
底

球

の

百

詩

て

-e・--'"

Jコ
k 、

士
口

幸

-r

、，1 
・・・9

、

F
E『
L

，

次

J r J 

ひ
と
び
と
が
三
世
紀
の
中
ご
ろ
貌
の
王
朝
の
文
人
と
し
て
、
腹
球
、

字
で
呼
べ
ば
謄
休
趨
の
名
を
、
記
憶
す
る
の
は
、
主
と
し
て
、
、
梁
の
昭

明
太
子
新
統

(
A
υ

五
O
一l
t
五
一
一
一
一
)
の
文
濯
が
、
そ
の
詩
の
部
に
、

彼
の
百
二
持
一
首
を
、

花
、
ま
コ
〉

t
Fた
こ
よ

」
川
げ
し

U
1
t
A
、‘
k
、
札
が
h
u
w
A技

1
1

牧
め
る
か
ら
で
あ
る
。

れ
た
人
な
ら
ば
、
梁
の
鐙
峨
の
詩
品
が
、
彼
の
詩
を
以
て
陶
淵
明
の
詩
の
源
と
す
る
こ
と
を
記
憶
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
選
は
そ
の
者
の
部
に

も
、
彼
の
書
簡
四
首
を
牧
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
人
人
の
愛
讃
す
る
も
の
で
は
な
い
。

文
選
に
の
せ
る
百
一
詩
一
首
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

下
流
は
慮
る
べ
か
ら
ず

君
子
は
朕
の
初
め
を
恨
し
む

は

や

あ

-

り

わ

名
の
高
き
こ
と
宿
く
よ
り
著
れ
ざ
れ
ば

用
く
て
侵
献
を
受
け
易
し

前
者
に
は
官
を
襲
て
て
去
り
し
と
き

下
流
不
可
慮

君
子
慢
.
欣
初

名
高
不
宿
著

易
用
受
佼
杯
一

前
者
策
官
去

肱
坊
の
百
一
時
に
つ
い
て
(
古
川
)

j¥. 
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十

川

年

記

念

論

集

有
人
適
我
悶

国
家
無
所
有

的
阻
焚
枯
魚

間
我
何
功
徳

ニ
入
承
閉
山
胤

所
占
於
此
土

是
謂
仁
智
居

文
章
不
経
闘

信
一
体
限
無
尺
求
円

用
等
稀
才
県

往
往
見
歎
血
管

避
庸
脆
向
陳

時
子
賞
空
一
蹴

宋
人
沼
周
客

惣
憐
脳
陣
所
如

人
有
り
て
我
が
聞
に
過
り
ぬ

醜f回
をIr家

酌に
みは
て有
枯る
魚所
を無
焚け
くれ

lま

我
に
問
う
ら
く
何
の
功
徳
あ
り
て

三
た
び
一
水
明
の
戚
に
入
り
し
ゃ

j
t
 

占
う
所
の
此
の
土
に
於
い
て
す
る
は

是
を
仁
智
の
居
な
り
と
調
え
る
や

文
章
は
闘
を
終
め
ず

住
僚
に
は
尺
の
脊
も
無
き
に

新
を
用
っ
て
か
才
皐
と
稀
せ
ら
れ

往
往
に
し
て
歎
血
管
せ
ら
る
る
や
と

白
川

崎
を
避
り
脆
き
て
自
ず
か
ら
陳
ぷ
ら
く

賎
し
き
子
は
貨
に
空
虚
な
り

~(宋
憐 人
しの
て周
如で客
くれに

所 j!l
無う
しご

と
く

J¥ 

こ
の
詩
を
讃
ん
で
人
人
が
ま
ず
感
い
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
詩
の
色
A
円
が
、
普
通
に
貌
詳
の
代
表
と
さ
れ
る
建
安
の
詩
と
は
、
異
る
こ
と
で

あ
る
。
詩
の
大
意
は
、

は
っ
き
り
し
た
名
勝
を
も
た
な
い
か

下
流
、

す
な
わ
ち
不
利
な
立
場
に
い
る
も
の
は
、

い
や
が
上
に
も
不
利
で
あ
り
、

あ
る
日
、
訪
客
か
ら
、
詰
責
を
う
け
た
、
道
徳
も
準
問
も

ぎ
り
，
、
何
事
に
つ
け
て
も
馬
鹿
に
さ
れ
や
す
い
、
僻
服
し
て
家
居
す
る
お
の
れ
は
、



、

， 

な
い
身
で
あ
り
な
が
ら
、
何
ゆ
え
に
三
た
び
も
天
子
側
近
の
巨
と
な
り
、
世
人
の
曾
敬
を
う
け
た
か
と
。

こ
の
詰
責
に
針
し
、

お
の
れ
は
ひ
た

す
ら
に
恐
れ
入
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
建
安
の
詩
の
色
合
で
は
な
い
。

こ
の
世
紀
の
は
じ
め
の
建
安
(
A
P

一九
O
上
三
ο)
の
詩
人
た
ち
が
好
ん
で
主
題
と
す
る
も
の
は
、

情
念
の
燃
焼
で
あ
っ
た
。

そ
の
代
表
で

あ
る
曹
梢
(
A
い
一
九
て
|
一
一
一
・
一
一
)
の
詩
が
、

し
ば
し
ば
棄
て
ら
れ
た
女
の
口
吻
に
侭
托
す
る
の
は
、
情
念
の
燃
焼
し
や
す
い
緊
授
の
場
を
、

想
に
よ
っ
て
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
君
は
行
い
て
十
年
を
撒
え
、
孤
り
な
る
妾
は
常
に
濁
り
楼
ぬ
。
願
わ
く
は
西
南
の
風
と
偽
り
、
長

く
逝
い
て
君
が
懐
に
入
ら
ん

d

君
の
懐
の
時
に
開
か
ず
ん
ば
、
賎
し
き
妾
は
嘗
に
何
に
か
依
る
可
き
。
」

空

(
曹
植
七
哀
)
或
い
は
空
想
に
よ
ら
な
い

貰
生
活
の
歌
も
、
生
活
の
緊
張
し
た
場
面
を
素
材
と
し
が
ち
で
あ
る
。
曹
植
が
そ
の
弟
で
あ
る
白
馬
王
彪
に
贈
っ
た
詩
が
、
生
波
の
最
も
危
機

た
ま
ゆ
ら

「
獲
故
は
斯
須
に
在
り
、
百
年
を
誰
か
能
く
持
た
ん
o
」
「
涙
を
牧
め
て
長
き
路
に
郎
く
、
筆

的
な
時
間
に
作
ら
れ
た
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

を
援
り
て
此
れ
従
り
僻
す
。
」
ま
た
壬
集

(
A
D
一
七
七
|
一
二
七
)
の
代
表
作
で
あ
る
従
軍
の
詩
も
、

や
は
り
生
慌
の
緊
張
し
た
時
間
に
作
ら
れ
て

「
白
日
は
珂
の
山
に
半
ば
し
、
桑
林
に
絵
臨
有
り
。
螺
蜂
は
岸
を
爽
み
て
鳴
き
、
孤
鳥
は
開
閉
と
し
て
飛
ぶ
。
純
夫
は
心
に
懐
い
多
く
、

懐
償
と
し
て
五
日
を
し
て
悲
し
ま
し
む
。
船
を
下
り
て
高
き
防
に
整
れ
ば
、
草
露
は
我
が
衣
を
揺
す
。
身
を
廻
ら
し
て
林
に
赴
い
て
寝
ぬ
、
此
の

愁
を
嘗
に
誰
に
か
告
ぐ
べ
き
。
」
情
念
の
燃
焼
の
場
で
あ
る
故
に
、
え
が
か
れ
た
風
景
も
ま
た
、
緊
張
し
た
風
景
が
え
ら
ば
れ
て
い
る
。

い
る
。ま

た
そ
も
そ
も
建
安
の
詩
が
、

以
上
に
あ
げ
た
諸
例
で
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
悲
哀
に
か
た
む
き
が
ち
な
の
は
、
悲
哀
こ
そ
情
念
を
生
み
や

す
い
感
情
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
り
少
い
比
率
で
現
れ
る
歓
築
の
詩
が
、

お
お
む
ね
公
宴
の
詩
で
あ
る
の
も
、
そ
れ
が
や
は
り
緊
張
の
場

要
す
る
に
貌
初
建
安
の
詩
は
、
緊
張
の
場
に
お
け
る
情
念
の
燃
焼
を
主
題
と
し
が
ち
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
瞳
球
の
詩
は
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
や
や
か
な
自
明
で
あ
る
。
訪
客
か
ら
自
己
の
無
偽
無
能
を
明
笑
さ
れ
、
そ
れ
に
答

え
る
と
い
う
趣
向
は
、
彼
以
前
の
文
撃
で
も
、

文
章
の
世
界
で
は
頻
見
す
る
。
漢
の
東
方
朔
の
「
客
の
難
に
答
う
」
、
楊
雄
の
「
解
明
」
、
班
凶

聴
球
の
百
一
詩
に
づ
い
て
(
古
川
)

j¥ 
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八

佐l

の
「
賓
の
戯
れ
に
答
う
」
な
ど
、

文
選
が
そ
の
「
殺
論
」
の
部
に
お
さ
め
る
諸
文
章
、

ま
た
文
心
脈
龍
の
雑
文
篇
が
、
そ
れ
ら
に
更
に
組
閣
の

「
透
旨
」
、
張
衡
の
「
藤
間
」
、
総
定
の
「
客
機
」
、
森
邑
の
「
樺
海
」
、
曹
植
の
「
客
間
」
な
ど
を
加
え
て
論
ず
る
諸
文
章
は
、

早
く
か
ら
こ
の

趣
向
を
く
り
か
え
し
て
用
い
て
来
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
爆
破
は
五
言
詩
の
世
界
に
う
つ
し
た
と
見
得
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
の
文
章
で
は
、

主
人
は
自
己
の
不
湿
の
原
因
を
、
自
己
と
時
世
と
の
矛
盾
に
蹄
し
、
自
己
の
才
能
に
劃
し
て
は
な
お
絶
大
の
向
信
を
表
白
す
る
の
を
常
と
す
る

に
針
し
、

こ
の
詩
で
は
「
賊
子
は
寅
に
空
虚
な
り
」
と
、

自
己
の
無
能
を
率
直
に
告
白
し
、

ひ
た
す
ら
に
恐
れ
入
る
形
で
、

少
く
と
も
表
出
は

終
っ
て
い
る
勲
、

一
そ
う
自
明
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
明
と
は
、
緊
張
の
場
に
於
け
る
燃
焼
で
は
な
い
。
む
し
ろ
情
念
の
燃
焼

が
お
わ
っ
て
の
ち
、
弛
緩
の
場
に
立
つ
て
の
反
省
で
あ
る
。

む
ろ
ん
こ
の
詩
に
も
、
何
等
の
情
念
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
世
間
の
冷
た
い
眼
を
さ
け
て
、

あ
っ
さ
り
僻
職
し
た
お
の
れ
に
針
し
、

な
お

も
お
い
う
ち
を
か
け
る
世
間
の
冷
酷
さ
を
、

不
嘗
な
も
の
と
し
て
い
き
ど
お
る
心
が
、
一
畏
に
は
あ
る
。

い
き
ど
お
り
は
一
種
の
情
念
で
あ
る

U

し
か
し
そ
れ
は
持
織
的
な
情
念
で
あ
り
、
建
安
の
詩
が
と
ら
え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
燃
焼
の
頂
黙
に
お
け
る
情
念
で
は
な
い
。

且
つ
い
き
ど

お

は

あ
く
ま
で
も
詩
の
裏
に
あ
る
の
で
あ
り
、
詩
の
表
面
に
あ
る
も
の
は
、

ひ
や
や
か
な
自
明
で
あ
る
。

建
安
の
詩
と
の
ち
が
い
は
、
別
の
面
か
ら
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
建
安
の
詩
が
情
念
の
燃
焼
を
歌
う
の
は
、
自
己
の
心
情
の
表
白
と
し
て
で
あ

る
。
そ
の
周
法
に
ひ
ろ
が
る
も
の
と
し
て
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
心
情
の
強
烈
さ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
詩
も
、

一
腹
は
自
己
の
心
情

の
表
白
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
表
白
の
表
面
に
あ
る
自
明
と
、
裏
に
あ
る
い
き
ど
お
り
か
ら
示
唆
さ
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
世
の
複
雑
さ
で
あ
る
。

自
己
の
表
白
で
あ
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
人
間
の
批
判
た
る
に
か
た
む
く
。
そ
の
黙
も
建
安
の
詩
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。

建
安
の
詩
と
の
ち
が
い
は
、
内
容
に
ば
か
り
あ
る
の
で
は
な
い
。
外
面
的
な
措
僻
に
於
い
て
も
、

こ
の
詩
に
は
建
安
の
詩
と
は
ち
が
っ
た
特



殊
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
む

な
に

ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
用
等
栴
才
製
、
等
を
用
っ
て
才
撃
と
栴
せ
ら
る
る
や
、
の
等
の
字
で
あ
る
。
こ
の
等
の
字
は
、
庇
の
李
善

(lAυ

乃
用
何
等
市
稲
才
筆
、
往
往
市
見
血
管
、
「
乃
る
に
何
等
を
用
っ
て
才
墜
と
栴
せ
ら
れ
、
往
往
に
し
て
春
め
見
る
る
や
」

六
八
九
)
が
文
選
の
注
に
、

と
説
く
よ
う
に
、
何
等
の
略
で
あ
る
が
、

本
十
善
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
庶
の
顔
師
古

(
A
h
i
八一

主
と
し
て
俗
語
を
解
説
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
各
六
に
は
、
臆
援
の
詩
と
題
し
て
、

こ
れ
は
口
詩
的
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ー
六
四
五
)
の
匡
惣
正
俗
は
、

こ
の
詩

を
引
き
、
李
善
と
お
な
じ
く
等
は
何
等
の
意
で
あ
る
と
解
し
た
う
え
、
そ
の
一
音
は
丁
見
の
反
で
あ
り
、

「
俗
に
何
物
を
潤
い
て
底
と
偽
す
」
と

き
の
底
と
お
な
じ
で
あ
る
と
解
説
す
る
ο

・
唐
人
は
謄
、
球
の
詩
を
、
時
に
鷹
市
攻
詩
と
秘
す
る
こ
と
、

く
お
き
、
顔
師
古
の
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
も
、
等
が
俗
語
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

の
ち
に
も
ふ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
し
は
ら

と
こ
ろ
で
そ
れ
が
俗
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
詩
文
の
用
語
と
し
て
は
普
通
に
採
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
賞
、
漢
貌
六
朝

の
詩
文
を
通
じ
、
膿
球
の
こ
の
詩
以
外
に
、
等
の
字
を
何
の
意
に
用
い
た
例
と
し
て
、
人
人
の
記
憶
す
る
も
の
は
な
い
。
念
の
た
め
近
ご
ろ
同

版
さ
れ
た
張
相
氏
の
詩
詞
曲
語
僻
陸
稗
を
検
し
て
も
、
却
っ
て
唐
宋
詩
に
於
け
る
用
例
を
二
三
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。

貌
詩
の
代
表
で
あ
る
建
安
の
詩
、
そ
れ
は
の
ち
の
六
朝
の
詩
の
ご
と
く
、
用
語
を
巌
選
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
詩
的
緊
侠
を
作

る
た
め
に
、
俗
語
の
無
雑
作
な
使
用
を
さ
け
る
と
い
う
傾
向
は
、
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
と
観
察
さ
れ
る
。

し
か
る
に
腹
球
は
、
俗
語
を
、

金正

雑
作
に
気
楽
に
用
い
て
い
る
。

つ
ま
り
臆
球
は
、
そ
の
詩
の
内
容
が
弛
緩
の
場
に
立
つ
の
と
相
表
裏
し
て
、
用
語
に
於
い
て
も
、
緊
張
を
さ
け

て
、
弛
緩
に
就
い
て
い
る
。

い
ま
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
措
鮮
は
、

「
文
章
不
輝
圏
」
と
い
う
匂
で
あ
る
。
こ
の
句
は
李
善
の
注
す
る
よ
う
に
、
貌
文
帝
曹
一
生
の
典
論
の
有

名
な
文
句
、

「
文
章
は
経
闘
の
大
業
、

不
朽
の
盛
事
」
を
ふ
ま
え
、

自
己
は
そ
の
能
力
な
し
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
曹
一
生

(
A
U

一
八
七

ー
二
二
六
)

は
、
彼
と
同
時
代
人
で
あ
る
。
同
時
代
人
の
言
葉
を
、
典
、
故
、
す
な
わ
ち
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
棟
威
あ
る
言
語
と
し
て
引
く
こ

臆
環
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
吉
川
)

八
一
五
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と
は
、
普
通
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
は
、
時
代
を
へ
だ
て
た
古
典
の
言
語
に
し
て
、

は
じ
め
て
構
成
を
も
つ
の
で
あ
り
、
蛍
商
の
事

態
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。
し
か
る
に
彼
は
こ
の
遁
例
を
破
っ
て
い
る
。
戎
い
は
、
機
力
者
曹
一
小
一
の
殺
一
一
.. 口を、

こ
と
さ
ら
に
六

典
の
言
語
の
ご
と
く
取
り
扱
い
、
表
面
に
は
隼
敬
を
、
裏
面
に
は
邦
検
を
、
寓
し
た
と
も
見
ら
れ
る
口

し
か
ら
ば
そ
れ
は
諮
諮
の
措
僻
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
措
僻
が
こ
と
さ
ら
に
弛
緩
に
つ
き
、
或
い
は
弛
緩
の
械
と
し
て
諸
諸
を
弄
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
建
安
の
詩
で
は
、
少
く

と
も
現
存
の
も
の
に
閲
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
例
を
溌
見
し
が
た
い
。

要
す
る
に
膿
球
の
百
一
詩
と
し
て
文
選
に
牧
め
る
一
首
は
、
外
形
に
お
い
て
も
、
内
容
に
お
け
る
と
お
な
じ
く
、
建
安
の
詩
と
の
問
に
距
離

を
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
こ
の
詩
が
、
建
安
に
於
け
る
五
言
詩
の
高
潮
を
す
ぎ
て
の
の
ち
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
、
珠
想
さ
せ
る
。
懸
球
の
惇
記
を
調
査
し

て
見
る
と
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
が
一
不
さ
れ
る
。

膿
球
は
、

い
わ
ゆ
る
建
安
の
七
子
の
一
人
、

鷹
羽
吻
の
弟
で
あ
る
が
、

兄
の
鷹
羽
岬
が
建
安
二
十
二
年
(
A
D
一
二
じ
)
に
な
く
な
っ
て
、

早
く
そ

の
活
動
を
終
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
そ
れ
以
後
の
半
世
紀
を
、
活
動
の
時
間
と
し
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
惇
記
は
、
陳
需
の
三
闘
志
で
は
、

成
な
文
章
を
以
て
頼
る
。

玉
条
の
俸
に
附
し
た
慮
湯
の
俸
の
更
な
る
附
け
足
し
と
し
て
、

「
鴻
の
弟
の
珠
、
球
の
子
の
貞
も
、

そ
の
表
松
之

(
A
D
一一一七二
l
四
五
一
)
の
注
に
は
、

「
球
は
字
は
休
礎
、
博
患
に
し
て
文
を
属
る
こ
と
を
好
み
、
善
く
書
記
の
文
を
矯
す
。
明
帝
の

世
に
、
官
を
散
騎
常
侍
に
歴
、
膏
王
の
位
に
郎
く
や
、
精

υに
侍
中
大
将
軍
長
史
に
遜
る
。
曹
爽
の
政
を
乗
る
や
、
多
く
法
度
に
濯
、
っ
。
球
は

多
く
時
要
に
切
な
り
。
世
共
に
之
を
惇
う
。
復
た
侍
中
と
偽
り
、
著
作
を

球
は
官
は
侍
中
に
至
り
ぬ
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
が
、

文
章
紋
録

を
引
い
て
、

や
や
く
わ
し
い
こ
と
を
の
べ
る
。

詩
を
作
り
て
以
て
菰
し
ぬ
吾
川
。
其
の
一
一
一
一
口
は
頗
る
諸
A
口
な
り
と
雄
も
、



t 

典

る
d

嘉
平
凹
年
本
し
、
衛
尉
を
追
贈
さ
る
。
」

右
の
件
棋
連
に
は
、
嘉
卒
四
年
に
卒
し
た
と
だ
け
で
、
そ
の
年
審
を
い
わ
な
い
が
、

別
に
貌
書
の
方
技
俸
の
朱
建
卒
の
僚
に
は
、
朱
の
珠

J

一けの

よ
く
適
中
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
、
際
珠
も
ほ
ぼ
朱
の
珠
守
口
の
ご
と
く
、

六
十
三
歳
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

し
か
ら
ば
、
漢
の
献
帝
の
初
平

一冗年

A
D
一
九

O
に
生
ま
れ
、
貌
の
腰
帝
曹
芳
の
嘉
平
四
年

A
D
二
五
二
に
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
建
安
の
詩
人
た
ち
の
う
ち
、

主
祭
よ

り
は
十
三
の
年
下
、
曹
五
よ
り
は
三
つ
年
下
、
そ
う
し
て
曹
植
よ
り
は
二
つ
年
上
で
あ
る
。

円
氾
の
腰
湯
と
の
年
齢
の
ひ
ら
き
は
不
明
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
そ
の
年
齢
は
、
建
安
の
詩
人
た
ち
と
甚
し
く
は
こ
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
詩
人
と
し
て
活
動
し
た
時
期
は
、
建
安
の

詩
人
た
ち
が
そ
の
活
動
を
お
え
て
か
ら
は
る
か
の
ち
の
、
廃
帝
曹
芳
の
時
代
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
明
帝
曹
叡
が
崩
じ
て
子
曹
芳
が
印
枕
し
、

宗
室
曹
爽
が
嬢
政
と
な
っ
た
の
は
、

A

D
二
三
九
で
あ
り
、
そ
の
翌
年
は
正
始
と
改
元
さ
れ
、

以
後
A

D
二
四
九
、
普
爽
が
司
馬
誌
に
殺
さ
れ

る
ま
で
の
十
年
間
が
、

「
曹
爽
が
政
を
乗
っ
た
」
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
に
曹
爽
を
誠
す
る
も
の
と
し
て
作
っ
た
詩
が
、
世
に
停
-
一
制
さ
れ
た

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
彼
の
年
齢
で
い
え
ば
五
十
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
時
期
で
あ
っ
て
、

兄
の
脳
出
鴻
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
建
安
の
七
子
が
、
建
安

の
末
に
な
く
な
っ
て
か
ら
二
十
年
乃
至
は
三
十
年
の
の
ち
で
あ
る
。
ま
た
曹
五
は
A

D
二
二
六
に
、
曹
植
は

A

D
二
三
二
に
世
を
去
っ
た
の
ち

で
あ
る
。
そ
う
し
て
哲
皐
の
世
界
で
は
、

玉
弼
、
何
曇
ら
の
、

い
わ
ゆ
る
正
始
の
玄
言
が
椛
行
し
た
時
代
で
あ
る
。
要
す
る
に
建
安
の
詩
人
が

活
動
し
た
択
の
時
代
、
そ
う
し
て
建
安
の
詩
人
と
は
筑
間
気
を
こ
と
に
し
た
時
代
が
、
懸
球
が
詩
人
と
し
て
活
動
し
た
時
期
で
あ
る
。

四

そ
う
し
て
「
百
一
詩
」
と
は
、
時
の
政
治
の
責
任
者
で
あ
る
曹
爽
へ
の
忠
告
と
し
て
作
ら
れ
た
詩
の
一
鮮
に
封
し
て
興
え
ら
れ
た
鰍
題
で
あ

り
、
文
選
は
た
だ
そ
の
一
首
を
え
ら
ん
だ
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
、
文
濯
の
李
善
注
に
引
く
諸
資
料
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
。
快
方
賢
の
楚
関
先
一
賢
体

に
よ
れ
ば
、
そ
の
総
数
は
百
一
篇
で
あ
り
、
李
充
の
翰
林
論
に
よ
れ
ば
百
数
十
篇
で
あ
り
、
孫
慌
の
.AU
陽
秋
に
よ
れ
ば
百
三
十
篇
で
あ
る
。

踏
瑠
の
百
一
詩
に
り
い
て
(
吉
川
)

八
一
じ
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そ
う
し
て
各
篇
は
前
に
序
を
件
う
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
、
文
選
の
注
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

自
ず
か
ら
似
る
也
」
ま
た
一
本
で
は
「
自
ず
か
ら
祷
う
る
也
」
と
引
く
の
は
、
文
選
所
載
の
一
首
に
針
す
る
序
で
あ
る
。
ま
た
「
百
一
詩
の
序

会
は
今
や
周
公
の
ご
と
鋭
載
の
稀
を
聞
こ
ゆ
る
も
、
安
ん
ぞ
百
慮
に
一
失
有
る
を
知
ら
ん
や

「
詩
序
に
日
わ
く
、

下
流
は
謄
伐
の

に
擦
れ
ば
云
う
、
時
に
曹
爽
に
謂
い
て
日
わ
く
、

と
」
と
い
う
の
を
も
引
く
。
こ
れ
ら
の
序
が
、
臆
珠
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
か
、
或
い
は
の
ち
に
述
べ
る
そ
の
子
の
熔
貞
の
注
に
五
つ

て
加
わ
っ
た
か
は
、
知
り
が
た
い
。

な
お
百
一
の
名
義
に
つ
い
て
、
李
善
は
、
右
の
詩
序
の
百
慮
一
失
に
よ
っ
て
、

「
百
一
の
名
は
、
蓋
し
此
に
よ
っ
て
興
る
也
」
と
し
、
楚
闘

先
賢
俸
が
が
ん
ら
い
百
一
一
篇
で
あ
る
故
で
あ
る
と
す
る
説
、
今
書
七
士
山
、
す
な
わ
ち
替
の
王
俄
の
七
志
が
、
百
言
を
以
て
一
篇
と
矯
す
故
で
あ

る
と
す
る
設
を
、
し
り
ぞ
け
て
い
る
。

い
か
に
も
文
選
に
録
す
る
「
下
流
」
の
一
首
は
、

あ
だ
か
も
百
字
で
一
首
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

の
ち
に

示
す
諸
篇
は
、
完
篇
と
思
わ
れ
る
も
の
を
も
含
め
て
、

必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。

七
志
の
設
は
非
で
あ
ろ
う
。
な
お
七
志
に
は
、

「
賂
球
の
集

に
て
は
之
を
新
詩
と
謂
う
」
と
い
う
が
、
・
唐
宋
の
事
典
、
の
書
で
は
、

し
ば
し
ば
そ
れ
を
新
詩
と
題
し
て
引
く
こ
と
は
、

の
ち
に
一
不
す
。

五

百
二
時
の
全
貌
を
、

い
ま
わ
れ
わ
れ
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
六
朝
か
ら
来
初
ま
で
は
盛
ん
に
讃
ま
れ
た
ら
し
く
、
北
壮
一
…
書
妙
、
お
文
類

来
、
初
筆
記
、
太
平
御
覧
な
ど
、
唐
宋
の
事
典
、
の
書
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
梁
の
沈
約
(
A
D
川
内

-
l
・h
一
一
一
一
一
)
の
朱
書
鎖
士
山
が
、
州
期

曲
鳳
将
雛
の
考
誇
一
に
臆
珠
百
一
詩
を
引
用
し
、

唐
の
孔
穎
達
(
A
D
五
七
間
!
大
間
八
)

の
向
書
正
義
が
、

め
っ
た
に
文
感
作
品
は
引
用
し
な
い
と

い
う
.
例
を
や
ぶ
っ
て
、
そ
の
微
子
篤
に
臆
球
詩
を
引
用
す
る
の
は
、

み
な
そ
の
準
者
に
貴
宣
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
後
者
の
引
用
「
積
念
後
作

凝
」
は
、
枚
乗
雑
詩
を
膝
球
と
誤
引
し
た
と
い
う
疑
い
を
含
む
に
し
て
も
で
あ
る
。
ま
た
陪
害
総
籍
志
に
は
、
貌
衛
附
陥
階
、
政
能
川
十
各
と
し
て
そ

の
全
集
を
記
録
す
る
ほ
か
、
そ
の
子
臆
貞
が
注
を
附
し
た
百
一
詩
八
巻
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
模
倣
の
作
と
思
わ
れ
る
守
絹
郡
太
守
本
十
彪
間
百
一



か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
奮
唐
書
経
格
志
と
新
府
書
婆
文
志
が
療
現
集
十
巻
と
記
録
す
る
の
は
、
消
の

銚
振
宗
の
陪
書
経
籍
志
考
詮
に
い
う
如
く
、
膿
球
信
用
の
あ
や
ま
り
で
あ
ろ
う
。

詩
二
巻
と
い
う
も
の
も
、

り
て
の
書
が
ほ
ろ
ん
だ
の
は
、
他
の
お
お
む
ね
の
六
朝
人
の
別
集
と
お
な
じ
く
、
南
北
宋
の
問
の
こ
と
で
あ
る
。
市
宋
の
葛
立
方
の
韻
語
陽
秋

(
A
D
一一

h

ハ
一
一
面
序
)
の
各
四
に
は
、

ほ
ぼ
同
時
の
人
で
あ
る
郭
茂
傍
の
「
雑
飽
詩
」
に
よ
っ
て
五
首
の
み
を
見
得
た
と
し
て
、

そ
の
大
震
を
要

約
し
、

壬
林
の
野
客
叢
書

(
A
D
一一一
O
一
一
自
序
)
の
巻
十
一
に
は
、

更
に
一
首
を
北
宋
の
長
殊
の
「
類
要
」
に
よ
っ
て
見
た
と
記
し
て
い
る
。

二
世
紀
の
人
は
そ
の
会
詩
を
み
な
か
っ
た
誌
で
あ
る
。

た
だ
い
ま
の
輯
木
と
し
て
は
、

明
の
婦
問
惟
一
前
の
古
詩
紀

(
A
U

一
五
五
八
序
)
に
は
七
首
を
、

そ
れ
を
う
け
た
張
滞
(
A
D

一六
O
一
一
|
』
六
円
一
)
の

漢
貌
六
朝
百
三
名
家
集
に
は
、
更
に
五
首
と
若
干
の
断
片
と
を
、
輯
録
す
る
。
葛
立
方
の
見
得
た
五
篇
と
い
う
の
も
、
今
は
そ
の
全
部
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
逆
に
ま
た
鴻
惟
納
と
張
滞
の
輯
録
に
も
れ
た
断
片
が
、
北
堂
書
紗
、
初
墜
記
、
太
平
御
腎
な
ど
に
、
散
見
す
る
。
そ
れ

ら
を
綜
令
す
れ
ば
、
膿
珠
の
詩
の
性
質
を
、
あ
る
程
度
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
。

_L.. 

ノ、

ま
ず
そ
の
詩
が
、
曹
爽
を
主
宰
者
と
す
る
時
の
政
治
の
批
評
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
引
い
た
文
本
位
録
が
、

い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
選
の
注
に
引
く
諸
資
料
も
そ
れ
を
い
う
。
楚
園
先
賢
停
に
「
時
事
を
磯
切
し
、
制
く
以
て
事
え
に
在
る
者
に
一
不
す
。

成
な
皆
な
怪
誇
し
、
或
い
は
慮
に
焚
棄
す
べ
し
と
矯
せ
し
も
、
何
長
の
み
は
濁
り
怪
し
む
無
き
也
」
と
い
い
、
本
γ

充
の
翰
林
論
に
は
、

「
以
て

治
道
を
風
規
し
、
蓋
し
詩
人
の
旨
有
り
駕
」
と
い
い
、
孫
盛
の
呂
田
陽
秋
に
は
、
「
時
事
を
言
っ
て
、
頗
る
補
盆
有
り
」
と
い
う
、

み
な
そ
れ
で
あ

る
。
ま
た
梁
の
劉
磁
の
文
心
脈
龍
が
そ
の
明
詩
篇
で
、

「
乃
ち
麿
球
の
百
一
の
若
き
は
、
濁
立
し
て
憐
れ
ず
、
亦
た
貌
の
遺
斑
な
り
」
と
い
い
、

鐙
峨
の
詩
品
が
、

「
指
事
股
動
、
雅
意
深
篤
、
詩
人
激
刺
の
旨
を
得
た
り
」
と
批
評
す
る
の
も
、
そ
の
詩
の
中
心
と
す
る
方
向
が
ど
こ
に
あ
っ

謄
掛
喝
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
古
川
)

人
一
九



た
か
を
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る
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し
か
し
現
存
の
法
篇
を
調
査
す
る
と
、

ひ
と
り
営
時
の
政
治
を
批
評
す
る
も
の
の
み
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
お
お
む
ね
は
断
片
で
あ
る
か

ら
、
詩
全
慨
が
何
を
指
向
し
た
か
は
、
疑
問
を
ふ
く
む
が
、
断
片
だ
け
に
よ
れ
ば
、
次
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

一
、
営
時
の
政
治
を
批
評
す
る
も
の
。

一一、
一
般
的
な
政
治
論
。

二
、
ひ
ろ
く
人
間
へ
の
い
ま
し
め
。

四
、
人
間
の
生
活
の
種
種
相
を
描
寓
す
る
も
の
。

七

第
一
類
、
直
接
に
蛍
時
の
政
治
を
批
評
し
た
も
の
と
し
て
は
、
北
堂
書
紗
の
各
七
十
九
、
引
代
官
部
孝
廉
の
僚
に
、
殿
、
球
新
詩
と
し
て
引
用
す

る
も
の
が
、
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
新
詩
と
い
う
の
が
百
一
詩
の
別
名
で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
説
い
た
。

京
師
何
紛
紛

車
馬
相
奔
起

借
問
乃
爾
矯

持
欲
要
其
仕

孝
廉
経
術
通

誰
能
底
此
奉

京
師
は
何
ぞ
織
紛
と
し
て

車
馬
の
相
い
奔
起
す
る
や

借
み
に
な
に
と
て
乃
ち
爾
矯
す
や
と
問
え
ば

牌
に
英
の
仕
え
を
要
め
ん
と
欲
す
と
な
り

孝

廉

軽

快

は
経
術
に
遁
ず
と
も

誰
か
能
く
此
の
翠
に
臆
ぜ
ん
も
の
ぞ

こ
の
断
片
は
、
太
平
御
党
各
二
百
六
十
五
、
職
宮
部
中
正
の
僚
に
、
腹
球
新
論
と
書
名
を
あ
や
ま
っ
て
引
用
す
る
も
の
に
、
つ
づ
く
と
思
わ
れ

F 



る
c

百
郡
立
中
正

九
州
置
都
士

州
問
興
一
都
牒

希
疎
如
馬
歯

生
不
相
識
面

何
線
別
義
理

百
郡
に
は
中
正
を
立
て

九
州
に
は
都
土
を
置
く
も

州
問
と
郡
燃
と

希
疎
な
る
こ
と
馬
の
歯
の
如
く

生
き
て
は
面
を
相
い
識
ら
ざ
る
に

何
に
繰
り
て
か
義
理
を
分
た
ん

更
に
ま
た
北
堂
書
紗
の
巻
七
十
三
、
設
官
部
中
正
に
、
や
は
り
臆
珠
新
語
と
書
名
を
あ
や
ま
っ
て
引
用
す
る
断
片
、

十
室
稀
忠
信

観
渇
必
黛
里

十
室
に
忠
信
と
栴
せ
ら
れ

過
ち
を
観
る
は
必
ず
黛
里
に
て
す

も
、
お
な
じ
一
首
の
つ
づ
き
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
嘗
時
の
官
吏
推
農
法
の
弊
害
を
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
百
郡
に
中
正
を
立
つ
」

の
中
正
と
は
、
官
吏
推
薦
を
グ
か
さ
ど
る
べ
く
各
地
方
に
置
か
れ
た
官
の
名
で
あ
る
。
ま
た
「
九
州
に
都
士
を
置
く
」
の
都
士
と
は
、
よ
り
上

級
の
そ
れ
と
し
て
、

よ
り
大
き
な
行
政
匿
域
の
州
に
お
か
れ
た
官
で
あ
り
、

高
日
の
侍
玄

(
A
D
一
一
一
じ

l
一
一
七
八
)

の
政
治
論
で
あ
る
仰
子
の
仇
文

「
貌
の
司
空
陳
革
、
始
め
て
九
品
の
制
を
立
て
、
郡
ご
と
に
中
五
を
宵
き
て
、
人
材
の
高
下
を
汗
し
、
各
主
輩
目
を
偽
す
。
州
に
は

と
し
て
、

川
州
都
を
置
き
て
、
其
の
議
を
線
ぶ
」
と
文
選
注
そ
の
他
に
見
え
る
「
州
都
」
が
、
こ
の
詩
の
「
都
土
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
宮
川
向
志
博
士

の
「
六
朝
史
研
究
政
治
社
曾
篇
」
を
参
酌
し
て
、
資
料
に
M
m
1

味
を
加
え
た
。

次
に
、
北
堂
書
紗
の
巻
二
十
七
、
論
政
一
に
、

た
だ
臆
域
と
題
し
て
引
く
と
こ
ろ
の

治
化
貴
簡
易

治
化
は
簡
易
を
貴
ぴ

膿
場
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
古
川
)

八



八、

五

十

周

年

記

念

論

集

治
令
不
欲
多

法
令
は
多
き
を
欲
せ
ず

こ
れ
は
、
太
平
御
覧
巻
九
百
四
十
一
、
愚
劣
部
蟻
に
、
臆
珠
百
二
時
と
し
て
引
く
と
こ
ろ
の

大
貌
承
衰
弊

復
欲
密
其
羅

批
蜂
猶
見
得

何
云
納
輿
鍛

准
狩
銃
巳
備

欽
復
致
責
沙

批ぁ復宣犬
虫字りた 貌
さ其は
えの衰
も羅去鯵
猶をを
お密承
得ttこけ
えせ
見らん
ると
る谷た
にす

数t准?何
ち宅孝子やぞ
復は云
た既わ
責にん
沙己や
をに魚崎
致13 備と
くわ 鰍

れ
る

と
、
同
一
首
の
中
の
断
片
で
あ
ろ
う
。
貌
の
刑
政
が
苛
酷
に
流
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
の
し
ば
し
ば
設
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
に
劃
す
る
非

難
で
あ
る
。
貰
沙
と
は
獄
の
名
で
あ
っ
て
、

高
白
書
職
官
志
に
、

替
の
武
帝
の
泰
始
四
年

(
A
D
二
四
八
)
に
責
沙
の
獄
を
商
い
た
と
見
え
る
が
、

こ
の
詩
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
鷹
珠
の
時
代
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
太
平
御
覧
巻
三
百
五
十
三
、
兵
部
戟
に
、
鷹
球
詩
と
し
て
引
く
と
こ
ろ
の

郡
園
貧
寡
将

馳
閥
的
習
弓
戟

雄
妙
未
更
事

難
用
腹
卒
迫

郡
圃
は
将
を
募
る
こ
と
を
貧
り

馳
腸
し
て
弓
と
戟
を
習
わ
し
む

妙
な
り
と
雄
も
未
ま
だ
事
を
更
，
さ
れ
ば

用
っ
て
卒
か
に
迫
れ
る
に
は
臆
じ
難
し

こ
れ
は
、
兵
制
の
空
虚
さ
を
そ
し
る
も
の
で
あ
る
。
御
覧
お
な
じ
巻
の

丈
宍
要
雄
戟

丈
夫
は
雄
主
し
き
戟
を
腰
に
し



更
来
宿
紫
庭

今
者
宅
四
海

誰
復
有
不
弁

今更
者rt ~ 

四来
海た
をり
宅2て
と紫
す庭
る中宮

tこに
宿
す

も
、
兵
制
に
関
す
る
。
ま
た
御
覧
巻
三
十
四
、
時
序
部
嘆
に
、
貌
謄
球
新
詩
と
題
し
て
引
く
も
の
、

誰
か
復
た
井
せ
ざ
る
有
ら
ん
(
?
)

嵐
山
寒
折
骨

面
白
議
生
済

嵐
山
は
寒
き
こ
と
骨
を
折
り

面
白
に
牽
く
済
を
生
ず

こ
れ
に
は
「
嵐
山
は
発
中
の
山
名
」
と
小
注
が
あ
り
、
寒
一
外
の
用
兵
に
閲
す
る
一
首
の
断
片
で
あ
ろ
う
。

ま
た
御
覧
巻
八
百
二
十
八
、
資
産
部
責
買
に
引
く
鷹
球
新
詩
、

太
官
有
鈴
厨

大
小
無
不
寅

堂
徒
嫡
輿
模

醗
臨
及
盟
段

太
官
事
併
に
は
鈴
れ
る
厨
有
り
て

臨堂大
とにイ、
醗徒2と
とにも
及世)捕に
たと寅
盤襖ら
と のざ
段みる
となは

ら無
んし
ゃ

こ
れ
は
御
覧
巻
八
百
三
十
六
、
飲
食
部
臨
に
、
貌
名
臣
奏
に
よ
っ
て
、
劉
放
の
奏
を
引
き
、

「
今
ま
官
は
菩
酒
を
船
ぎ
、
百
姓
と
錐
万
の
利

を
季
、
っ
。
宜
し
く
其
れ
息
絶
す
べ
し
」
と
い
う
の
と
、
相
臆
ず
る
も
の
で
あ
り
、
御
覧
巻
八
百
三
十
四
、
資
産
部
容
に
引
く
次
の
断
片
と
共
に
、

時
政
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

洛
水
禁
轡
害

魚
策
不
峰
崎
殖

空
令
自
相
吹

洛
水
は
轡
出
を
禁
ぜ
ら
る
る
も

魚
簸
は
殖
ゆ
る
を
矯
さ
ず

た

が

〈

ら

空
し
く
自
ず
か
ら
相
い
に
吹
わ
し
め
て

臆
聴
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
古
川
)

八.
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吏
民
不
得
食

五

十

周

年

記

念

論

集克
民
は
食
を
得
ず

更
に
ま
た
、
こ
れ
ら
の
遁
篇
を
讃
ん
だ
の
ち
に
、
文
選
に
の
せ
る
一
首
を
か
え
り
見
れ
ば
、

「
自
ず
か
ら
侮
る
也
」
と
い
う
か
の
一
首
も
、

賞
は
嘗
時
の
官
吏
の
恐
意
不
公
平
な
任
沼
地
を
、
誠
刺
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

入

第
二
類
は
、
嘗
時
の
政
治
の
特
殊
な
で
き
ご
と
に
射
す
る
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
ひ
ろ
く
政
治
一
般
に
閲
す
る
敬
訓
と
し
て
讃
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
義
文
類
衆
の
巻
二
十
三
馨
戒
に
、
貌
康
球
拾
詩
と
し
て
の
せ
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
完
篇
で
あ
る
。

ま
た
給
詩
は
折
詩
と
正
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
新
と
雑
、
形
近
く
し
て
あ
や
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

細
微
可
不
慣

陀
潰
白
蟻
穴

膝
理
早
従
事

安
復
勢
鍬
石

哲
人
賭
未
形

愚
夫
闇
明
白

曲
突
不
見
賓

燃
嫡
矯
上
客

思
願
献
良
規

江
海
伯
不
逆

細
微
を
悔
し
ま
ざ
る
可
け
ん
や

陀
の
潰
る
る
も
蟻
の
穴
よ
り
自
ま
る

安企膝
ん理
ぞの皮
復ま問調

たに
鍬早
とく
石従
をわ事
勢Eせ
さわば

ん

哲
人
は
未
ま
だ
形
あ
ら
ざ
る
に
時
間

愚
夫
は
明
白
な
る
も
の
に
も
闇
し

曲
突
の
こ
と
ば
は
賓
わ
れ
ず
し
てあ

つ
か

燃
け
嫡
れ
し
後
に
上
客
と
し
て
矯
わ
る

良
き
規
を
献
ぜ
ん
と
思
い
願
え
り

江
海
の
ご
と
く
伯
し
く
は
逆
わ
ざ
れ



狂
言
雄
・
寡
普

猶
有
如
難
町

難
防
食
不
己

替
玉
待
肥
海

曲
突
云
云
は
、

a-可

i

I
丞

1
1
4
4
t
E
5
5
-
-
4毒
事
，

az

替難猶狂
王のおお
は妬難し
矯ものき
に食町?:言
肥いのは
えて如蕃
津主巴やき 寡
ぎらま有し
りざりと
ぬれ 雄
ば も

い
う
ま
で
な
く
、
火
災
を
防
止
す
る
た
め
煙
突
を
折
り
曲
げ
よ
と
の
忠
一
一
昌
は
相
手
に
さ
れ
ず
、
火
事
が
お
こ
っ
て
か
ら
は
じ

め
て
感
謝
さ
れ
た
と
い
う
、
漢
書
震
光
俸
の
故
事
に
も
と
づ
き
、
難
妬
云
云
は
、
呂
氏
春
秋
の
用
衆
篇
に
も
と
づ
く
。
な
お
特
殊
な
鑑
賞
限
を

ほ
こ
る
明
の
鍾
慢
、
諒
元
春
の
古
詩
蹄
は
、
感
球
の
詩
と
し
て
ぴ
と
り
こ
の
一
首
の
み
を
と
る
。

ま
た
類
取
水
の
巻
四
十
二
、
線
載
百
官
の
僚
に
、
や
は
り
貌
膿
球
雑
詩
と
し
て
の
せ
る
も
の
、

散
騎
常
師
友

朝
夕
準
規
献

伴
中
主
喉
音

寓
機
無
不
飢

向
香
統
庶
事

官
人
乗
法
憲

形
管
到
納
品
一
一
口

抑
制
球
表
武
弁

出
入
承
明
底

車
服
一
何
艇

散
一
騎
は
常
の
師
友
に
し
て
一
位
和
師

借?寓侍 朝
香機中 な
は4‘をはタ
庶;:筒LE喉な
のリめ舌に
事ざ勅詔規
をるをっ献
統は主主を
べ無り ど 溢

しむ

人
を
官
に
し
て
法
議
を
熟
る
れ
山
脈
刈
の

ゐ
か

ιで
け

六

・

形
き
管
は
納
言
に
萌
ま
れ

九
ム
あ
て

務
の
瑠
は
武
弁
に
表
す

車承
服明
はの
ー底
tこに
何出
ぞ入
換主し
けやて
き

臆
地
の
百
一
時
に
つ
い
て
(
古
川
)
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一
一
寺
膏
築
秩

五

十

川

年

記

念

論

集コ
一
つ
の
寺
は
膏
し
く
楽
あ
る
検
に
し
て

あ
わ

百
僚
の
晩
ぎ
願
う
所
な
り

百
僚
所
胞
願

こ
れ
は
な
お
不
完
の
篇
で
あ
り
、
あ
と
更
に
、
百
僚
か
ら
仰
慕
さ
れ
る
地
位
ゆ
え
に
、
自
重
し
努
力
す
べ
き
だ
と
い
う
、
む
す
び
が
あ
っ
た

北
堂
書
紗
の
巻
五
十
八
認
官
部
の
散
騎
常
侍
お
よ
び
侍
中
の
係
に
、

か
と
疑
わ
れ
る
。
な
お
類
焚
が
雑
詩
と
題
す
る
の
が
環
り
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
詩
の
一
部
分
を
蟻
球
部
和
詩
と
題
し
て
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
巻
百
二
十
七
衣
冠
部
加
に
も
、
こ
の
詩
は
引
用
さ
れ
、

統
を
線
に
、
乗
を
首
一
に
、
明
を
坪
に
作
る
。

ま
た
初
曲
目
千
紀
巻
十
八
、
人
事
部
誠
諌
に
、
鷹
山
球
百
二
付
と
し
て
引
く
次
の
一
首
は
、
管
遣
を
好
む
様
力
者
へ
の
い
ま
し
め
で
あ
る
。

室
の
庚
き
は
凝
れ
る
陰
を
致
き

室
慶
致
凝
陰

官
盤
高
来
積
陽

奈
何
季
世
人

係
牒
在
宮
嫡

飾
巧
無
窮
極

土
木
被
朱
光

徴
求
傾
四
海

雅
意
猶
未
康

査
の
高
き
は
積
め
る
陽
を
京
た
す
に

奈
何
な
れ
ば
季
の
世
の
人
は

mw牒
を
宮
腕
に
在
い
て
す
る
や

飾
る
巧
み
は
窮
極
無
く

土
と
木
と
朱
き
党
を
被
る

徴
求
は
四
海
を
傾
く
る
も

か

討

も

W

雅
ね
て
よ
り
の
意
は
猶
お
末
ま
だ
康
ら
が
ず

議
文
類
来
二
十
四
誠
に
も
、
魂
慮
球
百
二
吋
と
し
て
引
き
、
そ
れ
に
は
年
歳
在
桑
検
云
云
と
、
前
に
六
句
を
か
ぶ
せ
る
が
、
そ
れ
は
張
仰
の

い
う
よ
う
に
、
別
の
一
首
で
あ
ろ
う
。
な
お
宋
の
王
慮
麟
(
A
U

三
三
-
一
|
一
一
一
九
六
)
の
困
墜
紀
聞
各
十
八
に
は
、
首
二
句
「
宅
庭
く
し
て
一
式
一
式
」

は
、
呂
氏
春
秋
に
も
と
づ
く
こ
と
を
注
意
す
る
。



ま
た
御
覧
巻
六
百
二
十
一
、
治
道
部
匹
に
、
臨
四
球
百
一
ι
持
と
し
て
引
く
も
の
、

花
花
九
州
内

英
非
帝
者
民

民
有
忠
信
行

莫
非
帝
者
区

帝?と
者?と
のた
民る
にプL
~Iミ チト|
るの
は内
英な
し

帝民
者に
の忠
臣信
にの
非行
るい
英なあ
しら

ば

こ
れ
も
政
治
に
関
係
す
る
一
一
.
一
口
葉
で
あ
り
、
書
紗
巻
十
五
、
帝
王
部
至
治
に
、

本
づ
く
句
を
得
な
い
。

九

1. 

「
小
児
撫
庫
、
謄
球
百
二
日
付
」
と
の
み
椋
す
る
も
の
は
、
そ
の

第
三
に
、

ひ
ろ
く
人
間
へ
の
い
ま
し
め
と
し
て
は
、
義
文
類
緊
が
さ
き
の
「
室
麿
」
の
一
首
と
あ
わ
せ
て
一
首
と
す
る
も
の
の
、
前
小
い
か
あ

げ
ら
れ
る
。年

歳
在
桑
品
川

東
岳
輿
我
期

長
短
有
常
命
日

遅
速
不
得
僻

斗
酒
多
偽
紫

無
銭
待
来
十
以

年
歳
は
雲
間
一
慨
に
在
り
て

長束
短岳
はか死
常三みの
れf は

る我
曾きと
有期
りす
て

遅
速
は
馳
附
す
る
を
得
ず

斗
酒
も
て
多
く
幾
し
み
を
偽
し

来
る
蕊
を
待
つ
を
矯
す
こ
と
無
か
れ

市
宋
の
葛
立
方
の
韻
語
陽
秋
が
、
ソ
て
の
見
得
た
五
篇
の
う
ち
、
第
三
篇
は
、

膝
職
の
百
一
帯
に
つ
い
て
(
古
川
)

「
老
人
自
ず
か
ら
桑
僚
の
景
な
る
を
知
り
、

八
.
一
七

斗
測
も
て
向
ず
か
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五

十

州

年

記

念

論

集

t
k
・
.

1

、

ノ
ニ
ノ

ら
恥
ド
、
肯
え
て
子
孫
の
潟
に
財
を
積
ま
ざ
る
こ
と
を
一
一
品
、
つ
」
と
要
約
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
首
で
あ
る
が
、
立
方
の
見
た
も
の
は
、
完

篇
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
蒋
氏
が
見
た
デ
札
篇
の
う
ち
、
第
四
篇
の
句
と
し
て
摘
む
も
の
は
、

有
欲
熊
耳
目

快
心
端
末
腹
腸

我
的
別
不
悦
歓

安
能
慮
死
亡

有
く
も
耳
目
を
娯
し
ま
せ
ん
と
欲
し

心
を
快
り
て
腹
腸
を
幾
し
ま
し
む

我
が
射
す
ら
慌
ぴ
歓
し
ま
ざ
る
に

な安
ん
ぞ
能
く
.
比
亡
を
慮
か
ら
ん

且
つ
批
評
を
加
え
て
、
麿
球
の
詩
は
時
事
を
機
切
す
る
故
に
、
時
人
み
な
怪
侍
し
て
嬢
に
焚
棄
す
べ
し
と
し
た
と
、
楚
閥
先
賢
体

で
あ
り
、

に
い
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
類
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
o

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
鹿
世
の
い
ま
し
め
で
あ
る
。
或
い
は
そ
れ
は
者
紗

の
巻
一
百
四
、
義
文
部
筆
に
、
機
鴻
新
詩
と
し
て
引
く
次
の
断
片
と
、

つ
ら
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

人
材
不
能
備

各
有
偏
短
長

税
可
小
人
中

便
僻
必
知
世

人
材
は
備
わ
る
能
わ
ず

各
ん
守
備
れ
る
短
長
あ
り

? フ

末
二
句
は
、
意
を
知
り
が
た
く
、
ま
た
い
か
に
し
て
筆
と
関
係
す
る
か
も
知
り
が
た
い
。

ひ
と
し
く
懸
球
百
一
詩
と
し
て
見
え
る
も
の
も
、
完
篇
で
は
な
い

ま
た
初
皐
記
巻
十
八
、
人
部
師
、
ま
た
御
覧
巻
四
百
四
、
人
事
部
師
に
、

が
、
人
間
へ
の
ひ
ろ
い
い
ま
し
め
で
あ
る
。

子
弟
可
不
慣

子
弟
は
恨
し
ま

5
る
可
け
ん
や



慣
在
選
師
友

師
友
必
良
徳

中
才
可
準
誘

慢
し
む
べ
き
は
師
友
を
選
ぶ
に
在
り

師
友
の
必
ず
徳
に
良
る
れ
ば

更
に
ま
た
最
も
痛
快
な
の
は
、
養
生
の
い
ま
し
め
と
し
て
あ
る
次
の
一
首
で
あ
る
。
勢
文
類
取
水
谷
十
八
、
老
、
太
平
御
覧
谷
三
百
八
十
三
、

中
才
も
準
め
誘
う
可
し

ま
た
巻
七
百
六
十
四
、
器
物
部
鋤
に
、
膿
球
詩
と
し
て
引
く
。

古
っ
て
遁
を
行
く
人
有
りお

き

な

あ

附
の
上
に
て
三
た
り
の
曳
に
見
う

人
事
部
議
老
、

古
有
行
道
人

間
上
見
三
曳

年
各
百
絵
歳

相
輿
鋤
禾
秀

住
車
問
三
曳

何
以
得
此
幕

上
曳
前
致
僻

内
中
堀
貌
腕

中
曳
前
致
僻

量
腹
節
所
受

下
曳
前
致
僻

暮
臥
不
覆
首

要
哉
三
曳
一
一
一
一
口

年
は
各
E

百
絵
歳

相
い
輿
に
禾
の
券
を
鋤
く

車
を
住
め
て
三
た
り
の
曳
に
聞
い
ぬ

何
を
以
っ
て
此
の
需
を
得
た
る
や
と

お

き

な

す

F

上
な
る
曳
の
前
み
て
鮮
を
致
せ
る
は

内
の
中
な
る
嫡
の
貌
は
腕
し
と

中
な
る
史
の
前
み
て
僻
を
致
一
せ
る
は

腹
を
量
り
て
受
く
る
所
を
節
せ
り
と

下
な
る
史
の
前
み
て
鮮
を
致
せ
る
は

暮
る
臥
ぬ
る
に
首
を
覆
わ
ず
と

要
か
な
る
哉

一
一
た
り
の
曳
の
一
一
日
ロ

勝
滞
の
百
一
詩
に
づ
い
て
(
吉
川
)

J¥ 

)L 
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正

十

周

年

記

念

論

集

所
以
能
長
久

能
く
長
久
な
る
所
以
な
り

来
の
王
淋
の
野
客
叢
書
が
、

「
類
要
を
関
す
る
に
悶
り
て
、
膿
疎
の
二
時
を
得
た
り
」
と
す
る
の
も
、
こ
の
一
首
で
あ
り
、
そ
の
原
文
に
得

臆
球
二
一
吋
と
い
う
の
は
、
得
臆
球
百
一
一
詩
と
正
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
に
録
す
る
の
は
御
覧
の
器
物
部
に
よ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
人

事
部
で
は
古
を
昔
に
、
致
を
み
な
置
に
、

F

貌
を
鱒
に
、
暮
を
夜
に
作
り
、
野
客
議
書
は
、
古
を
昔
に
、
内
中
順
貌
醜
を
室
内
川
粗
削
に
作
る
。

ま
た
元
末
明
初
の
詩
人
楊
維
棋
の
鍛
崖
先
生
古
幾
府
各
二
に
は
、

「
一
ニ
曳
者
訣
」
と
題
し
て
、
こ
の
詩
の
擬
作
が
あ
る
。

十

第
四
に
、
人
生
の
種
種
相
を
詠
ず
る
も
の
と
し
て
は
、
御
覧
巻
二
十
五
、
時
序
部
秋
に
、
貌
臨
偲
球
雑
詩
と
し
て
引
く
断
片
、

秋
日
苦
促
短

進
夜
週
綿
綿

貧
士
感
此
時

秋
の
日
は
促
短
な
る
に
帯
し
み

迄
か
な
る
夜
は
逝
か
に
綿
綿
た
り

貧
士
は
此
の
時
に
感
じ

保
慨
し
て
眠
る
能
わ
ず

ま
た
初
皐
記
念
十
八
、
人
事
部
貧
に
、
臆
暖
雑
詩
と
し
て
見
え
る
断
片
、

貧
し
き
子
の
窮
し
き
児
に
諮
る
ら
く

煉
慨
不
能
眠

貧
子
語
窮
児

無
銭
可
把
撮

耕
自
不
得
一
来

采
彼
北
山
葛

箪
瓢
恒
自
在

銭
の
把
撮
(
?
)
す
可
き
無
し

耕
す
も
自
の
ず
と
.
呆
を
得
子

第.1J彼
ととの

瓢;-北
とパの

i百山
tこ Uつ
向葛
在を
な采
れ ら
ば ん



ペ

住

用
相
即J
喝

、

相
い
町
略
す
る
に
用
無
し

す
で
に
ふ
れ
た
如
く
、
新
奮
庶
志
の
藤
政
集
が
悔
恨
硝
棟
集
と
一
番
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
顔
、
師
古
の
医
惣
正
俗
が
「
下
流
」
の
中
の
句
を
臆
段
詩

と
し
て
引
く
こ
と
、

ま
た
御
覧
各
六
百
九
十
六
、
服
章
部
帯
の

な
ど
を
思
い
あ
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
一
首
も
賞
は
晦
魂
百
一
詩
の
侠
文
で
あ
る
。

革
帯
縄
偽
口

総
局
穿
無
底

複革
烏帯
はは
穿2縄
あを
き口
てと
!疋矯
無し
し

ま
た
各
八
百
五
十
、
飲
食
部
飯
の

龍
下
炊
牛
矢

備
中
荘
豆
飯

寵
の
下
に
は
牛
の
矢
を
炊
き

慌
の
中
に
は
一
旦
の
飯
を
眠
、
っ
峨
即
日
ぺ

み
な
貧
士
の
形
容
で
あ
る
。
後
者
は
北
堂
書
紗
巻
百
四
十
四
、
飲
食
部
飯
に
、
卒
生
居
郭
寧
丁
憂
、

い
ず
れ
も
膿
球
新
詩
と
し
て
引
く
が
、

七
言
の
句
は
、
帯
、
つ
て
混
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

貧
賎
出
門
見
富
貴
、
寵
下
後
牛
矢
、
航
中
袋
一
旦
飯
と
引
く
が
、

ま
た
義
文
類
衆
の
巻
十
八
、
老
の
部
に
、
貌
腹
藤
新
詩
と
し
て
引
く
も
の
は
、
老
人
の
悲
し
み
を
詠
ず
る
。

少
貯
の
と
き
は
面
白
に
津
あ
り

少
佐
面
白
津

長
老
顔
色
綴

踊
腕
人
所
思

状
自
白
洗
蘇

長
老
す
れ
ば
顔
色
織
な
り

婦
問
は
人
の
惑
む
所

フ

第
四
句
の
意
は
明
か
で
な
い
が
、
御
覧
各
三
百
六
十
四
人
事
部
頂
に
、
腹
域
新
詩
と
し
て
引
く
断
片
も
、
そ
れ
と
つ
ら
な
る
か
と
疑
わ
れ
る
。

酔
酒
巾
憤
落

酒
に
酔
え
ば
巾
慎
一
洛
ち

際
琉
の
百
一
一
帯
に
つ
い
て
(
古
川
)

/¥ 



頂
禿
赤
如
狐

五

十

周

年

記

念

論

集頂
は
禿
げ
て
赤
き
こ
と
狐
の
如
し

)¥ 

ま
た
御
覧
各
五
百
五
十
六
、
種
儀
部
葬
送
に
、
臆
球
新
詩
と
し
て
引
く
も
の
、

野
田
何
紛
紛

域
郭
何
落
落

現
葬
嫁
要
家

皆
是
商
旅
客

喪
側
食
不
飽

酒
肉
粉
狼
籍

野
田
は
何
ぞ
紛
紛
と
し
て

域
郭
は
何
ぞ
落
落
た
る

埋
葬
し
嫁
要
す
る
家

皆
な
是
れ
商
旅
の
客
な
り

喪
の
あ
る
も
の
の
側
に
て
は
食
う
こ
と
飽
か
ざ
る
も

酒
肉
は
紛
と
し
て
狼
籍
た
り

4
3一
段
じ
て

こ
れ
は
、
人
生
の
悲
喜
を
針
照
さ
せ
つ
つ
、

い
う
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
も
み
な
逆
旅
の
客
の
ご
と
く
で
あ
る
の
を
、

ま
た
北
堂
書
妙
巻
百
四
十
三
、
酒
食
部
線
に
引
く
臆
球
新
詩
、

豊
隆
賜
美
味

受
嶋
方
哨
附

鹿
嶋
吐
野
菜

獅
食
有
何
甘

血
児
隆
に
美
味
を
賜
い

受
け
て
鳴
む
こ
と
方
に
鴫
哨
た
る
も

フ濁
り
食
め
ば
何
の
甘
き
こ
と
か
有
ら
ん

は
、
不
泡
な
も
の
の
悲
し
み
を
歌
う
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
各
百
四
十
八
、
酒
食
部
酒
に
見
え
る

有
酒
如
治
川

有
肴
積
如
山
今

酒
有
り
て
浩
川
の
如
く

も
、
お
な
じ
一
首
の
中
に
あ
っ
た
か
。

肴
有
り
て
積
む
こ
と
与
の
如
し



最
も
愉
快
な
の
は
、
書
紗
巻
百
十
集
部
竿
、

お
よ
び
御
覧
巻
四
百
九
十
人
事
部
療
に
、
懸
球
新
詩
と
し
て
引
き
、
御
覧
各
七
百
三
十
九
疾
病

部
療
に
は
、
膿
球
新
論
と
あ
や
ま
り
引
く
一
首
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
宋
書
の
築
志
に
そ
の
二
句
を
引
く
も
の
で
あ
る
が
、
御
覧
は
雨
僚
と
も
小
注
を
加
え
て
い
う
、

し
て
、
自
ず
か
ら
え
自
律
を
航
る
と
謂
っ
。
黄
門
の
幾
人
、
更
E

往
き
て
岐
い
論
る
も
、
子
供
は
知
ら
ず
。
陥
上
桑
を
名
ず
け
て
、
反
っ
て
鳳
勝

多
く
左
右
に
銭
高
を
賜
い
、
待
た
惣
ず
る
色
無
し
。
」
百
一
詩
の
序
あ
る
い
は
注
で
あ
ろ

漢
末
桓
帝
時

郎
有
馬
子
供

自
調
識
一
音
律

請
客
鳴
盆
ル
チ

偽
作
間
上
桑

反
一
古
口
鳳
勝
雛

左
右
偽
稀
善

亦
復
自
格
頭

雛
な
り
と
.
ゴ
口
い
し
に
、

つ
O 

漢
の
末
の
桓
帝
の
時

郎
に
馬
子
供
な
る
も
の
有
り

自
ず
か
ら
一
音
律
を
識
る
と
謂
い

客
に
盆
時
一
十
を
鳴
ら
さ
ん
こ
と
を
請
う

矯
に
陪
上
桑
を
作
せ
し
に

反
っ
て
鳳
将
雛
な
り
と
言
、
っ

京
右
の
も
の
偽
り
て
善
し
と
稿
え
ば

亦
た
復
た
自
ず
か
ら
頭
を
揺
る

「
馬
子
供
は
人
と
偽
り
頗
る
凝
に

帆
ち
頭
を
格
り
て
欣
喜
し
、

な
お
張
滞
が
あ
つ
め
る
遺
句
の
う
ち
、

点
し
き
と
偽
れ
る
と
は
各
主
分
有
り

貞
偽
各
有
分

驚
験
不
審
錬

驚
と
械
と
は
鍛
を
替
し
く
せ
ず

と
い
う
の
は
、
も
と
づ
く
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

ノに

臆
璃
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
七
月
川
)



五

十

周

年

記

念

論

集

八
一
.
一
川

十

臨
崎
、
球
の
百
二
時
の
遺
文
と
し
て
、
現
在
見
得
る
も
の
は
、
以
上
に
と
ど
ま
る
。
が
ん
ら
い
の
百
敬
篇
な
い
し
は
百
数
十
篇
の
、
十
分
の
一
に

、，，
h

明
-
「
L
R

、。

試
で

7
ふ
れ

J
'
h
宇臼

iv

し
か
し
こ
れ
ら
の
澄
文
を
通
観
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
文
選
所
牧
の
一
首
に
つ
い
て
考
え
た
性
質
が
、
こ
れ
ら
の
法
文
に
も
共

通
し
て
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
文
は
ど
れ
も
自
己
の
情
念
の
表
白
で
は
な
い
。
人
間
の
批
評
、
あ
る
い
は
人
間
の
観
察
で

あ
る
。
文
選
所
載
の
一
首
は
、
な
お
自
述
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
自
漣
に
托
し
た
批
評
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
ま
た
そ
の
詩
は
、

草
に
人
聞
を
観
察
し
批
評
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
の
生
活
の
方
法
に
針
し
、
勧
告
敬
訓
を
輿
え
ん
と
す
る
態
度
を
常
に
も
っ
て
い
る
。

或
い
は
政
治
家
に
針
し
、
戎
い
は
一
般
の
人
間
に
針
し
て
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
致
訓
詩
で
あ
り
、
誠
刺
詩
で
あ
る
。

そ
う
し
て
か
く
敢
訓
詩
誠
刺
詩
と
し
て
の
性
質
が
、

ひ
と
り
現
存
の
遺
文
ば
か
り
で
な
く
、
り
て
の
会
慨
を
お
お
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

さ
き
に
示
し
た
文
選
の
李
善
の
注
に
引
く
楚
圃
先
賢
偉
そ
の
他
の
言
葉
が
一
不
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
他
に
も
そ
れ
を
示
す
資
料
が
い
く
つ
か
あ

る
。
最
も
興
味
が
あ
る
の
は
、
菅
書
載
記
の
二
十
一
、
字
幕
の
僚
に
見
え
た
挿
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
局
の
覇
者
が
、
帝
脱
を
僧
和
し
た
と
き
、

襲
祉
な
る
文
匡
が
、
そ
れ
を
い
さ
め
る
た
め
、
詩
七
篇
を
つ
く
り
、
謄
球
の
作
と
い
つ
わ
っ
て
献
上
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

を
作
り
、
託
し
て
臆
珠
と
一
一
首
い
、
以
て
一
容
を
誠
す
。
霧
、
報
じ
て
日
わ
く
、
詩
を
省
て
意
を
知
る
。
若
し
今
人
の
作
る
所
な
ら
ば
、
賢
哲
の
話

「
社
、
詩
七
篇

一
一
首
な
る
も
、
古
人
の
作
る
所
な
ら
ば
、
死
鬼
の
常
鮮
の
み
。
」
貌
牧
の
貌
書
の
寅
・
本
十
雄
偉
(
列
侍
八
十
四
)
の
記
載
も
お
な
じ
い
が
、

「
合
人
杜
襲
、
詩
十
篇
を
作
り
」
一
式
云
と
い
う
の
は
、
よ
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
何
に
し
て
も
謄
球

通
鑑
が
一
台
の

成
帝
成
康
五
年

A
D
三
三

O
の
僚
に
、

の
死
後
五
十
年
あ
ま
り
、
東
高
日
初
期
の
こ
と
で
あ
り
、
態
球
の
詩
の
性
質
を
側
商
か
ら
示
す
資
料
で
あ
る
つ

ま
た
有
の
李
審
に
閲
す
る
資
料
は
、
花
文
澗
氏
の
文
心
雌
龍
注
が
不
充
分
に
指
摘
す
る
も
の
を
、
私
が
補
足
し
た
の
で
あ
る
が
、
氾
氏
は
、



梁
の
陶
弘
景
(
A
D
川
正
二
l
l
五

A

ニ
ム
ハ
)
が
、
そ
の
肘
後
百
一
・
方
の
序
に
、

「
昔
し
鷹
球
は
百
一
詩
を
偽
り
て
、
以
て
心
行
を
筏
規
せ
り
。
今
予
の
此

を
撰
す
る
は
、
蓋
し
我
が
婦
を
衛
補
せ
ん
と
す
」
と
い
う
の
を
も
あ
げ
る
へ
般
可
均
去
漂
文
四
十
七
)
。
ま
た
こ
れ
は
早
く
韻
語
陽
秋
の
注
意
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
梁
の
何
遜
に
、

「
柳
か
百
一
の
慨
を
矯
す
」
と
題
す
る
詩
が
あ
り
、
こ
れ
ま
た
勧
告
教
訓
の
意
を
も
っ
た
詩
で
あ
る
。

ま
た
臆
球
の
詩
が
往
往
に
し
て
諸
諸
を
帯
び
る
こ
と
も
、
文
選
所
載
の
一
首
の
、

「
文
章
は
園
を
経
せ
ず
」
だ
け
で
は
な
い
。
馬
子
供
の

首
、
三
曳
の
一
首
は
、
確
貰
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
断
片
の
な
か
で
も
、
酔
酒
巾
憤
落
、
頂
禿
赤
如
狐
が
、
果
し
て
老
人
を
郷
檎

し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
好
諮
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

十

ま
た
そ
の
表
現
の
外
形
に
於
い
て
も
、
文
選
の
一
首
に
頭
を
の
ぞ
け
た
措
僻
の
特
殊
さ
は
、
他
の
遺
篇
に
も
共
通
し
て
現
れ
る
。

ま
ず
俗
語
の
使
用
は
、
用
等
稀
才
皐
の
ほ
か
に
も
頻
繁
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
少
舵
面
白
津
で
お
こ
る
断
片
の
抜
白
自
洗
蘇
、
ま
た
貧
士
一
古
川

窮
見
で
お
こ
る
一
首
の
無
銭
可
把
撮
、
ま
た
無
用
相
町
喝
、
努
黙
を
加
え
た
語
は
、
他
の
使
用
例
を
見
出
し
に
く
い
た
め
に
、
意
義
を
蹄
納
し

が
た
い
が
、
俗
詩
的
な
語
素
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

更
に
ま
た
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
針
匂
の
使
用
が
多
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
存
の
遺
篇
を
通
じ
、
巌
密
な
針
句
は
、

「
百
都
立
中
五
、

ゾL

州
置
都
士
」
、
「
室
魔
致
凝
陰
、
官
軍
高
木
小
積
陽
」
、
「
形
管
研
納
言
、
貌
瑞
表
武
弁
」
、
「
寵
下
炊
牛
失
、
悦
中
荘
一
旦
飯
」
、
「
野
田
何
紛
紛
、
域
郭
何

落
落
」
、
「
貞
偽
各
有
分
、
驚
験
不
膏
錬
」
の
諸
聯
で
あ
る
。
よ
り
巌
密
で
な
い
も
の
を
教
え
て
も
、

「
治
化
貴
簡
易
、
法
令
不
欲
々
か
」
、
「
哲
人

陪
宋
形
、
愚
夫
闇
明
白
L

、
「
曲
突
不
見
賓
、
燃
燭
矯
上
客
」
、
「
三
寺
普
築
秩
、
百
僚
所
瞬
願
」
、
「
革
帯
縄
矯
口
、
複
烏
穿
無
底
」
、
「
有
酒
如
治

川
、
有
肴
積
如
ヰ
」
、
「
偽
作
間
上
桑
、

反
一
一
」
口
鳳
将
雛
」
の
諸
聯
を
得
る
に
す
ぎ
な
い
。

五
品
一
一
口
詩
に
於
け
る
射
勾
の
使
用
は
、
膿
珠
の
突
の
時
代
の
詩
人
で
あ
る
台
の
陸
機
(
A
U
一一一六一
l
l
三
O
コ
一
)
に
至
っ
て
、
最
も
頻
繁
と
な
る
が
、

略
環
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
古
川
)
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慮
竣
に
さ
き
だ
っ
建
安
の
詩
人
た
ち
も
、
す
で
に
相
営
の
愛
用
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
謄
球
の
詩
は
、
こ
と
さ
ら
に
そ
の
使
用
を
少
く
し
、

卒
易
率
直
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
さ
ら
に
と
い
う
の
は
、
臆
球
は
他
の
文
皐
形
式
に
於
い
て
は
、
針
匂
を
作
り
符
な

か
っ
た
人
物
で
は
な
い
。
前
述
の
文
章
絞
録
に
「
普
く
書
記
の
文
を
矯
す
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
、
文
濯
が
そ
の
書
四
篇
を
お
さ
め
る
こ
と
、
附

書
経
籍
志
が
鷹
鴻
書
林
八
巻
な
る
書
を
著
録
す
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

一
方
に
於
い
て
は
書
簡
の
名
手
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
書
簡
の
文
鰭
は
、
文
選
に
牧
め
る
四
篇
、
な
ら
び
に
清
の
巌
可
均
が
金
三
園
文
に
集
録
す
る
諸
篇
に
よ
れ
ば
、

ほ
と
ん
で
後
代
の
尺
脳
の

慨
に
近
く
、

日
常
生
活
の
破
事
を
、
封
句
的
な
美
文
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
、
専
ら
の
興
味
と
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
燦
球
が
、
百
一

詩
に
於
い
て
は
、
稀
に
し
か
針
句
を
使
わ
ぬ
の
は
、
卒
易
率
直
な
言
語
を
以
て
そ
の
詩
を
う
ず
め
よ
う
と
す
る
、
意
識
的
な
行
矯
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

な
お
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、

弊
じ
て
お
き
た
い
の
は
、

お
よ
そ
文
章
に

は
三
つ
の
慨
が
あ
る
と
し
、
う
ち
そ
の
二
は
、

梁
の
粛
子
雲

(
A
D
四
八
六
|
.
K
凶
八
)
の
市
費
書
文
撃
俸
の
論
に
、

「
事
を
緯
め
類
を
比
し
、
野
小
レ
ム
炉
・
小
作
除
勧
か
ふ
か
」
も
の
、
す
な
わ
ち
全
文
を
針
句
で
う
ず

め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
博
物
は
嘉
み
す
可
き
も
、
職

U
拘
制
を
成
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ほ
か
、
典
故
の
頻
繁
な
使
用
は
、
「
戎

。

い
は
み
一
く
古
語
を
借
り
て
、
用
っ
て
今
の
情
を
申
べ
、
崎
断
筆
引
し
て
、
直
ち
に
偶
設
を
矯
し
、
唯
だ
事
例
を
観
て
、
頓
に
清
栄
を
失
す
る
」

と
い
い
、
そ
の
例
は
す
な
わ
ち
、
得
成
の
五
経
、
臆
球
の
指
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
う
ち
替
の
得
成
の
五
経
と
い
う
の
は
、
今
Jm
体

わ
る
「
孝
経
詩
」
そ
の
他
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ま
こ
と
に
、
経
書
の
古
詩
を
あ
ち
こ
ち
と
つ
づ
り
あ
わ
せ
た
集
句
の
慨
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
類

推
す
れ
ば
、

「
臆
球
の
指
事
」
と
い
う
の
も
、
何
か
作
品
の
名
で
あ
り
、

且
つ
お
そ
ら
く
散
文
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し

そ
の
詩
を
さ
す
と
す
る
な
ら
ば
、
寅
情
に
あ
わ
な
い
。

ま
た
こ
こ
で
思
い
あ
た
る
の
は
、
梁
の
鍾
峻
の
詩
ロ
叩
の
、
臆
球
に
針
す
る
評
語
で
あ
る
。
錯
峨
は
、
貌
侍
中
腹
磁
詩
を
中
ロ
叩
に
列
し
、
次
の

ご
と
く
い
う
。



貌
文
を
組
襲
し
、
善
く
古
語
を
偽
す
。
」
事
を
指
す
こ
と
股
動
、
雅
意
深
篤
に
し
て
、
詩
人
激
刺
の
旨
を
得
た
り
。
」
済
糠
今
日
所
に
至
り

て
は
、
華
臓
に
し
て
菰
味
す
可
し
鷲
。
」

こ
の
批
評
の
文
章
は
、
右
に
」
を
加
え
た
よ
う
に
、
三
段
に
く
ぎ
っ
て
讃
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
中
ほ
ど
の
指
事
股
動
、
雅
意
深
篤
、
得
詩
人

激
刺
之
旨
は
、
そ
の
内
容
の
敬
訓
的
要
素
を
指
す
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
第
一
段
の
組
襲
貌
文
、
善
矯
古
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
照
球
の
詩
が
、

そ
の
表
現
の
率
直
さ
に
於
い
て
、
貌
文
帝
曹
不
一
に
似
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

「

Rmの
篇
、
相
川
官
官
な
部
直
に
し
て
偶
一
持
の
如
し
」
と

す
な
わ
ち
貌
文
帝
詩
を
、
詩
品
は
や
は
り
中
品
に
列
す
る
が
、
そ
の
許
諾
に
は
、

い
う
。
文
帝
に
劃
す
る
こ
の
評
語
は
、
政
治
的
に
も
文
準
的
に
も
文
帝
の
勢
立
者
で
あ
っ
た
り
て
の
弟
曹
植
を
、
意
識
し
て
下
さ
れ
て
お
り
、

「
骨
気
は
奇
高
、
詞
朱
は
華
茂
」
と
い
う
の
と
、
針
比
し
て
讃
む
べ
き
で
あ
る
が
、

方
に
曹
植
の
詩
を
評
し
て
、

い
か
に
も
文
帝
曹
一
企
の
詩
は
、

そ
の
弟
曹
植
の
詩
に
針
比
す
れ
ば
、
措
僻
が
よ
り
素
朴
に
率
直
で
あ
る
。
鍾
峨
が
「
都
直
に
し
て
偶
語
の
如
し
」
と
い
う
「
偶
語
」
は
、
こ
こ

で
は
日
常
曾
話
の
意
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
帝
の
い
か
な
る
詩
を
そ
う
意
識
し
た
か
、
文
帝
の
み
十
一
集
を

た
と
え
ば
玉
牽
新
詠
に
の
せ
る
「
劉
歎
の
妻
な
る
王
氏
に
代
り
て
の
雑
詩
二
首
」

の
w

つ

見
ら
れ
な
い
今
日
、
決
定
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
が
、

ち、

問
問
休
前
帳

張
以
蔽
光
輝

昔
将
爾
同
去

今
将
爾
同
蹄

叫
内
藤
健
笥
裏

嘗
復
何
時
放

間
嗣
た
る
林
前
の
帳
は

俵今昔張
笥ははり
の 爾爾たて
裏:と とヒ以
に井手i将iて
織にに光
蔵同同輝
し じじを
てくく蔽

時去ゅう
るき

• 

蛍
に
復
た
何
の
時
か
披
く
べ
き

膿
藤
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
宵
川
)

八
三
七
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の
ご
と
き
は
、
ほ
と
ん
ど
日
常
の
詩
を
以
て
詩
を
作
る
も
の
で
あ
り
、

「
部
直
」
の
例
で
あ
ろ
う
。

鍾
峨
が
、
臆
球
の
詩
を
目
し
て
、

「
魂
文
を
粗
襲
す
」
と
い
う
の
は
、
り
て
の
措
僻
の
「
部
直
」
さ
に
於
い
て
、
相
同
じ
き
も
の
が
あ
る
と
し

た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
ら
ば
そ
れ
を
承
け
て
、

「
善
く
古
語
を
矯
す
」
と
い
う
「
古
語
」
も
、

古
質
の
語
の
意
で
あ
り
、
粛
子
雲
が
「
本
十
一
く

古
語
を
借
る
」
と
い
う
の
と
は
、

別
で
あ
ろ
う
。

ま
た
考
う
べ
き
は
、
鍾
峨
が
、
感
球
の
評
の
終
り
に
、

至
於
油
開
滞
今
日
所
、
華
勝
可
誠
味
鷲
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
滞
滞
今
日
所
と
は
、

今
は
失
わ
れ
た
一
首
の
中
の
句
で
あ
ろ
う
が

済
済
今
日
所
で
は
じ
ま
る
一
首
の
み
は
、
他
の
詩
の
率
直
さ
と
は
こ
と
な
っ
て
、
華
燥
で
あ
る
と
い
う
ご
と
く
見
え
る
つ
そ
れ
の
み
が
華
燥
で

こ
の
口
吻
は
、

近
入
賞
侃
(
許
文
雨
の
文
論
講
疏
に
引
く
)
や
古
直
(
鍾
記
堅
持
品
饗
)
の
い
う
ご
と
く
、

あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
他
の
大
多
数
が
、
華
腐
を
以
て
長
所
と
し
な
い
こ
と
を
、
裏
か
ら
い
う
の
で
あ
り
、
あ
だ
か
も
貌
文
帝
詩
の
評
に
、

「
惟
だ
西
北
有
浮
雲
な
ど
の
十
絵
首
は
、
殊
に
美
婚
に
し
て
翫
ぶ
可
く
、
始
め
て
其
の
工
を
見

「
百
許
篇
、
率
皆
都
直
如
偶
語
」
を
、
つ
け
て
、

る
失
」
と
い
う
の
と
、
撲
を
一
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
腰
識
の
ほ
か
に
も
う
一
人
、
錯
峨
が
「
頗
る
貌
文
に
似
た
り
」
と
汗
す
る
の
は
、
和
山

庚
で
あ
る
。

更
に
ま
た
詩
品
の
中
で
、

い
ま
ひ
と
つ
鷹
球
の
名
の
あ
ら
わ
れ
る
傑
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

お
な
じ
く
中
品
に
列
す
る
宋
徴
士
陶
潜
詩
、

す
な
わ
ち
陶
淵
明
に
つ
き
、

「
其
の
、
源
は
懸
球
に
出
づ
」
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
は
有
名
で
あ
り
、
有
名
な
だ
け
に
、

し
ば
し
ば
後
人

の
議
論
を
生
ん
で
い
る
。

た
と
え
ば
宋
の
葉
夢
得

(
A
D

一ο七
じ

l
二
円
八
)
の
石
林
詩
話
の
巻
下
に
は
、

「
此
の
語
は
擦
る
所
を
知
ら
ず
」

と

し
、
王
琳
の
野
客
叢
書
も
、
そ
れ
を
祖
述
す
る
。
し
か
し
葉
氏
の
設
は
、
腹
隷
の
詩
を
、
文
選
所
載
の
一
首
の
み
を
資
料
と
し
て
見
た
た
め
に

宅
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
膿
袖
婦
の
詩
が
そ
の
全
貌
を
存
し
た
錆
峨
の
こ
ろ
に
は
、
淵
明
の
租
先
と
し
て
よ
い
面
が
多
分
に
一
不
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
少
く
と
も
雨
者
は
共
に
異
傘
の
語
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
一
般
の
風
潮
は
修
僻
に
お
ぼ
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
中
に
あ
っ
て
、
雨
者

と
も
に
よ
く
真
率
の
語
を
な
し
得
た
黙
に
、
相
共
遁
す
る
も
の
を
意
識
さ
れ
得
た
と
考
え
る
。
し
か
ら
ば
錆
峨
の
こ
の
有
名
な
言
葉
も
、
謄
球



詩
の
様
相
を
確
定
し
得
べ
き
一
資
料
で
あ
る
。
な
お
臨
地
球
と
陶
潜
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
続
川
時
雄
氏
に
論
文
が
あ
る
。

「
陶
淵
明
文
感
の

源
流
を
探
る
」

(
大
阪
市
立
大
串
人
女
研
究
五
雀
六
擁
立

「
其
の
一
一
己
は
頗
る
指
令
な
り
と
雄
も
」
と

評
す
る
こ
と
で
あ
る
、
諸
合
な
る
詩
の
他
の
使
用
例
は
、
陸
機
の
文
賦
に
、
「
或
い
は
奔
放
に
し
て
以
て
諸
A
n
に
、
暗
噴
に
し
て
妖
冶
な
る
を

か

な

ひ

〈

務
む
る
は
、
徒
ら
に
目
を
惜
ば
し
て
俗
に
偶
う
も
、
国
よ
り
蝶
の
み
高
く
し
て
曲
は
下
し
」
と
見
え
、
そ
れ
ら
は
「
悲
し
と
雄
も
雅
な
ら

5
る」

文
準
で
あ
る
と
、
陵
機
は
結
論
す
る
。
文
選
の
李
善
の
注
は
諸
合
の
語
に
劃
し
て
解
を
下
さ
ず
、
呂
延
滞
が
「
或
い
は
奔
馳
し
て
、
そ
の
思
い

を
於
縦
に
し
、
以
て
和
A
口
を
求
む
」
と
解
く
の
を
見
る
の
み
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
放
路
、
通
俗
と
い
う
の
が
、
陸
機
の
文
賦
に
於
け
る
話

会
の
語
の
意
義
で
あ
る
と
観
察
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
同
時
に
、
文
章
紋
録
が
臆
球
の
詩
を
評
し
て
「
其
の
一
三
は
似
る
諸
A
口
」
と
い
っ
た
意
味
で

ま
た
い
ま
ひ
と
つ
考
慮
を
挽
い
た
い
の
は
、
三
闘
志
の
注
に
引
く
文
章
紋
録
が
、
脳
崎
、
球
の
詩
を
、

あ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

何
に
し
て
も
臆
球
の
詩
は
、
内
容
に
於
い
て
も
、
表
現
に
於
い
て
も
、

一
風
餐
っ
た
詩
と
し
て
意
識
さ
る
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
た
。

名

を
「
新
詩
」
と
呼
ば
れ
た
の
も
、
そ
の
矯
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
典
雄
な
詩
を
好
む
文
濯
が
、
わ
ず
か
一
首
を
し
か
え
ら
ば
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
詩
の
性
質
を
裏
か
ら
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

十

爆
竣
の
詩
が
、
こ
の
よ
う
な
性
質
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
世
紀
、
貌
の
時
代
に
於
け
る
五
言
詩
の
展
開
の
歴
史
の
上
に
、

一
つ
の
意
義
を
も

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
貌
の
五
言
詩
の
歴
史
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
世
紀
の
は
じ
め
に
出
た
建
安
の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
は
同
時

に
ま
た
、
五
一
言
の
詩
形
が
、
知
識
人
の
文
墜
形
式
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
は
じ
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
漢
代
で
は
、

主
と
し
て

膿
環
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
古
川
)
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市
民
の
歌
と
し
て
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
一
種
の
軽
文
筆
と
し
て
意
識
さ
れ
、
名
あ
る
作
者
に
よ
っ
て
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
五
一
一
-
一
口
詩
が
、

甲

」

}

」

に
は
じ
め
て
知
識
人
の
名
を
砦
し
た
文
犠
形
式
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
な
お
市
民
の
歌
の
継
承
で
あ
り
模
擬
で
あ
る
と

い
う
要
素
を
、
有
カ
に
保
持
し
て
い
た
。
常
に
個
人
的
な
情
念
の
表
白
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
も
、

そ
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
曹
植
の
詩
が
し
ば
し

ば
棄
て
ら
れ
た
女
の
口
吻
に
偲
托
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

そ
の
結
果
、
建
安
の
詩
の
性
質
の
一
つ
と
し
て
あ
る
も
の
は
、
硯
野
の
せ
ま
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
喜
び
も
悲
し
み
も
自
己
一
個
の
上
に

と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
る
。
も
っ
と
も
建
安
の
詩
人
が
、

公
燕
、
組
使
、
贈
答
の
詩
と
し
て
、
し
ば
し
ば
詩
人
相
互
の
友
情
を
歌
う
こ
と
は
、
漠
代

の
五
言
詩
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
主
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
目
が
自
己
の
周
閣
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
貼
で
は
、

や
は
り
鯛
野
の
狭
い
詩
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

約
半
世
紀
お
く
れ
て
、
こ
の
世
紀
の
中
ご
ろ
、

大
へ

貌
の
末
の
詩
人
と
し
て
出
た
院
籍

(
A
D
一一一

O
l
一
一
六
六
)
の
詠
懐
詩
は
、

ん
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
人
閉
会
憾
に
お
お
い
か
ぶ
さ
る
不
安
を
う
た
う
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
個
人
的
な
不
安
の
表
白
で
は
な
い
。

つ
ま
り
そ
の
視
野
は
、

ぐ
っ
と
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、

私
が
別
の
論
文
「
院
籍
の
詠
懐
詩
に
つ
い
て
」
で
考
察
す
る
ご
と
く
で
あ
る

(
京
都

大
串
巾
閥
文
早
報
第
五
加
)

0

建
安
の
詩
と
院
籍
の
詩
と
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
へ
だ
た
り
、
そ
の
中
間
に
あ
る
も
の
が
、
腹
球
の
詩
で
は
な
か
っ
た
か
。
態
球
の
詩
の
す
口

琵
聞
が
、
緊
張
を
さ
け
て
弛
絞
に
つ
い
て
い
る
黙
は
、
院
籍
の
詩
の
言
語
が
再
び
詩
的
緊
張
を
求
め
て
い
る
の
と
、
ち
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
人

聞
を
観
察
し
批
判
す
る
五
言
詩
と
し
て
、
庚
い
視
野
に
立
つ
黙
で
は
、
院
籍
に
さ
き
だ
っ
て
院
符
を
み
ち
び
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

む
ろ
ん
慮
球
以
前
に
も
、
庚
い
腕
野
に
立
っ
て
人
聞
を
批
判
し
、
或
い
は
批
判
と
ま
で
は
ゆ
か
ず
と
も
、
人
間
の
様
相
を
記
述
せ
ん
と
す
る

主
一
一
一
一
ロ
詩
が
、
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
前
掲
の
私
の
論
文
の
説
く
ご
と
く
で
あ
る
。
漢
代
の
五
言
詩
の
ゆ
っ
ち
作
者
の
名
を
惇

え
る
僅
少
の
も
の
の
一
つ
で
あ
る
班
固
の
「
詠
史
詩
」
は
、
孝
行
と
い
う
人
間
の
徳
を
叙
述
し
、
そ
れ
を
う
け
た
壬
集
の
詠
史
詩
と
共
に
、
広
H

の
左
思
の
一
一
部
史
詩
が
ひ
ろ
く
人
間
の
問
題
を
論
ず
る
源
を
な
し
て
い
る
。
文
選
が
、
百
一
の
一
類
を
詠
史
の
一
類
の
突
に
お
く
の
は
、
雨
者
の

-イ



性
質
に
親
近
さ
を
み
と
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
漢
代
無
名
氏
の
「
古
詩
十
九
首
」
も
、

「
行
き
行
き
て
重
ね
て
行
き
行
き
、

君
と
生
き
な

が
ら
別
離
す
」
を
は
じ
め
、
狭
い
腕
野
か
ら
す
る
悲
し
み
を
歌
う
も
の
が
大
多
数
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

「
治
沿
と
し
て
陰
陽
は
移
り
、
年
命
は

朝
露
の
如
し
」
な
ど
と
、
，
人
審
有
限
と
い
う
人
開
会
健
に
ひ
ろ
ま
る
問
題
を
歌
う
も
の
を
ま
じ
唱
え
て
い
る
。

お
よ
び
そ
の
延
長
で
あ
る
貌
初
建
安
の
五
言
詩
の
、
主
流
で
は
な
い
。
専
ら
鯛
野
の
ひ

ろ
い
詩
を
作
っ
た
の
は
、
少
く
と
も
現
存
の
資
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
臆
球
に
は
じ
ま
り
、
院
籍
に
成
る
。
あ
る
い
は
、
謄
球
と
同
時
の
哲
皐
の

し
か
し
か
く
腕
野
の
廉
い
詩
は
、
漢
代
の
五
一
一
一
百
詩
、

大
家
で
あ
り
、
鐙
峨
の
詩
品
で
は
や
は
り
中
口
問
に
列
す
る
何
長

(
l
A
E
両
九
)
も
、
五
弓
一
口
詩
の
腕
野
の
旗
大
に
あ
ず
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
何
長
の
詩
は
い
ま
二
篇
を
停
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

更
に
ま
た
臆
球
が
庇
籍
の
先
限
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
黙
は
、

ほ
か
に
も
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
院
籍
の
八
十
数
篇
の
詩
作
が
、

「
詠
懐
」
と
線
題
さ
れ
た
の
と
同
じ
く
、
臆
球
の
百
数
篇
な
い
し
は
百
数
十
篇
の
詩
作
も
、

「
百
一
」
も
し
く
は
「
新
詩
」
と
細
川
題
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
臆
珠
の
「
百
一
」
は
、
院
籍
の
「
詠
懐
」
ほ
ど
、

一
貫
し
た
思
想
で
は
貫
ぬ
か

れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
表
大
な
篇
数
を
も
っ
連
作
で
あ
る
こ
と
は
お
な
じ
で
あ
る
。

且
つ
こ
の
こ
と
も
、

お
そ
ら
く
は

臆
域
以
前
に
は
な
か
っ
た
現
象
で
あ
ろ
う
。

そ
の
二
は
、
従
来
は
散
文
、

あ
る
い
は
詩
以
外
の
韻
文
の
、
主
題
で
あ
っ
た
も
の
の
、

五
一
一
一
一
口
詩
へ
の
移
入
で
あ
る
。
院
籍
の
詠
懐
詩
が
う
た

う
ご
と
き
人
間
の
不
安
、
そ
れ
は
漢
の
文
皐
に
於
い
て
は
、
班
国
の
幽
通
の
賦
、
張
衡
の
思
玄
の
賦
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
賦
の
文
撃
の
扱
う

も
の
で
あ
り
、
軽
文
撃
で
あ
る
五
言
詩
の
主
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
院
籍
は
移
し
て
五
言
詩
の
主
題
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
臨
地
域
も
、

従
来
は
「
設
論
」
の
主
題
で
あ
っ
た
も
の
を
、
そ
の
「
下
流
」
の
詩
と
し
て
詠
ず
る
こ
と
は
、

は
じ
め
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
散
騎

常
師
友
の
一
首
は
、
揚
雄
ら
の
「
官
後
」
の
文
墜
を
、

五
言
詩
に
移
入
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
り
て
の
黙
で
も
謄
球
の
詩
は
、
院
絡
に

さ
き
だ
っ
て
院
籍
を
み
ち
び
く
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

臆
環
の
百
一
詩
に
つ
い
て
(
古
川
)
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以
上
は
、
三
世
紀
の
前
半
と
い
う
短
い
時
間
の
う
ち
に
於
け
る
臆
球
の
詩
の
文
県
史
的
意
義
で
あ
る
が
、

j¥ 

1'4 

よ
り
長
い
時
間
に
わ
た
っ
て
の
中

闘
の
詩
の
歴
史
の
上
に
も
、
膿
球
の
詩
は
一
つ
の
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
庄
の
王
党
志
や
実
山
の
詩
と
し
て
現
れ
る
働
世
詩
、
す
な

わ
ち
諸
諮
を
ふ
く
む
平
易
率
直
な
一
一

J

ロ
葉
で
綴
ら
れ
た
救
訓
詩
、
そ
の
さ
い
し
ょ
の
源
は
、

お
そ
ら
く
腹
珠
の
百
一
詩
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。


