
東京大学中国語中国文学研究室紀要 第1号35

｢
三
言
｣

の
編
纂
方
法
に
つ
い
て

河

井

陽

子

は
じ
め
に

明
未
の
文
人
鴻
夢
龍
が
編
纂
し
た
｢
三
言
｣
は
､
『
古
今
小
説
』

(
『
喩
世
明
言
』
)
､
『
警
世
通
き
畢

『
醒
世
恒
言
』
三
善
か
ら
成
り
､
各

書
四
十
篇
ず
つ
､
計
百
二
十
篇
の
短
篇
白
話
小
説
を
収
め
て
い
る
｡
そ
の
編
纂
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｢
三
言
｣
所
収

の
各
作
品
の
分
析
に
よ
つ
て
､
因
果
応
報
･
勧
善
懲
悪
を
強
調
し
､
登
場
人
物
の
真
情
に
基
づ
く
行
動
を
賛
美
す
る
と
い
う
方
向
で
､
作

品
の
取
捨
選
択
が
行
な
わ
れ
た
り
､
改
作
･
潤
色
等
の
手
が
加
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
一
篇

一
篇
に
つ
い
て
見
た
も
の
だ
が
､
更
に
､
四
十
篇
(
あ
る
い
は
百
二
十
篇
)

の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
と
い
､
7
問
題
が

あ
る
｡
作
品
を
個
別
に
刊
行
す
る
の
と
は
異
な
り
､
編
纂
作
業
を
経
て
選
集
と
し
て
刊
行
す
る
か
ら
に
は
､
読
者
が
最
初
か
ら
順
々
に
読

ん
で
い
く
こ
と
を
想
定
し
て
､
そ
の
配
列
に
も
何
ら
か
の
工
夫
が
為
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
四
十
篇
を
た
だ
無
造
作
に
ま
と
め
る
の

で
は
な
く
､
あ
る
意
識
に
基
づ
い
て
一
篇
一
篇
を
意
図
的
に
並
べ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
､
ど
の
よ
う
に
配
列
し
て
い

る
か
と
い
う
問
題
は
､
｢
三
言
｣
の
編
纂
過
程
を
振
り
返
る
研
究
に
お
い
て
､
ど
の
よ
う
な
作
品
に
ど
の
よ
う
に
手
を
加
え
て
い
る
か
と

い
う
研
究
に
比
べ
る
と
ま
だ
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
本
論
文
で
は
､
そ
の
配
外
の
仕
方
を
｢
三
言
｣
各
書
に
お

け
る
四
十
篇
の
｢
構
成
｣
と
呼
び
､
褐
夢
龍
の
編
纂
作
業
を
構
成
の
面
か
ら
探
っ
て
み
た
い
｡
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｢
三
言
｣

の
構
成
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
に
対
偶
性
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
各
篇
に
は
七
字
､
或
い
は
八
字
か
ら
成
る

題
目
が
付
い
て
い
る
が
､
こ
の
題
目
は
､
編
纂
の
際
に
本
来
付
い
て
い
た
題
名
を
改
め
た
り
新
し
く
作
っ
た
り
し
て
､
意
識
的
に
二
篇
一

対
に
⊥
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
加
え
て
､
題
目
の
み
な
ら
ず
そ
の
内
容
に
も
対
偶
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
論
考
も
あ
る
｡
内
田

道
夫
氏
は
､
｢
古
今
小
説

(
あ
る
い
は
｢
三
言
｣
)

に
見
ら
れ
る
題
目
と
排
列
は
ほ
ぼ
対
偶
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
｣
､
｢
そ
し
て
内
容
も
往
往

に
し
て
対
偶
的
で
あ
る
場
合
が
あ
る
｣
と
述
べ
､
古
七
｢
羊
角
哀
｣
(
『
古
今
小
説
』
第
七
巻
｢
羊
角
哀
捨
命
仝
交
｣
を
こ
の
よ
う
に
略
す
｡

以
下
同
様
に
略
す
｡
)
と
古
八
｢
呉
保
安
｣
､
古
一
.
三
｢
聞
陰
司
｣
と
古
三
二
｢
遊
郭
都
｣
の
例
を
挙
げ
て
､
各
二
篇
の
内
容
の
対
偶
性
を

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
平
行
的
で
あ
る
点
に
求
め
て
い
る
｡
ま
た
福
満
正
博
氏
は
､
平
行
的
な
ス
J
-
リ
ー
展
開
に
基
づ
く
対
偶
性
を
指
摘

し
､
先
行
す
る
『
情
史
類
略
』
所
収
作
品
と
の
比
較
を
通
し
て
そ
れ
に
褐
夢
龍
の
編
纂
意
図
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
セ
い
る
か
を
考
察

し
､
次
の
よ
う
に
結
論
を
述
べ
て
い
る
｡

礪
夢
龍
は
､
『
古
今
小
説
』

の
す
べ
て
の
短
篇
が
対
偶
構
成
と
な
る
よ
う
に
編
纂
し
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
そ
の
際
､
彼
の
編
纂
意

図
に
沿
っ
て
対
偶
を
構
成
す
る
よ
う
に
､
各
篇
に
編
纂
の
手
を
加
え
た
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
具
体
的
に
は
､
伝

本
の
選
択
や
､
内
容
の
改
作
等
が
考
え
ら
れ
る
｡

氏
の
考
察
は
､
『
古
今
小
説
』

の
全
篇
が
性
質
の
違
い
は
あ
れ
対
偶
構
成
を
成
し
て
い
る
こ
と
､
ま
た
､
そ
れ
が
編
纂
の
過
程
で
明
確
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
構
成
に
関
す
る
先
行
研
究
を
見
て
き
た
が
､
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で

対
偶
性
を
指
摘
し
た
前
述
の
二
氏
は
い
ず
れ
も
『
古
今
小
説
』

の
み
を
扱
っ
て
い
る
の
で
､
｢
古
今
小
説

(
あ
る
い
は
｢
三
言
｣
)
｣
と
い

う
よ
う
に
､
『
古
今
小
説
』

に
見
ら
れ
る
対
偶
構
成
が
｢
三
言
｣
全
体
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
括
弧
内
で
示
唆
し
て
は
い
る
も
の
の
､
果

た
し
て
同
様
な
対
偶
構
成
が
､
残
る
『
警
世
通
言
』

『
醒
世
恒
言
』
各
四
十
篇
を
通
じ
て
も
見
ら
れ
る
も
の
な
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
｡
本
論
文
で
は
､
こ
の
点
を
｢
三
言
｣
全
体
に
つ
い
て
､
以
下
の
手
順
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
一
､
先
ず
｢
三
言
｣
所
収

作
品
を
最
初
か
ら
二
篇
ず
つ
組
に
し
て
計
六
十
姐
の
｢
対
｣
を
作
る

(
な
お
論
文
中
で
｢
対
｣
と
言
う
場
合
に
は
二
篇
を
一
組
に
し
た
状
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態
を
指
す
こ
と
に
し
て
､
そ
の
二
篇
が
対
偶
構
成
で
あ
る
場
合
の
｢
対
偶
｣
と
区
別
す
る
｡
)
｡
二
篇
を
比
較
し
て
､
そ
の
対
偶
構
成
の
度

合
い
に
よ
り
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
対
を
分
類
し
､
｢
三
言
｣
全
体
が
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
の
対
か
ら
成
る
か
を
調
べ
る
｡
二
､
｢
三

言
｣
各
書
に
お
い
て
､
各
パ
タ
ー
ン
が
ど
の
位
の
割
合
を
占
め
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
よ
㌣
各
書
の
特
徴
を
探
る
｡
三
､
更
に
､

対
内
部
の
二
篇
の
配
列
順
序
､
及
び
隣
り
合
う
対
と
対
と
の
関
係
を
調
べ
る
｡

初
め
に
､
各
対
内
部
の
二
篇
が
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
｡
こ
こ

で
､
分
析
の
重
要
な
鍵
と
な
る
対
偶
性
を
判
断
す
る
指
標
と
し
て
､
二
篇
の
｢
展
開
｣
ト
｢
主
張
｣
と
に
着
目
し
た
い
｡
｢
展
開
｣
と
は
､

前
述
の
二
氏
同
様
ス
ト
ー
リ
ー
の
｢
流
れ
｣
を
指
す
も
の
で
あ
る
｡
話
本
は
､
基
本
的
に
題
目
､
篇
首
､
入
話
､
頭
回
､
正
話
､
篇
尾
と

い
う
六
つ
の
部
分
か
ら
成
る
が
､
こ
の
う
ち
正
話
以
後
を
対
象
に
し
､
各
対
の
二
篇
を
比
較
し
て
､
展
開
に
平
行
性
､
類
似
が
見
ら
れ
る

か
否
か
に
よ
り
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
｡
平
布
で
甘
る
場
合
に
は
､
二
篇
が
ど
の
よ
う
な
結
末
を
迎
､
言
か
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
け

る
｡
例
え
ば
二
篇
が
い
ず
れ
も
団
円
で
終
わ
る
と
い
う
よ
う
に
､
同
じ
場
合
を
｢
順
方
向
｣
､
例
え
ば
一
方
が
団
円
し
一
方
が
悲
劇
に
終

わ
る
と
い
う
よ
う
に
､
異
な
る
場
合
を
｢
逆
方
向
｣
と
す
る
｡
こ
の
各
々
に
お
い
て
､
平
行
性
が
話
の
枠
組
み
全
体
を
通
じ
て
見
ら
れ
る

の
か
､
あ
る
い
は
一
部
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
程
度
の
差
に
よ
り
二
段
階
に
分
け
る
｡
こ
こ
ま
で
を
整
理
す
れ
ば
､
展
開
は
次

の
よ
う
に
計
五
つ

(
大
き
く
分
類
す
れ
ば
二
つ
)

に
分
類
で
き
る
｡

37

細
か
な
違
い
は
無
視
す
る
が
､
話
の
最
初
か
ら
終
わ
り
ま
で
大
筋
に
お
い
て
ほ
ぼ
類
似
し
た
平
行
的

な
展
開
で
あ
る
も
の
｡

①
の
よ
う
に
話
の
全
体
を
通
じ
た
平
行
性
は
見
ら
れ
な
い
が
､
話
の
一
部
に
類
似
が
見
ら
れ
､
そ
れ
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が
同
じ
方
向
に
発
展
､
終
結
す
牒
も
の
｡

話
の
最
初
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
通
じ
大
筋
で
平
行
的
な
展
開
で
あ
る
が
､
例
え
ば
一
方
は
団
円
､
一

方
は
悲
劇
に
終
わ
る
と
い
う
よ
う
に
､
逆
方
向
に
発
展
し
て
結
末
を
迎
え
る
も
の
｡

③
の
よ
う
に
話
の
全
体
を
通
じ
た
平
行
性
は
見
ら
れ
な
い
が
､
話
の
一
部
に
類
似
が
見
ら
れ
､
そ
れ

が
逆
の
方
向
に
発
展
､
終
結
す
る
も
の
｡

｢
非
平
行
-
-
-
･
･
･
-
･
･
-
1
⑤
展
開
に
平
行
性
､
痕
似
が
見
ら
れ
な
い
も
の
｡

｢
主
張
｣
と
は
､
礪
夢
龍
が
選
択
す
る
時
に
お
そ
ら
く
価
値
を
見
出
だ
し
､
こ
こ
を
こ
そ
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

ぅ
ス
ト
リ
ー
の
中
心
点
で
あ
る
｡
｢
三
言
｣
の
序
文
に
凋
､
小
説
が
人
々
を
教
化
す
る
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
各
作

品
に
は
読
み
手
へ
の
何
ら
か
の
主
張
が
少
な
か
ら
ザ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
､
構
成
を
探
る
際
に
は
各
作
品
の
主
張
も

ま
た
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
｡
話
本
に
は
､
語
り
千
(
書
き
手
)
が
話
に
一
区
切
り
を
付
け
て
要
点
を
ま
と
め
た
り
､
登
場
人
物
に
批
判

や
称
賛
を
与
え
た
り
､
聞
き
手
(
読
み
手
)
に
忠
告
を
し
た
り
す
る
箇
所
(
韻
文
で
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
)
が
時
折
見

ら
れ
る
｡
各
篇
の
主
張
は
､
話
中
の
こ
の
よ
う
な
箇
所
か
ら
判
断
す
る
｡
一
篇
の
中
で
複
数
の
主
張
が
見
ら
れ
る
場
合
は
､
よ
り
中
心
に

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
(
必
ず
し
も
一
つ
と
は
限
ら
な
い
)
､
他
は
対
と
対
と
の
関
係
を
見
る
際
の
参
考
に
と
ど
め
る
｡

二
篇
の
主
張
を
付
き
合
わ
せ
て
､
そ
れ
ら
が
同
じ
で
あ
る
か
､
異
な
る
か
に
よ
り
二
つ
に
分
類
す
る
｡
以
上
展
開
と
主
張
各
二
点
か
ら
の

分
類
を
総
合
し
､
Ⅰ
～
Ⅳ
ま
で
の
計
十
パ
タ
ー
ン
に
各
対
を
分
類
す
る
｡
(
パ
タ
ー
ン
の
表
記
法
は
表
2
参
照
｡
な
お
､
展
開
が
逆
方
向

に
平
行
で
あ
る
も
の
は
ロ
ー
マ
数
字
に
ダ
ッ
シ
ュ
を
付
し
､
平
行
性
が
話
の
一
部
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
は
小
文
字
の
ロ
ー
マ
数
字
を
用

い
て
こ
れ
を
表
し
た
｡
)
十
パ
タ
ー
ン
を
大
き
く
ま
と
め
れ
ば
､
各
村
を
[
I
T
[
Ⅳ
]
の
計
四
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡

こ
の
四
パ
タ
ー
ン
の
内
､
[
Ⅰ
]
に
あ
た
る
対
は
完
全
な
対
偶
を
成
し
､
[
且
[
且
に
あ
た
る
対
は
各
々
何
ら
か
の
点
で
広
義
に
対
偶
を
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成
し
て
い
る
と
判
断
す
る
｡
残
る
[
Ⅳ
]
は
対
偶
を
成
さ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
右
の
よ
う
に
し
て
調
査
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
表

1
で
あ
る
｡
(
末
尾
に
示
す
｡
)

l
一

表
1
に
示
す
主
な
パ
タ
ー
ン
か
ら
例
を
挙
げ
て
､
対
の
二
篇
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
｡

[
Ⅰ
]

(
展
開
が
平
行
で
主
張
が
同
じ
も
の
)

醒
七
｢
餞
秀
才
｣

蘇
州
府
呉
江
県
の
顔
俊
は
､
富
商
人
高
賛
の
娘
､
秋
芳
に
縁
談
を
申
し
込
ん
だ
が
､
醜
男
で
オ
に
欠
け
て
い
る
た
め
破
談
に
さ
れ
る

の
を
恐
れ
､
い
と
こ
の
餞
青
を
替
え
玉
に
仕
立
て
た
｡
餞
青
が
身
代
わ
り
に
な
っ
た
ま
ま
う
ま
い
具
合
に
話
が
進
み
､
婚
礼
の
式
も
挙

げ
た
が
､
餞
青
は
花
嫁
に
手
を
触
れ
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
｡
顔
俊
は
こ
の
こ
と
を
信
じ
ず
殴
り
か
か
り
､
両
家
の
乱
闘
に
な
っ

た
｡
県
知
事
は
子
細
を
知
っ
て
､
餞
育
と
秋
芳
の
結
婚
を
許
す
判
決
を
下
し
た
｡

醒
八
→
喬
太
守
｣

宋
の
景
祐
年
間
､
杭
州
の
医
師
劉
乗
義
に
は
､
孫
寡
婦
の
娘
の
珠
兢
と
婚
約
し
て
い
る
息
子
の
劉
嘆
と
､
衷
九
老
の
子
と
婚
約
し
て

い
る
娘
の
慧
娘
が
い
た
｡
婚
礼
も
間
近
の
あ
る
時
､
劉
瑛
が
突
然
の
病
で
命
も
危
な
い
こ
と
を
知
っ
た
孫
寡
婦
は
､
娘
の
一
生
を
あ
や

ま
る
こ
と
を
恐
れ
て
､
息
子
の
玉
郎
を
女
装
さ
せ
身
代
り
に
嫁
が
せ
た
｡
五
郎
が
慧
娘
と
通
じ
た
こ
と
が
露
見
す
る
と
､
そ
の
事
を
耳

に
し
た
蓑
九
老
は
訴
訟
を
起
こ
し
た
｡
喬
太
守
は
似
合
い
の
男
女
を
見
て
､
玉
郎
と
慧
娘
､
劉
瑛
と
珠
兢
､
裳
九
老
の
子
と
玉
郎
の
婚

約
者
を
そ
れ
ぞ
れ
夫
婦
に
す
る
判
決
を
下
し
た
｡

｢
｢
餞
秀
才
｣
の
方
は
男
が
男
の
身
代
り
に
な
り
､
｢
喬
太
守
｣
の
方
は
男
が
女
の
身
代
り
に
な
っ
て
婚
礼
の
場
を
し
の
ぐ
が
､
後
に
そ
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の
計
略
が
発
覚
し
て
両
家
の
争
い
に
な
る
｡
し
か
し
裁
き
に
よ
っ
て
､
替
え
玉
に
な
っ
た
者
は
本
当
に
結
婚
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
､
団
円

す
る
｡
｣
と
い
う
大
筋
に
お
い
て
平
行
的
展
開
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
一
方
主
張
は
何
か
と
言
え
ば
､
｢
餞
秀
才
｣
に
｢
古
よ
り
姻
縁

皆
分
定
ま
る

紅
線
量
こ
れ
心
の
牽
く
有
ら
ん
や
｣
と
あ
り
､
ま
た
｢
喬
太
守
｣

の
冒
頭
に
も

古
よ
り
姻
縁
天
よ
り
定
ま
る
､
人
力
謀
り
求
め
る
に
疎
ら
ず
､
縁
有
ら
ば
千
里
も
ま
た
相
投
じ
､
面
を
対
す
る
も
縁
無
く
ん
ば
偶
は

ず

(
略
)

こ
の
西
江
月
の
詞
は
､
だ
い
た
い
人
の
婚
姻
と
は
す
な
わ
ち
前
世
の
定
め
で
あ
っ
て
1
人
の
力
で
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
意
味
で
す
｡
今
日
お
聞
か
せ
し
ま
す
の
は
､
思
い
も
よ
ら
ぬ
細
線
話
で
､
｢
喬
太
守
乱
鮎
鴛
鷺
譜
｣
と
申
し
ま
す
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
細
線
が
天
の
定
め
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
鎗
秀
才
｣
の
顔
俊
や
｢
喬
太
守
｣
の
李
番
頭
が
計
略
を

用
い
て
破
談
を
試
み
､
己
の
利
を
図
ろ
う
と
も
､
結
局
姻
縁
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
か
か
つ
た
｡
ノ
展
野
主
張
の
二
点
か
ら
判
断
し
て
､

こ
の
二
篇
は
Ⅰ
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
､
完
全
な
対
偶
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

[
Ⅰ
]

(
展
開
が
平
行
で
主
張
が
異
な
る
も
の
)

醒
二
五
｢
濁
孤
生
｣

唐
の
貞
元
年
間
､
洛
陽
の
進
士
猫
孤
避
叔
は
､
知
人
を
訪
ね
る
旗
の
帰
途
龍
華
寺
に
泊
し
た
｡
一
方
夫
の
帰
り
を
待
ち
き
れ
ず
後
を

迫
っ
た
妻
娼
婦
は
､
巫
山
の
神
女
廟
で
邁
叔
が
既
に
帰
途
に
つ
い
た
と
の
お
告
げ
を
聞
い
て
家
に
引
き
返
す
途
中
､
龍
華
寺
で
少
年
達

の
酒
の
相
手
を
強
い
ら
れ
た
｡
そ
れ
を
見
て
い
た
追
叔
が
怒
っ
て
煉
瓦
を
投
げ
付
け
る
と
､
何
も
か
も
消
え
て
し
ま
っ
た
｡
追
叔
が
家

に
帰
り
こ
の
事
を
嫡
娼
に
話
す
と
､
そ
れ
は
嫡
婿
が
昨
晩
夢
見
た
内
容
と
同
じ
で
あ
っ
た
｡
後
に
退
叔
が
出
世
し
て
､
二
人
は
龍
華
寺

を
修
復
し
､
神
女
廟
に
お
礼
参
り
を
し
た
｡

醒
二
六
｢
辞
鐘
事
｣
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唐
の
乾
元
年
間
､
青
城
県
の
主
薄
蒔
偉
が
あ
る
日
重
い
病
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
｡
人
々
は
､
再
生
す
る
と
い
う
李
八
百
の
意
見
に

従
っ
て
棺
に
納
め
ず
に
お
き
､
青
城
山
の
老
君
廟
で
祈
膚
を
し
た
｡
そ
の
こ
ろ
蒔
偉
は
江
に
入
り
一
匹
の
鯉
に
身
を
変
え
て
い
た
｡
釣

り
上
げ
ら
れ
て
塩
漬
け
に
さ
れ
そ
う
な
っ
た
瞬
間
､
醇
偉
は
意
識
を
取
り
戻
し
病
は
癒
え
て
い
た
｡
実
は
辞
偉
は
､
鯉
に
騎
り
昇
天
し

た
神
仙
琴
高
で
､
夫
人
は
仙
女
田
四
妃
で
あ
っ
た
の
が
､
俗
念
を
起
こ
し
た
た
め
に
こ
の
世
界
に
諭
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
｡
老
君

廟
に
参
詣
し
､
李
八
百
に
導
か
れ
､
後
に
二
人
は
仙
籍
に
雇
っ
た
｡

二
篇
の
展
開
は
､
｢
濁
孤
生
｣
で
は
娼
婦
が
夢
で
龍
華
寺
を
訪
れ
､
→
蒔
歳
事
｣
で
は
蒔
偉
が
夢
で
鯉
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
､
登
場
人

物
が
夢
を
見
る
と
い
う
点
が
共
通
し
て
お
刀
､
｢
そ
の
夢
は
危
機
一
撃
の
と
こ
ろ
で
覚
め
る
｡
再
会
し
た
夫
婦
は
､
無
事
で
あ
っ
た
こ
と

を
感
謝
し
て
､
霊
験
の
あ
っ
た
廟
に
参
詣
す
る
｡
｣
と
い
う
よ
う
に
大
筋
に
お
い
て
等
し
い
｡
で
は
二
篇
の
主
張
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

｢
濁
孤
生
｣
で
娼
嫡
は
､
巫
山
の
神
女
か
ら
遊
叔
の
無
事
を
聞
く
｡
こ
れ
は
､
遁
叔
が
巫
山
を
通
る
時
に
自
分
の
無
事
を
伝
え
て
く
れ
る

よ
う
祈
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
後
に
明
か
さ
れ
る
｡
夫
婦
の
互
い
を
想
う
深
い
情
愛
が
､
神
女
の
心
を
動
か
し
､
ま
た
､

み
な
さ
ん
ご
存
じ
あ
り
ま
せ
ん
が
､
そ
も
そ
も
夢
と
は
想
い
で
あ
り
､
因
で
あ
り
ま
す
｡
何
か
原
因
が
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
想
い
､
想

え
ば
す
な
わ
ち
夢
を
見
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
自
民
は
何
を
す
る
に
つ
け
て
も
一
心
に
夫
の
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
ま
し
た
｡
そ
れ
故

夢
の
中
を
魂
が
飛
び
越
､
え
､
実
像
と
な
っ
た
の
で
す
｡
避
叔
は
と
い
え
ば
､
こ
れ
も
ま
た
妻
を
想
い
､
そ
の
想
い
が
極
ま
っ
た
た
め

に
､
目
覚
め
て
い
る
と
は
い
､
ろ
心
は
妻
の
夢
の
中
に
入
り
込
み
ま
し
た
｡
こ
れ
す
な
わ
ち
二
人
の
心
が
相
貫
き
､
魂
が
相
通
じ
た
結

果
で
あ
っ
て
､
よ
く
あ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
｡
ど
う
し
て
う
そ
な
ど
申
し
ま
し
よ
う
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
夢
で
二
人
を
引
き
合
わ
せ
も
し
た
｡
夫
婦
の
深
い
情
愛
を
称
え
て
い
る
｡
一
方
｢
蒔
歳
事
｣
に
お
け
る
蒔
偉
の
夢
は
､

太
上
老
君
が
醇
偉
夫
婦
の
俗
念
を
取
り
除
き
再
び
仙
籍
に
返
す
た
め
に
見
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
二
人
が
昇
天
し
て
篇
尾
の
詩
に
言
う
｡

茫
茫
た
る
宇
宙
事
端
新
た
な
り

人
既
に
魚
に
為
り
て
魚
人
に
復
る

幻
形
を
識
破
し
て
性
を
凝
げ
ず

形
を
休
め
性
を
修
む
れ
ば
即
ち
仙
真
な
り
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神
仙
の
流
諭
を
描
き
､
魚
が
本
物
か
人
が
本
物
か
と
い
う
姿
の
違
い
に
惑
わ
さ
れ
て
本
性
を
損
な
う
こ
と
が
無
い
よ
う
に
､
心
を
修
め
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡
こ
の
二
篇
は
Ⅰ
パ
タ
ー
ン
の
構
成
､
即
ち
主
張
は
異
な
る
が
､
展
開
が
大
筋
に
お
い
て
平
行
で
あ
る
と
い
う
点

で
対
偶
構
成
を
成
し
て
い
る
｡

[
Ⅱ
]

(
展
開
が
平
行
で
な
く
主
張
が
同
じ
も
の
)

警
九
｢
李
諦
仙
｣

唐
の
李
白
は
､
潮
海
国
の
国
書
を
解
哉
す
る
た
め
に
召
さ
れ
た
際
､
以
前
楊
国
忠
と
高
力
士
に
不
当
に
扱
わ
れ
た
恨
み
を
晴
ら
し
て

返
書
を
書
き
上
げ
た
｡
官
職
を
授
か
る
こ
と
を
拒
み
､
高
力
士
の
遺
言
に
よ
り
楊
貴
妃
に
疎
ま
れ
る
と
､
李
白
は
暇
を
乞
い
､
故
郷
に

帰
っ
て
山
水
に
遊
ぶ
旗
に
出
た
｡
永
王
項
の
謀
叛
の
際
に
叛
徒
と
し
て
捕
ら
.
え
ら
れ
た
が
､
以
前
命
を
救
っ
た
郭
子
儀
に
助
け
ら
れ

た
｡
後
に
宋
石
江
で
鯨
の
背
に
乗
り
昇
天
し
た
｡

警
一
〇
｢
餞
舎
人
｣

唐
の
憲
宗
の
時
､
礼
部
尚
書
の
張
建
封
が
燕
子
魔
を
建
て
寵
愛
し
た
関
扮
扮
は
∵
張
の
死
後
も
賢
留
ま
り
十
余
年
間
貞
節
を
通
し

て
い
た
｡
あ
る
日
白
居
易
は
､
関
防
除
が
張
遵
封
に
随
っ
て
死
な
な
か
っ
た
こ
と
を
諌
め
る
詩
を
詠
ん
だ
｡
関
取
扮
は
張
建
封
の
冥
福

を
祈
る
毎
日
を
過
し
､
楼
の
近
く
に
葬
ら
れ
た
｡
泉
の
時
､
中
書
舎
人
の
餞
希
自
が
楼
を
訪
れ
､
関
扮
扮
の
貞
節
を
憐
み
詩
を
詠
ん
で

弔
っ
た
と
こ
ろ
､
夢
に
関
紛
紛
が
現
れ
謝
し
た
｡
餞
希
白
は
｢
蝶
恋
花
｣
の
詞
を
作
っ
て
こ
の
こ
と
を
記
し
た
｡

こ
の
二
篇
は
､
展
開
は
全
く
異
な
る
が
､
.
い
ず
れ
も
､
詩
文
を
愛
す
る
風
雅
な
才
子
･
才
女
の
こ
と
を
中
心
に
描
い
て
い
る
点
が
共
通
し

て
お
り
､
こ
の
点
で
対
偶
を
成
し
て
い
る
｡
｢
餞
舎
人
｣
の
篇
尾
に
は

一
首
の
新
詞
麗
客
を
弔
ひ

貞
魂
笑
を
含
み
て
夢
に
相
逢
ふ

翰
苑
名
賢
の
事
な
り
と
錐
も

編
じ
て
稗
官
小
史
の
う
ち
に
入
る
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と
い
う
詩
が
置
か
れ
て
い
る
｡
後
半
二
句
に
詠
む
こ
と
は
､
｢
李
講
仙
｣
に
も
充
分
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
二
篇
を
共
に

意
識
し
て
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
種
の
話
を
｢
三
言
｣
に
収
め
る
こ
と
の
説
明
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡

[
Ⅳ
]

(
展
開
に
平
行
性
も
類
似
も
見
ら
れ
ず
主
張
が
異
な
る
も
の
)

警五

｢
呂
大
郎
｣

江
南
の
無
錫
に
呂
玉
､
呂
宝
､
呂
珍
と
い
う
三
人
の
兄
弟
が
い
た
｡
あ
る
日
呂
玉
は
､
拾
っ
た
金
二
百
両
を
落
し
主
に
返
し
た
と
こ

ろ
､
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
息
子
の
書
見
と
偶
然
再
会
し
た
｡
二
人
が
帰
宅
す
る
途
中
､
呂
玉
は
一
腹
の
船
が
転
覆
し
て
い
る
の
を

見
て
､
二
十
両
を
報
酬
に
溺
れ
て
い
る
人
々
を
救
出
さ
せ
た
｡
そ
の
中
′
に
呂
五
を
探
し
に
来
て
い
た
呂
珍
が
い
た
｡
そ
の
こ
ろ
呂
宝

は
､
呂
玉
が
死
ん
だ
と
偽
っ
て
捜
を
再
嫁
さ
せ
結
納
金
を
せ
し
め
よ
う
と
謀
っ
.
′
た
が
､
誤
っ
て
自
分
の
妻
を
売
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
｡

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
呂
玉
父
子
と
呂
珍
が
帰
宅
し
て
､
呂
宝
は
逃
げ
去
っ
た
｡

警
六
｢
愈
仲
拳
｣

南
宋
の
時
､
成
都
の
秀
オ
愈
伸
馨
は
科
挙
に
落
訝
し
､
鬱
々
と
酒
を
飲
む
毎
日
を
過
し
て
い
た
｡
あ
る
日
西
湖
畔
の
豊
楽
楼
で
無
銭

飲
食
を
し
､
壁
に
詞
｢
鶴
橋
仙
｣
を
書
き
付
け
て
身
の
不
遇
を
嘆
い
た
｡
太
上
皇
が
た
ま
た
ま
こ
の
詞
を
見
て
､
愈
伸
拳
の
オ
能
を
認

め
､
成
都
の
太
守
に
任
じ
銀
千
両
を
与
え
た
｡
愈
仲
拳
は
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
｡

こ
の
二
篇
の
展
開
に
は
､
平
行
性
､
類
似
が
見
ら
れ
な
い
｡
主
張
も
ま
た
異
な
っ
て
い
る
｡
｢
呂
大
郎
｣
で
は
､
一
家
が
団
円
し
た
の
は

呂
玉
が
金
に
欲
を
出
さ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
､
一
方
呂
宝
が
自
分
の
妻
を
売
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
自
業
自
得
で
あ
る
と
述
べ
て
､
是
非

善
悪
の
報
い
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
､
因
果
応
報
を
主
張
し
て
い
る
｡
一
方
､
｢
愈
伸
拳
｣
は
一
篇
の
詞
が
出
世
の
道
を
開
い
た
話
で
､

篇
首
に
｢
日
月
盈
顧
､
星
辰
度
を
失
ふ
､
人
と
な
り
量
輿
衰
な
か
ら
ん
や
｣
と
あ
り
､
続
け
て
長
く
不
遇
で
あ
っ
た
が
最
後
に
は
高
位
に

上
っ
た
古
人
の
例
を
挙
げ
｢
時
の
来
た
る
や
､
皆
将
相
と
な
る
､
ま
さ
に
表
す
こ
れ
男
児
な
り
と
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
篇
尾
に



44

昔
年
司
馬
は
楊
意
に
逢
ひ

今
日
愈
良
は
上
皇
に
際
う

も
し
文
章
を
し
て
皆
主
に
遇
は
し
め
ば

功
名
の
遅
早
ま
た
何
の
妨
げ
か
あ
ら
ん

と
あ
る
よ
う
に
､
人
の
出
世
は
天
の
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
遅
い
も
早
い
も
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡

こ
の
二
篇
は
展
開
も
主
張
も
異
な
り
､
対
偶
を
成
さ
な
い
｡

表
1
を
基
に
し
て
対
六
十
姐
の
パ
タ
ー
ン
分
類
状
況
を
示
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
｡

表2

対
の
分
類
状
況

単
位
=
姐
(
計
六
十
阻
)

2A

十
パ
タ
ー
ン
分
類
の
場
合

異 同

主
張

展

開_

Ⅰ

6

ロ

29

仝

体 鱒
方

向
平

行

田

0

ロ

3
部

Ⅰ

ロ

口

14

全

体 逆

方

向田

1

u

1
部

Ⅳ

.■4

Ⅱ

1

非
平

行

2B

四
パ
タ
ー
ン
分
類
の
場
合

異 同

[ ｢ ｢ 平

ノ:~

Ⅰ. ロ
.

] ]

8 47
イ丁

[ [ 非
Ⅳ Ⅱ 平
L____｣ ｣___｣

行
4 1
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T
]
が
最
も
多
く
て
全
体
の
約
八
割
を
占
め
､
展
開
､
主
張
い
ず
れ
か
の
点
で
対
偶
を
成
す
[
且
[
Ⅱ
]
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
九
割

に
及
ぶ
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
｢
三
言
｣
の
構
成
は
全
体
を
通
じ
対
偶
性
を
原
則
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡
展
開
の
平
行
性
を
見

る
際
に
､
全
体
を
通
じ
て
か
､
或
い
は
一
部
か
に
よ
り
二
段
階
に
分
け
た
が
､
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
全
体
を
通
じ
た
も
の
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
｡
展
開
の
平
行
性
は
話
の
全
体
を
過
じ
て
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
そ
の
結
末
は
順
方
向
､
す
な

わ
ち
二
篇
が
ほ
ぼ
類
似
し
た
結
末
に
な
る
傾
向
が
強
い
｡

｢
三
言
｣
各
書
に
お
い
て
対
が
ど
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
分
類
さ
れ
た
か
を
示
し
た
も
の
が
表
㌢
で
あ
る
｡

表3

｢
三
言
｣
各
書
に
お
け
る
対
の
分
類
状
況

単
位
=
組
(
計
六
十
組
)
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こ
れ
に
よ
り
各
書
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
｡
各
書
と
も
展
開
が
平
行
で
主
張
が
同
じ
対
(
[
Ⅰ
]
)

の
割
合
が
最
も
高
い
｡
特
に
『
古
今
小

説
』
竺
十
組
一
貫
し
て
こ
の
パ
㌢
仁
ン
で
あ
る
｡
『
警
世
通
言
』
で
は
こ
の
卵
タ
ー
ン
が
約
八
割
に
減
り
､
僅
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
全

て
の
パ
タ
ー
ン
が
唯
一
揃
っ
て
い
る
｡
『
醒
世
恒
言
』
に
な
る
と
[
Ⅰ
]

の
パ
タ
ー
ン
は
約
五
割
を
占
め
る
の
み
と
な
る
が
､
代
わ
り
に

展
開
が
平
行
で
主
張
が
異
な
る
対
(
[
Ⅰ
]
)

の
割
合
が
約
三
割
と
､
｢
三
言
｣
中
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
｡

合
計
す
る
と
各
書
と
も
二
十
組
中
約
九
割
を
占
め
る
[
Ⅰ
]

[
Ⅰ
]

に
着
目
し
て
､
『
古
今
小
説
』
か
ら
『
醒
世
恒
言
』

へ
と
編
纂
さ
れ

た
順
に
見
て
み
る
と
､
[
Ⅰ
]
が
減
少
す
る
に
つ
れ
[
且
は
増
加
す
る
{
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら

れ
る
｡
一
つ
は
､
『
古
今
小
説
』
の
よ
う
に
全
て
[
Ⅰ
]
に
統
一
す
る
の
を
理
凰
と
し
極
力
試
み
は
す
る
が
､
後
に
な
る
ほ
ど
手
持
ち
の

作
品
が
少
な
く
な
る
た
め
に
そ
れ
が
難
し
く
な
り
､
主
張
が
異
な
っ
て
い
て
も
展
開
が
平
行
で
あ
れ
ば
よ
し
と
す
る
意
識
に
改
め
た
｡
あ

る
い
は
､
展
開
が
平
行
で
あ
る
点
で
二
篇
を
対
偶
に
し
て
お
い
て
､
む
し
ろ
積
極
的
に
多
様
な
主
張
を
し
よ
う
と
試
み
る
よ
う
に
な
っ

た
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
『
古
今
小
説
』
編
纂
時
に
は
展
開
が
平
行
で
主
張
が
同
じ
で
あ
る
対
偶
構
成
を
念
頭
に

置
い
て
い
た
の
が
､
『
警
世
過
言
』

『
醒
世
恒
言
』

に
な
る
に
つ
れ
そ
の
編
纂
方
針
が
柔
軟
化
し
て
い
る
｡
し
か
し
一
貫
し
て
､
何
ら
か
の

点
で
対
偶
構
成
の
原
則
は
守
ろ
う
と
努
め
､
展
開
が
平
行
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

四

再
び
表
1
に
戻
り
､
今
度
は
対
内
部
に
目
を
移
し
て
内
部
の
二
篇
に
決
ま
っ
た
順
序
が
あ
る
の
か
を
探
り
､
ま
た
､
隣
り
合
う
対
と
対

が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
探
る
こ
と
に
す
る
｡
先
ず
二
篇
の
配
列
順
序
を
見
て
み
よ
う
｡
順
序
に
何
ら
か
の
傾
向
性
が

あ
る
な
ら
ば
分
か
り
や
す
い
の
だ
が
､
実
際
は
各
対
多
様
で
法
則
化
が
難
し
い
｡
し
か
し
､
話
の
中
に
そ
の
証
明
と
な
り
う
る
一
節
が

あ
っ
て
､
明
ら
か
に
順
序
を
意
識
し
て
配
列
し
た
と
思
わ
れ
る
対
が
あ
る
｡
古
七
｢
羊
角
哀
｣
･
八
｢
呉
保
安
｣
､
警
三
｢
王
安
石
｣
･
四

｢
拗
相
公
｣

の
二
組
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
前
者
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

こ
の
二
篇
は
Ⅰ
パ
タ
ー
ン
の
対
で
､
い
ず
れ
も
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｢
あ
る
男
が
､
以
前
に
受
け
た
恩
に
命
を
か
け
て
報
い
る
｡
後
に
そ
の
義
気
が
称
え
ら
れ
て
両
に
祭
ら
れ
る
｡
｣
と
い
う
平
行
的
な
展
開

で
あ
る
｡
｢
半
角
哀
｣
で
は
､
入
話
に
春
秋
時
代
の
管
仲
と
飽
叔
の
交
わ
り
を
挙
げ
て
か
ら
､
正
吉
の
羊
角
哀
と
左
伯
桃
の
交
わ
り
へ
と

話
が
進
む
｡
儀
く
｢
呉
保
安
｣
で
は
､
羊
左
の
よ
ケ
な
交
友
(
原
文
で
｢
死
友
｣
之
い
う
)
を
見
る
こ
と
が
難
し
い
時
世
で
あ
る
こ
と
を

先
ず
述
べ
､
々
れ
か
ら
正
話
に
入
る
｡
そ
の
内
答
は
､
唐
の
玄
宗
の
治
世
∵
保
安
が
郭
伸
翔
か
ら
受
け
た
恩
に
報
い
､
更
に
保
安
の
死
後

今
度
は
仲
翔
が
そ
の
息
子
天
祐
に
恩
返
し
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
羊
角
哀
が
左
伯
桃
の
恩
に
報
い
て
話
が
終
わ
る
｢
羊
角
哀
｣
と

比
べ
る
と
､
報
恩
が
も
う
一
段
階
付
け
加
わ
っ
て
い
る
｡
伸
翔
の
恩
返
し
は
話
の
中
で
次
の
よ
う
に
称
え
ら
れ
て
い
る
｡

保
安
が
先
に
恩
を
施
し
た
と
は
言
え
､
郭
仲
翔
の
義
気
も
ま
た
め
っ
た
に
な
い
も
の
で
､
真
に
死
友
と
言
う
に
悦
じ
な
い
も
の
で
あ

り
ま
す
｡

当
時
､
こ
れ
は
珍
し
い
出
来
事
と
し
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
伝
え
ら
れ
､
呉
郭
の
友
情
は
､
古
の
管
飽
､
羊
左
と
錐
も
及
び
は
し
な
い

と
言
わ
れ
ま
し
た
｡

呉
郭
の
交
友
は
羊
左
の
交
友
と
同
様
､
｢
死
友
｣
と
称
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､
｢
呉
保
安
｣
は
古
人
の
交
友
讃
で
あ
る
管

飽
､
羊
左
の
交
友
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
交
友
澤
で
あ
る
こ
と
､
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
二
篇
を
｢
羊
角
哀
｣
｢
呉
保
安
｣
と
い
う
順

序
で
意
識
的
に
配
列
す
る
こ
と
で
､
読
み
手
は
古
今
の
三
つ
の
交
友
渾
を
年
代
順
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
｡
歴
史
上
有
名
な

古
人
の
交
友
渾
を
踏
ま
え
た
上
で
呉
郭
の
交
友
を
示
し
､
前
二
者
に
勝
る
評
価
を
与
え
る
と
い
う
話
の
流
れ
は
､
呉
郭
の
交
友
の
珍
し

さ
､
素
晴
ら
し
さ
を
よ
り
際
立
た
せ
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
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次
に
隣
り
合
う
対
同
士
の
繭
係
を
見
て
み
よ
う
｡
あ
る
対
を
基
準
に
し
て
左
右
両
隣
の
対
と
比
較
し
､
何
ら
か
の
類
似
が
見
ら
れ
る
も

の
を
挙
げ
て
い
く
｡
隣
り
合
う
二
組
の
対
に
お
い
て
､
連
続
し
た
二
篇
に
で
は
な
く
一
篇
置
き
に
､
ま
た
は
二
篇
間
を
置
い
て
類
似
が
見

ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
､
そ
の
四
篇
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
有
効
に
す
る
｡
し
か
し
､
あ
る
二
篇
が
類
似
し
て
い
て
も
､
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同
種
の
類
似
が
見
ら
れ
な
い
｣
組
以
上
の
対
を
隔
て
て
い
る
場
合
は
対
象
に
し
な
い
｡
因
果
応
報
を
説
く
篇
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
の

で
､
､
〕
若
干
制
限
を
付
け
､
前
因
が
同
じ
/
で
あ
る
む
の
を
有
効
に
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
調
査
し
た
結
果
を
表
1
最
下
欄
に
示
し
た
｡
こ
れ
に

ょ
れ
ば
､
､
約
半
数
の
対
に
主
題
と
展
開
い
ず
れ
か
の
点
で
隣
り
合
す
対
と
関
連
が
見
ら
れ
る
｡
類
似
は
､
隣
り
合
う
二
組
の
対
の
中
の
二

篇
か
ら
四
篇
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
の
が
大
多
数
で
､
同
種
の
類
似
.
が
三
､
四
組
の
対
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
こ
こ
で
は

そ
ノ
の
中
か
ら
､
以
下
の
二
つ
の
関
係
に
つ
い
て
主
な
例
を
挙
げ
述
べ
よ
う
と
思
う
｡

(
1
)
四
篇
に
関
連
が
見
ら
れ
る
も
の

醒
三
七
｢
杜
子
春
｣
･
三
八
｢
李
通
人
｣
･
三
九
｢
庄
大
声
｣
･
四
〇
｢
馬
普
神
｣

前
二
篇
は
Ⅰ
パ
タ
ー
ン
の
対
で
､
｢
男
が
善
行
を
積
み
神
仙
に
出
会
う
が
､
あ
る
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
た
め
に
再
び
世
俗
へ
戻
さ
れ
る
｡
後

に
善
行
を
積
ん
で
仙
人
に
な
る
｡
｣
と
い
う
展
開
で
あ
る
｡
杜
子
春
は
仙
人
に
な
る
時
､
俗
人
が
財
物
を
惜
し
ん
で
大
道
に
気
付
か
な
い

こ
と
を
嘆
い
て
い
る
｡
｢
李
道
人
｣
で
も
同
様
に
､
｢
神
仙
も
と
是
れ
凡
人
の
倣
る
た
だ
凡
人
の
肯
て
修
め
ざ
る
が
篤
な
り
｣
と
あ
る
よ

う
に
､
俗
人
が
神
仙
に
な
る
た
め
に
は
欲
を
捨
て
て
身
を
修
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
.
い
る
｡
後
二
篇
は
Ⅳ
パ
タ
ー
ン
の
対
で
あ
る

が
､
｢
馬
普
神
｣
の
方
は
｢
詩
人
が
詩
才
を
買
わ
れ
､
風
に
乗
っ
て
膝
王
閣
へ
飛
び
詩
を
詠
む
｡
後
に
天
の
定
め
に
従
い
仙
人
に
な
る
｡
｣

と
い
う
話
で
あ
る
｡
天
の
定
め
に
よ
っ
て
､
こ
れ
も
ま
た
神
仙
に
な
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
｡
間
に
挟
ま
れ
る
｢
庄
大
声
｣
は
､
｢
子
宝

に
恵
ま
れ
る
と
の
う
わ
さ
が
高
い
寺
が
あ
っ
た
が
､
参
詣
し
た
婦
人
が
後
に
子
を
宿
す
の
は
､
実
は
寺
を
挙
げ
て
姦
淫
を
働
い
て
い
た
た

め
で
あ
っ
た
こ
と
が
庄
大
平
に
よ
っ
て
暴
か
れ
る
｡
仝
僧
侶
が
そ
の
場
で
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
､
寺
は
焼
き
払
わ
れ
る
｡
｣
と
い
う
話
で
あ

る
｡
因
果
応
報
を
説
き
姦
淫
を
戒
め
て
お
り
､
一
見
す
る
と
残
る
三
篇
と
関
わ
り
が
無
い
よ
う
だ
が
､
こ
の
話
を
こ
の
位
置
に
置
く
こ
と

は
場
違
い
な
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
篇
首
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡

髪
を
削
ぎ
描
を
披
て
道
を
修
め
､
香
を
焼
き
彿
を
祀
し
て
心
慮
な
り
､
宜
し
く
地
に
潜
み
て
去
り
て
胡
纏
し
､
清
名
を
し
て
砧
有
ら

し
む
る
を
致
す
べ
か
ら
ず
､
備
を
念
じ
斎
を
持
し
て
素
を
把
ら
ん
と
し
､
経
を
看
坐
を
打
ち
て
禅
に
参
ぜ
ん
と
す
､
造
造
と
し
て
誕
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を
散
ら
せ
ば
神
仙
に
勝
る
､
高
貴
腰
纏
を
羨
ま
ず

僧
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
､
身
を
修
め
れ
.
ば
神
仙
に
も
勝
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
に
､
こ
の
話
は
身
を

修
め
ず
悪
事
を
働
い
た
僧
の
顛
末
を
描
い
て
､
神
仙
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
へ
戒
め
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
､
る
よ
う
で
あ

る
｡
前
二
篇
に
続
い
て
全
く
対
照
的
な
こ
の
話
を
読
む
ど
そ
の
戒
.
め
は
一
層
明
確
に
な
る
｡
欲
を
捨
て
身
を
修
め
て
神
仙
に
な
る
か
､
或

い
は
天
の
定
め
に
従
い
神
仙
に
な
る
か
｡
こ
の
四
篇
は
｢
神
仙
に
な
る
方
法
｣
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
見
出
だ
せ
る
｡

(
2
)
二
組
の
対
に
ま
た
が
る
二
篇
に
関
連
が
見
ら
れ
る
も
の

∵
㌧
警
五
｢
呂
大
郎
｣
⊥
ハ
｢
愈
仲
奉
｣
･
七
｢
陳
可
常
｣
･
八
｢
雀
待
詔
｣

前
二
篇
は
Ⅳ
パ
タ
ー
ン
の
対
で
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
｡
後
二
篇
は
i
パ
タ
ー
ン
の
対
で
､
話
の
最
後
に
､
｢
登
場
人
物
の
一
人
が
実

は
こ
の
世
の
者
で
は
な
く
､
前
世
に
残
し
た
宿
債
を
返
す
た
め
に
現
世
に
出
現
し
た
者
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
｣
点
が
類
似
し
て
お

り
､
応
報
を
主
張
し
て
い
る
｡
こ
の
四
篇
を
通
じ
た
類
似
点
は
無
い
が
､
中
二
篇
の
｢
愈
伸
馨
｣
と
｢
陳
可
常
｣
に
お
い
て
見
る
こ
と
が

で
き
る
｡
｢
愈
仲
馨
｣
は
､
一
人
の
落
第
し
た
秀
オ
が
酒
家
の
壁
に
題
し
た
詞
に
よ
っ
て
出
世
す
る
話
で
あ
っ
た
｡
一
方
｢
陳
可
常
｣
は
､

三
度
科
挙
に
落
第
し
て
出
家
を
決
め
た
秀
オ
陳
可
常
が
､
身
の
不
遇
を
嘆
く
詩
を
寺
の
壁
に
書
き
付
け
た
と
こ
ろ
､
呉
七
郡
王
の
目
に
留

ま
り
､
郡
王
の
引
き
立
て
で
僧
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
｡
い
ず
れ
も
壁
題
の
詩
詞
が
出
世
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
類
似
部
分
が
一
話
に
占
め
る
程
度
を
見
て
み
る
と
､
｢
愈
仲
暴
｣
か
ら
｢
雀
待
詔
｣
ま
で
の
つ
な
が
り
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
｡
即
ち
､
｢
愈
仲
馨
｣
は
出
世
す
る
過
程
そ
の
も
の
が
一
話
を
構
成
し
て
い
る
が
､
｢
陳
可
常
｣
で
は
出
世
の
過
程
は
最
初
に
簡
単
に
触

れ
る
の
み
で
､
話
の
主
は
む
し
ろ
出
世
後
に
起
き
る
出
来
事
の
方
で
あ
り
､
続
く
｢
雀
待
詔
｣
に
類
似
し
た
結
末
を
迎
え
る
｡
｢
愈
仲
拳
｣

と
｢
雀
待
詔
｣

の
両
方
の
要
素
を
合
わ
せ
持
つ

｢
陳
可
常
｣
が
､
両
者
の
中
継
ぎ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡

対
と
対
は
互
い
に
全
く
何
の
関
連
も
無
く
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
緩
や
か
に
で
は
あ
る
が
対
同
士
を
結
び
付
け
て
い
る
要
素

は
､
同
種
の
も
の
が
三
､
四
組
の
対
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
め
っ
た
に
無
い
｡
し
か
し
表
1
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
､
複
数
の
要
素
が
少
し
ず
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つ
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
最
高
で
五
組
の
対
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
あ
る
｡
｢
三
言
｣
▼
所
収
の
一
篇
一
篇
は
､
独
立
し
た
小
説
で
あ
り

な
が
ら
何
ら
か
の
点
で
隣
り
合
う
小
説
と
対
偶
を
成
し
い
対
と
対
と
が
さ
ら
に
何
ら
か
の
要
素
に
よ
っ
て
結
び
付
い
て
つ
な
が
り
を
生

み
､
そ
れ
が
積
み
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
十
篇
､
更
に
は
百
二
十
篇
の
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
で
き
る
｡
礪
夢
龍
は
､
｢
三
言
｣
各
対
の
二
篇
が
原
則
と
し
て
対
偶
を
成
す
よ
う
に
四
十
篇
を
配

列
､
構
成
し
た
｡
そ
の
対
偶
構
成
は
展
開
が
話
の
全
体
を
通
じ
て
平
行
で
(
順
方
向
の
終
末
で
あ
る
こ
と
が
多
い
)
､
か
つ
二
篇
が
同
じ

主
張
で
あ
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
｡
但
し
刊
行
年
が
後
に
な
る
書
ほ
ど
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
減
少
し
､
展
開
が
平
行
で
あ
る
と
い
う
点

で
対
偶
を
成
す
対
が
増
加
す
る
｡
ま
た
各
対
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
､
隣
り
合
う
対
と
対
は
何
ら
か
の
関
連
性
に
よ
っ
て
ゆ
る
や
か

に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡

｢
三
言
｣

の
編
纂
に
閲
し
､
ど
の
よ
う
な
作
品
を
選
択
し
て
い
る
か
､
ど
の
よ
う
に
改
作
や
潤
色
等
の
手
を
加
え
て
い
る
か
と
い
う
面

は
従
来
の
研
究
で
考
察
さ
れ
て
き
た
が
へ

更
に
鳩
夢
龍
が
｢
三
言
｣
全
体
を
通
じ
て
作
品
の
構
成
も
考
慮
､
工
夫
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
｡
構
成
の
工
夫
は
､
読
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
､
な
ぜ
対
偶
構
成
を
選
ん
だ
の

だ
ろ
う
か
｡
福
満
正
博
氏
は
､
『
古
今
小
説
』
が
対
偶
構
成
で
あ
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

単
独
の
短
篇
で
は
わ
か
り
に
く
い
主
題
が
､
対
偶
と
し
て
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
よ
り
明
確
に
成
る
こ
と
､
別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
､
中
国
の
伝
統
的
な
思
考
方
法
で
あ
り
､
表
現
の
技
法
で
あ
る
対
偶
を
､
短
篇
の
配
置
に
応
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

(22)

で
あ
る
｡

氏
の
考
察
は
､
そ
の
ま
ま
｢
三
言
｣
全
体
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
｡

｢
三
言
｣
全
体
を
対
象
に
し
て
そ
の
構
成
を
考
え
れ
ば
､
次
に
各
書
内
の
対
の
配
列
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
疑
問
が
沸
く
が
､
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対
の
配
列
噸
序
は
明
確
に
す
る
こ
と
が
.
で
き
ず
､
隣
り
合
う
対
で
見
ら
れ
る
類
似
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
｡
『
古
今
小
説
』
の
天
許

斎
に
よ
る
封
面
識
語
に
､
｢
本
蒼
古
今
名
人
演
義
一
百
二
十
種
を
購
い
得
､
先
ず
三
之
一
を
以
て
初
刻
と
焦
す
と
云
ふ
｣
と
あ
る
こ
と
か

ら
､
当
初
か
ら
百
二
十
篇
を
三
善
に
分
け
て
刊
行
す
る
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
､
ま
た
､
『
醒
世
恒
言
』
の
序
文
に
｢
明
は
そ
れ
を
取
り
て
以

て
愚
を
導
く
べ
き
な
り
､
通
は
そ
れ
を
取
り
て
以
て
俗
に
通
す
べ
与
な
彗
′
恒
は
則
ち
こ
れ
を
習
ひ
て
厭
は
ず
､
こ
れ
を
侍
へ
て
久
し
か

る
べ
し
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
或
い
は
各
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
名
を
反
映
す
る
よ
う
な
作
品
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
｡
百
二

十
篇
を
ど
の
よ
う
に
三
書
に
配
分
し
た
の
か
､
所
収
作
品
の
内
容
(
主
張
)

か
ら
見
た
各
書
の
特
徴
は
何
か
､
疑
問
が
残
る
｡
今
後
の
課

題
に
し
た
い
｡

51

内
田
道
夫
｢
古
今
小
説
の
性
格

-
歴
史
と
小
説
1
｣

(
『
文
化
』
一
七
ノ
六
一
九
五
三
､
『
中
国
小
説
研
究
』
評
論
社
一
九
七
七

に
も
収
め
る
)
､
山
口
建
治
｢
｢
三
言
｣
所
収
短
編
白
話
小
説
の
成
立
要
素

-
因縁渾の付加についてI｣

(
『
集
刊
東
洋
学
』
三
十

三
号
一
九
七
五
)
､
荒
木
猛
｢
短
編
白
話
小
説
の
展
開

-

｢
三
言
｣
に
見
ら
れ
る
人
生
観
を
中
心
と
し
て

-
｣

(
『
集
刊
東
洋
学
』
三

十
七
号
一
九
七
七
)
､
大
木
康
｢
礪
夢
龍
｢
三
言
｣
の
編
纂
意
図
に
つ
い
て

-

特
に
勧
善
懲
悪
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て

-

｣
(
『
凍
方

学
』
六
十
九
号
一
九
八
五
)

等
参
照
｡

大
木
康
｢
礪
夢
龍
｢
三
言
｣

の
編
纂
意
図
に
つ
い
て

(
続
)

-

ク
真
情
″
よ
り
見
た
一
側
面

-
｣

(
『
伊
藤
漱
平
教
授
退
官
記
念
中
国
学

論
集
』
汲
古
書
院
一
九
八
六
)
参
照
｡

厳
敦
易
｢
『
古
今
小
説
』
四
十
篇
的
撰
述
時
代
｣

(
『
古
今
小
説
』
文
学
古
籍
出
版
社
一
九
五
五
)
､
胡
士
豊
『
話
本
小
説
概
論
』
中
華
書

局
一
九
八
〇
四
一
七
ペ
ー
ジ
､
〔
稲
田
ヂ
｢
采
元
話
本
類
型
考
(
三
)

-
(
一
)
制
作
時
期
の
推
定
に
つ
い
て
･
下
の
上

-
｣

(
『
鹿
児
島

大
学
文
科
報
告
』
第
九
号
一
九
六
〇
)

に
も
若
干
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
〕
等
参
照
｡

注
(
1
)
内
田
道
夫
前
掲
論
文
参
照
｡

福
満
正
博
｢
『
古
今
小
説
』

の
編
纂
方
法

-

そ
の
対
偶
構
成
に
つ
い
て

-
｣

(
『
中
国
文
学
論
集
』
第
十
号
一
九
八
一
九
州
大
学
中
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国
文
学
会
)
参
照
｡

(
6
)

『
警
世
通
言
』
『
醒
世
恒
言
』
所
収
作
品
の
う
ち
､
内
容
の
対
偶
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
数
例
で
あ
る
｡
内
田
道
夫
前
掲
論
文
で

は
警
一
七
｢
鈍
秀
才
｣
･
一
八
｢
老
門
生
｣
が
､
㌧
中
里
見
敬
｢
(
三
言
)
に
お
け
る
悲
劇
的
作
品
の
考
察
｣
(
『
集
刊
東
洋
学
』
六
十
二
号
一
九

八
九
)
で
は
警
二
｣

｢
超
太
祖
｣
･
二
二
｢
宋
小
官
｣
が
､
各
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
漁
秀
虹
｢
従
｢
三
言
｣
看
鳩
夢
龍
的
貢
献
｣
(
『
明
清
小

説
研
究
』
一
九
九
七
第
一
期
江
蘇
省
社
会
科
学
院
文
学
研
究
所
明
清
小
説
研
究
中
心
)
で
は
､
警
一
七
｢
鈍
秀
オ
｣
二
八
｢
老
門
生
｣
､

警
二
九
｢
宿
香
亭
｣
･
三
〇
｢
金
明
地
｣
､
警
三
一
｢
道
春
兄
｣

二
二
二
｢
杜
十
娘
｣
､
醒
三
｢
責
抽
郎
｣
･
四
｢
濯
園
里
｣
､
醒
三
三
｢
十
五

貫
｣
二
二
四
｢
一
文
餞
｣
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
氏
は
更
に
､
『
古
今
小
説
』
に
お
け
る
礪
夢
龍
の
編
纂
態
度
が
､
対
偶
構
成
の
面
か
ら
見
て

三
集
中
最
も
｢
厳
謹
｣
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
｡

(
7
)

テ
キ
ス
ト
に
使
用
し
た
の
は
台
湾
世
界
書
局
印
行
､
李
田
意
蒐
集
編
校
の
『
古
今
小
説
』
(
一
九
九
一
､
三
月
再
版
)
『
警
世
過
言
』
(
一

九
九
一
､
三
月
再
版
)
『
醒
世
恒
言
』
(
一
九
八
三
､
一
月
三
版
)
で
あ
る
｡
ま
た
､
人
民
文
学
出
版
社
の
排
印
本
､
『
喩
世
明
言
』
(
許
政
揚

校
注
一
九
五
八
初
版
)
『
警
世
通
言
』
(
厳
敦
易
校
注
一
九
五
六
初
版
)
『
醒
世
恒
言
』
(
顧
学
頴
校
注
一
九
五
六
初
版
)
を
参
考
に
し

た｡

(
8
)

注
(
3
)
胡
土
釜
前
掲
喜
一
三
四
ペ
ー
ジ
参
照
｡

(
9
)

注
(
1
)
大
木
康
前
掲
論
文
参
照
｡

(10)

挿
入
さ
れ
て
い
る
韻
文
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
｡
荒
木
猛
｢
短
編
白
話
小
説
に
お
け
る
韻
文
の
機
能
と

そ
の
展
開
｣
(
『
信
大
史
学
』
第
四
号
一
九
七
九
)
､
同
｢
話
本
小
説
中
の
｢
常
奪
句
｣
に
つ
い
て
｣
(
『
論
究
』
第
十
六
輯
函
館
大
学
一
九

八
三
)
､
勝
山
稔
｢
中
国
短
編
小
説
の
挿
入
句
に
つ
い
て

-
詩
･
詞
･
斉
言
句
の
挿
入
傾
向
と
挿
入
意
図
の
変
化
を
中
心
と
し
て

-
｣

(
『
中
央
大
学
大
学
院
論
究
』
第
二
十
七
号
一
九
九
五
)
｡
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
､
韻
文
に
は
そ
の
場
の
状
況
描
写
､
登
場
人
物
の
心
理
描
写
､

補
足
説
明
､
暗
示
､
教
訓
や
人
生
観
を
示
す
､
間
を
取
る
等
の
機
能
が
あ
る
｡
こ
の
う
ち
主
張
を
判
断
す
る
際
に
参
考
に
し
た
の
は
主
に
教

訓
や
人
生
観
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
韻
文
で
あ
る
｡

(11)

｢
自
古
瀬
縁
皆
分
走
紅
耕
豊
是
有
心
牽
｣

(誓

｢
自
古
瀬
縁
天
走
､
不
醸
人
力
謀
華
有
縁
千
里
也
相
投
､
封
面
而
無
縁
不
偶
(
略
)
這
首
西
江
月
詞
､
大
抵
説
人
的
婚
姻
､
乃
前
生
注

走
､
非
人
力
可
以
勉
強
､
今
日
聴
在
下
説
一
椿
意
外
姻
線
的
故
事
､
喚
倣
喬
太
守
乱
鮎
鴛
奪
譜
｣
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(望
｢
看
官
有
所
不
知
､
大
凡
夢
着
想
也
､
因
也
､
有
因
便
有
想
､
有
想
便
有
夢
､
那
自
氏
行
思
坐
想
､
一
心
記
掛
着
丈
夫
､
所
以
夢
中
眞
憂

飛
越
有
形
有
像
､
倶
篤
箕
境
､
邪
道
頂
亦
因
想
念
揮
家
､
幽
思
己
極
､
故
此
推
在
醒
時
､
這
鮎
神
魂
便
入
了
揮
家
夢
中
､
此
乃
南
下
精
神
相

貫
魂
晩
感
通
浅
而
易
見
之
事
､
乍
心
説
在
下
拝
読
｣

(14)

｢
茫
茫
宇
宙
事
端
新
人
既
鳥
魚
魚
復
人
識
破
幻
形
不
優
性
休
形
修
性
即
仙
眞
｣

(
ほ
)

｢
一
首
新
詞
弔
麗
客
貞
魂
含
笑
夢
相
逢
雄
鳥
簡
苑
名
賢
事
編
入
稗
官
小
史
中
｣

(16)

｢
日
月
盈
巌
､
星
辰
失
度
､
鳥
人
豊
無
輿
衰
(
略
)
時
来
也
､
皆
窺
将
相
､
方
表
是
男
兄
｣
｢
昔
年
司
馬
逢
楊
意
今
日
愈
良
際
上
皇
若
使

､
文
章
皆
遇
主
功
名
遅
早
又
何
妨
｣

(17)

｢
錐
然
保
安
施
恩
在
前
､
也
難
得
郭
仲
翔
義
気
､
眞
不
憤
死
友
老
兵
｣
｢
那
時
倣
一
件
奇
事
､
遠
近
侍
説
都
道
呉
郭
交
情
､
錐
古
之
管
飽
羊

左
､
不
能
及
也
｣

(18)

『
今
古
奇
観
』
は
｢
呉
保
安
｣
､
｢
羊
角
哀
｣
と
い
う
順
序
で
収
録
し
て
い
る
｡
｢
三
言
｣
所
収
の
対
二
篇
を
『
今
古
奇
観
』
に
収
録
す
る

際
､
順
序
を
逆
に
し
て
い
る
の
が
こ
の
他
に
数
組
あ
る
｡
稲
田
氏
が
注
(
3
)
前
掲
論
文
の
中
に
示
す
表
に
よ
れ
ば
､
｢
三
言
｣
所
収
の
作
品

を
対
の
ま
ま
収
め
て
い
る
十
姐
の
う
ち
四
組
(
巻
一
･
二
1
-
醒
二
･
一
､
巻
三
･
四
=
古
一
〇
･
九
､
巻
一
一
二
二
=
古
八
･
七
､
巻
二
丁

二
二
=
警
一
八
･
一
七
)

に
順
序
の
逆
転
が
見
ら
れ
る
｡

(19)

｢
神
仙
本
是
凡
人
倣
只
麓
凡
人
不
肯
修
｣

(20)

｢
削
髪
披
縄
修
道
､
焼
香
穐
彿
心
慮
､
不
宜
潜
地
去
胡
纏
､
敦
優
清
名
有
砧
､
念
彿
持
賛
把
素
､
看
脛
打
坐
参
絆
､
造
逢
散
誕
勝
神
仙
､

萬
貫
腰
纏
不
羨
｣

(21)

残
る
｢
呂
大
郎
｣
に
は
隣
り
合
う
対
と
の
類
似
点
が
無
い
｡
同
書
内
に
は
二
五
｢
桂
貞
外
｣
･
二
六
｢
唐
解
元
｣
と
い
う
Ⅳ
パ
タ
ー
ン
の
対

が
も
う
一
組
あ
り
､
｢
桂
員
外
｣
に
は
同
じ
く
隣
り
合
う
対
と
の
類
似
点
が
無
い
｡
こ
こ
で
こ
の
二
篇
に
注
目
し
比
較
し
て
み
る
と
､
｢
桂
員

外
｣
は
､
昔
金
を
恵
ま
れ
て
命
を
敵
わ
れ
た
男
が
､
恩
を
仇
で
返
し
た
た
め
に
妻
子
が
死
ぬ
報
い
を
受
け
る
話
で
あ
り
､
金
を
施
し
た
た
め

に
一
家
団
円
し
た
｢
呂
大
郎
｣
と
は
逆
方
向
の
結
末
を
迎
え
る
平
行
的
展
開
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
｡
同
様
に
｢
愈
仲
聾
｣
と
｢
唐
解
元
｣

は
､
オ
子
が
そ
の
詩
詞
の
オ
で
自
分
の
望
み
を
か
な
え
る
過
程
を
描
く
話
で
あ
る
｡
位
置
が
離
れ
て
は
い
る
が
､
同
じ
Ⅳ
パ
タ
ー
ン
の
対
の

中
で
こ
の
よ
う
な
平
行
性
が
見
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
｡
し
か
し
そ
の
理
由
は
分
か
ら
な
い
｡
ち
な
み
に
､
『
醒
世
恒
言
』
内
の
Ⅳ
パ
タ
ー

ン
の
対
は
二
組
あ
る
が
､
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
｡
二
一
｢
張
淑
兄
｣
と
三
九
｢
庄
大
平
｣
は
､
憎
が
寺
を
挙
げ
て
悪
事
を
働
い
て
い
た
こ
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と
が
判
明
し
､
死
刑
に
処
せ
ら
れ
寺
も
廃
さ
れ
る
話
で
､
因
果
応
報
を
説
く
｡
二
二
｢
呂
洞
案
｣
と
四
〇
｢
馬
曽
神
｣
は
い
ず
れ
も
あ
る
男

が
神
仙
に
な
る
ま
で
の
過
程
を
描
く
｡

(22心

注
(
5
)
福
満
正
博
前
掲
論
文
参
照
｡

(警

｢
本
蔚
購
得
古
今
名
人
演
義
一
百
二
十
種
､
先
以
三
之
一
馬
劇
刻
云
｣

(聖

｢
明
者
取
其
可
以
導
愚
也
､
適
者
取
其
可
以
通
俗
也
､
恒
則
習
之
而
不
厭
､
博
之
而
可
久
｣

表
1
｢
三
言
｣
各
対
の
構
成
､
及
び
対
同
士
の
関
わ
り
一
覧

(
参
考
)
調
査
結
果
を
次
の
よ
う
に
表
示
す
る

巻
数

,題

二目

l票ンタ

l
＼/
主

主

張

そ各一 張

れ篇篇 が

ぞのの 同
れ主主 じ~

示張張 で

すをが
rrあ(0

異 要る善
な
る

0

因 0因

l
＼/

由 ＼/

展

開

そ一 展二話
そ各平 れ部 開篇の
れ篇行 がに でが仝
ぞの性 同類 あ平体
れ大も じ似 る行を

示筋類･ 方が ○的通

すの似 向見 なじ

○展も にら て

開見 発れ

をら

れ
嘩､

終
ム′＼

な
発連結

･展方末-
す向が
るに

0

しヽ
(〕

結

す
る

D

l ll

重富童⑪警雲
0

い
0 0

で

1A

古

今

▼小

説
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て

る

流(
出

世
)
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軽重
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重軽
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不.
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不
弟

義

妄
峯

節

[｢｢

~負色

･義情
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に 跡 で- の る 命 ＼るの
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よ 変 ′一一一へ･---､＼ 詞 壁 逆■ 陰

酪
{

過 すと て

り 嘉 心 に 題 に 徳 重ち るを 逆
た

牙ミ

仝 の 仙 よ 詩 損･も言 賢を し に

者
ブ 安 に り に を よ 琶警

て 自
が さ

■ 静 な 免 よ

妄`豊
/＼ 分

苦 せ を る 官 り せ 死 悔 の

難 る 得 に 任 は 昇~ 今 古 ず
ぬ い 妻

の
｢ な 官 滅 ､

人 人 受 改 を

末
死

友
る す び 子 の の け め 取

再
｣

る る 孫 例 例 た ら

ll ll

l 〈 い〈

顎芸
事

畢墓葦彗

陳
希
夷
四
辟
朝
命

史
弘
肇
龍
虎
君
臣

苑
巨
卿
難
黍
死
生

畢
符
郎
全
州
佳
偶

楊
八
老
越
園
奇
逢
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発
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木
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虎
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冤

張
舜
美
元
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女

楊
思
温
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二
桃
殺
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士

沈
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官
一
鳥
害
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命

金
玉
奴
棒
打
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情
郎

李
秀
卿
義
結
責
貞
女

月
明
和
尚
度
柳
翠

明
悟
禅
師
選
五
戒

聞
陰
司
司
馬
貌
断
獄

遊
郭
都
胡
母
辿
吟
詩

張
古
老
種
瓜
聖
文
女

李
公
子
救
蛇
獲
稀
心

Ⅰ′ ロ ロ Ⅰ′ 口 Ⅰ′ Ⅰ′ Ⅰ′

＼/ 〉 ＼/
l甘

＼/
l甘 .＼/

＼/
応 輪 輪 応-､

(

蛸二
応

報 廻

応

報

廻

応

報

｢~~豪｢
色
戒

節 報 応 貞報
([

不漏

漏天
天機
機･

･仁
仁慈
慈な

し

孝

貫
義

報

[

負
義

節

甘

＼/ ＼/ ＼＼､/
∴

＼/ ＼/ ＼/ ＼/

待に､
由
日

些′ 元

る異難 をのオ 寂生が 女 女 金森 と婚女宵
′世

りめ者る
顆の･ 釣果が す後色 の婚の にな をしと節 越にが困

の見 束を地 る因戒

弼
なも 誓な会に 専 え援誠難

女返 さ生獄 果を るの ういい男 横 る助実に
をり れむを を破 が~ こ再が し をだ直

るこ訪 悟る 報 背 多
〆＼

た 受っ面
あ女心男 とれ 以 い く 田 た けたし
りはな女 に､ 隻 結 が の 男 男 め 乗たた
得去くは 立前 道 婚 や 人 は 女 仇
する損昇 ち世 に

ヽ

団呈
命 負 は 討

〆＼

る定言雫
会の 帰 を ■義 再 ち

う因 衣 円 め
･奪

ヽ
A
コ三

に 男
慈 仁 が

.し
ら フ 死

､

あ 女
の 玄玄

ヽ
一山ヽ 釆後 て れ 引 ぬ 団 つ 再は離

心 の 世世 ■再 き 円 会 別

l 】 l l
/＼

蛤

輪
廻
･
応
報
)

二
〇
は
離
れ
離
れ
に

な
っ
た
者
が
再
会
､

団
円
す
る
)

天
命
(
姻
縁
)

深
い
情
愛

天命

(
姻
縁
)
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八 七 六 五 四 三 二
巻

数

雀 陳 愈 呂 拗 王 荘 愈

題

目.･

待 可 仲 大 相 安 子 伯
詔 常 畢 郎 公 石 休 牙

生 端 題 還 飲 三 鼓 捧

死 陽 詩 金 恨 難 盆 琴
菟･･仙 遇 完 半 蘇 成 謝

家 化 上 骨 山 草 大 知

皇 肉 堂 士 道 音

ロ Ⅳ ‡Ⅰ′ ロ l票ンタ

＼/

天 応

〉 ＼/

主

張

応∴ 謙 一 物

報 虚な時 に

命 報 いの 固

冨
世
)

評

判~
で

執

_しな

蓮
金

人
を

判
断

し

しヽ

＼/

＼/

.′-オ
金

＼/ ＼/

鱒

開

前 王 真

返世 安 い偽
しの 子族を 石 を

て宿 がが返 見
姿債 壁再し 非 オ 極

をを･ 題会た 死道侍能 め
ヽ

物

指返 詞､こ ぬなみあ

すす に団と 政やる
た√ よ円に 治りさ に

め り ょ をこま 固
現

讐垂
恨め 執

世 まら蘇 せ

に

出

▲
±
一
-
=
=
-

ず
顧

現 た 中 オ み

家 で を な

]

重富
/＼

壁
題
の
三土=

戸寸

詞
で

出

世

す
る
＼､/

1B

警

世

過

言
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包
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囲
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一
窟
鬼
療
道
人
陰
怪

金
令
史
実
婦
酬
秀
童

小
夫
人
金
餞
贈
年
少

鈍
秀
才
一
朝
交
泰

老
門
生
三
世
報
恩

雀
衛
内
自
鶴
招
妖

計
押
番
金
鰻
産
禍

過
大
祖
千
里
送
京
娘

宋
小
官
囲
囲
破
覿
笠

楽
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偶
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元
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三
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世

施
陽
宮
繊
樹
鎮
妖

深
い
情
愛
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負
義
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財

[
姦
淫

[
負
義
･
財
色

男
が
異
類
と
懇
ろ
に
な
り
命
を
危
う
く
す

る
が
後
に
救
わ
れ
る

異
類
の
者
は
退
治
さ
れ
る

女
の
深
い
情
愛
に
よ
り
男
女
が
結
婚
､

.団円

妓
女
が
男
を
苦
難
か
ら

救
う
手
助
け
を
す
る

に
迷
っ
て
身
を
滅
ぼ
す

殺
し
た
子
供
か
ら
悪
事
が
暴
か
れ
る

命
を
救
っ
た
子
供
の
お
か
げ
で
窮
地
を

救
わ
れ
る

悪
事
を
働
い
た
者
が
､
ノ
後
に
そ
の
報
い
を

受
け
死
ぬ

神
仙
が
下
界
に
生
ま
れ
､
期
が
満
ち
て
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