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じlま

じ

め

品
回
国
然
の
こ
と
な
が
ら
、
あ
る
記
録
史
料
に
留
め
ら
れ
た
記
憶
の
み
が
、

首
時
の
人
々
に
と

っ
て
の
通
念
的
な
理
解
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で

は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
ば
地
域
枇
舎
に
蓄
積
さ
れ
た
記
憶
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
安
定
し
た
日
常
を
揺
る
が
し
脅
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
地

域
の
眼
差
し
か
ら
注
視
さ
れ
た
事
件
、
あ
る
い
は
傑
出
し
た
名
宣
や
苛
烈
な
ま
で
の
貞
節
を
貫
い
た
節
婦
、
果
て
は
悪
人
ま
で
、
良
か
れ
悪
し

か
れ
や
は
り
あ
り
き
た
り
の
日
常
か
ら
か
け
離
れ
た
過
剰
性
に
よ
っ
て
人
々
の
耳
目
を
集
め
た
人
物
の
評
判
な
ど
は
、

口
惇
て
に
語
り
縫
が
れ

な
が
ら
地
域
の
記
憶
の

一
部
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
「
文
字
」
と
し
て
定
着
せ
し
め
ら
れ
た
記
録
史
料
か
ら
遡
っ
て
地
域
の
記
憶
に

分
け
入
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
地
方
志
史
料
が
何
よ
り
も
有
力
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
経
験
的
に
も
滋
想
さ
れ
る

の
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
の
み
が
地
域
の
記
憶
を
全
面
的
に
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
制
度
的
な
言
説
は
、
よ
り
確
か
ら
し
い
穏
嘗
な



情
報
の
選
擦
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
節
度
あ
る
慎
重
な
語
り
口
へ
と
誘
導
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
地
方
志
の
紋
述
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
磁

場
か
ら
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
地
域
の
歴
史
書
の
編
纂
に
嘗
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
場
に
取
り
上
げ
る
に
値
す
る
意

義
を
認
め
ら
れ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
に
も
矯
激
、
放
怒
に
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
な
ど
は
、
た
と
え
語
り
俸
え
ら
れ

て
地
域
の
記
憶
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
と
し
て
も
、
「
文
字
」
と
し
て
留
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
可
能
性
は
否
め
な
い
。

も
し
、
そ
れ
ら
〈
小
事
〉
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
記
憶
の
も
う
一
つ
の
屠
を
留
め
て
い
る
記
録
史
料
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
た

ち
は
地
域
赴
曾
を
生
き
た
人
々
の
記
憶
を
よ
り
立
瞳
的
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

上
記
の
よ
う
な
視
覚
の
も
と
に
小
稿
が
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
丁
治
業
の
手
に
な
る
筆
記
小
説
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
で
あ
る
。
丁
治

業
と
『
仕
隠
薪
渉
筆
』
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
筆
者
の
奮
稿
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
再
び
必
要
な
限
り
に
お
い
て

(
1
)
 

簡
略
な
紹
介
を
行
う
と
と
も
に
、
奮
稿
に
お
い
て
提
出
し
た
論
黙
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

な
り
、

五
十
四
歳
に
し
て
初
め
て
得
た
官
職
は
儀
隣
豚
訓
導
で
あ
っ
た
。
光
緒
二
八
年

(
一九
O
二
)
、
六
十
五
歳
に
て
浸
す
る
。
幾
度
か
曾
試
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丁
治
裳
は
四
川
省
重
慶
府
合
州
の
人
、
治
業
と
は
競
に
し
て
名
は
樹
誠
、
遁
光
一
七
年
(
一
八
三
七
)
に
生
ま
れ
る
。
四
十
四
歳
で
奉
人
と

受
験
の
た
め
に
北
京
に
放
し
た
こ
と
を
除
け
ば
、
彼
は
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
四
川
省
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
過
ご
し
た
地
方
士
人
に
遇
、ぎ
な
い

の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
が
最
晩
年
に
残
し
た
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
な
る
筆
記
小
説
に
は
、
清
末
四
川
の
地
域
一吐
舎
に
お
い
て
流
通

し
て
い
た
様
々
な
「
う
わ
さ
」
が
書
き
留
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

、-
(f) 

『
仕
隠
粛
渉
筆
』
と
い
う
素
材
に
基
づ
き
、
奮
稿
で
は
以
下
の
よ
う
な
見
通
し
を
遮
べ
て
お
い
た
。
丁
治
業
の
生
き
た
清
末
の
四
川
で

は
、
人
々
の
矯
し
て
き
た
「
悪
」
の
蓄
積
ゆ
え
に
、
ま
も
な
く
「
悪
」
を
浮
化
す
る
た
め
の
破
壊
H

「
劫
」
饗
が
波
状
的
に
襲
っ
て
く
る
だ
ろ

う
と
の
漠
然
と
し
た
畏
怖
が
地
方
祉
舎
に
蔓
延
し
て
い
た
。
迫
り
く
る
「
劫
」
を
挽
回
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
か
な
わ
ぬ
と
も
自
ら

は
「
劫
」
の
災
厄
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
「
善
」
な
る
行
震
へ
の
献
身
的
な
努
力
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
地
方
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枇
舎
の
一
部
に
お
い
て
は
「
善
」
行
へ
の
熱
狂
的
な
賛
嘆
と
同
調
の
潮
流
が
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
『
仕
隠
薪
渉
筆
」
も
そ
の
よ
う
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な
騒
然
た
る
地
方
枇
舎
の
雰
園
気
の
内
側
か
ら
成
形
し
た
言
説
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
。

小
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
奮
稿
の
見
通
し
を
縫
承
し
つ
つ
、
首
面
次
の
二
黙
の
課
題
を
取
り
あ
げ
る
。

第
一
期
。
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
に
採
録
さ
れ
た

一
見
員
傍
定
か
な
ら
ぬ
奇
妙
な

「う
わ
さ
」
も
、
確
か
に
地
域
の
交
際
関
係
を
媒
介
し
て
語

り
縫
が
れ
て
い
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
地
域
枇
舎
の
記
憶
の
一
つ
の
暦
を
形
成
し
て
い
た
の
だ
が
1
1

繰
り
返
す
よ
う
に
そ
れ
は
よ
り
制
度
的

な
言
説
の
中
か
ら
は
、
不
協
和
音
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
||
ヘ
私
た
ち
は
、
特
に
あ
る
事
象
を
傑
出
し
た

「善」

(あ
る

い
は
「
悪
」
)
と
し
て
選
別
し
、
こ
れ
を
「
う
わ
さ
」
と
い
う
語
り
に
よ
る
共
通
の
記
憶
へ
と
誘
導
し
て
い
っ
た
認
識
・
思
考
の
枠
組
を
明
示
化

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
人
々
が
狂
奔
し
た
「
善
」
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、
あ
る
い
は
人
々
に
と
っ
て
「
善
」
と
認
知
さ
れ

る
も
の
は
何
か
、
が
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
善
」
は
「
善
」
と
し
て
説
明
の
要
も
な
く
、
「
う
わ
さ
」
を
停
達
し
た
人
々

の
語
り
口
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
自
明
な
る
通
念
の
知
く
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
小
稿
の
第
一
の
課
題
は
、
語
り
口
の
背
後
に
あ
り
こ

第
二
鮎
。
「
う
わ
さ
」
は
、
具
髄
的
に
ど
の
よ
う
な
交
際
関
係
を
経
由
し
、
ど
の
程
度
の
空
間
を
越
え
て
丁
治
裳
の
耳
に
ま
で
届
い
た
の
だ
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と
さ
ら
に
意
識
さ
れ
ざ
る
認
知
的
世
界
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
改
め
て
再
構
成
し
て
示
す
こ
と
で
あ
る
。

ろ
う
か
。
「う
わ
さ
」
に
つ
い
て
扱
う
際
に
は
、
「
う
わ
さ
」
を
共
有
す
る
空
開
的
な
庚
が
り
の
範
園
が
ど
の
程
度
ま
で
及
ん
で
い
た
の
か
、
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
記
憶
は
具
程
的
に
は
い
か
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
繋
が
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
へ
の
考

(
2
)
 

察
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
『
仕
隠
薪
渉
筆
』
に
採
録
さ
れ
た
逸
話
の
主
題
と
語
り
口
は
、

い
か
な
る
贋
が
り
と
構

成
メ
ン
バ
ー
を
持
っ
た
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
上
で
交
換
さ
れ
て
い
る
「
う
わ
さ
」
を
よ
り
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
の
か
、
と
も
表
現
で
き

ト
晶
、
司
ノ
。

小
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
に
全
面
的
に
答
え
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、

『仕
隠
粛
渉
筆
』
か
ら
い
く
つ
か
の
「
う
わ
さ
-
を
引
き
つ
つ
、

推
論
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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評
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世
界

『仕
隠
驚
渉
筆
』
に
牧
め
ら
れ
た
様
々
な
「
う
わ
さ
」
の
中
か
ら
、
舞
蓋
と
な
っ
た
地
名
と
、
主
要
な
登
場
人
物
を
抽
出
し
て
示
せ
ば
、
別

表
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
屋
倒
的
多
数
が
合
州
に
お
け
る
逸
事
を
取
り
上
げ
た
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
次
ぐ
の
は
、
巴
勝
、
江
北
臆
、
大
足
豚
、
{
疋
遠
豚
な
ど
、

重
慶
府
内
諸
地
域
の
逸
事
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
に
次
い
で
、
撞
川
府
、
酉
陽
州
な
ど
、
重
慶
府
に
隣
接
す
る
川
東
諸
地
域
が
績
い
て
お
り
、
こ

こ
に
は
明
白
な
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
責
を
以
て
、
丁
治
業
が
「
う
わ
さ
-
を
聞
き
知
り
得
た
空
間
的
な
慶
が
り
を
、
合

州
か
ら
重
慶
府
、
そ
し
て
四
川
東
部
と
い
う
同
心
園
肢
の
地
域
で
あ
っ
た
と
た
だ
ち
に
同
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し
『
仕
隠
薪
渉

筆
」
が
合
州
の
地
方
士
人
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
回
請
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
珠
想
さ
れ
る
讃
者
の
関
心

- 63-

に
沿
う
た
め
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
合
州
と
そ
の
近
隣
地
域
の
「
う
わ
さ
」
が
よ
り
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
れ
に
し
て

も
、
知
懸
・
知
州
、
数
議
、
訓
導
、
把
泊
料
な
ど
の
文
武
官
か
ら
、
訟
師
、
無
頼
、
烈
女
、
民
間
宗
教
の
カ
リ
ス
マ
に
至
る
ま
で
、
時
と
し
て
人

物
の
評
判
は
州

・
豚
の
空
間
的
範
園
を
越
え
、
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
傍
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
近

(3
)
 

隣
の
大
都
曾
重
慶
の
場
合
、
丁
治
裳
の
二
人
の
息
子
た
ち
が
か
の
地
に
皐
び
、
合
州
の
奮
友
が
こ
こ
に
庖
舗
を
構
え
る
な
ど
、
丁
治
業
に
と
っ

て
も
合
州
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
日
常
的
に
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
馴
染
み
の
地
で
あ
っ
た
。
「
仕
隠
薪
渉
筆
』
巻
一
に
も
、

巴
牒

(
重
慶
)
に
赴
任
し
た
一
知
豚
の
人
と
な
り
を
詳
細
に
惇
え
る
逸
話
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

成
豊
年
聞
の
巴
豚
(
重
慶
)
の
知
燃
に
し
て
「
張
青
天
」
と
賞
賛
さ
れ
た
と
い
う
張
乗
壁
、
字
は
子
敏
な
る
人
物
が
い
る
。
民
園
「
巴
豚

志
」
巻
九
、
官
師
、

の
項
に
よ
れ
ば
、
「
人
と
な
り
は
明
敏
恵
愛
、
折
獄
に
首
た
っ
て
は
人
情
の
よ
ろ
し
き
を
得
、
民
は
こ
れ
を
賞
賛
し
て
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「
張
青
天
鼻
赤
」
と
言
っ
た
。
張
李
の
乱
を
防
ぐ
の
に
功
績
あ
り
、
今
に
至
る
も
、
父
老
は
「
張
紅
鼻
子
」
の
地
域
防
衛
の
事
跡
を
し
き
り
に

褒
め
稽
え
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
」
と
記
録
さ
れ
る
。

地
方
志
に
は
、

太
卒
天
国
反
凱
期
に
卒
行
し
て
勃
饗
し
た
地
域
的
動
乱
か
ら
巴
豚
を
防
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[別表1r仕際新捗筆』 に採録された「うわさ」の舞牽 と，主な登場人物

地 域 人名 職業なと 備 考

合州 陳仲良 知州 巻一方術

梁某 遁土 巻一方術

紀大姿 知州 巻一方術

貌某 ~:!l職 巻七雅諺

李雲 教職 巻八拾遺珠 ※「性， 貧にして淫J，什|人上菓 して非難

唐更!!女 巻一烈女 ※「山村民女J，賊に従わずして殺さる

浩江烈女 巻ー烈女 別 音江の浮屍を観音廟側に埋葬， r霊異」あ り

張正常 訟師.局士 巻一義侠

1者錫爵 圃線 巻四災安ニ類 ※成型11年，賊に捕らわれたが欺いて無事

劉l神仙 巻二左道九目IJ ※民間信仰のカリスマ， 金を集め姿を消す

潜善人 港=左遁九目IJ ※民間信仰lのカリスマ，病気治療を行う

王善人 巻二左遁九日IJ ※民間信仰のカリスマ，病気治療を行う

但某 武生 巻四災望号ニ類 ※成型11年.大貼山築にて死亡

李某 監生 巻七趣林四類

楊某 監生 巻七趣林四類

重慶府 定遠l降 黄純配 湘勇領袖 巻一死難

江北鷹 加潤回 同知 巻七訟師f骨吏

巴l際 張子敏 知県果、 巻一節妓

巴l際 剣1叙香 妓女 巻一節妓

大足早果 李神仙 巻三左遁九則 ※民間信仰のカリスマ

巴賂 王桂林 ~者 巻七趣編

巴豚 張顛理 穆人，訟士 巻七趣林四類

江北隠 安士敏 生員 巻七悪趣

浅川府 射洪豚 文某 把線 巻一孝行 ※幼少時に別れた父を捜し放浪

ニ蓋豚 王烈女 巻一烈女

二重県草 焚烈女 巻ー烈女

酉陽州 聖今江蘇 李魯生 数議 巻ー殉節 ※太平天園の崩しの折，緊江際に踏みとどまり死亡

斡江蘇 劉孝子 農民 巻一孝兎劫

受州府 不詳 何某 生員 巻ー和陰案

霊山l採 王某 生員 巻ー科場報

綬定府 渠県系 何有美 無頼 巻一孝鬼 ※無頼であったが死後も孝鬼として老母を奉養

東郷l際 羅恩m総兵 巻五異気 ※狐のために太白山山神L紹介状をしたためる

寧遠府 牛樹梅 知府 巻一孝克却j

省城 承某 駐省候補 巻ー淫報

※この表には， (l)四川威内の 「うわさ」であり， (2)少な くとも 「うわさ」の登場人物の姓 (名)

なとが明らかにされているもののみを取 り上げている。 もっと も. 登場人物の姓名が明 らかにさ

れている上に，省外を舞撃 とする 「うわさ」はご くわずかであり， しかも登場人物は子成龍，林

則徐，鍾鮮といった著名な大官である。また，四JlI省内の「うわさ」 であったと しても，開j車す

る人物の姓 (名)なと¥ 個人を特定するような情報が全 く明示されていないものは省いている。
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衛
し
た
こ
と
を
賞
賛
さ
れ
、
「
青
天
」
と
ま
で
記
録
さ
れ
る
名
宣
張
子
敏
に
つ
い
て

『
仕
隠
粛
渉
筆
』
の
停
え
る
逸
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

巴
懸
の
妓
女
鄭
叙
香
は
、
か
た
ち
麗
し
く
心
慧
く
、
帯
唱
に
巧
み
に
し
て
七
弦
琴
を
能
く
し
、
歌
妓
中
の
善
才
で
あ
っ
た
。
遊
里
に
あ
り

な
が
ら
濁
り
貞
志
を
抱
き
、
技
は
責
れ
ど
も
身
は
貰
ら
ず
、
邪
語
を
以
て
侮
辱
す
る
者
あ
れ
ば
、
頬
を
紅
潮
さ
せ
基
恥
に
耐
え
ら
れ
ぬ
き

ま
で
あ
っ
た
。
富
貴
の
子
は
百
計
を
以
て
釣
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
:
:
:
時
の
巴
豚
知
豚
、
張
公
子
敏
は
風

流
令
で
あ
っ
た
。
宴
の
た
び
に
彼
女
を
招
き
酒
を
勧
め
、
曲
を
聴
け
ば
心
奪
わ
れ
、
七
弦
を
弾
か
せ
れ
ば
更
に
眉
は
ほ
こ
ろ
び
喜
色
満
面
、

絶
技
と
褒
め
稽
え
た
。
張
公
は
、
彼
女
を
妓
楼
か
ら
身
請
け
し
、
歌
姫
と
し
て
養
お
う
と
し
た
が
、
鄭
叙
香
は
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
詰
問
す
る
と
、
「
官
の
家
妾
と
な
る
の
は
、
多
く
は
そ
の
容
色
を
愛
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
と
も
に
白
頭
に
は
到
り
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難
い
も
の
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
嫁
し
て
民
婦
と
な
り
、
と
も
に
老
い
る
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
諺
に
も
「
む
し
ろ
小
家
の
婦
と

な
る
も
、
大
家
の
妾
と
な
ら
ず
」
と
言
い
ま
す
が
、
ま
こ
と
に
味
わ
う
べ
き
言
葉
で
す
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
:
:
:
鄭
の
年
は
一

六
に
届
き
、
垂
誕
す
る
も
の
は
多
か
っ
た
が
、
喬
木
に
身
を
託
す
の
で
な
け
れ
ば
蔓
草
は
寄
る
遅
な
く
、
絡
に
節
を
全
う
し
難
き
を
思
い
、

出
舎
っ
た
少
年
た
ち
の
中
か
ら
ひ
そ
か
に
ふ
さ
わ
し
い
結
婚
相
手
を
探
し
て
い
た
が
、
お
お
む
ね
軽
薄
子
多
く
、
め
が
ね
に
か
な
う
者
は

な
か
っ
た
。

時
に
巴
豚
に
張
仲
陶
な
る
者
が
い
た
。
商
人
の
子
で
侠
西
街
に
住
み
、
宿
屋
を
聞
い
て
い
た
。
青
年
な
が
ら
老
成
し
、
繁
華
な
地
直
に
居

住
し
な
が
ら
堅
く
自
守
し
、
花
柳
場
に
は
足
を
踏
み
入
れ
ず
、
宿
に
妓
を
呼
ぶ
客
が
あ
れ
ば
、
腹
中
で
は
こ
れ
を
誹
っ
て
い
た
。
鄭
は
物

色
し
て
こ
れ
を
知
り
、
そ
の
穏
重
の
人
柄
を
喜
び
、
規
を
遣
わ
し
て
惰
を
惇
え
終
身
を
託
さ
ん
と
し
た
。
張
仲
陶
も
ま
た
か
の
妓
の
貞
な

る
を
聞
く
や
、
雨
心
は
思
い
同
じ
く
、
と
も
に
佳
偶
た
ら
ん
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
0

・
:
:
・
公
は
こ
れ
を
聞
き
、
軽
ん
じ
ら
れ
た
の
を
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恨
む
と
と
も
に
、
好
意
を
寄
せ
て
い
た
鄭
を
張
仲
陶
が
奪
っ
た
の
を
怒
り
、
官
勢
を
侍
み
に
拐
か
し
の
罪
を
着
せ
、
自
ら
街
役
を
率
い
て
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そ
の
家
を
園
ん
だ
の
で
あ
る
。
張
は
消
息
を
聞
き
二
重
壁
の
聞
に
身
を
隠
し
た
。
鄭
は
ひ
と
り
出
で
て
知
豚
張
公
に
見
え
て
言
っ
た
。

「
私
は
今
、
既
に
身
請
け
さ
れ
て
結
婚
し
て
お
り
ま
す
。
お
か
あ
さ
ま

(「
阿
娘
」
)
が
結
婚
式
を
主
宰
し
、
身
債
を
贈
っ
て
張
郎
に
嫁
い

だ
の
で
す
。
誼
擦
と
す
べ
き
契
約
書
も
ご
、ざ
い
ま
す
。
ど
う
し
て
拐
か
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
」
。
照
身
約
を
提
示
す
る
と

と
も
に
、
鄭
は
言
葉
を
績
け
た
。
「
公
は
際
の
父
母
官
で
あ
り
な
が
ら
、
不
嘗
に
も
私
情
を
以
て
民
家
に
押
し
入
り
ま
し
た
。
張
郎
に
何

の
罪
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
こ
に
あ
っ
て
逃
げ
も
隠
れ
も
致
し
ま
せ
ん
。
公
の
慮
分
に
お
任
せ
す
る
の
み
で
す
」
。
そ
の
辞
は
理

が
通
っ
て
お
り
、
公
は
言
葉
を
返
す
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
、
後
日
張
某
を
捉
え
て
鞭
打
っ
て
や
る
と
捨
て
ぜ
り
ふ
を
残
し
、
恥
ず
か
し

さ
に
ま
つ
赤
に
な
っ
て
去
っ
て
い
っ
た
。
張
は
壁
の
中
で
知
懸
の
言
葉
を
聞
き
、
民
が
官
に
抗
え
ば
摘
に
よ
り
必
ず
家
は
滅
ぶ
で
あ
ろ
う

こ
と
を
思
い
、
心
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
。
壁
の
中
か
ら
出
る
や
血
を
吐
き
、
奄
奄
と
し
て
迭
に
病
み
、
半
年
ば
か
り
で
亡
く
な
っ
た
。

家
中
の
者
は
、
鄭
の
こ
と
を
輔
の
呼
び
水
で
あ
っ
た
と
見
な
し
、
皆
こ
れ
を
恨
み
誹
り
、
無
理
矢
理
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
鄭
は
肯

て

一
女
を
産
ん
だ
が
、
こ
れ
を
男
子
と
し
て
撫
育
し
た
。
罵
り
を

一
身
に
受
け
、
辱
め
は
重
き
る
こ
と
な
か
っ
た
。
生
ま
れ
た
娘
は

一
歳
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わ
な
か
っ
た
。
幸
い
に
し
て
張
の
遺
腹
あ
れ
ば
、
男
子
を
産
ん
で
こ
れ
を
支
え
に
守
志
せ
ん
こ
と
を
糞
っ
た
。
や
が
て
幾
ば
く
も
な
く
し

に
し
て
夫
逝
し
、

ふ
た
た
び
再
婚
を
迫
ら
れ
た
が
、
死
の
向
覚
悟
を
以
て
こ
れ
を
拒
ん
だ
。
:
:
:
こ
う
し
て
再
婚
を
拒
み
貞
節
を
守
る
こ
と

五
年
、
憂
悶
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
。
際
人
は
口
々
に
こ
れ
を
惜
し
ん
で
言
っ
た
。
身
は
妓
女
で
あ
り
な
が
ら
能
く
大
節
を
全
う
し
た
、

と
。
し
か
し
、
志
を
抱
き
な
が
ら
果
た
さ
ず
、
恨
み
を
抱
い
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
ゆ
え
に
、
官
に
蛙
表
を
請
、
つ
に
は
差
し
障
り
が
あ
り
、

た
だ
口
侍
え
の
「
口
碑
」
に
と
ど
め
、
皆
た
だ
撃
を
合
わ
せ
て
嘆
息
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
公
は
知
豚
と
し
て
多
く
の
善
政
を
行
っ
た
が
、

た
だ
一
つ
こ
の
こ
と
は
白
壁
の
暇
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ど
う
あ
ろ
う
と
貞
魂
が
滅
び
る
こ
と
は
な
い
。
今
も
な
お
、
昔
時
の
逸
事
を
談
ず

る
者
は
、
公
が
花
を
く
じ
き
柳
を
断
つ
が
如
く
鄭
叙
香
を
死
に
追
い
や
っ
た
こ
と
を
誹
る
の
で
あ
る
。
(
巻
て
節
妓
)

民
園
『
巴
豚
志
』

の
傍
え
る
記
憶
と
、
『
仕
隠
薪
渉
筆
』

の
惇
え
る
記
憶
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
明
ら
か
に
組
踊



を
来
す
。
無
論
、
丁
治
業
の
筆
に
お
い
て
も
、
張
子
敏
の

「善
政
」
は
確
か
に
-
記
述
さ
れ
、

っ
た
一
件
は
、
白
壁
の
表
面
の
小
さ
な
傷
に
喰
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
今
も
人
は
そ
れ
を
「
誹
る
」
。
こ
の
逸
話
に
お
け
る
主
題
は
、
人
々
の

一
人
の
女
性
に
過
酷
な
運
命
を
強
い
る
こ
と
に
な

「う
わ
さ
」
と
い
う
「
口
碑
」
に
刻
ま
れ
て
惇
え
ら
れ
て
き
た
あ
る
妓
女
の
一
塗
な

「節
」
で
あ
り
、
張
子
敏
の
役
回
り
は
と
言
え
ば
、
権
力

を
か
き
に
着
て
そ
れ
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
試
練
に
も
た
わ
ま
ぬ
「
節
」
の
見
事
さ
を
引
き
立
て
る
た
め
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
周
知

の
如
く
「
風
流
」
と
は
男
女
の
交
際
を
意
味
す
る
隠
仏
暇
で
あ
り
、
張
子
敏
は

「風
流
令
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
語
り
口
自
程
に
、
そ
の
人
と
な

り
を
訊
す
る
意
園
は
初
め
か
ら
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

一
方
、
民
国
『
巴
豚
志
」
に
よ
れ
ば
、

「父
老
」
は
今
も
張
子
敏
の
功
を
褒
め
そ
や
し
て
や
ま
な
い
(
「
噴
噴
不
去
口
」
)
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
、
『
仕
隠
薪
渉
筆
』
の
記
録
し
た
「
う
わ
さ
」
に
お
い
て
は
、
張
子
敏
が
太
卒
天
園
の
動
乱
期
に
地
域
防
衛
に
果
た
し
た
役
割
も
、
ま
た

公
局
の
設
置
に
蓋
力
し
た
こ
と
も

一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
輩
に
筆
記
小
説
の
素
材
と
し
て
は
面
白
味
に
鉄
け
る
が
ゆ
え
に
こ
こ

で
は
省
か
れ
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
地
方
志
と

『仕
隠
薪
渉
筆
』
で
は
そ
も
そ
も
官
僚
を
許
慣
す
る
際
の
力
貼
の
置
き
方
が
い
く
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ら
か
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
を
考
え
て
い
く
た
め
に
、
次
に
、

『仕
隠
粛
渉
筆
』
が
明
ら
か
に
賛
嘆
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
記
遮
し

(5
)
 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
官
僚
の
宵
像
を
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
遁
光
年
聞
の
合
州
知
州
、
陳
仲
良
で
あ
る
。
彼
が
在
任
中
の
あ
る
夏
、

合
州
で
は
巌
し
い
日
照
り
が
績
い
て
い
た
。

合
州
の
梁
某
は
遁
数
を
向
晶
子
、
び
:
:
:
雨
乞
い
の
術
を
善
く
し
た
。
ま
ず
紳
意
を
占
い
、
神
が
雨
乞
い
を
許
せ
ば
、
そ
の
の
ち
に
雨
乞
い
の
法

を
行
い
、
三
日
の
う
ち
に
降
雨
の
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
刺
の
許
し
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
千
金
を
以
て
墨
惑
し
で
も
顧
み
よ
う
と
は

し
な
か
っ
た
。
遁
光
年
間
中
頃
の
こ
と
、
陳
公
仲
良
が
合
州
知
州
と
し
て
赴
任
し
た
と
き
の
あ
る
夏
、
日
照
り
が
績
き
、
地
面
は
干
上
が

り
赤
地
数
百
里
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
公
は
民
の
た
め
を
思
い
、
丁
重
な
植
を
備
え
て
自
ら
梁
の
新
藤
を
懇
願
し
た
。
梁
は
神
意
を
占

っ
た
が
は
か
ば
か
し
い
返
事
は
な
い
。
強
い
て
求
め
た
の
ち
よ
う
や
く
承
諾
し
て
公
に
言
っ
た
。
「今
は
雨
の
降
る
べ
き
時
で
は
あ
り
ま

243 
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せ
ん
。
た
だ
し
公
の
明
徳
に
よ
る
感
懸
あ
れ
ば
、
七
日
待
つ
て
は
じ
め
て
雨
が
降
る
で
し
ょ
う
。
三
日
以
内
に
は
無
理
で
す
」
。
八
ム
は
梁

か
ら
矯
す
べ
き
こ
と
を
聞
き
、
域
外
の
南
津
街
に
雨
乞
い
祈
稽
の
た
め
の
壇
を
設
け
:
:
:
来
る
日
も
徒
歩
で
訪
れ
香
を
捧
げ
た
。
新
藤
を

綴
け
る
こ
と
六
日
、
天
に
は
寸
雲
も
な
く
、

日
照
り
の
勢
い
は
い
よ
い
よ
激
し
い
。
こ
こ
に
至
り
人
々
は
疑
念
を
抱
い
た
。
も
は
や
天
は

人
に
日
午
魅
の
耐
を
輿
え
る
こ
と
を
悔
い
て
は
お
ら
ず
、
梁
も
ま
た
施
す
べ
き
術
に
窮
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
七
日
目
の
巳
の
刻
と

な
っ
て
も
、
な
お
太
陽
の
光
は
厳
し
く
照
り
つ
け
て
い
た
。
公
が
壇
に
来
て
眉
を
ひ
そ
め
愁
嘆
す
る
と
、
梁
は
言
っ
た
。
「
公
、
憂
う
る

な
か
れ
。
時
は
至
り
ま
し
た
ぞ
-。
に
わ
か
に
壇
に
登
り
呪
文
を
唱
え
る
と
と
も
に
、
公
に
も
壇
に
登
る
よ
う
に
促
し
た
。
そ
し
て
公
の

掌
に
呪
符
を
書
き
、
こ
れ
を
拳
に
握
り
し
め
て
念
ぎ
蹄
り
、
州
署
に
着
い
た
後
は
じ
め
て
掌
を
開
く
よ
う
鳴
し
た
。
:
:
:
午
の
刻
に
公
は

州
署
に
着
き
、
梁
の
言
葉
ど
お
り
掌
を
開
く
と
、
た
ち
ま
ち
空
よ
り
雷
鳴
が
轟
い
た
。
:
:
:
雨
は
注
ぐ
が
如
く
に
降
り
、
平
地
で
は
水
の

深
さ
五
寸
ば
か
り
に
ま
で
な
っ
た
。
四
野
は
潤
い
、
蔦
人
鼓
舞
し
、
皆
、
梁
の
術
の
神
通
力
に
感
服
し
た
。
八
ム
は
梁
を
州
署
に
招
き
、
百

で
し
ょ
う
か
」
。
こ
う
し
て
再
三
種
金
を
渡
そ
う
と
し
て
も
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(巻
二
、
方
術
)
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金
を
以
て
報
い
よ
う
と
し
た
が
、
辞
退
し
て
言
、
っ
。
「
こ
れ
は
公
の
徳
が
天
に
通
じ
た
か
ら
で
す
。
私
ご
と
き
小
遁
士
に
何
の
力
が
あ
る

こ
の
逸
話
は
、
直
接
的
に
は
、
遁
士
梁
某
の
卓
越
し
た
「
新
雨
」
の
術
に
つ
い
て
惇
え
る
も
の
で
あ
る
。
梁
が
術
を
行
う
に
嘗
た
っ
て
は
、

ま
ず
一
岬
に
占
う
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
可
と
出
れ
ば
三
日
以
内
に
雨
を
降
ら
せ
る
が
、
不
可
と
な
れ
ば
そ
も
そ
も

「祈
雨
」
を
引
き
受
け
る
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
あ
る
大
皐
の
夏
、
合
州
知
州
陳
仲
良
の
懇
願
を
受
け
た
梁
は
、
遼
巡
の
後
に
受
諾
し
て
言
う
。
「
公
の
明
徳
」
に
よ
る
感

感
あ
れ
ば
七
日
待
っ
て
雨
が
降
る
で
あ
ろ
う
、
と
。

陳
仲
良
の
篤
し
た
こ
と
と
言
え
ば
、
雨
乞
い
の
祭
壇
を
設
け
て
毎
日
香
を
捧
げ
た
こ
と
の
み
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
結
果
的
に
得
ら
れ
た
七

日
後
の
雨
は
、
遁
士
梁
に
よ
っ
て
陳
仲
良
の
「
徳
」
が
天
に
届
い
た
か
ら
こ
そ
の
因
果
的
蹄
結
と
し
て
解
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
干
天
に
雨
を

(6
)
 

も
た
ら
す
こ
と
は
常
に
地
方
官
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
一
つ
な
の
だ
が
、
勿
論
誰
も
が
期
待
ど
お
り
に
雨
を
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。



む
し
ろ
稀
な
る
事
例
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
降
雨
は
「
徳
」
高
き
名
宣
と
し
て
の
誼
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

や
は
り
『
仕
隠
薪
渉
筆
』
巻
二
に
、
雨
を
得
た
地
方
官
と
し
て
合
州
知
州
紀
大
牽
の
故
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
什
郎
際
、
合
州
な
ど
四
川

各
地
の
地
方
官
を
歴
任
、
什
加
燃
で
は
「
活
城
陸
」
と
ま
で
稽
さ
れ
、
清
史
稿
循
吏
俸
に
も
俸
を
立
て
ら
れ
て
い
る
紀
大
室
は
、
合
州
に
お
い

て
も
雨
を
降
ら
し
め
皐
魅
を
救
っ
た
異
能
に
よ
っ
て
-記
憶
さ
れ
て
い
た
。

合
州
境
内
を
過
ぎ
る
嘉
陵
江
に
、
龍
王
花
な
る
地
が
あ
る
。
惇
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
龍
王
沌
の
川
底
に
は
、
水
沸
い
て
湯
の
如
く

な
る
火
龍
井
が
あ
り
、
こ
の
水
を
汲
み
上
げ
ら
れ
れ
ば
雨
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
か
つ
て
、
知
州
紀
大
牽
は
易
撃
に
精
通
し
て
い
た

た
め
に
火
龍
井
か
ら
水
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
に
成
功
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
日
干
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
と
吾
-
守
え
ば
、
法
は
俸
わ
れ

ど
も
人
を
得
ず
、

つ
い
に
紀
大
套
と
同
様
の
方
法
で
日
干
を
救
っ
た
人
物
は
出
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
た
と
え
「
法
」
が
定
め
ら
れ
た
手
順

通
り
に
踏
み
行
わ
れ
で
も
、

つ
い
に
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
雨
は
「
法
」
の
履
行
に
よ
る
必
然
的
蹄
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結
と
し
て
得
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
法
」
を
行
っ
た
「
人
」
の
徳
性
に
こ
そ
由
来
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
人
の
合
州
知
州
、
陳
仲
良
・
紀
大
套
が
、
破
滅
的
な
皐
魅
に
至
る
前
に
雨
を
も
た
ら
し
民
を
救
っ
た
成
功
例
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
釘

し
て
次
に
示
す
牛
樹
梅
の
場
合
は
、
寧
逮
府
知
府
に
赴
任
し
て
わ
ず
か
宇
年
後
、
西
畠
懸
だ
け
で
も
二
高
人
が
亡
く
な
る
と
い
う
大
地
震
に
遭

遇
し
て
い
る
。
遁
光
三
O
年

(
一
八
五
O
)
八
月
七
日
夜
に
起
き
た
大
地
震
に
お
け
る
牛
樹
梅
の
姿
を
、
『
仕
隠
薪
渉
筆
」
巻
て
孝
克
劫
の
項

で
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

あ
る
日
の
夕
暮
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
地
震
の
た
め
大
地
は
揺
れ
動
き
、
城
壁
は
倒
れ
、
屋
根
瓦
は
飛
び
、
住
民
の
墜
死
す
る
も
の
数
千
人

に
及
ん
だ
。
牛
公
樹
梅
は
清
廉
の
官
更
で
あ
り
、
任
地
に
連
れ
て
き
て
い
た
家
族
は
多
か
ら
ず
、
年
老
い
た
母
を
迎
え
て
侍
養
し
て
い
た
。

異
饗
に
遭
遇
し
た
と
き
、
逃
げ
る
場
所
と
て
な
く
、
た
だ
母
を
か
き
抱
い
て
庭
に
臥
し
、
地
の
揺
れ
動
く
に
ま
か
せ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
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木
材
・
煉
瓦
が
雨
の
よ
う
に
降
り
注
ぐ
中
、
身
を
以
て
母
を
守
り
つ
つ
互
い
を
た
よ
り
と
し
て
堪
え
忍
ん
だ
。
:
:
:
夜
明
け
頃
よ
う
や
く
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揺
れ
は
収
ま
っ
た
。
街
署
は
傾
き
、
培
壁
は
破
れ
て
い
た
が
、
幸
い
に
し
て
老
母
は
華
無
か
っ
た
。
公
は
股
に
傷
を
受
け
て
い
た
が
、
披

行
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
官
箸
の
中
を
調
べ
て
み
る
と
、
過
中
十
が
塵
死
し
て
い
た
。
:
:
:
公
の
家
族
は
、
あ
る
い
は
楼
の
下
に
難
を
避
け
、

あ
る
い
は
裁
の
中
に
身
を
隠
し
、

み
な
無
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
公
の
孝
行
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

公
は
こ
の
一
件
に
つ
い
て
心
中
穣
然
と
せ
ず
、
た
だ
ち
に
城
臨
調
に
牒
文
を
出
し
て
問
い
た
だ
し
た
。
「柿
は
陰
界
の
主
で
あ
り
、
際
民

は
命
を
託
す
。
異
饗
あ
り
て
救
わ
ざ
れ
ば
、
一
紳
の
恥
を
後
に
廷
す
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
。
こ
れ
に
針
し
て
夢
に
現
れ
た
紳
の
答
え
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
劫
は
天
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
:
:
:
劫
の
災
い
に
握
る
べ
き
者
は
、
遠
き
に
あ
り
て
も
、
必
ず
そ
の
命
運

ど
お
り
に
蹄
せ
し
め
、
劫
の
災
い
を
克
れ
る
べ
き
者
は
、
近
き
に
あ
り
て
も
、
必
ず
逃
れ
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

一
人
と
し
て
妄
死
し

た
者
は
い
な
い
。
も
し

一
命
た
り
と
も
妄
り
に
奪
え
ば
、
神
が
重
罰
を
受
け
る
。
生
死
の
分
か
れ
目
は
分
明
な
の
で
あ
る
・
:
・
」
と
。
数

日
後
の
こ
と
、
街
巷
を
巡
察
中
の
公
は
、
倒
壊
し
た
家
屋
の
た
め
に
人
が
下
敷
き
に
な
っ
た
現
場
に
遭
遇
し
た
。
役
に
命
じ
て
瓦
石
を
取

一 70ー

り
除
き
、
死
龍
を
掘
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
床
上
に
て
合
歓
し
た
ま
ま
の
男
女
が
二
人
ず
つ
絶
命
し
て
い
る
者
が
甚
だ
多
か
っ
た
。
皆
、
私

通
し
て
禽
獣
の
振
る
舞
い
に
及
ん
だ
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
初
め
て
、
こ
の
地
に
は
淫
風
流
行
し
、
風
俗
の
壊
乱
す
で
に
極
ま
り
し

た
め
、
以
前
よ
り
大
劫
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
(
巻
一
、
孝
完
劫
)

の
ち
同
治
初
年
に
四
川
省
按
察
使
を
つ
と
め
、
「
牛
青
天
」
と
賞
賛
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
紀
大
套
同
様
、

吏
停
に
名
を
留
め
て
い
る
。

牛
樹
梅
は
、

や
は
り
清
史
稿
循

こ
の
語
り
の
中
で
は
、
牛
樹
梅
は
城
陸
一
榊
と
交
流
し
う
る
ほ
ど
の
異
能
を
示
し
な
が
ら
、
結
局
、
陳
仲
良

・
紀
大
室
の
よ
う
に
天
災
を
防
ぎ

お
お
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
こ
に
停
え
ら
れ
る
物
語
は
、
牛
樹
梅
の
「
徳
」
に
疑
念
を
差
し
は
さ
む
よ
う
な
絵

地
を
護
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
疑
念
の
き
ざ
し
を
封
じ
る
た
め
の
伏
線
が
張
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
地
震
は
人
知
れ
ず

い
つ
し
か
進
行
し
て
い
た
「
淫
風
」
の
流
行
と
い
う
ひ
そ
や
か
な
、
し
か
し
乱
倫
と
い
う
異
常
な
悪
に
起
因
す
る
の
で
あ
り
、
天
に
よ
り
定
め



ら
れ
た
「
大
劫
」
|
|
換
言
す
れ
ば
も
は
や
人
も
榊
も
尋
常
の
努
力
を
以
て
し
て
は
知
何
と
も
壁
じ
難
い
命
運
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
そ

の
よ
う
な
前
提
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、
む
し
ろ
、
壊
滅
的
な
大
災
害
の
中
で
も
牛
樹
梅
と
彼
の
家
族
が
と
も
に
無
事
で
あ
っ
た
奇
跡
こ
そ
が
、

語
り
の
婦
着
す
る
焦
黙
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
地
震
の
中
で
も
、
奇
跡
的
に
牛
樹
梅
と
家
族
す
べ
て
を
生
き
な
が
ら
え

し
め
た
の
は
、
牛
樹
梅
に
お
け
る
「
孝
」
と
い
う
徳
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
繰
り
返
す
よ
う
に
、
数
蔦
人
が
命
を
落
と
し
た
と
ま
で
惇
え
ら
れ
る
大
地
震
に
針
し
て
牛
樹
梅
は
全
く
無
力
で
あ

っ
た
。
少

な
く
と
も
こ
れ
を
防
ぎ
得
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
名
{
臣
た
る
誼
は
、
必
ず
し
も
天
蟹
地
異
に
よ
る
災
厄
を
最
小
限
度
に
止
め
得
た
と
い
う

事
賓
に
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
名
宣
た
る
僚
件
は
、
ま
ず
他
の
何
よ
り
も
内
面
的
「
徳
」
性
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
表
現
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
些
細
な
幸
運
で
あ
れ
|
|
た
と
え
ば
大
地
震
の
中
で
も
家
族
が
無
事
で
あ
っ
た
と
い

う
よ
う
な
|
|
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
を
捉
え
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
原
因
と
し
て
の
内
面
的
「
徳
」
性
が
追
認
さ
れ
、
同
時
に
名
宣
た
る
こ
と
が
再
確

因
み
に
述
べ
て
お
け
ば
、
這
光
三

O
年
の
寧
遠
府
大
地
震
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
清
史
稿
循
吏
停
も
記
録
す
る
。
清
史
稿
牛
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認
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。

樹
梅
停
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
「
全
域
陥
浸
」
す
る
ほ
ど
の
紋
況
を
生
き
延
び
た
牛
樹
梅
に
つ
い
て
、

四
川
の
人
々
は
「
天
は
牛
青
天
を
留
め
、

以
て
善
を
勧
め
ん
と
し
た
」
と
う
わ
さ
し
た
と
い
う
。
清
史
稿
の
絞
法
は
、
大
地
震
の
不
可
避
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
に
し
た
上
で
、
牛
樹
梅
の

無
事
に
「
善
」
の
あ
か
し
を
見
出
す
貼
に
お
い
て
、
『
仕
隠
薪
渉
筆
』
の
絞
法
と
重
な
り
合
う
。
こ
の
こ
と
は
、
清
史
稿
に
留
め
ら
れ
た
牛
樹

梅
に
つ
い
て
の
絞
速
が
、
地
域
の
士
人
た
ち
の
聞
で

「
口
碑
」

に
よ
り
、
あ
る
い
は

『
仕
隠
薪
渉
筆
」
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
た
「
文
字
」
に
よ

り
停
承
さ
れ
た
、
地
域
吐
舎
に
お
け
る
「
郷
評
」
と
い
う
贋
い
裾
野
に
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
三
人
の
地
方
官
僚
||
巴
懸
知
牒
張
子
敏
、
合
州
知
州
陳
仲
良
、
寧
遠
府
知
府
牛
樹
梅
|
|
の
宵
像
は
、
あ
る

共
通
し
た
語
り
口
の
も
と
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
彼
ら
が
現
に
成
し
遂
げ
た
政
治
的
賓
績
に
封
し
て
は
、
少
な
く
と
も

『
仕
隠
薪
渉
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筆
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
限
る
な
ら
ば
ほ
と
ん
ど
関
心
が
携
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
専
ら
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
ら
の
人
と
な
り
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で
あ
る
。
逸
話
の
核
心
は
、
牛
樹
梅
の
厚
い
「
孝
」
、
あ
る
い
は
民
を
思
う
陳
仲
良
の
「
徳
」
と
い

っ
た
内
面
的
な
債
値
の
明
諸
に
あ
る
。
語

り
口
の
中
で
は
、
何
ら
か
の
評
債
す
べ
き
現
象
|
|
・
た
と
え
そ
れ
が
数
寓
人
の
犠
牲
者
を
出
し
た
大
地
震
の
中
で
家
族
が
無
事
で
あ
っ
た
と
い

う
些
細
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
|
|
は
官
の
遁
徳
的
資
質
に
よ
る
因
果
的
障
結
で
あ
る
。
そ
し
て

「父
母
官
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
私
情
」
を
以
て
一
女
性
の

「節
」
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
張
子
敏
は
、
い
か
に
能
更
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ま
さ
に
道
徳
的
資
質
を
鉄
く
封
偶
的

反
韓
国
像
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
外
形
的
に
果
た
さ
れ
た
行
政
賓
績
よ
り
も
、
む
し
ろ
施
政
と
い
う
か
た
ち
が
そ
こ
か
ら
現
れ
出

て
く
る
原
貼
|
|
遁
徳
性

・
倫
理
性
と
い
っ
た
内
面
的
モ
ラ
ル
に
こ
そ
重
き
を
置
く
こ
と
が
、

『仕
隠
薪
渉
筆
』
の
、

な
い
し
丁
治
裳
も
そ
の

授
受
に
参
加
し
て
い
る
地
域
の
「
う
わ
さ
」
に
お
け
る
特
徴
的
な
語
り
口
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

天
愛
地
異
と
救
漕

遁
光
年
間
の
目
干
魅
は
、
知
州
陳
仲
良
の
も
と
で
行
わ
れ
た
遁
士
梁
某
の
祈
雨
に
よ
っ
て
解
消
し
た
が
、
同
治
年
問
、
合
州
は
再
び
巌
し
い
早
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魁
に
見
舞
わ
れ
た
。

同
治
年
問
、
合
州
に
大
早
が
襲
い
、
新
雨
を
行
っ
て
も
放
き
目
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
壇
を
設
け
て
降
紳
の
術

(「
扶
乱
」
)
を
行
い
、
何

時
雨
が
降
る
の
か
を
紳
に
問
う
た
。
あ
る
夜
の
こ
と
、
一
澗
が
降
り
来
た

っ
た
の
だ
が
、
風
起
き
砂
飛
び
、

そ
の
勢
い
は
凶
暴
な
ま
で
に

猛
々
し
い
。
札
筆
は
、
目
干
魅
一刑
の
臨
壇
を
書
き
記
し
傍
え
る
と
と
も
に
、
日
干
魅
一柳
の
詠

一一
編
を
示
し
た
。
:
:
:
論
に
日
く
「
月
冷
冷
と
し

て
風
楓
楓
、
札
壇
に
降
下
し
た
の
は
我
で
あ
る
。
我
は
山
精
に
非
ず
、
野
怪
に
非
ず
、
凶
一
脚
邪
気
に
非
ず
、
我
は
黄
帝
に
招
か
れ
雨
を
止

め
風
を
止
め
た
日
干
魅
で
あ
る
。
我
が
鰹
躯
は
小
さ
い
が
、
我
が
一
刑
通
力
は
絶
大
で
あ
る
。
龍
は
我
を
見
れ
ば
敢
え
て
雨
を
降
ら
さ
ず
、
雷

は
我
を
見
れ
ば
敢
え
て
鼓
を
鳴
ら
さ
ぬ
。
:
:
:
さ
れ
ど
我
に
蓮
も
恐
れ
る
と
こ
ろ
な
し
と
言
う
な
か
れ
。
恐
る
べ
き
も
の
は
子
が
孝
蓮
を

蓋
く
す
こ
と
で
あ
り
、
臣
下
が
園
法
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
る
べ
き
も
の
は
烈
士
が
義
を
重
ん
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
節
婦
が
寡
を
{
寸
る



こ
と
で
あ
る
。
恐
る
べ
き
も
の
は
善
男
信
女
が
慈
悲
を
愛
し
て
手
だ
て
を
講
じ
、
贋
く
貧
し
い
者
を
救
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
人
々
か
く

の
知
く
、
鹿
々
か
く
の
如
く
な
ら
ば
、
我
は
身
の
置
き
場
も
な
い
。
ゆ
え
に
人
が
善
を
行
え
ば
、
我
は
必
ず
こ
れ
に
唾
を
吐
き
か
け
罵
る
。

人
が
悪
を
行
え
ば
、
我
は
満
足
す
る
。
た
だ
汝
ら
に
願
う
。
騎
淫
を
遅
し
く
し
、
校
猪
を
習
い
と
せ
ん
こ
と
を
。
た
だ
汝
ら
に
願
う
。
人

倫
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
天
良
を
設
す
る
な
か
ら
ん
こ
と
を
。
た
だ
汝
ら
に
願
う
。
貧
欲
な
る
こ
と
狼
の
如
く
、
猛
き
こ
と
虎
の
如
く
、

心
に
毒
あ
る
こ
と
蛇
の
知
か
ら
ん
こ
と
を
。
・
:
:
・
」
。
論
し
終
わ
れ
ば
扶
札
の
術
を
行
っ
て
い
た
固
盤
は
ひ
っ
く
り
返
っ
て
盤
上
の
砂
は

地
面
に
飛
び
散
り
、
砂
に
文
字
を
書
い
て
い
た
乱
筆
も
還
に
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
(
巻
三
、
皐
魁
)

(
9
)
 

清
末
四
川
の
地
域
枇
舎
で
は
、
降
一
脚
術
に
よ
っ
て
紳
意
を
問
、
っ
「
扶
此
」
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
引
用
し
た
「
早
魅
」
の
文
面

か
ら
推
察
す
る
に
、
行
わ
れ
て
い
た
「
扶
此
」
は
、
砂
を
撒
い
た
盤
上
に
て
、

一
人
、
な
い
し
二
人
が
手
で
軽
く
丁
字
型
の
木
架
(
「
乱
筆
」
)

を
支
え
、
木
架
が
動
い
て
砂
上
に
残
っ
た
跡
を
、
そ
の
場
に
降
臨
し
た
榊
の
言
葉
(
「
論
」
)
と
し
て
讃
み
と
っ
て
い
く
、

よ
く
行
わ
れ
た

一
般
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的
な
方
法
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
扶
此
」
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
「
論
」
は
、
そ
の
場
の
参
加
者
に
示
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
に
は

掲
示
な
ど
を
通
し
て
地
域
に
庚
く
公
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
で
も
人
々
に
強
い
印
象
を
輿
え
た
言
葉
は
、
換
言
す
れ
ば
、
人
々
が
不
定

型
な
ま
ま
に
漠
然
と
共
有
し
て
い
た
情
念
を
、
明
確
な
輪
郭
に
よ
っ
て
す
く
い
取
っ
た
言
葉
は
、
よ
り
持
績
的
で
鮮
明
な
記
憶
と
し
て
語
り
縫

が
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
同
治
年
間
、
合
州
の
士
人
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
示
さ
れ
た
皐
魅
紳
の
「
論
」
は
、
ま
さ
に
地
域
に
沈
殿
し
て
い

る
情
念
に
か
た
ち
を
輿
え
明
示
化
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
砂
の
上
に
描
か
れ
た
此
筆
の
跡
か
ら
讃
み
出
さ

れ
る
の
は
一
脚
の
言
葉
で
は
な
く
、
そ
れ
を
凝
視
す
る
者
た
ち
の
内
面
に
過
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
皐
魅
が
な
ぜ
護
生
す
る
の
か
、
そ
し
て
皐
魅
を
解
消
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
皐
魁
紳
の
「
議
」
は
、
こ
の
勃
を

明
快
に
示
唆
し
て
い
る
が
、
ま
ず
は
丁
治
業
自
身
の
解
説
を
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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皐
は
戻
気
の
蓄
積
を
原
因
と
し
て
醸
し
出
さ
れ
る
た
め
、
和
策
を
以
て
こ
れ
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
が
悪
を
矯
せ
ば
、
戻
気

を
設
し
、

善
を
震
せ
ば
和
気
を
琵
す
る
。
和
気
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、
戻
気
は
消
え
る
。
ゆ
え
に
人
が
日
干
を
救
う
に
嘗
た

っ
て
は
、
善
心
を

琵
し
て
天
蟹
に
答
え
る
の
で
あ
り
、
鮮
和
の
と
一系
を
天
に
向
け
て
上
蒸
す
れ
ば
恵
み
の
雨
が
降
る
の
は
自
然
の
理
で
あ
る
。

丁
治
裳
に
よ
れ
ば
、

皐
魅
と
い
う
過
酷
な
現
象
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
人
に
よ

っ
て骨
局
さ
れ
た
悪
の
結
果
、
「
戻
気
」
が
蓄
積
さ
れ
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、

こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
「
善
心
」
を
起
こ
し
、
善
の
結
果
と
し
て
罷
生
す
る

「
鮮
和
の
気
」
を
、
天
上

に
向
け
て
立
ち
の
ぼ
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
人
の
行
篤
の
善
悪
と
天
災
と
を
相
閥
的
に
把
握
す
る
接
想
は
、
丁
治
裳
に

限
ら
ず
、
取
り
立
て
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
清
末
の
こ
の
時
期
、
破
局
へ
と
向
か
い
つ

つ
あ
る

(と
省
時
の
士
人
た
ち
に

は
恩
わ
れ
た
)
趨
勢
を
挽
回
す
る
た
め
の
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
人
々
が
思
い
思
い
の
か
た
ち
で

「善
」
に
強
く
執
着
し
た
こ
と
も
確

の
希
求
を
、

い
わ
ば
裏
返
し
に
示
し
た
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
嬢
大
す
る
災
厄
を
妨
げ
る
も
の
こ
そ
、
人
々
の
回
心
な
の
だ
が
、
日
午
魅
一例
に
と
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か
な
の
で
あ
る
。
同
治
年
聞
の
皐
魅
紳
の
「
論
」
は
、
扶
札
に
集

っ
た
士
人
た
ち
に
お
け
る
「
善
」
の
致
用
に
封
す
る
確
信
、
な
い
し
確
信

へ

っ
て
最
も
恐
る
べ
き
「
善
」

へ
の
回
心
と
は
、
ま
ず
「
孝
遁
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
繰
り
返
す
よ
う
に
扶
札
に
よ

っ
て
示
さ

れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
皐
魅
一
酬
の
言
葉
で
は
な
く
、
扶
H
叫
に
集

っ
た
士
人
た
ち
の
債
値
観
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
差
こ
の
核
心
は
、
家
に

お
い
て

「孝
」
を
蓋
く
し
、
固
に
お
い
て
「
法
」
を
守
る
と
い
う
、
そ
の
限
り
で
は
い
わ
ば
あ
り
き
た
り
の
日
常
的
倫
理
の
忠
賓
な
履
行
に
あ

り
、
貧
者
の
救
済
の
よ
う
な
目
に
見
え
る
「
善
奉
」
は
、
そ
の
先
に
お
い
て
鈴
力
あ
る
者
が
行
う
べ
き
昔
鴬
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
孝
」
が

す
べ
て
の
モ
ラ
ル
の
な
か
で
も
最
も
核
心
的
な
重
要
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
油
開
統
中
園
一
吐
舎
に
ほ
ぼ

一
貫
し
て
繁
わ
り
な
い
。
た
だ

し、

日干
魅
の
解
消
も
含
め
現
賓
世
界
に
お
け
る
災
害
の
救
済
に
お
い
て
も
、
救
済
を
賓
現
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
と
し
て
、
ま
ず
「
孝
」
と

い
う
モ
ラ
ル
が
翠
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
孝
」
と
天
災
に
閥
わ
る
逸
話
に
つ
き
、
も
う
一
例
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
成
豊
六
年
(
一
八
五
六
年
)
五
月
八
日
、

四
川
・



湖
北
省
境
地
帯
を
大
地
震
が
お
そ
っ
て
い
る
。
奇
跡
は
こ
の
大
地
震
の
中
に
起
き
た
。

越
雲
臓
の
「
劉
孝
子
記
」
を
讃
む
に
、
そ
の
行
い
自
躍
は
あ
り
き
た
り
だ
が
、
事
賓
は
奇
に
し
て
、
論
の
精
密
に
感
嘆
す
る
。

孝
子
の
名
は
劉
光
貴
、
家
貧
し
く
し
て
農
を
業
と
し
て
い
た
。
妻
無
く
一
老
母
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
孝
養
を
蓋
く
す
こ
と
甚
だ
丁
重

で
あ
っ
た
。
湖
北
省
成
豊
鯨
と
境
域
を
接
し
て
い
る
斡
江
豚
后
規
郷
に
居
住
し
て
い
た
。
須
に
は
ぐ
る
り
と
川
が
め
ぐ
っ
て
お
り
、
川
上

に
は
天
ま
で
高
く
山
が
釜
え
立
っ
て
い
る
。
劉
光
貴
の
住
ま
い
は
こ
の
山
の
麓
に
あ
っ
た
。
成
豊
丙
辰
の
年
、
五
月
八
日
、
大
地
震
が
襲

ぃ
、
損
金
程
が
搭
動
し
た
。
人
の
立
つ
も
の
は
倒
れ
、
座
る
も
の
は
あ
た
り
に
寄
り
か
か
り
、
田
の
水
は
数
尺
の
高
さ
ま
で
波
立
ち
、
家

は
絵
す
と
こ
ろ
無
く
倒
壊
し
た
。
川
上
の
山
も
崩
壊
し
た
が
、
そ
の
音
は
崖
崩
れ
の
よ
う
、
百
里
を
震
わ
せ
砂
塵
は
天
に
漉
っ
た
。
山
麓

の
人
家
は
ほ
と
ん
ど
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
匪
死
す
る
者
数
百
人
に
及
ぶ
大
慶
事
で
あ
っ
た
。
時
に
劉
光
貴
は
朝
食
を
取
っ
て
い
た
が
、
地
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震
の
響
き
を
聞
き
、
母
を
背
負

っ
て
外
に
飛
び
出
し
た
。
天
地
は
暗
く
、
水
は
波
立
ち
山
は
揺
ら
ぎ
、
足
下
も
お
ぼ
つ
か
な
く
、
地
に
倒

れ
臥
し
意
識
を
失
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
母
と
子
が
よ
う
や
く
蘇
生
し
、
あ
た
り
の
山
水
の
景
色
を
見
る
と
様
子
が
遣
っ
て
い
る
。
け
れ

ど
も
竹
木
や
家
屋
、
さ
ら
に
豚
小
屋
鶏
小
屋
に
至
る
ま
で
も
と
ど
お
り
の
安
ら
か
に
落
ち
着
い
た
さ
ま
に
嬰
わ
り
な
い
。
し
か
し
尋
ね
て

み
て
、
そ
こ
は
も
と
の
住
ま
い
か
ら
五
、
六
里
離
れ
た
湖
北
省
成
豊
豚
内
で
あ
る
と
知
っ
た
の
で
あ
る
。
.

越
雲
閑
酬
は
こ
れ
を
論
じ
て
言
う
。
「
人
は
孝
子
が
地
を
動
か
し
た
こ
と
を
見
て
、
怪
異
で
あ
る
と
い
ぶ
か
し
む
が
、
自
然
の
理
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
と
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
か
つ
て
、
次
の
よ
う
な
紋
況
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
大
な
る
こ
と
戴
の
ご
と
き
石
が
並
立
し
、

そ
の
一
寸
に
も
満
た
な
い
隙
聞
に
小
木
が
生
え
、
根
は
二
つ
の
石
に
沿
っ
て
い
た
。
の
ち
二
十
年
後
に
そ
の
地
を
通
っ
た
と
こ
ろ
、
木
は

一
抱
え
も
あ
る
大
樹
に
成
長
し
、
大
石
は
木
の
根
の
た
め
に
動
か
さ
れ
、

一
尺
あ
ま
り
も
離
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
自
ら
な
る
力
に
よ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
と
は
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
人
生
の
大
節
は
、
忠
孝
よ
り
優
先
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
忠
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孝
が
強
い
て
無
理
に
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
力
は
有
限
で
あ
ろ
う
。
だ
が
も
し
、
自
然
な
る
力
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
自
然
の
極
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ま
っ
た
姿
は
無
形
で
あ
り
、
無
形
が
有
形
を
制
す
る
。
即
ち
、
樹
木
と
石
が
い
つ
の
間
に
か
移
動
し
て
い
る
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

-
・
事
は
怪
で
あ
る
と
難
も
、
理
に
お
い
て
は
常
な
の
で
あ
る
」
と
。
(
巻
て

孝
克
劫
)

齢
一
江
豚
の
「
劉
孝
子
」
の
逸
話
は
、
光
緒

『勝
一川江附紳士心
』
に
も
記
録
さ
れ
る
。
光
緒

『斡
江
牒
志
』
巻
四
、
人
物

・
孝
友
の
項
は
、
成
豊
勝

知
町
柿
鹿
憤
徽
の
手
に
な
る
「
劉
孝
子
傍
」
を
引
い
て
こ
の
奇
跡
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
事
賓
が
上
申
さ
れ
た
結
果
、
湖
北
巡
撫
胡
林
翼

よ
り
「
純
孝
格
天
」
の
扇
額
と
銀
五
十
雨
を
輿
え
ら
れ
た
こ
と
を
偉
え
て
い
る
。

光
緒

『勝
一
川
江
豚
志
」
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
情
報
は
、

ほ
ほ
こ
れ
で
重
き
る
の
だ
が
、
こ
の
逸
話
は
首
時
の
評
判
ゆ
え
に
多
く
の
人
々
に
詩

文
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
傍
播
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
丁
治
裳
が
、
管
見
の
限
り
で
は
光
緒
『
斡
江
勝
志
』
に
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い

越
雲
臓
の
「
劉
孝
子
記
」
を
素
材
に
こ
の
逸
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
推
察
を
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
越
雲
岡
酬
は
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勝
一山江
燃
の
抜
貢
、
光
緒
年
間
の
豚
志
編
纂
時
に
は
納
渓
牒
数
誌
の
任
に
着
い
て
い
た
。
そ
し
て
同
じ
く
儀
臨
際
訓
導
と
し
て
数
職
に
あ

っ
た
丁

治
裳
は
、
越
雲
級
の
持
論
の
「
精
」
を
賞
賛
し
て
い
る
。
即
ち
、
組
雲
瓢
の

一
文
は
丁
治
裳
の
共
感
ゆ
え
に
特
に
採
録
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
改
め
て
そ
の
論
理
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。

母
を
助
け
よ
う
と
し
た
劉
光
貴
が
、

い
つ
し
か
家
屋
ご
と
数
里
も
離
れ
た
隣
燃
の
境
域
内
に
い
た
奇
跡
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
怪
」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
「
理
」
に
照
ら
せ
ば
説
明
可
能
な
「
常
」
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
果
た
さ
れ
た
「
孝
」
が
常
に
劉
光
貴
の
場
合

の
よ
う
な
奇
跡
を
引
き
起
こ
す
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
あ
る
場
合
に
は
「
孝
」
は
奇
跡
を
生
起
さ
せ
る
因
子
と
な
り
、
な
ぜ
あ
る
場
合
に
は
何

も
輝
か
し
い
妓
果
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
平
凡
な
日
常
の
中
に
埋
も
れ
て
い
く
の
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
確
か
に
「
忠
孝
」
は
も
っ

と
も
隼
重
さ
れ
る
べ
き
倫
理
で
は
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
強
い
て
矯
さ
れ
た
「
勉
強
」
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
忠
孝
」
が
世

界
に
針
し
て
働
き
か
け
る
力
は
、
有
限
な
る
小
さ
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
大
石
の
聞
に
根
を
下
ろ
し
て
成
長
す
る
木
が
、
そ
の
生
命

力
に
よ
っ
て
い
つ
の
間
に
か
二
つ
の
大
石
を
引
き
離
し
動
か
し
て
い
る
よ
う
に
、
内
側
か
ら
溢
れ
出
る
心
情
(
「
自
然
」
)
に
基
づ
く
「
忠
孝
」



な
ら
ば
、
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
人
を
動
か
し
地
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
孝
子
の
奇
跡
は
、
何
よ
り
も
そ
の

「孝
」
が
い
さ
さ
か

も

「
勉
強
」

を
含
ま
ぬ

「自
然
」
に
基
づ
く
純
度
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
誼
(
「
純
孝
格
天
」
)
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
は
、

た
と
え
ば
「
忠
孝
」
な
ど
、

ひ
と
た
び
「
善
」
と
判
断
さ
れ
た
債
値
規
範
に
封
し
て
一
切
の
疑
念
を
封
じ
る
だ
ろ
う
。

も
し
、
果
た
さ
れ
た
「
忠
孝
」
に
も
開
わ
ら
ず
、
何
の
救
済
も
奥
え
ら
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
「
忠
孝
」
自
瞳
の
動
機
が
「
勉

強
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

ほ
と
ば
し
り
出
る
「
自
然
」
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
自
省
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
論
理
の
内
側
に
あ
る
限
り
、

い
か
な
る
徳
目
が
「
益
己
で
あ
る
の
か
と
い
う
規
定
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
も
し
人
々
が
こ
れ
と
は
異
な

へ
の
志
向
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
、

「左
遁
」
「
邪
風
」
に
過
ぎ

な
い
。
ひ
と
た
び
「
善
」
た
る
こ
と
を
宣
言
さ
れ
た
徳
目
と
「
奇
跡
」
の
因
果
聞
係
は
自
明
の
前
提
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
が
救
済
の
「
奇
跡
」

っ
た
債
値
観
や
行
動
様
式
に
向
か
う
な
ら
ば
、
た
と
え
主
観
的
に
は
「
釜
こ

を
惹
起
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

ひ
た
す
ら
省
察
を
繰
り
返
し
、
内
護
的
純
粋
性
に
基
づ
く

「善
」
を
探
求
し
績
け
る
し
か
な
い
。
反
面
、
ど
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の
よ
う
な
奇
怪
な
現
象
も
、
過
去
に
お
い
て
正
し
い
「
善
」
の
痕
跡
を
登
見
す
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
む
し
ろ
き
っ
か
け
と
し
て
の

「善」

が
、
内
護
的
に
し
て
純
粋
、
希
有
な
る
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
の
誼
と
し
て
遡
及
的
に
語
り
出
さ
れ
、

「
善
」
と
「
奇
跡
」
の
因
果
的
関
係
性
を

説
く
物
語
と
し
て
回
放
さ
れ
て
い
く
。
か
く
し
て
成
形
し
た
物
語
は
、
た
と
え
ば

「う
わ
さ
」
を
媒
介
し
て
祉
舎
に
流
出
し
、
「
善
」
と

「奇

跡
」
の
因
果
的
関
係
性
を
誼
明
す
る
輝
か
し
い
先
例
と
し
て
、
人
々
を
そ
の
よ
う
な
よ
り
純
度
の
高
い
モ
ラ
ル
へ
と
駆
り
立
て
る
記
憶
と
な
っ

て
い
く
だ
ろ
う
。

無
論
、
趨
雲
間
酬
や
丁
治
業
の
よ
う
な
地
方
士
人
に
と
っ
て
、
常
に
自
身
の
内
面
的
動
機
に
省
察
を
加
え
つ
つ
ひ
た
す
ら
「
善
」
行
に
遭
進
す

る
こ
と
は
、
周
園
の
他
者
に
釘
し
て
勧
識
す
べ
き
規
範
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
彼
ら
自
身
の
確
信
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
地
方
士
人
が
地
方
官
の
「
う
わ
さ
」
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
も
、
む
し
ろ
行
震
白
煙
よ
り
も
内
面
的
な
モ
ラ
ル
を
、
そ
し

て
内
面
よ
り
の
震
露
で
あ
る
純
度
の
高
い
「
善
」
心
が
も
た
ら
し
た
「
奇
跡
」
を
好
ん
で
取
り
上
げ
た
の
も
、

一
面
か
ら
見
れ
ば
嘗
然
の
論
理

253 

的
鯖
結
で
は
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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科

場

の
怪
談
|
|
「
う
わ
さ
」
と
交
際

越
雲
瓢
と
丁
治
裳
に
は
い
く
つ
か
の
接
結
が
浮
か
び
上
が
る
。
丁
治
裳
が
成
都
尊
経
書
院
に
向
学
ん
で
い
た
と
き
、
同
窓
に
長
誇
懸
の
李
滋
然

が
い
た
が
、
彼
の
父
李
魯
生
は
か
つ
て
太
平
天
国
の
混
乱
期
に
斡
江
鯨
数
論
の
任
に
つ
き
、
落
城
の
折
に
も
踏
み
止
ま

っ
て
こ
の
地
に
経
死
し

て
い
る
(
巻
て
殉
節
)
。
超
雲
楓
は
、
こ
の
岳
山
江
燃
の
出
身
で
あ
る
。
さ
ら
に
何
よ
り
も
、
越
雲
瓢
は
、
納
渓
牒
数
識
で
あ
り
、
丁
治
裳
と
同

じ
く
敬
職
に
あ
っ
た
。
四
川
省
外
に
赴
任
す
る
こ
と
は
な
い
教
職
の
場
合
、
際

・
府
を
越
え
て
四
川
省
内
の
情
報
を
交
換
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(
刊
)

の
重
要
な
櫓
い
手
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

丁
治
裳
が
聞
き
知
っ
た
「
う
わ
さ
」
の
情
報
源
は
、
第
一
に
合
州
に
お
け
る
交
際
圏
、
第
二
に
赴
任
地
儀
臨
際
に
お
け
る
交
際
圏
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
う
わ
さ
-
の
舞
蓋
は
川
東
を
中
心
に
四
川
各
地
に
及
ん
で
お
り
、
そ
の
大
部
分
に
つ
い
て
情
報
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源
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
中
で
も
例
外
的
に
、
情
報
提
供
者
と
、
そ
の
情
報
を
聞
き
知

っ
た
年
月
日
ま
で
確
定
で
き
る
逸

話
が

一
つ
だ
け
接
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
巻
二
、

「科
場
報
」
で
あ
る
。

紋
永
鷹
数
官
、
呉
伯
卿
が
、
郷
試
に
お
け
る
因
果
麿
報
を
談
じ
て
次
の
よ
う
な
話
を
遮
ベ
た
。

四
川
線
督
責
寄
臣
が
、
監
臨
官
と
し
て
郷
試
の
監
督
に
嘗
た
っ
た
と
き
の
こ
と
、
亙
山
牒
に
生
員
の
王
某
な
る
者
が
い
た
。
王
某
は
次
男

で
あ
っ
た
が
、
長
兄
は
家
を
離
れ
て
貿
易
を
営
み
、
十
数
年
間
蹄
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
手
紙
を
寄
せ
て
弟
に
は
皐
問
に
努
め
る
べ
く

激
闘
し
、
家
産
は
弟
の
使
用
に
委
ね
、
甚
だ
兄
弟
に
釣
す
る
愛
情
に
篤
か
っ
た
。
こ
う
し
て
兄
は
外
で
多
く
の
稼
ぎ
を
奉
げ
、
商
貰
を
回
畳

ん
で
蹄
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
手
持
ち
の
金
は
四
千
雨
以
上
に
な

っ
て
い
た
。
弟
は
大
い
に
喜
び
、
兄
の
蹄
っ
た
数
日
後
を

選
ん
で
、
親
戚
友
人
を
招
き
、
兄
の
た
め
に
盛
大
に
祝
宴
を
催
そ
う
と
し
た
。
期
日
に
至
り
、
賓
客
は
績
々
と
集
ま
り
、

一
堂
に
て
和
気

誇
々
と
し
て
喜
び
合
い
、
苦
難
を
と
も
に
し
て
き
た
兄
弟
を
褒
め
そ
や
し
た
。
夜
に
な
っ
て
兄
は
に
わ
か
に
腹
を
押
さ
え
て
大
い
に
痛
が



り
、
床
樗
を
報
縛
と
し
て
苦
し
み
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
。
弟
は
親
戚
友
人
た
ち
の
前
で
、
地
を
打
ち
天
に
叫
び
、
悲
し
み
に
胸
を
た
た

き
跳
躍
し
、
も
は
や
生
き
る
こ
と
を
望
ま
ぬ
か
の
如
く
で
あ
っ
た
。
弟
は
居
合
わ
せ
た
親
戚
友
人
の
な
だ
め
に
よ
っ
て
や
や
心
慰
み
、
た

だ
ち
に
備
事
を
行
っ
て
兄
の
魂
を
供
養
し
、
数
百
金
を
こ
の
た
め
に
費
や
し
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
年
、
王
某
は
、
懸
試
、
府
試
を
受

験
し
、
と
も
に
好
成
績
を
牧
め
て
生
員
と
な
っ
た
。
人
々
は
こ
れ
を
恭
兄
の
報
と
た
た
え
た
の
で
あ
る
。

翌
年
の
郷
試
の
折
の
こ
と
、
黄
情
聴
督
は
受
験
す
る
士
子
た
ち
の
辛
苦
を
思
い
、
た
と
え
規
定
違
反
の
答
案
が
あ
っ
て
も
、

ひ
そ
か
に
こ
れ

を
抽
出
し
て
お
く
の
み
に
し
て
、
違
反
者
の
名
前
を
藍
祷
に
掲
示
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
命
じ
て
い
た
。
第
一
場
の
試
験
に
お
い
て
、

王
の
答
案
提
出
は
甚
だ
早
か
っ
た
。
牧
巻
官
は
そ
の
答
案
を
見
て
大
い
に
驚
き
、
た
だ
ち
に
監
臨
官
に
報
告
し
た
が
、
監
臨
官
は
そ
の
答

案
を
他
所
に
取
り
置
き
、
郷
試
の
終
場
す
る
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
九
月
の
合
格
護
表
の
頃
、
王
は
既
に

E
山
懸
に
踊
っ
て
久
し
か

っ
た
が
、
監
臨
官
よ
り
に
わ
か
に
省
都
に
出
頭
す
る
よ
う
緊
急
の
指
示
が
下
っ
た
。
王
は
こ
れ
を
奇
異
な
こ
と
と
い
ぶ
か
し
み
、
何
の
用
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件
か
見
嘗
も
つ
か
な
か
っ
た
。
黄
線
督
に
見
え
る
や
、
線
督
は
答
案
を
王
の
前
に
放
り
出
し
て
大
罵
し
た
。
「
汝
は
何
た
る
こ
と
を
し
た

の
か
。
そ
の
魂
臆
は
残
虐
き
わ
ま
り
な
く
、
死
を
以
て
し
で
も
罪
を
償
う
に
は
足
り
ぬ
」
。
王
が
答
案
を
手
に
取
っ
て
仔
細
に
開
請
し
て

み
る
と
、
な
ん
と
そ
れ
は
一
編
の
供
述
書
で
あ
り
、
解
答
文
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
内
容
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
兄
の
財
産
多
き
を
見
て
、
こ
れ
を
濁
り
占
め
し
よ
う
と
欲
し
、
宴
舎
の
夜
に
酒
に
毒
を
入
れ
、
こ
れ
を
毒
殺
し
ま
し
た
。
賓
客
を
招
き

死
者
の
供
養
を
し
た
こ
と
な
ど
は
、
す
べ
て
人
の
耳
目
を
ご
ま
か
す
た
め
で
し
た
が
、
皆
は
こ
れ
を
知
ら
ず
、
か
え
っ
て
褒
め
そ
や
し
た

の
で
す
。
兄
は
恨
み
を
九
泉
に
ま
で
抱
き
績
け
て
お
り
、
私
の
罪
は
寓
死
に
値
し
ま
す
。
今
こ
こ
に
供
述
い
た
し
ま
す
云
々
」
。
王
は
答

案
を
見
て
顔
色
を
失
い
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
調
べ
に
服
し
た
の
で
あ
る
。
(
巻
二
、
科
場
報
)

(
日
)

科
奉
試
験
場
|
|
特
に
郷
試
に
お
け
る
「
怪
談
」
が
、
こ
と
に
清
末
に
は
贋
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
夙
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
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「
科
場
報
」

一
話
も
、
そ
の
意
味
で
は
あ
り
ふ
れ
た
試
験
場
の
「
怪
談
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
う
わ
さ
話
に
つ
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い
て
は
、
情
報
提
供
者
呉
伯
卿
の
名
前
だ
け
で
は
な
く
、
呉
伯
卿
か
ら
話
を
聞
い
た
年
月
日
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

丁
治
業
が
儀
随
豚
訓
導
の
職
に
就
い
て
か
ら
六
年
を
経
た
の
ち
の
光
緒
二
三
年

(
一
八
九
七
年
)、
「
俸
漏
」

(一

定
年
限
の
満
了
)
を
迎
え
た
丁

治
裳
は
、
成
都
に
お
い
て
四
川
線
督
に
よ
る
「
験
看
」

(任
用
に
耐
え
う
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
面
接
)
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
三

月
末
に
儀
髄
燃
を
放
立
っ
た
丁
治
業
は
四
月

一
五
日
に
成
都
に
到
着
、
六
月

一
日
ま
で

一
月
中
十
に
わ
た
っ
て
成
都
に
滞
在
す
る
の
だ
が
、
こ
の

(ロ
)

時
の
日
記

『晋
省
記
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
呉
伯
卿
か
ら
件
の
「
怪
談
」
を
聞
い
た
の
は
、
四
川
線
督
の
面
接
を
待
ち
か
ね

て
無
柳
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
五
月

一
一
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
成
都
滞
在
中
、
丁
治
業
は
、
殺
、
水
際
訓
導
呉
伯
卿
を
は
じ
め
、
慶
安
州

附
字
正
陳
星
様
、
江
北
廃
訓
導
馬
紹
湘
、
南
渓
勝
教
諭
幹
光
華
な
ど
と
次
々
に
接
糊
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
呉
伯
卿
、
陳
星
様
、
幹
光
華
は
丁

治
業
同
様
、
「
俸
漏
験
看
」
ゆ
え
に
成
都
に
一
時
滞
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
彼
ら
相
互
の
交
際
は
、
「
俸
満
験
看
」
に
伴
う
一
連
の
行
政
手
績
き

(日
)

に
聞
し
て
情
報
交
換
を
行
う
た
め
に
も
必
要
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
丁
治
裳
が
投
宿
し
た

「条
隆
庖
」
は
、
「
俸
満
」
を
迎
え
て
面
接
を
受
け

書
吏
も
皆
そ
の
故
奮
で
あ
り
:
:
:
数
職
は
多
く
彼
を
頼
み
と
し
た
」
(
『
音
省
記
』
四
月
一
五
日
)
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
謝
星
五
は
、
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る
た
め
に
成
都
に
や
っ
て
く
る
教
職
在
任
者
の
常
宿
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
条
隆
庖
の
庖
主
謝
星
五
が
「
{
臣
途
を
熟
悉
し
、
院
司
、

「
験
看
」
を
受
け
る
教
職
在
任
者
の
た
め
に
、
{
臣
途
に
顔
を
利
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
条
隆
庖
に
や
っ
て
来
る
数
職
在
任
者
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
「
験
看
」
針
策
の
た
め
に
手
持
ち
の
情
報
を
交
換
し
た
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
の
ほ
か
に
も
た
と
え
ば
呉
伯
卿
か
ら

「科
場
報
」
の
物
語
を
仕
入
れ
た
よ
う
に
、
多
様
な
情
報
を
交
換
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
、

四

川
省
域
を
範
囲
と
す
る
「
う
わ
さ
」
の
流
通
に
、
省
内
を
巡
回
圏
と
す
る
教
職
在
任
者
、
経
験
者
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す

る
。
も
し
こ
の
推
測
が
大
過
な
け
れ
ば
、
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
に
採
録
さ
れ
た

「う
わ
さ
-
も
ま
た
、
官
職
に
手
の
届
く
程
度
に
は
科
奉
に
お
け

る
成
功
を
牧
め
な
が
ら
も
、
お
お
む
ね
そ
の
行
動
範
園
は
省
内
に
止
ま
る
地
方
士
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
「
記
憶
」
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
科
拳
試
に
お
け
る
因
果
感
報
に
つ
い
て
は
、
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
や
は
り
郷
試
に
関
わ
る
、
逸
話
(
巻
二
、
和
陰
案
)



を
一
話
、
府
試
に
開
わ
る
逸
話
(
巻
二
、
巧
報
)
を
一
話
牧
め
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
梗
概
の
み
紹
介
し
て
お
こ
う
。

成
豊
年
間
己
未
の
年
に
お
け
る
郷
試
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
愛
州
府
の
何
某
は
双
流
懸
の
王
某
に
請
わ
れ
て
部
屋
を
代
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

そ
の
部
屋
に
は
、
夜
に
な
る
と
王
某
を
捜
し
て
女
性
の
亡
霊
が
現
れ
た
。
何
某
が
亡
霊
に
誇
を
聞
く
と
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
な
事
情
で
あ
っ

た
。
そ
の
亡
霊
は
生
前
夫
に
先
立
た
れ
、
生
活
に
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
王
某
は
交
際
を
候
件
に
援
助
を
申
し
出
た
。

て
二
年
は
親
密
に
暮

ら
し
た
が
、

や
が
て
王
某
は
態
度
を
翻
し
援
助
を
絶
と
う
と
し
た
。
女
性
は
姑
を
奉
養
し
、
子
を
撫
育
す
る
た
め
に
強
い
て
王
某
に
従
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
王
某
の
仕
打
ち
に
憤
り
自
死
、
冥
府
に
寛
を
訴
え
て
復
讐
の
た
め
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
何
某
が
王
某
に
こ
の
話
を

停
え
て
確
認
を
求
め
る
と
、
王
某
は
地
面
に
倒
れ
臥
し
顔
色
は
死
灰
の
ご
と
く
で
あ
り
、
何
某
に
援
助
を
懇
願
し
た
。
何
某
は
言
う
。
「
事
は

名
節
に
関
わ
る
重
大
事
で
す
ぞ
、
命
が
惜
し
い
の
な
ら
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
に
財
産
を
費
や
す
こ
と
は
惜
し
く
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
」
王
某
が

同
意
す
る
と
、
今
度
は
何
某
は
亡
霊
を
説
得
に
か
か
っ
た
。
「
も
と
は
と
い
え
ば
あ
な
た
の
失
節
は
姑
と
子
を
養
わ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
む
し

い
て
心
を
動
か
さ
れ
た
亡
霊
は
提
案
に
同
意
、
も
ち
ろ
ん
王
某
も
直
ち
に
同
意
し
、
何
某
は
試
験
の
終
了
後
に
亡
霊
の
家
族
の
た
め
に
双
流
綜
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ろ
王
某
を
生
か
し
て
十
分
な
補
償
を
さ
せ
た
ほ
う
が
、
あ
な
た
の
孝
慈
の
心
を
成
就
す
る
事
に
な
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
」
と
。
こ
れ
を
聞

に
出
向
い
て
補
償
の
一
切
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。
何
某
が
郷
試
に
合
格
し
た
の
は
、
冥
府
の
裁
判
案
件
を
調
停
し
て
消
案
と
し
た
こ
の
時

の
功
績
の
故
で
あ
る
。

科
場
に
恨
み
を
抱
い
た
亡
霊
が
現
れ
る
と
い
う
設
定
自
鰻
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
平
凡
な
構
園
の
物
語
が
、
成
豊
九
年

四
川
省
郷
試
と
い
う
特
定
の
場
を
背
景
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
科
場
の
怪
談
は
、
あ
た
か
も
同
じ
脚
本
が
異
な
っ
た
舞

蔓
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
郷
試
の
行
わ
れ
た
年
代
、
関
わ
っ
た
人
物
の
姓
名
な
ど
、
逸
話
の
信
憲
性
を
高
め
現
{
貫
味
を
付
輿
す
る
た
め
の
固

有
名
詞
を
置
換
し
つ
つ
、
よ
く
似
た
筋
立
て
の
ま
ま
に
各
地
域
・
各
年
代
に
お
い
て
流
布
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
重
慶
で
行
わ
れ
た
府
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試
、
あ
る
い
は
成
都
で
行
わ
れ
た
郷
試
な
ど
、
な
じ
み
深
い
舞
蓋
背
景
を
以
て
語
り
出
さ
れ
る
「
怪
談
」
は
、
お
そ
ら
く
地
方
士
人
た
ち
に
と

っ
て
共
通
の
関
心
を
引
く
格
好
の
消
閑
の
話
題
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ま
さ
に
現
賓
味
を
付
奥
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
明
ら
か
な
因
果
態
報
の
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誼
左
を
と
も
な
っ
た
勧
戒
の
素
材
と
し
て
も
傍
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

「
和
陰
案
」
の
末
尾
に
、
丁
治
裳
は
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。
「
冥
府
の
訴
訟
案
件
を
調
停
す
る
こ
と
す
ら
こ
の
よ
う
に
功
徳
が
あ
る
。
ま

し
て
現
賓
の
訴
訟
案
件
を
調
停
し
う
る
者
な
ら
そ
の
功
徳
の
ほ
ど
い
か
ば
か
り
か
。
争
訟
を
調
停
す
る
者
の
た
め
の
勧
め
と
す
べ
き
で
あ
る
」
。

郷
試
以
下
の
地
方
レ
ベ
ル
に
お
け
る
科
奉
を
題
材
に
因
果
態
報
を
説
く
事
自
龍
、
も
と
も
と
数
職
任
官
者
ま
で
を
ほ
ぼ
上
限
と
す
る
地
方
士
人

た
ち
に
よ
る
話
題
の
授
受
を
背
後
に
想
定
さ
せ
る
の
だ
が
、
「
和
陰
案
」
に
お
け
る
争
訟
調
停
と
い
う
話
題
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
地
方
士
人

か
ら
の
関
心
を
珠
想
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

丁
治
裳
と
同
じ
く
合
州
の
出
身
に
し
て
、

(
M
)
 

や
は
り
数
職
(
彰
水
際
訓
導
)
の
任
を
経
験
し
た
張
徳
紳
な
る
人
物
が
い
る
。
彼
の
郷
里
に
お
け

る
活
動
に
つ
い
て
、
民
園
『
合
川
豚
志
』
は
次
の
よ
う
に
俸
え
て
い
る
。

張
徳
紳
は
合
州
鼓
楼
場
の
人
。
彰
水
牒
訓
導
の
任
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
貧
孤
を
救
済
す
る
た
め
の
楽
善
堂
の
創
設
を
首
唱
、
郷
里
に
蹄
つ
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た
後
に
は
、
善
書
を
講
じ
「
十
全
曾
」
を
興
し
て
貧
苦
の
救
済
を
行
っ
た
ほ
か
、
紛
争
の
調
停
に
努
め
た
。
人
々
は
そ
の
公
正
を
「
争
訟
し
て

官
に
到
る
よ
り
、
張
皐
老
師
の
公
断
を
聴
く
に
如
か
ず
-
と
稽
え
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
張
徳
紳
に
限
ら
ず
、
こ
の
時
期
以
降
編
纂
さ
れ
た
四
川
地
方
志
は
、
公
正
に
し
て
敏
速
な
判
断
に

(
日
)

基
づ
く
調
停
に
よ
り
、
争
訟
に
至
る
前
に
紛
争
を
終
息
さ
せ
た
地
方
士
人
た
ち
の
列
俸
を
し
ば
し
ば
採
録
し
て
い
る
。
民
国
『
官
一
漢
懸
志
』
は
、

特
に
「
公
正
紳
董
」
な
る
一
項
を
立
て
、
郷
鎮
に
お
い
て
地
方
祉
曾
の
秩
序
維
持
に
貢
献
し
た
園
練
の
指
導
者
た
ち
の
宵
像
を
記
録
す
る
が
、

そ
の
位
以
述
に
お
い
て
は
争
訟
の
調
停
と
解
消
こ
そ
が
あ
た
か
も
紳
董
の
公
正
・
有
能
の
誼
で
あ
る
か
の
よ
う
に
顕
彰
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
園

線
と
な
っ
て
か
ら
二
十
数
年
間
、
そ
の
地
に
は
「
獄
訟
の
事
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
徐
鎮
、
あ
る
い
は
一
日
に
一
七
の
訴
訟
を
解
決
し
た
と
い

う
向
承
模
な
ど
、
枚
拳
に
い
と
ま
な
い
。
争
訟
を
調
停
し
て
解
消
す
る
こ
と
は
、
地
域
一
枇
曾
の
風
化
に
関
わ
る
ゆ
え
に
、
地
方
士
人
に
と
っ
て

告
回
矯
で
あ
る
と
同
時
に
、
因
果
態
報
の

「
種
」
と
な
る
「
善
」
行
で
も
あ

っ
た
。

い
わ
ば
「
科
場
」
の
怪
談
と
は
、
未
だ
科
奉
身
分
に
届
か
ざ

る
地
方
士
人
た
ち
に
と
っ
て
は
勘
善
の
説
話
で
あ
る
と
同
時
に
、
科
奉
身
分
保
有
者
に
と
っ
て
は
、
結
果
的
に
自
ら
が
過
去
に
不
善
を
行
わ
ず



差
口
功
を
積
ん
で
き
た
こ
と
を
誼
す
る
説
話
と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
士
人
た
ち
の
交
際
に
お
い
て
興
味
を
引
く
ゴ
シ
ッ
プ
と
し
て
し

ば
し
ば
交
換
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
「
科
場
の
怪
談
」
も
ま
た
、
そ
の
基
暦
に
は
揺
ら
ぎ
始
め
た
既
存
の
秩
序
と
債
値
韓
系
を
護
持
す
る
た
め
の
論

理
を
伏
在
さ
せ
て
お
り
、
こ
う
し
た

「科
場
の
怪
談
」
が
、
も
し
も
清
末
時
期
に
よ
り
多
く
祉
舎
に
流
出
し
つ
つ
記
憶
に
留
め
ら
れ
て
い
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お

わ

り

小
稿
は
、
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
と
い
う
小
さ
な
窓
か
ら
見
え
て
く
る
清
末
地
方
祉
曾
の
風
景
を
素
描
し
つ
つ
、

い
く
つ
か
推
論
を
重
ね
て
き
た
。

改
め
て
こ
れ
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

『仕
隠
粛
渉
筆
」
に
採
録
さ
れ
た
人
の
行
矯
に
闘
わ
る
「
う
わ
さ
」
に
は
、

い
く
つ
か
の
逸
話
を
貫
い
て
共
通
す
る
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
た
。

い
う
語
り
口
で
あ
る
。
こ
の
場
合
特
徴
的
な
の
は
、

「善
」
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
因
果
磨
報
が
、

た
と
え
ば
成
功
や
繁
栄
な
ど
の
方
向
に
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そ
れ
は
、
上
は
地
方
官
僚
か
ら
下
は
一
農
民
に
至
る
ま
で
、
行
鴛
の
主
程
は
誰
で
あ
れ
、

「善
」
が
災
厄
か
ら
救
済
の
奇
跡
を
引
き
起
こ
す
と

お
い
て
で
は
な
く
、
災
厄
の
消
除
(
皐
魅
時
に
お
け
る
降
雨
)
、
災
厄
か
ら
の
救
済
(
災
害
時
に
お
け
る
生
存
て
と
い
っ
た
危
機
か
ら
の
回
生
と
し

て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
奮
稿
に
お
い
て
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
果
た
し
て
嘗
時
の
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
そ
の
よ
う
な
世
界

観
を
自
ら
の
確
信
と
し
て
内
面
化
し
て
い
た
か
は
と
も
か
く
、
波
紋
的
に
襲
っ
て
く
る

「劫
」
(
破
滅
的
な
大
災
害
)
と
、
そ
こ
か
ら
の
救
済
こ

そ
が
、
地
方
枇
舎
に
お
け
る
大
き
な
関
心
事
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

清
朝
統
治
の
動
揺
が
、
地
方
一
吐
舎
か
ら
の
眼
差
し
に
と
っ
て
も
明
白
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
混
乱
と
危
機
に
瀕
し
た
全
程

秩
序
か
ら
の
救
済
を
も
た
ら
す
手
が
か
り
を
、
も
は
や

「外
部
」
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
の
私
た
ち
の
眼
差
し
か
ら
見
れ
ば
い
か

に
迂
遠
で
あ
れ
、
救
済
は
地
域
の
内
側
に
、
そ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
の
内
面
か
ら
琵
す
る

「善
」
に
求
め
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
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そ
し
て
救
済
の
手
が
か
り
た
る
「
善
」
の
特
徴
に
つ
い
て
は
二
黙
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、

い
わ
ば
そ
の
内
面
主
義
的
側
面
で
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(
日
)

あ
る
。
こ
の
琵
想
に
お
い
て
は
、
行
鴬
さ
れ
た
か
た
ち
自
慢
よ
り
も
、
内
面
の
「
徳
」
性
か
ら
自
ず
と
溢
れ
出
る
「
自
然
」
に
基
づ
く
動
機
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
『
仕
隠
粛
渉
筆
』
に
掲
載
さ
れ
た
官
僚
の
許
債
に
関
わ
る
「
う
わ
さ
」
な
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
思
考
と
感
性
を
緩
や
か
に
共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
知
豚
張
乗
埜
が
、
た
と
え
能
吏
と
し
て
地
域
防
衛
に

大
き
な
貢
献
を
果
た
し
、

し
か
も
そ
の
功
は
否
み
難
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
極
言
す
れ
ば
そ
れ
は
会
一
韓
秩
序
を
挽
回
す
る
た
め
に
必
要
な
本
質

的
な
努
力
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
り
に
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
郷
評
の
世
界
に
お
け
る
「
語
り
口
」
が
、

む
し
ろ
官
僚
そ
の
人
の
遁
徳
的
資
質
ラ
」
そ
を
批
評
の
狙
上
に
載
せ
た
こ
と
も
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
内
面
主
義
は
、
そ
も
そ
も
本
嘗
に
「
善
」
に
よ
っ
て
救
済
は
果
た
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
善
」
な
る
規
範
と
は
何
で
あ

る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
か
け
自
曜
を
封
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
救
済
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
行
矯
が
内
面

的
「
徳
」
性
か
ら
ほ
と
ば
し
っ
た
「
自
然
」
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
現
賓
に
お
け
る
救
済

84一

の
有
無
に
閥
わ
り
な
く
、
あ
る
特
定
の
償
値
規
範
が
「
善
」
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
差
己
が
必
ず
救
済

を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
疑
い
を
差
し
は
さ
む
絵
地
の
な
い
自
明
の
前
提
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
以
上
の
論
貼
と
も
関
わ
る
が
、
何
が
「
善
」
な
る
慣
値
規
範
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
認
知
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
域
枇
舎
の
エ
リ
ー

ト
暦
に
よ

っ
て
濁
占
的
に
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
孝
」
と
い
う
慣
値
規
範
が
、

ひ
と
た
び
救
済
を
賓
現
し
う
る
最
高

の
徳
目
と
し
て
宣
告
さ
れ
れ
ば
、
先
に
遮
ベ
た
内
面
主
義
の
論
理
に
従
う
限
り
、
そ
の
徳
目
に
針
す
る
忠
誠
が
本
嘗
に
救
済
を
も
た
ら
す
最
も

有
数
な
方
途
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
念
を
護
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
救
済
の
奇
跡
を
遡
れ
ば
、
純
粋
な
「
孝
」
を
接
見
で
き
る
こ
と

が
何
よ
り
も
「
孝
」
の
数
力
の
誼
で
あ
る
。
そ
し
て
奇
跡
の
遠
い
背
景
に
そ
の
よ
う
な
債
値
規
範
へ
の
内
面
か
ら
の
忠
誠
を
護
見
し
、
癒
彰
、

喧
博
す
る
の
は
、
地
方
官
の
執
り
行
う
稽
揚
と
と
も
に
、
地
方
士
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
「
う
わ
さ
」
(
「
口
碑
」
)
で
あ
っ
た
。
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
「
う
わ
さ
-
に
よ
っ
て
こ
そ
、
地
域
枇
舎
に
生
起
し
た
「
異
饗
」
、
「
奇
跡
」
は
意
味
を
輿
え
ら
れ
、
地
域
の
記
憶
の
一
部
を
形

成
し
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



省
レ
ベ
ル
に
お
い
て
情
報
H

「う
わ
さ
」
を
流
通
さ
せ
る
よ
う
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
紡
ぎ
出
す
に
嘗
た
り
、
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
と
思

越
え
て
四
川
各
地
域
の

「う
わ
さ
」
を、

わ
れ
る
の
が
、
省
内
を
基
本
的
な
巡
回
圏
と
す
る
数
職
在
任
者
で
あ
る
。
丁
治
業
も
、
ま
さ
に
敬
職
に
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
合
州
と
い
う
地
域
を

よ
り
直
接
的
に
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

丁
治
業
が
浸
す
る
の
は
一
九

O
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
四
川
各
地
に
績
琵
し
た
紅
燈
数
反
乱
は
、
地
域
秩
序
の
深
刻
な
動
揺
を

か
つ
て
エ

リ
ー
ト
に
よ
っ
て
濁
占
的
に
櫓
わ
れ
て
い
た
「
善
」
を
敬
徒
た
ち
が
代
替
的
に
龍
現
し
、

「貧
官
汚
吏
」
を
懲
罰
す
る
と
い

い
わ
ば
こ
の
運
動
の
論
理
は
、
地
方
士
人
た
ち
の
掲
げ
て
き
た
「
善
」
に
同
調
し
つ
つ
、

う
論
理
を
内
在
し
て
い
た
。

し
か
も
『
仕
隠
薪
渉

筆
」
の
世
界
を
内
側
か
ら
逸
脱
す
る
。
こ
の
時
、
最
晩
年
の
丁
治
業
が
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
の
か
知
る
す
べ
は
な
い
。
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註(
1
)

丁
治
裳
と
い
う
人
物
、
な
ら
び
に
彼
の
著
作

『仕
隠
粛
渉
筆
』
に

つ
い
て
は
、
筆
者
の
奮
稿
「
生
き
ら
れ
た
「
地
域
」
l
l
丁
治
裳

『仕
隠
務
渉
筆
』
の
世
界
|

|
」
(
山
本
英
史
編

『傍
統
中
園
の
地

域
像
』
慶
感
義
塾
大
挙
出
版
舎
、

二
O
O
O年
)
参
照
。
な
お
、
奮

稿
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、

『仕
隠
薪
渉
筆
」
は
、
民
国

『合
川
将

志
』
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
文
は
、
一
九
八
五

年
、
四
川
人
民
出
版
社
よ
り
黙
校
本
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
明
ら
か
に

な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
小
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
四
川
人
民
出
版

社
刊
行
の
鈷
校
本
を
用
い
て
い
る
。

(
2
)

あ
る
思
考
や
祉
舎
通
念
が
共
有
さ
れ
る
前
提
と
し
て
の
交
際
関
係
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
近
年
と
く
に
宋
代
史
研
究
に
お
い
て

注
目
を
集
め
、
多
く
の
研
究
が
後
表
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
以

上
の
よ
う
な
観
勃
を
意
識
的
に
取
り
あ
げ
た
論
集
と
し
て
宋
代
史
研

究
舎

『宋
代
社
舎
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古
書
院、

一
九
九
八
年
。

ま
た
、
最
近
の
研
究
か
ら
例
を
暴
げ
れ
ば
、
山
口
智
哉
「
宋
代
「
同

年
小
銭
」
考
」
(
『
中
園
|

|
枇
舎
と
文
化
l
|」

一七、

二
O
O
二

年
)
、
岡
元
司
「
南
宋
期
の
地
域
枇
舎
に
お
け
る
「
友
」
」
(
『東
洋
史

研
究
」
六

一

四、

二
O
O
三
年
)
な
ど
。

(3
)

一
九
八
四
年
、
や
は
り
四
川
人
民
出
版
社
か
ら
、
丁
治
裳
の
紀
行

文
が
勃
校
本
に
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
丁
治
裳
紀
行
四
種
」

に
収
め
ら
れ
た

『耳
目
省
記
」
に
よ
れ
ば
、
親
し
い
「
奮
友
荷
陣
山
」

が
「
織
に
在
り
て
綱
綴
競
を
開
」
い
て
い
た
こ
と
、
丁
治
裳
の
二
人

の
息
子
が
「
府
書
院
」
に
い
た
こ
と
、
を
知
り
う
る
。

(
4
)

張
乗
埜
は
、
貴
州
貴
筑
の
人
、
今
の
と
こ
ろ
、
成
豊
年
間
に
四
川

各
地
の
知
豚
を
歴
任
し
た
と
い
う
以
外
に
情
報
を
見
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
民
図

『江
津
間
紳
士
心
」
巻
六
、
官
師
、
は
、
張
乗
埜
が
「
三

- 85一
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費
局
」
を
創
設
し
た
こ
と
を
「
民
便
之
」
と
評
償
し
な
が
ら
、
「
そ

の
規
登
一
切
、
章
程
の
詳
{
疋
な
ど
は
、
賢
官
排
沈
西
亭
の
力
に
負
う
と

こ
ろ
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
地
方
官
の
傍
で
あ
り
な
が
ら
、
こ

と
さ
ら
に
「
賢
幕
」
の
力
に
言
及
す
る

『江
津
師
紳
士
と
の
絞
速
か
ら

も
張
乗
埜
の
許
債
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(5
)

陳
仲
良
は
、
遁
光

一
九
年
の
合
州
知
州
。
民
図

『合
川
町
肺
志
」
に

は
、
裁
書
甚
だ
多
く
、
官
僚
と
な

っ
て
も
こ
れ
を
持
ち
歩
い
て
い
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
民
園

『合
川
勝
志
』
巻
三
八
、
名

古臣
。

(
6
)

た
と
え
ば
清
代
の
官
緩
書
の
一
つ
、
徐
文
弼

『新
編
吏
治
懸
鏡
』

巻
七
に
は
、
「
救
日午
」
な
る

一
項
目
が
立
て
ら
れ
、
「
祈
雨
法
」
に
つ

い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
官
緩
や
筆
記
小
説
の

類
に
お
い
て
新
雨
な
ど
、
官
僚
が
自
然
界
に
ま
で
働
き
か
け
る
こ
と

を
嘗
然
と
見
な
す
記
述
は
数
多
い
。

(7
)

紀
大
套
は
、
嘉
慶
二一

年、

二
四
年
に
二
度
合
州
知
州
を
つ
と
め

て
い
る
。
民
図

『合
川
勝
士心
」
巻
三
八
、
名
{
臣
、
に
詳
細
な
停
を
残

す
。
な
お
、

『清
史
稿
」
循
吏
二

(
列
博
二
六
回
)
、
に
も
簡
躍
な
記

述
な
が
ら
停
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
『
仕
際
融
問
捗
筆
』
の
記
述
自
健

は
こ
れ
ら
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
民
国
『
合
川
豚
志
』
に
は
「
藤
雨

祈
階
、
感
験
あ
ら
、さ
る
無
し
」
の

一
句
が
あ
る
。

(
8
)

牛
樹
梅
に
つ
い
て
は
、
前
掲
笛
稿
参
照
。
牛
樹
梅
の
停
は

『清
史

稿
」
循
吏
四

(列
停
二
六
六
)
に
見
え
る
。

(9
)

扶
札
に
つ
い
て
は
、
可
児
弘
明
「
扶
鷲
雑
記
|
|
民
衆
遁
教
の
周

透
(
そ
の
一
)
|
|
」
(
『
史
撃
』
四
五
巻
一
競
、

一
九
七

O
年
)
参

n
u
N
O
 

(
叩
)

清
代
州
豚
に
お
け
る
数
織
に
つ
い
て
筒
軍
に
鰯
れ
て
お
け
ば
、
州

に
向
学
正

・
訓
導
が
、
際
に
数
議

・
訓
導
が
置
か
れ
て
い
る
。
品
就
職
は

例
と
し
て
本
省
人
を
用
い
、
同
府
、
同
州
に
は
任
用
さ
れ
な
い
。
こ

の
結
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

『清
史
稿
』
職
官
志
三
、
な
ど
。

(
日
)

科
場
で
は
平
素
か
ら
の
行
い
に
基
づ
く
因
果
感
報
が
現
れ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
た
め
(
宮
崎
市
定

『科
翠
史
」
卒
凡
社
、

一
九
八
七

年
)
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
う
わ
さ
」
は
跡
を
絶
た
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。
具
健
的
に
は
、
同
じ
く
宮
崎
市{疋

『科
傘
|
|
中
園
の
試
験

地
獄
」
中
央
公
論
枇
、
一
九
六
三
年
、
に
、
清
末
の

『勧
戒
録
選
』

に
基
づ
く
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。

(
は
)

『
耳
目
省
記
』
は
、
前
掲

『丁
治
裳
紀
行
四
種
』
所
収
。『
耳
目
省
記
』

は
、
了
治
裳
が
「
俸
満
験
看
」
の
た
め
、
儀
問
問
懸
か
ら
成
都
に
向
か

い
、
そ
こ
か
ら
合
州
に
鋳
る
ま
で
、
光
緒
二
三
年

(
一
八
九
七
年
)

一
二
月
二
七
日
か
ら
、
六
月
二
二
日
ま
で
七

O
日
ほ
ど
の
記
録
で
あ
る
。

(
日
)

『
管
省
記
』
に
よ
れ
ば
、
丁
治
裳
が
成
都
滞
在
中
の
五
月

一
六
日
、

南
渓
際
救
稔
幹
光
華
が
や

っ
て
き
て
「
験
看
規
模
、
使
費
若
干
」
を

問
い
尋
ね
て
い
る
。
丁
治
裳
は
「
一
一
こ
れ
を
告
げ
た
」
。
相
互
に

情
報
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

(
H
H
)

張
徳
紳
に
つ

い
て
は
、

拙
著

『移
住
民
の
秩
序
』
(
名
古
屋
大
型

出
版
舎
、

一
九
九
五
)
第
六
章
「
四
川
省
合
州
」
参
照
。
民
図

『合

川
豚
志
』
巻
四
六
、
郷
賢
、
に
よ
れ
ば
、
張
徳
紳
は
郷
里
に
て
功
過

絡
な
ど
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
鼠
牙
雀
角
の
「
八
ム
断
」
に
よ

っ
て
護

望
あ
っ
た
と
い
う
。

(江川)

地
域
に
お
け
る
争
訟
の
解
消
が
「
善
奉
」
の

一

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
参
照
。
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っ
と
見
な
さ
れ
て



(
日
)
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
内
面
主
義
的
側
面
(
行
篤
よ
り
動
機
の
重

頑
)
は
、
秋
月
観
峡
が
釜
口
霊
園
に
見
出
し
て
い
る
「
心
意
主
義
」
と
相

似
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
秋
月
は
「
心
意
主
義
」
を
、
遁

数
の
歴
史
を
遁
底
す
る
特
質
と
捉
え
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
「
心

意
主
義
」
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
清
末
に
お
け
る
秩
序
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動
揺
の
一
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お

き
た
い
。
「
心
意
主
義
」
に

つ
い
て
は
、
秋
月
観
峡
「
這
敬
と
中
園

の
倫
理
|
|
善
書
に
お
け
る
心
意
主
義
の
展
望
|
|
」
(
秋
月
観
峡

編

『遁
教
と
宗
敬
文
化
』
卒
、
河
出
版
社
、
一
九
八
七
年
)
な
ど
を
参

n
E
H
O
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excavated materials｡

　　

In the ＆st portion of this article,the author concludes on the basis of analy-

ses of certain stereotyped eχpressions and terms found in the tｅχisthat the chap-

ters on military techniques can be divided into four groups, i. e., group l，subdi-

vided into chapters on Beichengmen 備城門, Beishui備水, and Beitu 備突; group

II, divided into Beigaolin 備高臨, Beiti備梯, Beixue備穴, and Beiy迂ｕ備蟻傅

chapters; group Ill, divided into Yingdici 迎敵祠, Qizhi旗幟, and Haoling 琥令

chapters; and group IV, Zashou雑守. In the second portion of this article,the au-

thor concludes on the basis of comparative analyses of the“Shoufa” and “Shou-

nng” chapters and the Beichengmen and Haoling chapters that the “Shoufa” and

“Shouling” chapters quote the Beichengmen and Haoling chapters and that some

chapters on military techniques had already been compiled together before the

compilation of the“Shoufa” and“Shouling”chapters in the Qi kingdom in the later

half of the third century B.C. In the third portion of this article,the author con-

eludes on the basis of ａ comparative analysis of the Haoling chapters with the Qin

Codes from Shuihudi and Longgang and the Han Code from Zhangjiashan that the

Haoling chapter reflects militarylaws of the Qin state in the former half of the

third century B.C. Additionally, the author presumes that after the chapters of

group II were compiled in areas of Qi and Lu, then the chapters of group l were

compiled under the influence of the chapters in group Ill, which had been lntro-

duced from the Qin area, and finally,group IV, the“Zashou” chapter, was com-

piled by rearranging the other chapters, and that at least the chapters of groups l

and Ill had already been collected together into one text and had circulatedin Qi

when the“Shoufa” and “Shouling”chapters were compiled.
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DING ZHITANG'S ＳＨＩ-ＹＩＮ-ＺＨＡＩＳＨＥ-ＢI

Yamada Masaru

　　

Ding Zhitang Ｔ治案(1837-1902), who was from Hezhou 合州, Chongqing in

Sichuan, composed the pre-modem novel Ｓｈｉ-ｙin一ｚhatshe-bt仕隠斎渉筆.Ａ classic

example of the local elite,Ding's ｏ伍cialpost was no more than that of an educa-

tor, and spent nearly his entire 誕ｅwithout leaving Sichuan. Precisely because of

this fact, the pre-modem novel Shi-yin一zhaishe一bi,which he penned ｍ the last

year of his ほｅ contains various“rumors" that circulatedin society of Sichuan ｍ
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the late Qing｡

　　

One can see ａ certain commonality among the strange “rumors,” whose ａｕ’

thenticitywere not immediately apparent, recorded in the Ｓｈｉ-ｙin-ｚhaiｓhe-bi.This

is that from local bureaucrat on down to peasant farmer, whoever be the chief

actor, there existed ａmanner of tellingtales that recounted that good works could

cause miracles that saved people from disaster. At time when the tremors that

shook Qing rule became obvious even to those in local society, it was unthinkable

that the politicalauthorities might provide ａ method for salvation from the turmoil

and danger facing the general social order. The method for realizing miraculous

salvation which at 趾st glance to be so round-about could only be sought in the ｗⅢ

arising within each individual to perform good deeds. However, in order that good

deeds be linked to salvation,it was believed that the wiU to do good deeds must

be pure and overflow naturally from within the individual｡

　　

Accounts of“rumors” of miracles triggered by good deeds were conveyed by

networks of local elites,and it is thought that at the core of these eliteswere the

educators whose function was to circulate throughtout Sichuan. The narrative of

good deeds triggering miracles recorded in the Shi丿in-ｚhaiｓhe一加reflectsboth the

consciousness of ａdesire for order of the local elite and moral injunction designed

to promote good in local society.

THE NATURAL FOOT SOCIETY AND THE BUCHANZUHUI

Takashima Ｋ6

　　

The liberation from footbinding has previously been treated as ａ part of the

movement for women's liberation.This articlefocuses on the relationshipbetween

the Natural Foot Society 天足會and the Buchanzuhui 不纏足會(ＵｎｂｏｕｎｄFoot

Society), taking an innovative reexamination of the anti-footbinding movement.

Criticism of footbinding had arisen in China as early as the Sung period, but these

early attempts cannot be directlylinked to the anti-footbinding movement in the

Wuxu reform period. The origins of the anti-footbindingmovement can be tracted

to the Buguozuhui 不裏足會(Unclad Foot Association) established by Kang

Youwei康有寫in 1883, but this is likely to have been nothing more than an

agreement among friends. Such attempts were conducted in every region of Chi-

na, but always ended up as an isolated local phenomenon. The direct impetus for

the liberation during the period of the Wuxu reform was the establishment
of the
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