
楽
府
詩
集
』

(
宋
･
郭
茂
情
編
)

や
『
風
雅
逸
篇
』

で
も
娘
の
歌
を

｢
紫
玉
歌
｣

と
題
し
て
収
録
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､

｢
紫
｣

の
字
が
二
十
巻
本
の
悪
意
的
な
命
名
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
し
か
し
､
原
本
『
捜
神
記
』

で
の
名
前
は
､
類
書
の
引

用
文
か
ら
し
て

｢
玉
｣

の
み
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
｡

末
尾
の
成
立

膝
玉
の
話
か
ら
幼
玉
の
話
へ
の
改
変
は
父
王
が
変
わ
り
､
死
に
至
る
理
由
も
違
い
､
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
､
『
越
絶
書
』
侠
文
の
幼

玉
か
ら
､
更
に
話
が
ふ
く
ら
ん
で
い
く
過
程
で
は
､
死
に
至
る
ま
で
の
事
情
は
ほ
と
ん
ど
変
化
せ
ず
､
末
尾
に
次
々
と
情
節
が
加
わ
っ
て

い
っ
た
よ
う
に
思
え
る
｡
類
書
の
文
章
で
､
韓
垂
を
墓
に
招
き
､
贈
物
を
渡
す
場
面
が
初
め
て
出
て
き
た
が
､
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
で

は
更
に
韓
垂
の
王
へ
の
挨
拶
､
王
の
疑
い
､
そ
し
て
娘
が
韓
垂
の
冤
罪
を
晴
ら
す
場
面
が
あ
る
｡
原
本
『
捜
神
記
』
の
文
章
が
先
の
推
定

通
り
な
ら
ば
､
こ
の
末
尾
の
部
分
は
い
つ
､
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
文
章
と
し
て
み
ら
れ
る
最
古
の
資
料
は
『
広
記
』

所
引
の
『
録
異
伝
』

の
文
章
に
な
っ
て
し
ま
い
､
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』

の
文
章
と
大
差
な
い
｡
な
の
で
､
『
広
記
』
所
引
の
長
篇
化
し

た
文
章
が
成
立
し
た
時
点
で
こ
の
部
分
が
創
作
さ
れ
た
と
の
推
測
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
『
広
記
』

の
成
立
時
代
よ
り
も
更
に
古

い
資
料
が
存
在
す
る
｡
そ
れ
は
自
居
易
｢
寛
裳
羽
衣
歌
｣

(
『
白
氏
文
集
』
馬
本
巻
二
一
､
那
波
本
巻
五
一
)

の
一
段
と
そ
の
句
に
対
す
る
自
注

(
と
思
わ
れ
る
も
の
)

で
あ
る
｡

君
言
此
舞
難
待
人

君
は
言
う

此
の
舞
い
人
を
得
る
こ
と
難
し

須
是
傾
城
可
憐
女

須
ら
く
走
れ

傾
城
の
憐
れ
む
べ
き
女
な
る
べ
し

呉
妖
小
玉
飛
作
爛

呉
の
妖

(
わ
か
き
)
小
玉
は
飛
び
て
煙
と
作
り
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越
艶
西
施
化
為
土

越
の
艶
(
え
ん
)
な
る
西
施
は
化
し
て
土
と
為
る

あ
な
た
(
元
模
の
こ
と
)
が
言
う
に
は
､
こ
の
舞
い
(
寛
裳
羽
衣
歌
)
は
踊
り
手
を
求
め
る
こ
と
が
難
し
い
､
絶
対
に
傾
城
の
美
女
で

可
憐
な
る
人
で
な
く
て
は
い
け
な
い
｡
呉
の
若
く
て
美
し
い
人
小
玉
は
散
じ
て
煙
と
な
っ
て
し
ま
い
､
越
の
艶
な
る
人
西
施
は
土
と

化
し
て
し
ま
っ
た
｡

そ
し
て
こ
の
小
玉
に
次
の
よ
う
な
原
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
｡

夫
差
小
玉
､
死
後
形
見
於
王
､
其
母
抱
之
､
穿
微
若
梱
霧
散
空
｡

夫
差
の
娘
小
玉
は
死
後
姿
を
現
し
て
王
に
ま
み
え
た
｡
母
親
が
抱
こ
う
と
す
る
と
､
微
か
な
こ
と
煙
の
如
く
空
中
に
散
じ
て
し
ま
っ

た｡

呉
主
夫
差
に
献
上
さ
れ
た
美
女
で
あ
る
西
施
と
対
を
な
し
て
い
る
小
玉
は
､
今
ま
で
み
て
き
た
呉
王
夫
差
の
娘
に
関
連
す
る
伝
承
の
ど
れ

か
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
注
は
､
宋
版
の
『
白
氏
文
集
』
や
明
末
の
刊
本
で
あ
る
馬
本
に
は
み
ら
れ
る
が
､

日
本
に
流
伝
し
､
も
っ
と
も
原
著
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
那
波
本
『
白
居
易
集
』
に
は
み
ら
れ
な
い
｡
た
だ
｢
震
裳
羽
衣
歌
｣
の
他
の
句

に
付
け
ら
れ
て
い
る
注
の
内
容
か
ら
す
る
と
､
自
居
易
自
身
が
付
け
た
注
の
よ
う
で
あ
る
｡
と
に
か
く
､
呉
王
夫
差
の
娘
が
現
れ
煙
と

な
っ
た
こ
と
が
中
庸
期
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
こ
れ
で
確
か
と
な
っ
た
｡
ま
た
長
篇
化
し
た
｢
紫
玉
｣
条
以
外
の
資
料
で
娘
の
母
親
が

登
場
す
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
｢
長
恨
歌
｣
に
も
小
玉
の
名
前
が
見
え
､
呉
王
夫
差
の
娘
で
は
な
い
か
と
の
注
釈
も
あ
る

が
､
こ
ち
ら
は
内
容
上
関
係
が
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
｡

ま
た
こ
の
場
合
白
居
易
は
ど
こ
で
こ
の
故
事
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
｢
寛
裳
羽
衣
歌
｣
は
宝
暦
一
年
(
八
二
五
)
蘇
州
で
の
作

で
あ
る
｡
こ
の
時
自
居
易
は
五
十
四
歳
､
蘇
州
刺
史
と
し
て
こ
の
地
に
赴
任
し
た
｡
ま
た
江
南
地
方
は
自
居
易
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た

場
所
で
あ
り
､
こ
の
若
い
頃
､
あ
る
い
は
赴
任
時
に
紫
玉
の
話
を
耳
に
し
て
典
故
に
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
二
十
巻
本

『
捜
神
記
』
の
文
章
自
体
は
台
詞
が
多
く
､
小
説
的
な
文
体
で
あ
る
が
､
話
の
情
節
自
体
は
創
作
で
は
な
く
､
伝
承
を
基
に
し
て
の
記
述
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で
あ
る
こ
と
が
判
る
｡
た
だ
こ
の
煙
と
化
す
部
分
が
原
本
『
捜
神
記
』

に
も
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
｡

異
な
る
結
末

し
か
し
も
う
一
つ

｢
紫
玉
｣

の
話
に
対
し
て
問
題
が
存
在
す
る
｡
結
末
の
違
う
も
う
一
つ
の
話
が
存
在
し
､
末
尾
の
表
の
よ
う
に
末
代

以
降
の
書
物
で
あ
る
『
呉
郡
志
』
な
ど
に
み
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
紫
玉
の
名
前
は
紫
珪
で
あ
り
､
呉
王
の
夢
の
中
に
現
れ
て
､
韓

垂
の
無
罪
を
説
く
｡

な
か
で
も
『
呉
郡
志
』
の
文
章
は
､
出
典
を
『
録
異
伝
』
と
し
た
『
広
記
』
と
同
じ
文
章
が
あ
り
､
そ
の
後
に
｢
文
一
説
｣
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
て
､
出
典
を
『
捜
神
記
』
と
し
て
い
る
が
､
現
行
の
ど
の
『
捜
神
記
』
に
も
見
当
た
ら
な
い
｡
た
だ
し
『
呉
郡
志
』
の

文
は
娘
が
墓
か
ら
登
場
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
､
前
半
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
で
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
､

前
半
部
か
ら
記
述
の
あ
る
『
永
楽
大
典
』

(
明
･
解
宿
等
編
､
以
下
『
大
典
』
と
略
)
巻
一
三
三
一
六
の
『
稽
神
異
苑
』
を
出
典
と
す
る
文
を

み
て
み
る
｡

呉
王
女
紫
珪
､
許
為
韓
垂
妻
｡
王
不
許
､
女
飲
気
卒
｡
垂
弔
塚
前
､
女
魂
出
､
避
垂
入
塚
､
贈
珠
並
玉
壷
｡
垂
窟
詣
王
､
王
怒
､
按

垂
費
塚
｡
紫
珪
見
夢
於
父
､
以
明
垂
事
｡
王
異
之
､
乃
捨
(
赦
)
垂
｡

呉
王
の
娘
紫
珪
は
､
韓
垂
の
妻
と
な
る
こ
と
を
承
諾
し
て
い
た
｡
し
か
し
王
が
許
さ
ず
､
女
は
気
が
昂
じ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
｡
垂

が
墓
前
で
弔
う
と
､
女
の
魂
が
出
て
き
て
､
垂
に
墓
に
入
る
よ
う
求
め
､
珠
と
玉
の
壷
を
贈
っ
た
｡
垂
は
そ
れ
を
持
っ
て
王
の
所
を

訪
れ
た
が
､
王
は
怒
り
､
垂
が
墓
を
発
い
た
の
だ
と
考
え
た
｡
紫
珪
が
夢
の
中
で
父
親
に
会
い
､
垂
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
王

は
不
思
議
な
こ
と
だ
と
し
て
､
垂
を
許
し
た
｡

こ
こ
で
出
典
と
な
っ
て
い
る
『
稽
神
異
苑
』
は
快
音
で
あ
り
､
『
類
説
』

(
鵡
宋
･
曾
憶
輯
)
や
『
呉
郡
志
』
『
大
典
』
に
侠
文
が
み
ら
れ
､

南
朝
の
話
を
収
め
た
書
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
『
稽
神
異
苑
』
に
つ
い
て
は
李
剣
国
｢
『
稽
神
異
苑
』
与
『
窮
神
秘
苑
』
｣
と
い
う
論
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文
が
あ
り
､
そ
の
中
で
こ
の
｢
紫
珪
｣
の
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
李
剣
国
論
文
の
要
旨
を
紹
介
し
な
が
ら
､
そ
の
是
非
を
検

討
し
て
み
た
い
｡

李
剣
国
論
文
は
『
稽
神
異
苑
』
を
『
捜
神
記
』
と
『
異
苑
』
の
二
つ
の
書
名
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
持
ち
､
『
稽

神
異
苑
』
の
条
は
多
く
を
こ
の
二
つ
の
書
か
ら
取
材
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
『
呉
郡
志
』
と
『
大
典
』

の
｢
紫
珪
｣
の
文
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
｢
紫
珪
｣
の
話
こ
そ
が
も
と
も
と
の
『
捜
神
記
』
の
原
文
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

例
え
ば
､
贈
物
に
つ
い
て
『
御
覧
』
『
類
衆
』
で
は
玉
東
と
明
珠
を
ど
ち
ら
か
一
つ
を
贈
っ
て
い
る
が
､
『
稽
神
異
苑
』
の
方
は
両
方
を

贈
っ
て
お
り
､
こ
ち
ら
が
原
型
で
あ
る
と
考
え
る
｡
こ
れ
は
類
書
が
文
章
を
収
録
す
る
際
､
｢
器
物
･
壷
｣
｢
宝
玉
･
珠
｣
な
ど
の
項
目
に

従
い
､
必
要
な
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
の
は

い
さ
さ
か
勇
み
足
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
李
剣
国
論
文
は
先
に
取
り
上
げ
た
『
異
苑
』
の
｢
劉
元
｣
の
条
が
名
前
を
紫
玉
と
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
､
理
由
は
判
ら
な
い
が
現
行
の
『
異
苑
』
は
宋
刻
本
で
あ
っ
て
､
こ
の
時
に
も
と
も
と
紫
珪
で
あ
っ
た
名
前
が
､
紫
玉
に
改

め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
し
か
し
､
い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
紫
玉
の
元
と
な
っ
た
話
で
も
主
人
公
の
名
は
み
な

｢
玉
｣

の
字
を
持
っ
て
お
り
､
｢
紫
珪
｣
を
原
型
と
す
る
根
拠
は
薄
い
｡

ま
た
『
稽
神
異
苑
』
も
韓
憑
の
話
を
収
録
し
て
い
た
ら
し
く
､
李
剣
国
論
文
で
は
こ
ち
ら
の
方
が
敦
燈
出
土
の
『
韓
朋
賦
』
に
近
い
こ

と
か
ら
『
稽
神
輿
苑
』
の
文
の
方
が
､
『
捜
神
記
』
の
原
型
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
し
か
し
､
『
韓
朋
賦
』
の
成
立
年
代
は
不
祥
で

ぁ
る
し
､
『
稽
神
異
苑
』
に
｢
紫
珪
｣
や
｢
韓
準
の
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
､
『
捜
神
記
』
か
ら
取
材
し
た
と
い
う
よ
り
も
､
『
捜

神
記
』
と
同
じ
く
呉
楚
の
地
域
の
伝
承
を
収
め
た
看
で
あ
っ
た
た
め
に
内
容
に
重
複
が
生
じ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

そ
し
て
､
｢
紫
珪
｣
も
｢
韓
憑
｣
も
､
原
本
『
捜
神
記
』
よ
り
も
更
に
伝
承
の
変
化
し
た
形
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
『
稽
神
異
苑
』
と

い
う
書
物
な
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
性
格
の
似
通
っ
た
書
物
で
あ
っ
た
た
め
に
『
呉
郡
志
』
で
は
出
典
を
誤
っ
て
『
捜
神
記
』
と
記
し
て

し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
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『
呉
郡
志
』
や
『
永
楽
大
典
』
巻
二
二
五
六
･
玉
の
文
は
更
に
末
尾
に

｢
以
子
婿
鐙

(
婿
の
礼
を
以
っ
て
過
し
た
｡
)
｣

と
の
一
文
が
付
け

ら
れ
て
い
る
｡
幽
鬼
で
あ
る
女
性
と
の
婚
姻
が
出
世
の
契
機
と
な
る
の
は
後
で
み
る
よ
う
に
幽
姫
君
の
典
型
的
な
型
で
あ
る
｡
こ
の
結
末

は
､
幽
婚
育
と
呼
ば
れ
る
話
に
多
く
み
ら
れ
る
も
の
で
､
｢
紫
玉
｣

の
話
が
他
の
幽
婚
讃
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た

結
末
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

紫
玉
と
幽
婚
詳

前
節
の
末
尾
に
幽
婚
育
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
｡
最
後
に

｢
紫
玉
｣
条
の
成
立
の
考
察
の
総
括
と
し
て
｢
紫
玉
｣
と
幽
姫
君
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

幽
婚
讃
と
は
死
者
で
あ
る
女
性
と
生
者
で
あ
る
男
性
と
の
婚
姻
を
描
い
た
話
の
こ
と
を
い
う
｡
そ
し
て
こ
の
幽
婚
讃
は
未
婚
の
ま
ま
死

亡
し
た
男
女
を
合
葬
す
る

｢
冥
婚
｣

の
習
俗
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
一
般
的
に
有
力
で
あ
る
｡
｢
紫
玉
｣

も幽

鬼
で
あ
る
紫
玉
と
生
者
で
あ
る
韓
垂
と
の
婚
姻
を
措
い
て
い
る
点
で
幽
婚
讃
の
一
つ
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
､
筆
者
は
｢
紫
玉
｣
の
話
を
､

古
代
の
儀
礼
を
反
映
し
た
幽
婚
讃
の
中
で
も
源
流
に
位
置
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
考
え
に
は
賛
成
で
き
な
い
｡
ま
た
そ
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
論
考
で
は
､
幼
玉
の
話
か
ら
登
場
し
た
韓
垂
を
巫
観
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
､
そ
れ
ら
の
論
考
の
根
拠
と
し
て
い
る
韓

垂の

｢
有
道
術
｣
と
い
う
言
葉
は
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
テ
キ
ス
ト
が
初
め
て
で
あ
り
､
古
い
言
い
回
し
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
｡
韓
垂
が
娘
の
死
を
悲
し
ん
で
墓
に
行
く
こ
と
は
そ
ん
な
に
特
殊
な
の
だ
ろ
う
か
｡
他
に
も
死
者
を
弔
う
た
め
に
墓
を
訪
れ
る
と

い
う
話
は
存
在
す
る
｡
例
え
ば
『
広
記
』
鬼
巻
中
で
は
､
巻
三
一
七

｢
田
疇
｣

(
出
『
王
子
年
拾
遺
記
』
)
は
友
人
が
殺
さ
れ
た
の
を
悲
し
ん

で
墓
を
訪
れ
､
友
人
の
霊
魂
が
出
現
す
る
話
だ
し
､
巻
三
三
〇

｢
幽
州
衛
将
｣

(
出
『
本
事
詩
』
)
は
継
母
の
い
じ
め
を
実
母
の
墓
に
訴
え

に
行
く
子
供
た
ち
の
姿
が
措
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
巻
三
三
四

｢
王
乙
｣

(
出
『
広
異
記
』
)

で
は
生
前
の
恋
人
を
弔
い
に
行
く
男
性
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
話
に
儀
礼
的
な
色
彩
は
な
い
｡
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ま
た
ひ
と
く
く
り
に
幽
婚
爵
と
い
っ
て
も
､
出
典
が
六
朝
期
の
書
物
で
あ
る
短
い
条
で
は
､
夜
､
旅
の
一
夜
を
借
り
た
家
の
女
性
が
実

は
幽
鬼
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
､
婚
姻
よ
り
も
､
生
者
が
死
者
の
世
界
に
誤
っ
て
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
部
分
が
強
調
さ
れ
て
い
る
話
が

多
い
｡
こ
れ
が
唐
代
の
書
物
に
な
っ
て
く
る
と
長
篇
化
し
､
男
女
間
の
や
り
取
り
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て
､

六
朝
期
で
は
夜
が
明
け
て
女
性
が
幽
鬼
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
る
だ
け
だ
っ
た
が
､
唐
代
に
な
る
と
､
女
性
が
男
性
に
渡
し
た
贈
物
に

ょ
っ
て
､
女
性
の
家
に
幽
鬼
と
な
っ
た
娘
と
の
婚
姻
の
事
実
が
知
ら
れ
､
男
性
を
婿
と
し
て
迎
え
る
な
ど
の
対
応
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
｡
思
う
に
幽
婚
讃
で
女
性
の
幽
鬼
が
登
場
す
る
と
い
っ
て
も
､
冥
婚
の
習
俗
と
強
く
結
び
つ
い
た
話
の
登
場
は
唐
代
に
な
っ
て
か
ら
と

い
う
ほ
う
が
よ
り
精
確
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

今
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
呉
王
夫
差
の
娘
の
詰
も
上
記
の
冥
婚
の
習
俗
を
反
映
す
る
流
れ
の
中
で
､
末
尾
に
新
し
い
要

素
(
贈
物
を
渡
す
の
も
､
娘
の
親
に
娘
の
婚
姻
が
判
明
す
る
の
も
冥
婚
の
習
俗
を
反
映
し
た
後
町
幽
婚
讃
に
お
け
る
共
通
の
特
徴
で
あ
る
)
が
加
わ
り
､

長
篇
化
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
で
は
｢
紫
玉
｣

の
話
が
現
在
の
五
百
字
ほ
ど
の
形
と
な
っ
た
の
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
ず
そ
れ
に
は

『
広
記
』
で
出
典
と
し
て
い
る
『
録
異
伝
』
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
『
録
異
伝
』
は
ど
の
書
目
に
も
著
録
さ
れ
て
い
な
い
撰

者
､
成
立
年
代
共
に
不
祥
の
書
物
で
､
魯
迅
『
古
小
説
鈎
沈
』
に
『
初
学
記
』
(
唐
･
徐
堅
等
編
)
『
御
覧
』
『
広
記
』
な
ど
か
ら
二
十
七
条

が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
唐
初
の
成
立
で
あ
る
『
初
学
記
』
に
引
用
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
一
般
に
は
六
朝
時
代
の
成
立
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
て
い
る
｡
な
ら
ば
､
『
広
記
』
に
収
め
ら
れ
る
｢
紫
玉
｣
は
唐
以
前
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
前
萄
に
『
録
異
記
』
(
五
代
･
前
局
･

杜
光
庭
撰
)
と
い
う
書
物
が
あ
り
､
し
ば
し
ば
類
書
で
引
用
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
い
う
｡
杜
光
庭
は
ま
た
南
方
の
漸
江
省
の
人
で
あ
り
､

こ
の
『
広
記
』
で
出
典
を
『
録
異
伝
』
と
し
て
い
る
の
は
『
録
異
記
』
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い
｡
す
な
わ
ち
現
在
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』

に
近
い
(
同
じ
で
は
な
い
､
異
同
に
つ
い
て
は
後
で
議
論
す
る
)
文
章
は
､
六
朝
で
な
く
､
唐
代
以
降
の
成
立
で
､
遅
く
て
も
五
代
に
は
存
在

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢
紫
玉
｣

の
場
合
は
原
本
『
捜
神
記
』
で
は
幽
婚
の
要
素
は
現
れ
て
い
な
い
｡
あ
る
の
は
死
者
を
弔
う
気
持

ち
だ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
弔
い
の
気
持
ち
が
､
冥
婚
習
俗
や
､
そ
の
他
の
幽
婚
讃
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
記
述
に
ふ
く
ら
み
が
生
じ
､
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成
立
し
た
の
が
長
篇
化
し
た

｢
紫
玉
｣
な
の
で
あ
る
｡
た
だ
こ
の
長
篇
化
も
､
ほ
と
ん
ど
は
伝
承
を
基
に
会
話
部
分
な
ど
を
増
す
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
､
撰
者
に
よ
る
大
き
な
情
節
の
改
変
や
増
加
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
れ
で
は
､
具
体
的
に
は
､
ど
の
よ
う
な
所
に
記
述
の
ふ
く
ら
み
が
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
例
え
ば
韓
垂
が
墓
に
来
て
か
ら
､
紫
玉

と
共
に
婚
姻
を
挙
げ
る
ま
で
の
部
分
は
以
下
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
｡

垂
突
泣
哀
働
､
具
牲
幣
､
往
弔
干
墓
前
｡
玉
魂
従
墓
出
､
見
垂
､
流
沸
謂
日
､
｢
昔
爾
行
之
後
､
令
二
親
従
王
相
求
､
度
必
克
従

大
願
｡
不
圏
別
後
､
遭
命
奈
何
｡
｣
玉
乃
左
顧
宛
頚
而
歌
日
｢
南
山
有
烏
…
｣
歌
畢
､
軟
歓
流
沸
､
安
東
還
家
｡
垂
日
｢
死
生
異
路
｡

惟
有
尤
恵
､
不
敢
承
命
｡
｣
玉
日
｢
死
生
異
路
､
吾
亦
知
之
｡
然
今
一
別
､
永
無
後
期
｡
子
絡
畏
我
為
鬼
而
禍
子
乎
｡
欲
誠
所
奉
､
寧

不
相
信
｡
｣
垂
感
其
言
､
送
之
還
家
｡
玉
輿
之
飲
諦
､
留
三
日
三
夜
､
義
夫
婦
之
祀
｡

垂
は
悲
し
み
に
泣
き
叫
び
､
生
け
贅
と
供
え
物
を
用
意
し
て
､
弔
い
の
た
め
に
墓
の
前
に
行
っ
た
｡
す
る
と
玉
の
魂
が
墓
か
ら
出
て

き
て
､
垂
を
見
る
と
､
涙
を
流
し

｢
以
前
あ
な
た
が
去
っ
た
後
､
御
両
親
に
頼
ん
で
王
に
求
婚
し
て
頂
き
ま
し
た
｡
何
度
も
お
願
い

す
れ
ば
､
必
ず
望
み
通
り
に
な
る
と
思
っ
て
ま
し
た
と
こ
ろ
､
思
い
が
け
な
く
別
れ
て
か
ら
命
を
失
っ
て
し
ま
う
な
ん
て
｡
｣
と
い
っ

た
｡
玉
は
左
を
見
て
首
を
曲
げ
て
歌
っ
た
｡
｢
南
山
有
烏
の
歌
｡
既
出
｡
｣
歌
い
終
わ
り
､
涙
を
流
し
て
す
す
り
泣
い
て
､
垂
に
墓
に

入
る
よ
う
に
求
め
た
｡
垂
は

｢
死
生
を
別
に
し
て
､
過
ち
が
あ
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
敢
え
て
要
望
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま

せ
ぬ
｡
｣

と
い
っ
た
が
玉
は

｢
死
生
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
は
､
私
も
分
か
っ
て
は
お
り
ま
す
｡
し
か
し
､
も
し
今
別
れ
て
し
ま
っ

た
ら
､
も
う
後
に
機
会
は
あ
り
ま
せ
ぬ
｡
あ
な
た
は
私
が
幽
鬼
と
な
っ
て
出
て
き
た
こ
と
を
禍
だ
と
お
思
い
で
す
の
ね
｡
誠
心
誠
意

お
仕
え
し
よ
う
と
い
う
の
に
信
じ
て
下
さ
ら
な
い
の
で
す
ね
｡
｣

と
述
べ
た
｡
垂
は
そ
の
言
葉
に
感
動
し
､
玉
を
送
っ
て
墓
に
入
っ

た
｡
玉
と
垂
は
酒
盛
り
を
し
､
三
日
三
晩
留
ま
っ
て
､
夫
婦
の
礼
を
尽
く
し
た
｡

こ
こ
で
字
数
を
割
か
れ
て
い
る
の
は
､
墓
の
中
へ
と
誘
う
紫
玉
と
そ
れ
に
躊
躇
す
る
韓
垂
の
姿
で
あ
る
｡
こ
こ
で
鍵
と
な
る
言
葉
は
｢
死

生
異
路
｣
と
い
う
言
葉
で
あ
り
､
生
と
死
の
世
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
禁
忌
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
一
般
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の
幽
姫
君
に
は
み
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
一
般
の
幽
婚
讃
で
は
男
性
が
幽
鬼
の
女
性
と
婚
姻
を
結
ぶ
時
､
女
性
が
幽
鬼
で

ぁ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
両
者
は
生
前
に
恋
愛
関
係
は
お
ろ
か
､
面
識
も
な
い
の
で
あ
る
｡
相
手
を
死
者
と
分
か
っ
て
い
な

が
ら
､
相
手
の
望
み
を
叶
え
る
､
こ
れ
が
｢
紫
玉
｣
が
幽
婚
爵
で
あ
り
な
が
ら
他
の
話
と
一
線
を
画
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
こ
の
様
に
長
篇
化
し
た
｢
紫
玉
｣
が
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡
筆
者

は
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
が
､
明
代
に
な
っ
て
か
ら
類
書
等
か
ら
抜
き
出
し
た
文
章
を
編
纂
し
た
と
い
う
『
四
庫
総
目
提
要
』
の
よ
う
な

見
解
も
､
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
｡
明
代
の
『
捜
神
記
』
の
編
者
は
『
類
衆
』
『
御
覧
』
『
広
記
』
の
『
捜
神
記
』
か
ら

と
す
る
文
章
を
抜
書
き
す
る
際
に
､
｢
紫
玉
｣
の
話
が
よ
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
『
広
記
』
の
『
録
異
伝
』
の
文
章
に
気
が
つ
き
､
こ

ち
ら
の
方
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
現
行
『
捜
神
記
』
の
配
列
も
､
明
代
の
気
風
を
反
映
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
よ

ぅ
に
思
え
る
｡
例
え
ば
､
巻
十
六
に
は
鬼
に
関
す
る
話
が
集
め
ら
れ
､
後
半
に
幽
姫
君
が
集
中
し
て
お
か
れ
て
い
る
｡
『
広
記
』
で
は
､
幽

婚
讃
は
｢
鬼
｣
の
巻
に
分
散
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
の
中
で
分
離
独
立
し
て
項
目
を
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
す
な
わ

ち
幽
婚
霹
を
特
別
視
す
る
分
類
概
念
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
一
方
明
末
は
こ
の
よ
う
な
女
性
に
ま
つ
わ
る
話
を
好
ん
で
い
た
気
風
が
あ

り
､
紫
玉
の
詰
も
様
々
な
書
物
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
ま
た
､
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
文
章
も
､
『
広
記
』
所
引
の
『
録
異
伝
』

の
文
章
と
細
か
な
違
い
し
か
な
い
が
､
そ
の
違
い
の
中
に
､
後
世
的
な
表
現
が
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
紫
玉
が
墓
か
ら

現
れ
る
場
面
の
表
現
で
あ
り
､
類
書
で
は
｢
形
見
｣
ま
た
は
｢
見
形
｣
､
『
広
記
』
で
は
｢
玉
従
墓
側
形
見
｣
と
な
っ
て
い
る
の
に
二
十
巻

本
『
捜
神
記
』
で
は
｢
玉
魂
従
墓
出
｣
と
紫
玉
の
姿
を
｢
魂
｣
の
字
を
用
い
て
表
記
し
て
い
る
｡
普
通
唐
代
ま
で
幽
鬼
が
現
れ
る
場
面
で

は
幽
鬼
の
姿
は
｢
形
｣
の
語
を
用
い
ら
れ
る
｡
類
書
に
引
か
れ
た
｢
玉
｣
の
話
で
も
表
現
は
｢
形
｣
で
あ
っ
た
し
､
筆
者
が
『
広
記
』
鬼

巻
の
幽
鬼
の
登
場
場
面
の
表
現
を
調
べ
た
と
こ
ろ
｢
見
形
｣
も
し
く
は
｢
形
見
｣
と
表
現
し
て
い
る
も
の
が
三
十
例
あ
る
の
に
対
し
､

｢
魂
｣
字
を
使
っ
た
も
の
は
二
例
し
か
な
く
､
し
か
も
出
典
は
共
に
唐
代
後
半
の
書
物
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
で
｢
魂
｣
字
に
変
わ
っ
て
い
る
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と
い
う
の
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢
魂
｣

と
は
肉
体
と
対
比
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
､
鬼
巻
の
鬼
の
出

現
場
面
以
外
で
の
｢
魂
｣
字
の
使
用
例
で
は
､
死
体
が
別
所
に
合
っ
た
上
で
幽
鬼
が
姿
を
見
せ
て
い
る
時
に
み
ら
れ
る
｡
例
え
ば
巻
三
二

二

｢
遠
学
諸
生
｣

(
出
『
続
捜
神
記
』
)
で
は
遊
学
先
で
死
ん
だ
息
子
が
両
親
の
目
の
前
に
現
れ
て
｢
今
我
但
魂
晩
耳
､
非
復
生
人
(
今
の
私

は
魂
晩
の
み
で
､
生
き
返
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
)
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
で
は
な
ぜ
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の

｢
紫
玉
｣

では

｢魂｣

の字

に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
た
だ
幽
鬼
が
現
れ
た
の
な
ら
ば
､
た
だ
姿
を
現
し
た
と
い
う
事
実
の
記
述
と
し
て
｢
見
形
｣

の
表
現
を
用
い

る
の
が
一
般
的
な
記
述
で
あ
っ
た
が
､
韓
垂
に
と
つ
て
こ
の
幽
鬼
は
､
生
前
結
婚
の
約
束
を
交
わ
し
た
愛
す
る
女
性
で
あ
る
｡
そ
こ
で
た

だ
の
｢
形
｣

で
は
な
く
､
よ
り
美
し
い
表
現
と
し
て
｢
魂
｣

の
字
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
先
に
み
た
『
永
楽
大
典
』

の
文
章
で
も
娘
の
出
現
を
｢
女
魂
出
｣
と
表
現
し
て
い
た
｡
そ
の
た
め
に
､
ま
た
『
稽
神
異
苑
』
を
出
典
と
す
る
異
な
っ
た
結
末
の
文
章

表
現
は
そ
う
古
い
も
の
で
な
い
と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
と
に
か
く
､
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
の
文
章
は
､
古
い
書
物
の
文

章
を
引
用
し
っ
つ
も
､
意
識
的
に
か
無
意
識
に
か
表
現
を
改
変
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

結

語

今
回
｢
紫
玉
｣
と
い
う
一
編
の
話
を
分
析
す
る
こ
と
で
､
小
説
資
料
を
扱
う
際
に
は
､
そ
の
成
立
年
代
を
安
易
に
決
定
で
き
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡
筆
者
は
五
百
字
の

｢
紫
玉
｣

の
文
章
も
古
い
時
代
の
も
の
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
｡
た

だ
正
し
い
考
証
を
行
う
こ
と
で
､
文
章
の
本
来
の
性
質
を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
原
本
『
捜
神
記
』
に
収
め
ら

れ
て
い
た
呉
王
夫
差
の
娘
の
話
は
､
地
域
に
伝
わ
っ
て
い
た
伝
承
を
記
録
し
た
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
原
本
『
捜

神
記
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
に
対
し
表
現
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
の
が
現
在
の
｢
紫
玉
｣

で
あ
ろ
う
｡
そ
し

て
､
現
行
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
に
こ
の

｢
紫
玉
｣
条
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
も
､
ま
た
こ
れ
は
こ
れ
で
現
在
存

在
す
る
『
捜
神
記
』
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
材
料
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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注(
1
)

森
野
繁
夫
｢
捜
神
記
の
編
目
｣

(
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
(
文
学
)
』
二
四
-
三
一
九
六
五
)
参
照
｡

(
2
)

例
え
ば
柳
瀬
喜
代
志
氏
の
一
連
の
論
考
-
｢
童
謡
考
-
｢
由
挙
陥
没
為
湖
｣
話
を
め
ぐ
つ
て
-
｣
(
『
中
国
詩
文
論
叢
』
五
一
九
八
六
)
､
｢
『
文
選
』

注
引
の
『
捜
神
記
』
説
話
を
め
ぐ
つ
て
-
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
再
編
考
⊥
(
『
中
国
文
学
研
究
』
一
五
一
九
八
九
)
､
｢
｢
鳥
履
登
朝
｣
讃
を
め
ぐ
つ

て
-
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
再
編
考
1
〓
『
中
国
詩
文
論
叢
』
九
一
九
九
〇
)
､
｢
『
准
南
子
』
所
出
｢
東
海
孝
婦
｣
話
を
め
ぐ
つ
て
-
二
十
巻
本
『
捜

神
記
』
再
編
考
-
｣

(
『
中
国
詩
文
論
叢
』
一
二
一
九
九
三
)
-
は
､
様
々
な
古
籍
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
捜
神
記
』
の
文
章
を
検
討
し
た
上
で
､
現

在
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
は
原
本
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
結
論
し
て
い
る
｡
た
だ
し
こ
れ
ら
の
侠
文
資
料
と
現
在
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
と
の
関

係
に
対
す
る
考
察
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
｡

(
3
)

王
紹
極
校
点
『
捜
神
記
』
(
学
津
討
原
本
底
本

中
華
書
局
一
九
七
九
)
ほ
か
､
許
建
新
｢
『
捜
神
記
』
校
注
｣
(
『
国
立
台
湾
師
範
大
字
国
文
研
究
所

集
刊
』
一
九
一
九
七
五
)
な
ど
｡

(
4
)

李
剣
国
｢
〝
鬼
董
狐
″
干
宝
的
『
捜
神
記
』
｣
(
『
唐
前
志
怪
小
説
史
』
南
開
大
学
出
版
社
一
九
八
四
)
二
九
九
貢
及
び
『
中
国
小
説
百
科
全
書
』
(
中

国
百
科
全
書
出
版
社
一
九
九
三
)

｢
呉
女
紫
玉
｣

の
項
(
執
筆
者
許
逸
民
)
｡

(
5
)

『
芸
文
類
緊
』
巻
七
三
･
雑
器
物
部
･
鼎
､
巻
九
〇
･
鳥
部
･
自
鶴
及
び
『
文
選
』
巻
一
四
･
飽
照
｢
舞
鶴
賦
｣
注
､
『
北
堂
書
紗
』
巻
九
二
･
葬
､

『
御
覧
』
巻
五
五
六
･
儀
礼
部
･
葬
送
､
『
自
孔
六
帖
』
巻
九
四
｡
ま
た
『
呉
郡
志
』
巻
三
九
･
塚
墓
に
も
出
典
を
記
し
て
い
な
い
同
様
の
文
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
｡

(
6
)

陣
中
凡
｢
論
『
呉
越
春
秋
』
為
漢
晋
間
的
説
部
及
其
在
芸
術
上
的
成
就
｣
(
『
文
学
遺
産
増
刊
』
七

中
華
書
局
一
九
五
九
)
で
も
『
呉
越
春
秋
』
の

内
容
を
民
間
伝
説
と
史
実
が
交
じ
り
合
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
｡

(
7
)

皮
目
休
｢
女
墳
湖
｣
｢
寓
貴
千
菅
己
寂
蓼
/
可
憐
幽
憤
為
誰
嫡
/
須
知
韓
垂
相
思
骨
/
直
在
芙
蓉
向
下
消
｡
｣
陸
亀
蒙
｢
和
女
墳
湖
｣
｢
水
平
波
淡
遠

回
塘
/
鶴
殉
人
沈
萬
古
傷
/
應
定
離
魂
隻
不
得
/
至
今
沙
上
少
鴛
駕
｡
｣
皮
目
休
の
詩
で
は
韓
垂
の
名
前
が
み
え
る
の
に
対
し
て
､
陸
亀
蒙
の
詩
で
は

｢
鶴
殉
人
沈
｣

の
句
が
あ
り
簡
閲
の
娘
の
話
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

(
8
)

｢
韓
朋
賦
｣
及
び
｢
韓
憑
｣
に
つ
い
て
は
､
容
肇
祖
｢
敦
燈
本
韓
朋
賦
考
｣
(
『
慶
祝
察
元
培
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
下
冊
』
中
央
研
究
院
歴
史
言
語

研
究
所
集
刊
外
編
第
一
位
鉛
印
本
一
九
三
五
)
､
陳
麗
卿
『
韓
憑
故
事
研
究
』
(
私
立
中
国
文
化
大
学
中
国
文
化
研
究
所
碩
士
論
文
一
九
八
七
)
な
ど
多
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(
9
)

(10)(
u
)

(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

数
あ
る
｡

た
だ
し
こ
の
条
に
つ
い
て
も
干
宝
自
身
が
晋
の
時
代
に
著
し
た
も
の
と
安
易
に
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
粕
谷
興
紀
｢
捜
神
記
の

受
容
-
一
侠
文
を
め
ぐ
つ
て
1
｣
(
『
万
葉
』
七
七
一
九
七
こ
四
七
-
四
八
真
に
『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
記
の
話
に
｢
韓
準
条
と
類
似
し
た
表
現

が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
､
ま
た
柳
瀬
喜
代
志
一
九
九
三
､
三
一
亘
に
は
『
将
門
記
』
に
｢
韓
朋
｣
の
話
を
踏
ま
え
た
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
原
本
の

『
捜
神
記
』
に
は
｢
韓
朋
｣
の
条
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
平
安
初
頭
成
立
の
『
日
本
国
見
在
書
目
』

に
『
捜
神
記
』
三
十
巻
の
記
録
が
み
え
､
こ
の
よ
う
に
日
本
の
文
献
の
中
に
も
存
在
の
証
拠
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
､
｢
韓
準
条
が
何
等
か
の
形
で
原

本
『
捜
神
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
｡

容
肇
祖
一
九
三
五
参
照
｡

｢
烏
鵠
壁
飛
/
不
欒
鳳
鳳
/
妾
是
庶
人
/
不
欒
宋
王
｡
｣

の
四
句
｡

『
誠
斎
雑
記
』
巻
上
｢
呉
王
夫
差
小
女
､
名
紫
玉
｡
悦
土
子
韓
垂
､
欲
嫁
之
｡
不
得
乃
結
束
死
｡
重
源
学
蹄
知
之
､
往
弔
於
墓
側
｡
玉
見
形
､
抱
垂

延
頸
両
歌
｡
｣

こ
れ
も
紫
玉
の
話
の
伝
播
と
い
う
点
で
は
興
味
深
い
が
今
回
は
議
論
し
な
い
｡

陳
麗
卿
一
九
八
七
､
六
一
亘
で
は
『
捜
神
記
』
紫
玉
条
中
の
歌
の
存
在
を
指
摘
し
､
こ
の
歌
が
後
に
韓
朋
故
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る

が
こ
の
意
見
に
は
従
わ
な
い
｡

『
晋
書
』
巻
八
二
･
干
宝
伝
参
照
｡

｢
鋳
剣
｣
に
つ
い
て
は
細
谷
章
子
｢
干
将
莫
邪
説
話
の
展
開
｣
(
『
文
化
』
三
三
一
九
六
九
)
及
び
高
橋
稔
｢
眉
間
尺
故
事
-
･
中
国
古
代
の
民
間
伝

承
-
｣

(
『
中
国
の
古
典
文
学
-
作
品
選
読
-
』
伊
藤
漱
平
編

東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
一
)
が
詳
し
い
｡

狩
野
直
禎
｢
干
宝
と
そ
の
周
辺
-
江
南
文
化
の
一
考
察
-
｣
(
『
古
代
学
』
一
八
-
一
一
九
七
二
)
四
六
真
で
は
『
捜
神
記
』
に
長
江
流
域
等
の
説

話
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

『
中
国
小
説
百
科
全
書
』

(
前
出
)

｢
異
苑
｣

の
項
(
執
筆
者
李
剣
国
)

許
建
新
一
九
七
五
参
照
｡

｢
金
関
西
席
叩
玉
屑
/
樽
教
小
玉
報
讐
成
｡
｣
の
句
｡
更
に
自
居
易
｢
伊
州
｣
に
も
､
｢
老
去
婿
何
敬
老
愁
/
断
教
小
玉
唱
伊
州
/
亦
應
不
得
多
年
聴
/

未
教
成
時
己
白
頭
｡
｣
と
小
玉
が
登
場
し
て
い
る
が
､
こ
ち
ら
も
全
く
呉
王
夫
差
の
娘
の
話
と
は
関
連
が
な
さ
そ
う
で
あ
る

上
に
引
い
た
文
の
末
尾
｢
捨
垂
｣
は
意
味
が
よ
く
通
じ
な
い
｡
こ
れ
は
『
呉
郡
志
』
も
同
じ
で
あ
る
｡
『
呉
郡
志
』
を
そ
の
ま
ま
襲
っ
た
と
み
ら
れ
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る
『
呉
都
文
粋
』
で
は
､
｢
捨
｣
の
字
が
｢
赦
｣
に
な
っ
て
い
る
｡
訳
は
こ
ち
ら
の
字
に
従
っ
て
付
け
た
｡

(聖
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八
七
-
一
(
総
第
四
一
期
)

(空

中
鉢
雅
量
『
中
国
の
祭
祀
と
文
学
』
(
創
文
社
一
九
八
九
)
二
二
〇
頁
､
及
び
黒
田
真
美
子
｢
六
朝
･
唐
代
に
お
け
る
幽
婚
讃
の
登
場
人
物
-
神
婚

讃
と
の
比
較
-
｣

(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
四
八
一
九
九
六
)
一
二
五
貢
｡

(警

黒
田
真
美
子
｢
六
朝
･
唐
代
の
幽
婚
讃
に
つ
い
て
｣
(
『
竹
田
先
生
退
官
記
念
東
ア
ジ
ア
論
叢
』

汲
古
書
院
一
九
九
一
)
参
照
｡

(聖

李
剣
国
『
唐
･
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
(
南
開
大
学
出
版
社
一
九
九
三
)
｢
録
異
記
｣
の
項
､
一
〇
五
四
頁
参
照
｡

(警

小
南
一
郎
｢
干
宝
｢
捜
神
記
｣
の
編
纂
(
下
)
｣
(
『
東
方
学
報
(
京
都
)
』
七
〇
一
九
九
八
)
一
〇
五
-
一
二
亘
で
も
現
行
二
十
巻
本
は
､
明
末

の
桃
士
蒔
と
胡
震
亨
の
手
に
よ
っ
て
編
集
し
直
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
し
､
原
本
の
構
成
は
現
行
二
十
巻
本
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
論
証
し
て
い
る
｡

(讐

明
末
以
降
の
書
物
で
｢
紫
玉
｣
条
を
収
め
て
い
る
書
名
を
参
考
に
挙
げ
る
｡
『
郷
邪
代
酔
編
』
巻
三
二
､
『
才
鬼
記
』
巻
一
､
『
五
朝
小
説
』
魂
晋
小

説
伝
奇
家
､
『
緑
窓
女
史
』
冥
感
部
･
幽
合
､
『
勢
灯
叢
話
』
巻
五
､
『
艶
異
編
』
巻
三
六
･
鬼
､
『
太
平
広
記
紗
』
巻
五
九
･
鬼
部
･
鬼
､
『
博
史
』
巻

十
･
情
霊
類
｡

附
‖
呉
王
の
娘
の
故
事
収
録
一
覧

*
配
列
は
､
議
論
の
順
序
に
よ
る
｡
な
お
句
数
と
は
挿
入
歌
の
句
数
の
こ
と
で
あ
る
｡

『 『 『 『 『 『 『

書
名

御 御 御 類 呉 呉 呉
覧 覧 覧 衆 郡 地 越
』』』』

図 記 春
巻 巻 巻 巻 経』秋
八 八 七 八 記

』

0 0 六 四
』

園
五 三

一･巷 間

･宝 下 内
珍 珍 器 玉･ 伝
宝 宝 物 部 塚 第
部 部 部･墓 四

･珠
玉 珠 壷

玉玉玉玉翌望璧
名
前

嘗ききき八八き句
数

『 『 『 『 『

出
典琵琶琵琶き葺き

』 』 』 』 』

贈贈贈贈語現
物物物物釈行

備
考

‥付の
良明良明き『
寄 珠 嵩 珠

(越

.･･ -≡r ･彗
』

に

は

な
し
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『
太
平
襲
宇
記
』
巻
九
一
･
蘇
州

『
御
覧
』
巻
五
七
三
･
欒
部
･
歌

『
楽
府
詩
集
』
巻
八
二

｢
紫
玉
歌
｣

『
太
平
広
記
』
巻
三
一
六

｢
韓
垂
｣

『
風
雅
逸
篇
』
巻
六

｢
紫
玉
歌
｣

『
呉
郡
志
』
巻
四
七
･
異
聞

『
呉
都
文
棒
』
巻
十
｢
塚
歌
｣

『
捜
神
記
』
巻
一
六

｢
紫
玉
｣

『
古
謡
諺
』
巻
六
六

『
誠
斎
雑
記
』
巻
上

『
呉
郡
志
』
巻
四
七
･
異
聞

『
呉
都
文
粋
』
巻
一
〇
･
塚
歌

『
永
楽
大
典
』
巻
二
二
五
六
･
玉

『
永
楽
大
典
』
巻
一
三
一
三
六
･
夢

二 二 二 十 十 十 十
十 十 十 八 八 八 六

『
山
川
記
』

『
捜
神
記
』

なし

『
録
異
伝
』

なし

『
録
異
伝
』

『
録
異
伝
』

なしなしなし

『
捜
神
記
』

『
捜
神
記
』

『
稽
神
異
苑
』

『
稽
神
異
苑
』

贈
物
‥
明
珠

｢
烏
既
高
飛
､
羅
賂
奈
何
｣

｢
錐
有
衆
烏
､
不
為
匹
讐
｣

なし

｢
烏
既
高
飛
､
羅
将
奈
何
｣

なし

｢
烏
既
高
飛
､
羅
格
奈
何
｣

なし

｢
烏
既
高
飛
､
羅
格
奈
何
｣

なし

『
広
記
』
の
文
と
同
じ

『
広
記
』
の
文
と
同
じ

贈
物
‥
明
珠

二
十
巻
本
『
捜
神
記
』

の
文
を
引
く

他
書
に
み
ら
れ
な
い
文
章

贈
物
‥
珠
､
玉
壷

贈
物
‥
珠
､
玉
壷

贈
物
‥
白
玉
壷

贈
物
‥
珠
､
玉
壷

(
注
)
呉
越
の
あ
り
さ
ま
に
結
び
付
け
て
解
釈
し
た
以
下
の
よ
う
な
注
文
が
附
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
撰
者
の
朱
長
文
が
付
け
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
頼

謂
此
詩
亦
有
深
旨
｡
殆
此
女
生
時
所
賦
耶
｡
南
山
有
烏
､
喩
越
也
｡
北
山
張
羅
､
喩
制
越
非
其
所
也
｡
烏
既
高
飛
｡
句
躇
之
盛
也
｡
羅
将
奈
何
､
夫
差
不
可

以
制
越
也
｡
志
欲
従
君
､
謹
言
孔
多
､
謂
錐
欲
従
父
之
命
､
奈
何
其
聴
謹
言
而
忘
忠
義
也
｡
彼
韓
垂
之
怨
､
蒸
魚
之
念
､
殆
恐
非
也
｡
墳
之
為
湖
｡
或
日
墓

所
陥
也
｡
或
日
取
土
為
墳
､
整
而
成
也
｡
｣


