
中
国
文
学
報

第
六
十
四
竹

『水
薪
博
』
成
立
考

-
内
容
面
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ

小

松

謙

京
都
府
し仏

大
学

『水
瀦
博
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
'
多
-
の
先
行
研
究
が
存
在
す

る
｡
た
だ
'
相
互
に
矛
盾
し
た
結
論
が
生
じ
た
場
合
､
い
ず
れ
が
正

し
い
か
を
定
め
が
た
い
こ
と
が
多
い
｡
こ
れ
は
'
文
献
が
乏
し
い
た

め
ど
う
し
て
も
主
観
的
な
意
見
の
封
立
に
終
始
し
が
ち
で
あ
-
'
議

論
が
客
観
性
を
持
ち
が
た
い
こ
と
に
由
来
し
よ
う
｡
で
は
､
ど
の
よ

う
に
し
て
議
論
に
客
観
性
を
持
た
せ
れ
ば
よ
い
の
か
｡

こ
こ
で
有
数
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
'
語
嚢

･
テ
ク
ニ
カ

ル
タ
ー
ム
の
分
析
で
あ
る
｡
成
立
を
異
に
す
る
部
分
の
間
で
は
､
語

葉
や
そ
の
用
法
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
預
想
さ
れ
る
｡
同
様
の
こ
と

は
'
牽
能
と
の
関
係
の
痕
跡
を
示
す

一
連
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
に

つ
い
て
も
い
え
よ
う
｡
従

っ
て
'
こ
れ
ら
の
用
例
敷
及
び
用
法
の
分

布
を
調
査

･
分
析
す
れ
ば
'
あ
る
程
度
客
観
的
に

『水
前
俸
』
の
成

立
史
を
描
き
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

し
か
し
'
こ
の
分
析
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
'

一
定
の
目
安
が

必
要
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
､
ま
ず
本
論
に
お
い
て
は
､
圭
と
し
て

『大
宋
宣
和
遺
事
』
と
の
関
係
を
手
が
か
-
に
'
内
容
面
か
ら
容
輿

①

堂
本

『水
新
博

』

の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た

い
｡
し
か
る
後
に
､
次
鍍
掲
載
確
定
の
論
文
に
お
い
て
'
語
桑

‥
ア

ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
な
ど
の
使
用
分
布
に
基
づ
い
て
そ
の
仮
説
を
検
謹

す
る
確
定
で
あ
る
｡
な
お
語
桑
等
を
扱
う
関
係
上
'
テ
キ
ス
ト
を
固

定
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
こ
こ
で
は
容
輿
堂
本
の
み
を
限

定
的
に
酎
象
と
す
る
｡

な
お
こ
の
研
究
は
､
も
と
京
都
府
立
大
学
大
学
院
生
で
あ

っ
た
高

野
陽
子
氏
の
語
桑
調
査
か
ら
出
費
し
た
も
の
で
あ
-
'
本
論
は
高
野

氏
と
小
松
の
共
著
に
な
る
べ
き
論
文
の
前
段
階
と
し
て
､
小
松
が
執

筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
次
鍍
掲
載
線
走
の
論
文
は
共
著
と

な
る
こ
と
､
本
論
文
は
饗
表
の
都
合
上
小
松
早
漏
名
義
に
よ
る
濁
立

し
た
論
文
の
形
式
を
取

っ
て
は
い
る
が
'
本
来
は
二
つ
の
論
文
を
あ

わ
せ
て
共
著
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
｡
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『水
前
侍
』
は
元
未
明
初
に
'
施
耐
庵
も
し
-
は
羅
貫
中
､
あ
る

い
は
二
人
の
合
作
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
｡
施
耐
庵

②

の
正
健
に
つ
い
て
'
こ
れ
ま
で
多
-
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た

の
も
t

も
と
よ
-

『水
薪
俸
』
の
作
者
に
つ
い
て
少
し
で
も
そ
の
寅
の
姿
を

知
-
た
い
と
い
う
願
望
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
施
耐

庵

･
羅
貫
中
が

『水
砕
博
』
の
作
者
だ
と
い
う
決
定
的
な
諜
接
が
あ

る
わ
け
で
は
な
-
'
ま
た
仮
に
彼
ら
が

『水
前
博
』
を
書
い
た
こ
と

が
事
賓
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
現
在

『水
薪
博
』
と
呼
ば
れ
て

い
る
書
物
が
､
元
未
明
初
昔
時
彼
ら
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と

同

一
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
鮎
に
つ
い

③

て
は
'
す
で
に
先
人
に
よ
り
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が

'

こ
こ
で
は
現
存
す
る

『水
帝
停
』
に
見
ら
れ
る
思
想
的
傾
向
か
ら
検

討
し
て
み
た
い
｡

容
輿
堂
本

『水
新
俸
』
第
三
十
八
回
で
'
李
達
の
不
調
法
を
わ
び

る
戴
宗
に
射
し
て
宋
江
は
こ
う
言
う
｡
｢他
生
性
是
悪
的
､
如
何
敦

改
得
｡
我
到
敬
他
異
賓
不
恨

(生
ま
れ
つ
き
こ
う
な
の
だ
か
ら
'
改
め

『水
前
借
』
成
立
考

(小
松
)

さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
で
す
か
｡
私
は
む
し
ろ
彼
の
真
書
に
し
て
憤

り
な
き
と
こ
ろ
を
敬
び
ま
す
)｣
｡
こ
れ
は
､
明
代
後
期
と
い
う
時
代
の

刻
印
を
背
負
っ
た
言
葉
と
い
っ
て
よ
い
｡

｢賞
賛
不
仮
｣
'
こ
れ
こ
そ
か
の
李
卓
吾
が

｢童
心
説
｣
に
お
い

④

て
最
も
慣
値
あ
る
も
の
と
規
定
し
た
こ
と
で
あ
っ
た

｡

そ
し
て

｢童

心
説
｣
に
お
い
て
は
､
そ
の

｢異
｣
に
し
て

｢仮
｣
な
ら
ざ
る
文
学

の
典
型
と
し
て
'
『水
前
博
』
の
名
を

『西
麻
記
』
と
と
も
に
あ
げ

た
の
で
あ
る
｡
李
卓
吾
に
限
ら
ず
､
い
わ
ゆ
る
陽
明
学
左
汲
､
更
に

は
必
ず
し
も
陽
明
学
の
徒
と
は
い
え
な
い
李
夢
陽
ら
復
古
波
の
人
々

の
間
で
も
､
｢寅
｣
に
し
て

｢恨
｣
な
ら
ざ
る
も
の
の
追
求
は
最
大

①

の
目
標
で
あ
っ
た

｡

つ
ま
-
こ
の
せ
-
ふ
は
'
明
代
中
期
以
降
の
思

想
状
況
を
背
景
に
持
っ
て
お
-
'
元
未
明
初
段
階
に
お
い
て
は
生
ま

れ
え
な
か
っ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
た
だ
こ
れ
は
わ
ず
か

1

語
の
み
で
あ
-
'
例
え
ば
寓
暦
期
に
入
っ
て
出
版
に
首
た
-
括
入
さ

れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡
し
か
し
同
様
の
傾
向
は
'
人
物
の

描
寓
'
更
に
は
評
債
の
仕
方
な
ど
､
物
語
の
展
開
を
大
き
-
左
右
す

る
要
素
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
最
も
顕
著
な
事

例
は
'
魯
智
深
と
武
松
の
関
係
に
見
出
さ
れ
よ
う
｡
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魯
智
深
と
武
松
は
'

林
沖

･
花
柴
ら
技
巧
涯
と
好
対
照
を
な
す
'

い
わ
ば
鰹
力
泳
の
豪
傑
と
い
う
鮎
で
共
通
す
る
｡
し
か
し

一
見
豪
放

な
ば
か
り
に
見
え
る
両
者
は
､
賓
は
性
格
に
お
い
て
大
き
な
違
い
を

持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
二
人
が
人
を
殺
す
場
面
に
お
い
て
､

⑥

非
常
に
鮮
明
に
現
れ
て
-
る

｡

魯
智
深
に
よ
る
殺
人
の
最
も
有
名
な
事
例
は
'
い
う
ま
で
も
な
-

第
三
回
の

｢拳
打
鋸
関
西
｣
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
は
魯
智
藻
は
､
鄭

居
の
非
道
な
行
動
を
聞
-
や
'
た
だ
ち
に
殴
-
に
行
こ
う
と
し
て
史

進
と
李
忠
に
止
め
ら
れ
､
夜
も
お
ち
お
ち
眠
れ
ず
'
翌
朝
被
害
者
の

金
親
子
を
逃
が
す
と
'
鄭
居
に
肉
を
切
ら
せ
'
相
手
が
疲
れ
た
と
こ

ろ
で
殴
る
｡
と
こ
ろ
が
'
た
だ
こ
ら
し
め
る
だ
け
の
つ
も
り
が
'
勢

い
錬

っ
て
相
手
を
殺
し
て
し
ま
い
'
あ
わ
て
て
逃
げ
出
す
｡
こ
の
場

面
に
お
け
る
魯
智
藻
は
､
ほ
ほ
終
始

一
貫
し
て
直
情
で
あ
り
'
弱
者

の
た
め
前
後
の
見
境
な
く
ふ
る
ま
う
｡
し
か
も
そ
の
殺
人
は
意
園
し

た
も
の
で
は
な
-
､
け
ん
か
の
戦
術
と
し
て
素
撲
な
策
略
こ
そ
用
い

る
も
の
の
､
彼
の
行
動
に
は
計
蔓
性
が
全
-
な
い
｡
他
の
箇
所
で
も
'

魯
智
深
は
決
し
て
無
意
味
な
殺
人
を
犯
さ
な
い
｡

1
万
武
松
の
殺
人
と
し
て
は
､
第
二
十
六
回
に
お
け
る
播
金
蓮
殺

L
と
第
三
十

1
回
に
お
け
る
鴛
驚
桂
の
-
だ
-
が
代
表
と
し
て
あ
げ

ら
れ
よ
う
｡
前
者
に
お
い
て
武
松
は
､
何
気
な
-
兄
を
弔
う
と
見
せ

て
関
係
者

1
同
'
更
に
は
譜
人
と
し
て
近
所
の
人
々
ま
で
呼
び
集
め
､

播
金
蓮
と
王
婆
の
供
述
書
を
取
-
'
署
名
ま
で
さ
せ
た
上
で
播
金
蓮

を
殺
す
｡
武
松
は
終
始

一
貫
し
て
冷
静
沈
着
か
つ
計
書
一的
､
そ
し
て

冷
酷
で
あ
る
｡
鴛
奪
榎
に
お
け
る
大
殺
教
は
'

一
見
粗
暴
の
極
み
の

よ
う
だ
が
､
よ
-
讃
む
と
､
彼
は
凶
行
の
前
に
着
替
え
､
荷
物
を
す

ぐ
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
し
､
逃
走
ル
ー
ト
を
確
保
し
た
上
で
行
動
に

移

っ
て
い
る
の
で
あ
-
'
極
め
て
冷
静
か
つ
計
量
的
で
あ
る
と
い
う

鮎
に
お
い
て
'
賓
は
播
金
蓮
殺
し
と
共
通
す
る
｡
し
か
も
'
全
-
無

関
係
な
奥
方
や
召
使
い
ま
で
容
赦
な
-
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
鮎
で
､

①

冷
酷
さ
に
お
い
て
も
ま
た
共
通
す
る
の
で
あ
る

｡

後
半
に
入
る
と
､
二
人
は
ペ
ア
を
組
む
こ
と
に
な
る
｡
第
五
十
八

回
に
お
い
て
､
魯
智
探
が
史
進
を
招
-
た
め
に
少
華
山
に
行
き
た
い

と
申
し
出
た
時
､
宋
江
は
こ
う
言
う
｡
｢然
是
如
此
'
不
可
猫
自
去
｡

可
煩
武
松
見

(如
)
相
伴

表

｡
他
是
行
者
､

l
般
出
家
人
､
正
好

同
行

(と
は
い
う
も
の
の
'
濁
-
で
行
っ
て
は
い
け
な
い
o
武
松
に
つ
い
て

い
っ
て
も
ら
お
う
｡
彼
は
行
者
だ
か
ら
､
出
家
同
士
'
一
緒
に
行
-
に
は
好

dg



都
合
だ
)｣
｡

つ
ま
-
宋
江
は
魯
智
探

一
人
で
は
不
安
だ
と
し
て
､
武

松
を
つ
け
る
の
で
あ
る
｡
果
た
し
て
宋
江
の
橡
見
通
-
'
史
進
が
賀

太
守
に
捕
え
ら
れ
た
こ
と
を
知

っ
た
魯
智
藻
は
'
武
松
の
諌
め
を
聞

か
ず
'
猪
突
猛
進
し
て
賀
太
守
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
｡
魯
智
深
を

見
選
る
武
松
の
言
葉
は

｢不
聴
我
説
､
此
去
必
然
有
夫

(わ
し
の
言

う
こ
と
を
聞
き
入
れ
な
ん
だ
が
､
き
っ
と
し
-
じ
る
に
相
違
な
い
)｣
で

あ
っ
た
｡

つ
ま
り
'
明
ら
か
に
豪
傑
と
し
て
は
思
慮
分
別
に
富
ん
だ
武
松
の

方
が

一
枚
上
手
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
武
松
が
鴛
喬
榎
に
自
ら

｢殺
人

者
打
虎
武
松
也
｣
と
記
し
た
よ
う
に
字
を
謹
め
る
の
に
野
し
､
魯
智

藻
は
第
三
回
末
に

｢却
不
識
字
｣
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
文

盲
と
設
定
さ
れ
て
い
る

(な
ぜ
か
死
ぬ
前
に
突
然
偶
を
書
-
が
)｡
と
こ

ろ
が
､
二
人
の
う
ち
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
､
明
ら
か

に
魯
智
深
の
方
な
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
宋
江
の
言
葉
に
も
あ
っ
た

よ
う
に
'
彼
ら
は

｢
1
枚
出
家
人
｣
で
は
あ
る
が
'
魯
智
深
が

｢花

和
伶
｣
で
あ
る
の
に
射
し
て
武
松
は

｢行
者
｣
で
あ
る
｡
つ
ま
-
二

人
は
い
わ
ば
主
人
と
従
者
の
関
係
に
あ
る
｡
こ
の
関
係
は
第
九
十
九

回
に
至
っ
て
最
も
鮮
明
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
で
魯
智
探

『水
前
借
』
成
立
考

(小
松
)

は
坐
化
す
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
に
悲
劇
的
な
末
路
を
た
ど
る
も
の
が
大
多

数
を
占
め
る
百
八
人
の
中
で
こ
う
し
た
終
わ
-
を
迎
え
る
こ
と
は
､

魯
智
深
こ
そ
梁
山
泊
中
最
も
高
い
債
値
を
賦
輿
さ
れ
て
い
る
人
物
で

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
彼
こ
そ
は
生
き
て
は
活
悌
'
死

し
て
は
悌
た
る
べ
き
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

す
で
に
片
腕
を
失

っ
て
い
た
武
松
は
'
魯
智
深
の
壷
を
守
る
が
如
-
'

そ
の
地
で
通
人
と
な
っ
て
生
涯
を
終
え
る
｡
で
は
な
ぜ
思
慮
に
放
け

る
魯
智
深
の
方
が
上
位
に
置
か
れ
る
の
か
｡

そ
れ
を
顕
著
に
示
す
の
は
､
容
輿
堂
本
に
付
さ
れ
た

｢李
卓
吾
｣

⑨

(賓
は
葉
書
か
)
に
よ
る
批
評
で
あ
る
｡
第
六
十
二
回
'
石
秀
が
慮

俊
義
を
救
い
出
す
べ
-
単
身
刑
場
に
斬
-
込
む
場
面
に
付
け
た
線
許

に
言
う
｡
｢若
夫
依
御
願
扮
'
算
利
算
害
う
即
倣
天
官
､
何
能
博
李

卓
老

1
扮
乎

(右
顧
左
晒
し
て
利
害
を
計
算
す
る
よ
う
な
者
は
'
た
と
え

神
様
で
あ
ろ
う
と
こ
の
李
卓
吾
が
目
に
止
め
る
に
催
し
よ
う
か
)｣
そ
し
て
'

魯
智
藻
が
鄭
居
を
殺
す
-
だ
-
に
は
'
｢仁
人
､
智
人
'
勇
人
'
聖

人
､
和
人
､
菩
薩
'
羅
漢
､
悌
｣
と
考
え
ら
れ
る
限
-
の
賛
辞
を
書

き
連
ね
る
｡
も
と
よ
-
こ
の
批
評
は
李
卓
吾
自
身
の
手
に
な
る
も
の

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
､
李
卓
吾
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ

- 69一
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る
陽
明
学
左
派
の
思
想
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
は
思
慮
分
別
は
否
定
さ
れ
'
前
後
の
見
境
な
-
正
し
い
と
信

⑲

ず
る
こ
と
を
賓
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
ん
じ
ら
れ
る

｡

そ
し
て
岸
本

⑪

美
緒
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

､

こ
れ
は
明
代
後
期
の
時
代

的
風
潮
の
特
徴
で
も
あ

っ
た
｡

二

こ
の
観
鮎
か
ら
す
れ
ば
'
分
別
に
富
ん
だ
武
松
は
世
俗
に
汚
さ
れ

た

｢恨
｣
の
要
素
を
持
つ
と
い
う
難
で
'
純
粋
無
垢
な
る
魯
智
裸
に

は
及
ば
な
い
と
い
う
'
通
常
と
は
逆
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
｡
つ
ま
-
'
容
輿
堂
本

『水
薪
博
』
に
お
い
て
は
'
明
代
中

期
以
降
に
な
ら
な
け
れ
ば
硯
れ
な
い
基
準
に
よ
っ
て
人
物
像
が
措
か

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
し
て
も
'
容
輿
堂

本

『水
前
借
』
本
文
の
成
立
は
'
施
耐
庵

･
羅
貰
中
よ
-
遥
か
に
下

る
明
代
中
期
以
降
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
も
容
輿
堂
本
以
降
の
展
開
を
見
て
も
'
田
虎

･
王
慶
征
討
の

部
分
を
付
け
足
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
簡
本

(刊
行
日
膿
は
容
輿
堂
本
に
先

行
す
る
も
の
を
含
む
)'
繁
本
で
初
め
て
二
十
回
を
付
け
足
し
た
百
二

十
回
か
ら
な
る
楊
走
見
本
､
そ
の
百
二
十
回
本
か
ら
四
十
九
回
を

削

っ
た
七
十
回

(正
確
に
は

｢棋
子
｣

一
回
分
が
加
わ
る
)
か
ら
な
る

金
聖
歎
本
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
I
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
し

か
も
'
繁
本
に
か
ぎ

っ
て
論
じ
た
と
し
て
も
､
こ
れ
ら
諸
本
は
軍
に

盛
-
込
ま
れ
た
内
容
に
増
減
が
あ
る
だ
け
で
は
な
-
'
文
面
に
も
大

幅
な
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
金
聖
歎
本
に
お
い
て
'
金
聖
款
が
自
分
の
主
張
に
合
う
よ

う
に
文
面
を
か
な
り
大
幅
に
書
き
換
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
-
で
あ

⑲る
｡

そ
し
て
､
金
聖
款
は
し
ば
し
ば
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
に
封
し
て

激
し
い
批
判
を
加
え
る
｡
で
は
金
聖
款
の
批
判
封
象
と
な
っ
て
い
る

の
ほ
ど
の
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
金
聖
歎
本
の
初

め
の
部
分
に
置
か
れ
て
い
る

｢謹
第
五
才
子
書
｣
を

一
見
す
れ
ば
明

ら
か
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
言
う
｡

近
世
不
知
何
人
'
不
暁
此
意
'
却
節
出
李
達
事
来
'
男
作

一

冊
'
題
目
蕎
張
文
集
｡
可
謂
咳
入
床
板
'
不
是
好
狗
｡

最
近
誰
だ
か
知
ら
な
い
が
'
こ
の
こ
と

〔
『水
前
俸
』
に
お

い
て
李
達
が
掩
う
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
役
割
〕
も
理
解
せ
ず
'

李
達
の
こ
と
だ
け
を
抜
き
出
し
て

『蕎
張
文
集
』
と
題
し
て
い
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る
｡
人
の
糞
を
食
ら
う
た
ぐ
い
で
ろ
-
な
も
の
で
は
な
い
｡

こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
｡
容
輿
堂
本
に

付
さ
れ
て
い
る

｢批
評
水
耕
博
述
語
｣
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

和
尚
護
水
前
俸
'
第

1
首
意
黒
旋
風
李
達
､
謂
馬
梁
山
泊
第

l
活
価
､
特
薦
手
訂
幕
張
螺
令
黒
旋
風
集
｡

和
尚

〔李
卓
吾
〕
が

『水
瀦
停
』
を
謹
ま
れ
て

一
番
お
気
に

召
し
た
の
は
黒
旋
風
李
達
で
､
｢梁
山
泊

一
の
生
き
悌
｣
と
し

て
､
特
に
手
ず
か
ら

『幕
張
願
令
黒
旋
風
集
』
を
校
訂
さ
れ
た
｡

つ
ま
-
'
金
聖
款
が
攻
撃
し
て
い
る
の
は
容
輿
堂
本
の

｢李
卓
吾
｣'

即
ち
あ
る
い
は
葉
書
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
人
物
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡
こ
の
こ
と
は
他
の
箇
所
か
ら
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡

例
え
ば

｢讃
第
五
才
子
書
｣
に
は
言
う
｡

如
史
記
須
是
太
史
公

1
牡
皮
宿
怨
沓
揮
出
来
'
･･･-
水
前
借

却
不
然
｡
施
耐
庵
本
無

一
牡
皮
宿
怨
要
登
揮
出
来
-
-
0

『史
記
』
の
如
き
は
司
馬
遷
が
腹

一
杯
に
た
ま
っ
た
怨
み
を

放
出
し
た
も
の
で
､
-
-
と
こ
ろ
が

『水
瀞
博
』
は
違
う
｡
施

耐
庵
に
は
元
来
放
出
す
べ
き
腹

1
杯
に
た
ま
っ
た
怨
み
な
ど
存

在
せ
ず
-
-
｡

『水
瀞
博
し
成
立
考

(小
松
)

こ
れ
に
封
し
て
'
容
輿
堂
の

｢忠
義
水
砕
侍
叙
｣
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
｡

太
史
公
日
'
説
難

･
孤
憤
'
賢
聖
馨
憤
之
所
作
也
｡
…
-
水

済
俸
者
'
蔑
憤
之
所
作
也
｡

司
馬
遷
が
言
う
に
は
'
｢
『説
難
』
『孤
憤
』
は
聖
賢
が
蓉
慣

し
て
著
し
た
も
の
で
あ
る
｣
と
｡
-
-

『水
瀦
停
』
は
馨
憤
し

た
結
果
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

金
聖
歎
本
が
こ
と
さ
ら
に
容
輿
堂
本
に
異
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
と
な
る
と
､
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
金
聖
款
が
宋
江
を
徹
底
的
に
敵
視
す
る
の
も
､
容
輿
堂
本
が

｢然
未
有
忠
義
如
宋
公
明
者
也

(し
か
し
宋
江
ほ
ど
忠
義
な
人
は
い
な

い
)｣
と
い
う
こ
と
に
封
す
る
反
擬
に
由
来
す
る
も
の
か
も
し
れ
な

い
｡
更
に
､
金
聖
款
が

｢第
五
才
子
書
法
｣
で

魯
達
自
然
是
上
上
人
物
､
-
-
然
不
知
何
故
､
看
来
便
有
不

及
武
校
庭
｡

魯
達
は
も
ち
ろ
ん
上
上
の
人
物
で
あ
る
｡
-
-
し
か
し
な
ぜ

か
'
見
る
に
武
松
に
及
ば
ぬ
所
が
あ
る
｡

と
い
う
の
は
'
先
に
述
べ
た
よ
う
に

『水
砕
俸
』
の
内
容
と
は
背
馳
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す
る
の
だ
が
'

こ
れ
も
容
輿
堂
本
が
前
述
の
よ
う
に
魯
智
深
を
絶
讃

す
る
こ
と
へ
の
批
判
か
ら
出
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
も
と
よ
-
金

聖
歎
本
に
は
'
魯
智
深
が
坐
化
す
る
-
だ
-
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
｡こ

の
よ
う
に
､
金
聖
歎
本
に
お
い
て
は
､
容
輿
堂
本
に
封
す
る
批

判
と
い
う
'
本
質
的
と
は
言
い
難
い
要
因
に
左
右
さ
れ
て
､
テ
キ
ス

-
に
饗
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
最

終
的
に
通
行
本
の
地
位
を
獲
得
す
る
の
が
金
聖
歎
本
で
あ

っ
て
見
れ

ば
､
容
輿
堂
本
と
い
え
ど
も
､
明
初
以
来
の

『水
薪
博
』
奨
容
の
一

過
程
を
示
す
テ
キ
ス
ト
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
-

容
輿
堂
本
は
､
た
ま
た
ま
現
存
す
る

『水
着
俸
』
諸
本
の
源
流
を
な

す
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
'
こ
れ
が

『水
砕
侍
』
と
い
う
も

の
の
最
も
完
備
し
た
姿
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

そ
れ
で
は
現
存
諸
本
中
最
も
古
い
段
階
を
示
す
容
輿
堂
本

『水
瀦

俸
』
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
ず

『水

薪
博
』
に
先
行
す
る
文
献
を
手
が
か
-
に
'
内
容

･
構
成
面
か
ら
考

え
て
み
よ
う
｡

三

容
輿
堂
本

『水
瀦
倦
』
(以
下
軍
に

『水
耕
博
』
と
い
う
場
合
は
容
輿

堂
本
を
さ
す
)
に
先
立
つ
梁
山
泊
物
語
を
語
る
文
献
と
し
て
は
'
史

書
を
別
に
す
れ
ば
､
『大
宋
宣
和
遺
事
』
(以
下

『宣
和
遺
事
』
と
略

棉
)
と
､

一
連
の
雑
劇
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
｡
こ
れ
ら
二
種
の
文
献
に

は
'
そ
の
利
用
を
困
難
な
ら
し
め
る
共
通
す
る
候
件
が
存
在
す
る
｡

即
ち
'
成
立
年
代
を
確
定
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
『宣
和
遺
事
』

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
､
南
末
か
ら
明
初
ま
で
多
様
な
説
が
あ
-

⑬

い
ま
だ
に
決
着
を
見
て
い
な
い
｡

た
だ
､
少
な
-
と
も
容
輿
堂
本

『水
耕
博
』
に
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

1
つ

○雑
劇
に
つ
い
て
は
､
現
存
十
種
の
う
ち

｢双
願
功
｣
｢李
達
負
剃
｣

｢燕
青
博
魚
｣
｢黄
花
略
｣
｢争
報
恩
｣
｢還
牢
末
｣
の
六
種
は
'
『鋳

鬼
簿
』
『録
鬼
簿
頼
編
』
に
著
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
'
お
そ

ら
-
明
初
ま
で
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
筆

⑭

者
が
別
稿
で
詳
し
-
論
じ
た
よ
う
に

､

元
雑
劇
の
テ
キ
ス
-
は
明
代

に
大
幅
な
改
愛
を
被

っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
-
'
現
存
テ
キ
ス
ト
が

ー 72-



ど
こ
ま
で
元
代
昔
時
の
姿
を
留
め
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
'
分
か
ら

な
い
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
｡
し
か
し
'
少
な
-
と
も
ス
-
I

リ
I
に
つ
い
て
は
'
大
腰
元
代
常
時
に
お
け
る
梁
山
泊
物
語
の
内
容

を
俸
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

で
は
'
こ
れ
ら
二
種
の
資
料
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
の
か
｡

ま
ず
雑
劇
の
方
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
｡
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

⑮

よ
う
に

､

六
種
の
難
劇
は
基
本
的
に
同
じ
構
造
を
持
つ
｡
ま
ず
前
提

と
し
て
､
す
で
に
三
十
六
人
乃
至
百
八
人
の
頭
領
を
擁
す
る
安
定
し

た
存
在
と
し
て
の
梁
山
泊
が
示
さ
れ
'
そ
こ
か
ら
頭
領
が
下
山
し
て

い
-
｡
下
山
し
た
頭
領
は
何
ら
か
の
ー
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る
が
'

そ
れ
を
解
決
し
'
悪
人
を
捕
え
て
山
に
戻
る
｡
宋
江
は
悪
人
の
庭
刑

を
命
じ
､
祝
い
の
宴
を
開
-
｡
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
'
｢李
達

負
刑
｣
を
唯

一
の
例
外
と
し
て
'
こ
れ
ら
の
雑
劇
に
お
い
て
演
じ
ら

れ
て
い
る
物
語
は

『水
瀞
博
』
で
は
語
ら
れ
な
い
｡

こ
れ
は

一
見
寄
異
な
事
賓
の
よ
う
に
見
え
る
が
､
考
え
て
み
れ
ば

首
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
『水
薪
俸
』
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
'
梁
山

泊
集
圏
の
形
成
と
崩
壊
の
物
語
で
あ
る
｡
具
膿
的
に
は
､
第
七
十

一

回
に
お
い
て
百
八
人
の
勢
揃
い
が
俸
え
ら
れ
る
ま
で
が
形
成
過
程
で

『水
瀞
侍
』
成
立
考

(小
松
)

あ
-
､
第
七
十
五
回
以
降
､
招
安
の
動
き
が
出
始
め
て
か
ら
は
崩
壊

の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
に
封
し
て
'
難
劇
の
世
界
に
お

い
て
は
梁
山
泊
集
園
は
永
積
的
な
'
安
定
し
た
存
在
で
あ

っ
て
'
豪

傑
た
ち
は
そ
こ
か
ら

1
時
離
れ
'
ま
た
回
蹄
し
て
い
-
｡
逆
に
梁
山

泊
以
外
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
､
突
然
異
世
界
の
人
間
で
あ
る
梁
山
泊

の
豪
傑
が
出
現
し
'
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
し
た
後
ま
た
異
世
界

へ
と

去

っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡

こ
の
構
造
が
'
た
と
え
ば
西
部
劇
や
股
放
物
'
あ
る
い
は

一
部
の

騎
士
道
物
語
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は

1
見
し
て
明
ら
か
で

あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
う
し
た
物
語
が
集
圏
を
主
軸
に
置
-
も
の
で

あ
る
場
合
'
例
え
ば
ロ
ビ
ン

･
フ
ッ
ド
集
園
の
よ
う
に
､
少
な
-
と

も
民
間
レ
ベ
ル
に
近
い
博
承
に
お
い
て
は
'
最
終
的
な
崩
壊
を
念
頭

に
置
き
つ
つ
も
'
冒
険
を
語
る
限
-
に
お
い
て
は
う
そ
の
集
圏
は
崩

壊
の
危
険
性
を
意
識
し
な
い
永
積
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
ろ
う
0
と
こ
ろ
が
'
『水
前
博
』
に
お
い
て
安
定
し
た
梁
山

泊
を
背
景
に
持
つ
部
分
は
第
七
十
二

･
三

･
四
の
三
回
'
更
に
厳
密

に
言
え
ば
招
安
を
受
け
る
た
め
の
工
作
に
あ
た
る
第
七
十
二
回
も
排

除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
'
第
七
十
三

･
四
の
二
回
に
す
ぎ
な
い
こ
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と
に
な
る
｡

こ
の
部
分
に
導
入
さ
れ
て
い
る

｢李
達
負
剃
｣
を
唯

1

の
例
外
と
し
て
'
雑
劇
の
物
語
が
全
-

『水
前
借
』
に
含
ま
れ
て
い

な
い
の
も
い
わ
ば
首
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
安
定
の
物
語
で
あ

る
難
劇
の
内
容
は
､
成
立
と
崩
壊
の
物
語
で
あ
る

『水
耕
博
』
に
は

入
-
込
み
え
な
い
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
元
代
昔
時
民
間
で
博
承
さ
れ
て
い
た
梁
山
泊
物
語
は
､
義

賊
集
圏
か
ら
訪
れ
た
豪
傑
に
よ
る
事
件
の
解
決
と
そ
の
蹄
蓮
と
い
う
'

世
界
各
地
に
博
承
さ
れ
る
物
語
の
定
型
に
沿
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
な
ぜ
現
行
の

『水
新

俸
』
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
か
｡
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が

『宣

和
通
事
』
の
存
在
で
あ
る
｡

次
に

『宣
和
通
事
』
で
語
ら
れ
て
い
る
梁
山
泊
物
語
を
要
約
し
て

み
よ
う
｡
周
知
の
通
-
'
『宣
和
遺
事
』
は
徽
宗
皇
帝
の
一
代
記
で

あ
る
が
'
そ
の
元
集
か
ら
亨
集
に
か
け
て
の
部
分
に
梁
山
泊
物
語
の

古
い
形
態
と
思
わ
れ
る
､
明
ら
か
に
語
-
の
特
徴
を
持

っ
た
物
語
が

括
入
さ
れ
て
い
る
｡
『宣
和
遺
事
』
に
見
え
る
梁
山
泊
物
語
は
'
大

き
-
分
け
て
四
つ
の
部
分
か
ら
な
る
｡

①
花
石
綱
物
語

徽
宗
皇
帝
の
命
に
よ
り
､
江
南
か
ら
名
花

･
名
石
を
開
封
の
都
に

運
ぶ

(花
石
綱
)
こ
と
に
な
っ
た
楊
志

･
李
進
義

･
林
沖

･
王
雄

･

花
柴

･
柴
進

･
張
青

･
徐
寧

･
李
鷹

･
穆
横

･
開
勝

･
孫
立
の
十
二

人
は
'
義
兄
弟
の
契
-
を
結
ぶ
｡
孫
立
を
待
つ
う
ち
に
遅
れ
'
雪
で

動
き
が
と
れ
な
-
な
っ
た
楊
志
は
､
路
銀
を
稼
ぐ
た
め
刀
を
責
ろ
う

と
し
て
ナ
ン
ビ
ラ
に
か
ら
ま
れ
'
相
手
を
殺
し
て
流
罪
に
さ
れ
る
｡

李
進
義
ら
十

7
人
の
義
兄
弟
は
､
護
送
役
人
を
殺
し
て
楊
志
を
放
出

し
'
太
行
山
に
上
っ
て
山
賊
に
な
る
｡

②
生
辰
綱
物
語

北
京
の
長
官
染
師
賓
は
､
螺
尉
馬
安
国
に
命
じ
て
'
開
封
に
い
る

察
京
の
も
と
へ
誕
生
祝
い

(生
辰
綱
)
を
運
ば
せ
る
｡
馬
願
尉
ら
は

途
中
で
八
人
組
に
し
び
れ
薬
入
り
の
酒
を
飲
ま
さ
れ
て
､
財
賓
を
奪

わ
れ
る
｡
捜
査
の
結
果
､
犯
人
は
都
城
醇
の
晃
蓋

･
呉
加
亮

･
劉

唐

･
秦
明

･
院
進

･
院
通

･
院
小
七

･
燕
青
と
判
明
す
る
｡
警
察
の

董
平
が
逮
捕
に
向
か
う
前
に
'
都
城
願
の
役
人
宋
江
か
ら
の
知
ら
せ

を
受
け
た
晃
蓋
は
'
逃
走
し
て
楊
志
ら
十
二
人
と
合
流
し
'
｢太
行

山
梁
山
泊
｣
で
山
賊
に
な
る
｡
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③
閤
婆
惜
殺
し

晃
蓋
か
ら
確
と
し
て
金
の
か
ん
ざ
L
を
贈
ら
れ
た
宋
江
は
'
馴
染

み
の
娼
妓
閣
婆
情
に
そ
れ
を
輿
え
て
､
晃
蓋
と
の
関
係
を
知
ら
れ
て

し
ま
う
｡
父
の
病
気
見
舞
い
に
行

っ
た
宋
江
は
､
途
中
で
漁
師
の
杜

千

･
張
琴
'
お
尋
ね
者
の
索
超
､
晃
蓋
を
捕
え
損
ね
て
逃
亡
中
の
董

平
と
出
合
い
'
紹
介
状
を
書
い
て
梁
山
泊
に
上
ら
せ
る
｡
都
城
腺
に

戻
る
と
'
閤
婆
情
は
呉
偉
と
い
う
男
と
い
い
仲
に
な
っ
て
い
た
の
で
'

怒

っ
た
宋
江
は
二
人
を
殺
し
て
逃
亡
す
る
｡
九
天
玄
女
の
廟
に
逃
げ

込
ん
だ
宋
江
は
'
そ
こ
で

｢天
書
｣
を
手
に
入
れ
る
｡
そ
こ
に
は
三

十
六
人
の
名
が
あ
っ
た
｡

④
三
十
六
人
集
結

宋
江
が
朱
仝

･
雷
横

･
李
達

･
戴
宗

･
李
海
ら
九
人
を
引
き
連
れ

て
梁
山
泊
に
上
っ
て
み
る
と
'
晃
蓋
は
す
で
に
死
ん
で
い
る
｡
そ
の

後
'
討
伐
に
来
た
呼
延
線

･
李
横
を
降
参
さ
せ
､
魯
智
探
を
も
仲
間

に
加
え
'
三
十
六
人
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
泰
山
に
お
客
-
す
る
｡
後

に
張
叔
夜
と
い
う
元
帥
に
誘
わ
れ
て
宋
江
ら
は
朝
廷
に
蹄
順
し
'
官

位
を
得
る
｡

『水
砕
俸
Jf
成
立
考

(小
松
)

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
'
『宣
和
遺
草
』
で
語
ら
れ
て
い
る

の
は

｢成
立
｣
の
物
語
で
あ
っ
て
'
｢安
定
｣
と

｢崩
壊
｣
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
｡
語
-
の
形
式
に
お
い
て
示

さ
れ
て
い
る
通
-

『宣
和
遺
草
』
の
梁
山
泊
物
語
が
語
-
物
に
起
源

を
持
つ
と
す
れ
ば
､
お
そ
ら
-
演
劇

(そ
し
て
お
そ
ら
-
は
そ
こ
に
反

映
さ
れ
て
い
る
民
間
債
承
)
で
扱
わ
れ
る
の
が

｢安
定
｣
の
物
語
で
あ

る
の
に
射
し
'
語
-
物
で
は

｢成
立
｣
の
物
語
が
題
材
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は

1
つ
に
は
､
短
篇
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と

す
る
演
劇
と
､
積
き
物
と
い
う
形
式
を
取
-
う
る
語
り
物
と
の
形
式

上
の
差
異
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ただ

し

'
『宣
和
遺
事
』
で
語
ら
れ
る
成
立
の
物
語
は
'
『水
新

俸
』
の
そ
れ
と
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
鮎
を
有
す
る
｡
最
も
大
き
な

違
い
は
､
い
う
ま
で
も
な
-
花
石
鯛
物
語
の
扱
い
で
あ
る
｡
『宣
和

通
事
』
で
物
語
の
費
端
と
な
っ
て
い
る
こ
の
括
話
は
'
『水
前
俸
』

に
お
い
て
は
わ
ず
か
に
第
十

一
回
に
お
い
て
楊
志
の
口
か
ら
語
ら
れ

る
の
み
で
'
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
そ
の
後
の
ス

-
1
リ
ー
は
'
『水
新
侍
』
に
お
け
る
生
辰
綱

･
閤
婆
惜
殺
し
と
大

筋
に
お
い
て
一
致
す
る
が
'
生
辰
綱
の
メ
ン
バ
ー
や
護
送
役
が
異
な
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る
こ
と
'
人
名
の
異
同
な
ど
'

細
か
い
違
い
は
多
数
あ
る
｡
こ
の
奨

化
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

た
だ
し
'
こ
の
期
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
も
う

一
つ
検
討
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
果
た
し
て

『水
瀞
俸
』

は

『宣
和
遺
事
』
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
も
に
梁
山
泊
の
物
語
と
は
い
え
､
両
者
が

同
系
統
に
層
す
る
と
い
う
保
葦
は
な
い
｡
両
者
は
同
じ
題
材
を
全
-

別
々
の
方
向
で
扱

っ
た
､
相
互
に
無
関
係
の
物
語
で
あ
る
可
能
性
も

も
と
よ
り
排
除
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡

た
だ
､
『水
耕
博
』
の
内
容
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
､
『宣
和

遺
草
』
そ
の
も
の
に
依
接
し
て
い
る
と
ま
で
限
定
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
あ
る
に
せ
よ
､
少
な
-
と
も

『宣
和
遺
事
』
と
ほ
ぼ
同
系
統

に
屠
す
る
物
語
が

『水
前
借
』
の
原
按
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
を
示
す
の
は
'
さ
き
に
ふ

れ
た
楊
志
に
よ
る
花
石
綱
に
野
す
る
言
及
で
あ
る
｡
こ
こ
で
楊
志
が

何
の
必
然
性
も
な
-
'
自
分

1
人
の
来
歴
と
し
て

『宣
和
遺
事
』
の

花
石
綱
物
語
に
該
首
す
る
話
を
す
る
こ
と
は
､
『水
前
借
』
の
前
段

階
に
お
い
て
は
花
石
綱
物
語
が
存
在
し
た
こ
と
の
痕
跡
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
｡

同
様
の
こ
と
は
慮
俊
義
の
扱
い
に
も
見
て
取
れ
る
｡
『水
前
借
』

に
お
け
る
慮
俊
義
は
甚
だ
奇
妙
な
存
在
で
あ
る
｡
突
然
宋
江
と
呉
用

が
､
元
来
ア
ウ
ト
ロ
ー
な
ど
と
は
縁
も
ゆ
か
-
も
な
い
慮
俊
義
を
ど

う
し
て
も
仲
間
入
り
さ
せ
よ
う
と
思
い
立
ち
'
そ
の
た
め
に
非
常
に

手
の
込
ん
だ
策
略
を
弄
し
､
そ
の
結
果
と
し
て
石
秀
ら
の
生
命
も
危

険
に
さ
ら
さ
れ
'
あ
げ
-
の
果
て
に
は
北
京
を
火
の
海
に
す
る
と
い

う
大
事
件
に
ま
で
費
展
す
る
｡
し
か
も
宋
江
は
､
本
人
や
周
囲
の
猛

反
対
を
も
聞
き
入
れ
ず
､
結
果
的
に
仲
間
入
-
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
慮
俊
義
に
首
領
の
地
位
を
譲
る
と
言
い
張
-
､
最
終
的
に
は

第
二
位
と
い
う
席
次
を
輿
え
る
｡
そ
し
て
こ
の
間
も
そ
の
後
も
'
慮

俊
義
が
す
ぐ
れ
た
能
力
を
畿
揮
す
る
場
面
は
特
に
な
い
｡
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
不
自
然
な
設
定
に
な

っ
て
い
る
の
か
｡
そ
れ
は
お
そ
ら
-
虚

像
義
が
花
石
鯛
グ
ル
ー
プ
の
首
領
だ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
ゆ

え
彼
は
雷
然
第
二
の
地
位
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
楊

志
以
外
の
人
物
は
花
石
綱
物
語
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡

そ
こ
で
'
虐
使
義
を
第
二
の
地
位
に
据
え
る
こ
と
を
正
常
化
す
る
た

め
の
無
理
な
設
定
が
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
だ
と
す
れ
ば
､
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設
定
の
無
理
さ
自
性
が
､
『水
前
借
』
が
花
石
鯛
を
含
む
物
語
を
基

本
に
し
て
､
そ
こ
か
ら
花
石
綱
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

⑲

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

｡

更
に
'
明
初
周
憲
王
宋
有
徴
の
雑
劇

｢豹
子
和
尚
｣
に
見
え
る
三

十
六
人
の
名
簿
が
､
『宣
和
遣
手
』
と
ほ
と
ん
ど

一
致
し
て
い
る
鮎

に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
事
賓
は
'
『宣
和
遺
事
』
も
し

-
は
そ
れ
と
同
内
容
の
も
の
が
'
明
初
の
段
階
で
印
刷
さ
れ
て
流
布

し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
｡
も
し
早
い
段
階
で
印
刷
物
に
な
っ

て
贋
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
『水
耕
博
』
制
作
に
あ
た
っ
て
直
接

利
用
さ
れ
た
可
能
性
は

一
段
と
高
-
な
る
｡

以
上
の
鮎
か
ら
､
『水
前
博
』
は

『宣
和
遺
事
』
を
踏
ま
え
て
い

る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
も

『宣
和
遺
事
』
で
述

べ
ら
れ
る
の
は
梁
山
泊
の
成
立
過
程
で
あ
-
､
三
十
六
人
が
勢
揃
い

し
て
以
降
の
こ
と
は
､
朝
廷
に
韓
順
し
て
官
職
を
手
に
入
れ
'
方
腺

討
伐
に
参
加
し
た
こ
と
が
ご
-
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
､

頭
領
の
多
-
が
死
ぬ
こ
と
や
'
宋
江
が
好
臣
に
毒
殺
さ
れ
る
こ
と
な

ど
は
全
-
見
え
な
い
｡
つ
ま
-
'
『宣
和
遺
事
』
と
は
梁
山
泊
成
立

の
物
語
で
あ
-
'
安
定
と
崩
壊
の
物
語
は
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

『水
前
借
』
成
立
考

(小
松
)

こ
と
に
な
る
.
こ
の
鮎
か
ら
も
､
さ
き
に
あ
げ
た
間
に
封
す
る
答
､

即
ち
安
定
の
部
分
を
放
い
た
梁
山
泊
物
語
の
東
涯
に
首
て
は
ま
る
こ

と
に
な
る
｡
た
だ
し
崩
壊
の
部
分
は
､
『宣
和
遺
事
』
に
も
見
え
な

い
｡
こ
れ
は
な
ぜ
か
｡

聾
能
に
お
い
て
は
'
興
味
深
い
部
分
の
み
が
語
ら
れ
る
の
が
常
で

あ
る
｡
し
か
し
､
長
篇
小
説
と
な
る
と
首
尾
が
必
要
に
な
る
｡
筆
者

が
か
つ
て
論
じ
た

一
連
の
全
相
平
話
と

『列
国
志
俸
』
の
関
係
は
､

軍
馨
の
講
樺
に
由
来
す
る
小
説
が
長
篇
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
に
普

た
っ
て
､
ど
の
よ
う
な
作
業
が
施
さ
れ
る
か
の
歴
史
小
説
に
お
け
る

⑰

サ
ン
プ
ル
と
な
-
う
る
も
の
で
あ
っ
た

｡

そ
こ
で
は
､
講
輝
で
語
ら

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
興
味
深
-
か
つ
史
書
か
ら
遠
い
物
語
群

の
間
を
､
平
板
な
歴
史
書
の
要
約
で
つ
な
ぐ
と
い
う
手
法
が
取
ら
れ

て
い
た
｡
こ
と
は
お
そ
ら
-

『水
瀞
侍
』
に
お
い
て
も
同
じ
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
｡
梁
山
泊
の
物
語
が
長
篇
小
説
に
ま
と
め
ら
れ
る
に

あ
た
っ
て
'
成
立
と
安
定
の
後
に
'
物
語
の
結
末
と
し
て
崩
壊
を
付

け
加
え
る
必
要
が
生
じ
る
｡
『水
薪
停
』
の
後
半
は
そ
こ
で
創
作
さ

れ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
う
し
た
観
難
に
立

っ
て
'
次
に

『宣
和
通
事
』
が

『水
薪
博
』

77



中
国
文
学
報

第
六
十
四
冊

の
原
型
の
少
な
-
と
も

1
つ
で
あ
る
と
仮
定
し
て
､
両
者
の
関
係
か

ら

『水
耕
博
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
仮
定
の
是

非
は
'
後
に
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

四

『宣
和
遺
事
』
と

『水
滞
博
』
を
比
較
し
た
時
'
最
も
顕
著
な
相

違
は
花
石
綱
の
有
無
'
そ
れ
に
次
ぐ
の
は
人
物
の
異
同
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
花
石
綱
物
語
が
な
-
な
っ
た
の
は
'
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
花
石
綱
グ
ル
ー
プ
が
太
行
山
に
上
る
と
い

う
設
定
に
な
っ
て
お
-
'
｢太
行
山
梁
山
泊
｣
と
い
う
地
名
が
根
本

的
に
あ
-
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
ょ
う
｡
大
行
山
と
梁

山
泊
は

一
つ
に
し
ょ
う
が
な
-
'
梁
山
泊
を
消
し
え
な
い
以
上
'
太

行
山
の
方
が
消
滅
す
る
の
は
い
わ
ば
理
の
首
然
で
あ
る
｡

す
る
と
こ
と
は
二
番
目
の
問
題
､
つ
ま
-
人
物
の
異
同
に
関
わ
っ

て
-
る
｡
先
に
列
挙
し
た
よ
う
に
､
花
石
綱
物
語
に
は
十
二
人
の
豪

傑
が
登
場
す
る
｡
そ
し
て
'
十
二
人
の
う
ち

『水
耕
博
』
に
お
い
て

も
花
石
綱
と
闘
わ
-
を
持
つ
の
は
楊
志
だ
け
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と

は
'
楊
志
以
外
の
十

一
人
-

李
進
義

(慮
俊
義
)

･
林
沖

･
王
雄

(楊
雄
)

･
花
条

･
柴
進

･
張
青

(張
清
)

･
徐
寧

･
李
磨

･
穆
横

(穆
弘
)

･
閲
勝

･
孫
立
に
つ
い
て

『水
前
俸
』
で
語
ら
れ
て
い
る

物
語
は
､

『宣
和
遺
事
』
段
階
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

た
と
え
ば
柴
進
の
如
き
は
'
『水
耕
博
』
で
は
後
周
皇
帝
の
末
商
と

し
て
'
特
権
を
持
つ
大
貴
族
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
､
『
宣

和
遺
事
』
に
お
け
る
柴
進
は
､
花
石
綱
を
運
搬
す
る
軍
人
の
一
人
で

あ
る
以
上
t
も
と
よ
-
大
貴
族
な
ど
で
は
あ
-
よ
う
が
な
い
｡
彼
が

後
周
皇
帝
の
子
孫
と
い
う
設
定
は
'
お
そ
ら
-
彼
が
後
周
帝
室
と
同

姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
他

『水
砕

博
』
で
は
重
要
な
地
位
を
占
め
る
慮
俊
義

･
林
沖

･
花
柴
ら
の
物
語

は
'
す
べ
て
後
か
ら
加
わ
っ
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
｡
同
様
の
こ
と
は
､
生
辰
綱
メ
ン
バ
ー
の
う
ち

『水
前
借
』
と

重
複
し
な
い
二
人
'
即
ち
秦
明
と
燕
青
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
｡
そ

の
よ
う
に
考
え
て
い
-
と
'
『水
瀦
博
』
に
お
け
る
彼
ら
二
人
の
来

歴
が
花
石
綱
の
メ
ン
バ
ー
'
花
葉

･
慮
俊
義
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
語

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
示
唆
的
で
あ
る
｡
更
に
'
や
は
-

『水
新

博
』
と
は
全
-
異
な
っ
た
来
歴
が
語
ら
れ
る
索
超

･
董
平
に
つ
い
て

も
､
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
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人
物
に
関
わ
る
も
う

一
つ
の
問
題
は
､
宋
江
が
梁
山
泊
に
上
る
際

伴

っ
た

｢九
人
｣
で
あ
る
｡
名
前
が
直
接
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
朱

仝

･
雷
横

･
李
達

･
戴
宗

･
李
海
の
五
人
だ
け
で
､
後
の
四
人
は
明

記
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
か
も
こ
こ
で

｢九
人
｣
と
い
う
の
は

｢十

人
｣
の
誤
り
だ
と
す
る
見
解
も
早
-
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
｡
と
い
う

の
は
'
こ
の
す
ぐ
前
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

｢天
書
｣
に
あ
っ
た
三
十

六
人
の
名
簿
か
ら
他
の
箇
所
で
名
前
の
出
る
メ
ン
バ
ー
を
除
い
て
い

-
と
'
五
人
が
残
る
か
ら
で
あ
る
｡
具
鰹
的
に
は
史
進

･
公
孫
勝

･

張
順

･
武
松

･
石
秀
が
そ
れ
に
普
た
る
｡
た
だ
し
'
こ
の
五
人
を
全

部
含
め
る
と
'
教
え
方
に
も
よ
る
が
'
｢天
書
｣
を
基
準
に
す
る
限

-

､

1
人
鎗
分
が
出
る
こ
と
に
な
-
帳
尻
が
合
わ
な
い
.
｢
一
丈
青

張
横
｣
ま
た
は

｢投
降
海
賊
李
横
｣
と
い
う
人
物
が
ど
う
し
て
も
は

み
だ
す
の
で
あ
る
｡
｢張
横
｣
で
あ
れ
ば

『水
瀞
停
』
に
も
見
え
る

名
で
あ
る
が
'
『水
薪
博
』
に
お
け
る
張
横
の
あ
だ
な

｢船
火
見
｣

は
､
『宣
和
遺
事
』
に
お
け
る
張
琴
の
あ
だ
名

｢火
虹
工
｣
と
似
て

お
り
'
そ
し
て

『宣
和
遺
事
』
に
お
い
て
は
張
琴
と
張

(李
)
横
は

完
全
な
別
人
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
張

(李
)
横
が
張
順
に
該
首
す

る
可
能
性
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
が
､
名
前
も
あ
だ
名
も
違
う
以
上
'

『水
瀞
俸
』
成
立
考

(小
松
)

両
者
を
同

一
人
物
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
は
分
ら
な

い
｡
と
-
あ
え
ず
'
こ
こ
で
は
史
進

･
公
孫
勝

･
武
松

･
石
秀
は
確

賓
に
宋
江
に
随
行
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
-
'
張
順
も
含
ま
れ
る
か
も

⑲

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
｡

こ
の
部
分
に
関
す
る
問
題
は
二
つ
あ
る
｡
第

一
は
'
こ
こ
で
宋
江

が
伴

っ
た
九
人

(も
し
-
は
十
人
)
と
は
ど
の
よ
う
な
来
歴
を
持

つ

人
々
な
の
か
と
い
う
こ
と
｡
そ
し
て
第
二
は
'
四
人

(も
し
-
は
五

人
)
の
名
前
が
な
ぜ
出
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
記
述

は
'
原

文
で
は

｢宋
仝

雷
横
井
李
達
戴
宗

李
海
等
九
人
｣
と
な
っ

て

い
る
｡

こ
こ
で

｢拝
｣

に
よ
る
値
切
-
が

入
っ
て
い
る
の
は
根
嬢
の

な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
｡
『水
薪
博
』
に
お
い
て
も
未
仝

･
雷
横

と
李
達

･
戴
宗

･
李
海

(倭
)
は
グ
ル
ー
プ
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ

る
｡
そ
こ
で
は
朱
仝

･
雷
横
が
宋
江
地
元
の
警
察
関
係
者
で
あ
る
の

に
封
し
､
李
達
以
下
の
三
人
は
宋
江
が
江
州
に
配
流
さ
れ
た
折
知
り

合

っ
た
面
々
で
あ
-
'
宋
江
と
は
特
に
深
い
関
係
を
持
つ
も
の
と
し

て
措
か
れ
て
い
る
｡
『宣
和
遺
事
』
に
お
い
て
は
､
も
ち
ろ
ん
宋
江

が
江
川
に
行
-
と
い
う
展
開
は
な
い

(後
に
述
べ
る
よ
う
に
元
難
劇
に

お
け
る
宋
江
の
自
己
紹
介
に
'
江
川
配
流
の
道
中
'
梁
山
泊
で
晃
蓋
ら
に
政
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出
さ
れ
た
と
あ
る
｡
『水
蘇
博
』
の
江
州
の
-
だ
り
は
'
お
そ
ら
-
こ
の
設

定
を
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
)

｡
従

っ
て
'
李
達
た
ち
の
出
自
も
全

-
不
明
で
は
あ
る
が
､
宋
江
と
個
人
的
に
結
び
つ
い
た
集
圏
で
あ
る

こ
と
に
は
奨
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は

『水
前
侍
』
の
江
川

の
-
だ
-
は
'
彼
ら
と
宋
江
と
の
結
び
つ
き
を
説
明
す
る
た
め
に
生

ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

で
は
あ
と
の
四
人
も
し
-
は
五
人
の
名
前
は
な
ぜ
記
さ
れ
て
い
な

い
の
か
｡
全
鰹
に

『宣
和
遺
事
』
の
記
述
は
､
名
前
と
人
数
に
非
常

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
三
十
六
人
を
そ
ろ
え
ね
ば
な
ら
な
い

以
上
､
い
わ
ば
首
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
こ
こ
だ
け
名
前

が
放
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
｡

そ
の
顔
梱
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡
史
進

･
公
孫
勝

･
石
秀

･
武
松
'

そ
れ
に
五
人
だ
と
す
れ
ば
張
順
が
加
わ
る
｡
こ
の
う
ち
張
順
は
は
っ

き
-
と
李
達
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
屠
す
る
が
､
後
の
四
人
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
｡
ま
ず
史
進
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
､
『水
瀞
停
』

の
出
自
以
外
に
､
難
劇

｢還
牢
末
｣
や

『水
新

⑲

博
』
第
六
十
九
回
に
見
え
る
東
平
出
身
者
と
い
う
経
歴
が
あ
る

｡

公

孫
勝
は
'
『美
幸
雑
識
』
『七
修
類
稿
』
に
お
け
る
三
十
六
人
の
名
簿

に
は
見
え
な
い
｡
し
か
も

『水
薪
博
』
で
は
生
辰
綱
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
『宣
和
通
事
』
の
生
辰
綱
の
-
だ
-
に
は

現
れ
な
い
｡
つ
ま
-
両
人
と
も
出
身

･
来
歴
が
は
っ
き
-
し
な
い
｡

と
す
れ
ば
､
こ
こ
で
意
囲
的
に
名
前
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
作

者
が
彼
ら
の
出
自
を
は
っ
き
り
示
し
た
-
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
成
-
立
つ
｡
つ
ま
-
'
彼
ら
は
名

の
み
あ

っ
て
物
語
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
す
る
と
後
の

二
人
､
つ
ま
-
武
松
と
石
秀
も
同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
は

⑳

な
い
か
と
い
う
推
定
が
成
-
立
つ
｡

そ
し
て
も
う

一
つ
'
魯
智
藻
に
つ
い
て
は

｢那
時
有
伶
人
魯
智
深

反
叛
'
亦
来
投
奔
宋
江

(そ
の
時
魯
智
深
と
い
う
倍
も
反
逆
し
て
'
宋
江

の
も
と
に
身
を
投
じ
て
ま
い
-
ま
し
た
)｣
と
あ
る
の
み
で
､
詳
し
い
こ

と
は
何
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
｡
こ
れ
も

『宣
和
遺
事
』
は
魯
智
藻

の
物
語
を
詳
し
-
は
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の

で
あ
る
｡
魯
智
藻
に
つ
い
て
も
'
明
初
周
憲
王
朱
有
徴
の
雑
劇

｢豹

子
和
尚
｣
は
'
も
と
南
陽
廉
慧
寺
の
侭
､
戒
律
を
守
れ
ず
師
に
叱
ら

れ
て
還
俗
し
､
梁
山
泊
に
入
っ
た
と
い
う

『水
帝
博
』
と
は
全
-
異

な
る
履
歴
を
停
え
'
母
や
妻
子
ま
で
が
登
場
す
る
｡
つ
ま
-
魯
智
深
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も
史
進
同
様
複
数
の
物
語
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
先

に
述
べ
た
よ
う
に
'
『水
瀞
俸
』
に
お
け
る
魯
智
藻
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
は
陽
明
学
左
涯
の
思
想
を
濃
現
し
た
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
.

と
す
れ
ば
'
や
は
-
現
行

『水
薪
侍
』
に
お
け
る
魯
智
深
像
は
明
代

中
期
以
降
に
な
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

で
は
'
こ
れ
ら
の
事
案
を
と
-
あ
え
ず

『水
薪
俸
』
前
半
に
皆
て

は
め
る
こ
と
に
よ
-
'
想
定
し
う
る
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
｡五

『永
常
俸
』
第

一
回
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
洪
大
尉
に
よ
-
伏
魔

殿
が
開
か
れ
る
尊
端
の
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
箇
所
は
､
も
と
よ
-

『宣
和
遺
事
』
や
雑
劇
に
は
見
え
な
い
が
'
常
識
的
に
見
て
今
の
形

の

『水
瀞
博
』
が
で
き
あ
が
っ
た
時
に
加
わ
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
｡

績
く
第
二
回
か
ら
第
三
回
に
か
け
て
は
'
王
進
と
史
進
の
物
語
に

あ
た
る
｡
つ
な
ぎ
と
も
い
う
べ
き
王
進
は
と
も
か
-
､
史
進
の
物
語

『水
前
借
』
成
立
考

(小
松
)

が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
か
は
問
題
で
あ
る
｡
た
だ
'
さ
き
に
ふ

れ
た
よ
う
に

『宣
和
遺
事
』
に
お
い
て
は
史
進
の
来
歴
が
不
明
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
'
難
劇

｢還
牢
末
｣
で
は
史
進
が
東
平
の

下
っ
端
衝
役
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
'
し
か
も

『水
瀦
俸
』
自
懐
に
お

い
て
も
第
六
十
九
回
で
史
進
は
東
平
に
い
た
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
'
こ
の
部
分
に
お
け
る
史
進
を
陳
西
の
豪
農

の
子
と
す
る
設
定
は
孤
立
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

『水
前
借
』
に
お
け
る
史
進
が
後
半
で
は
失
態
ば
か
-
演
じ
て
'
前

半
と
は
別
人
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
も
'
｢還
牢
末
｣
に
お
け
る
史
進

が
は
な
は
だ
さ
え
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
鮎
と
符
合
す

る
｡
そ
し
て
史
進
は

『宣
和
通
事
』
に
お
い
て
宋
江
が
伴

っ
た
名
前

の
出
な
い
四
人
も
し
-
は
五
人
の

一
人
で
あ

っ
た
｡
お
そ
ら
-

『水
⑳

瀞
停
』
の
こ
の
部
分
も
､
新
し
-
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

｡

第
三
回
の
後
半
か
ら
第
七
回
の
前
半
ま
で
は
魯
智
保
の
物
語
で
あ

る
｡
こ
の
部
分
は
'
魯
智
深
以
外
に
は
史
進

･
李
忠

･
周
通
が
登
場

す
る
の
み
で
､
し
か
も
第
六
回
瓦
種
寺
に
お
け
る
史
進
に
は
別
段
登

場
す
る
必
然
性
が
な
-
'
第
五
回
桃
花
山
に
お
け
る
周
通
も
'
パ

タ
ー
ン
化
し
た
賊
を
こ
ら
し
め
る
話

(例
え
ば

『西
遊
記
』
に
お
け
る

Sl
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猪
八
戒
登
場
の
場
面
の
如
-
)
の
や
ら
れ
役
に
す
ぎ
ず
'
こ
れ
が
周
通

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
｡
李
忠
も
周
通
と
セ
ッ
ト
で

登
場
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
り
t
L
か
も
す
ぐ
前
の
打
鐘
関
西
の
-

だ
-
で
出
た
ば
か
-
の
李
忠
が
こ
こ
で
も
う
山
賊
の
親
分
に
な

っ
て

い
る
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然
で
'
登
場
人
物
の
数
を
限
定
し

よ
う
と
い
う
意
園
も
見
え
る
よ
う
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
こ
の
-
だ
-
は
魯
智
深
を
主
人
公
と
し
た
猫
立
し
た
物

語
の
抽
入
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
事
賓
'
『
宣

和
遺
事
』
に
お
い
て
も
魯
智
探
は
来
歴
不
明
で
あ

っ
た
｡
『水
瀦

博
』
が

『宣
和
遺
事
』
に
基
づ
い
て
い
る
と
す
れ
ば
'
史
進
の
場
合

と
同
様
'
そ
の
出
身
物
語
を
用
意
す
る
必
要
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
そ
の
物
語
が
史
進
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
大
規
模
で
あ
る
こ

と
は
'
新
た
な
創
作
で
は
な
-
出
来
合
の
も
の
を
使
用
し
た
こ
と
を

思
わ
せ
る
｡
こ
れ
ら
の
諸
事
賓
と
､
『醇
翁
談
録
』
に

｢花
和
尚
｣

と
い
う
講
談
の
題
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､

こ
の
部
分
は
濁
立
し
た
話
本

(こ
の
名
稀
の
是
非
に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
る
が
､
本
論
文
で
は
と
り
あ
え
ず
畢
態
も
の
の
講
談
の
意
味
で
使
用
し
て

お
-
)
｢花
和
尚
｣
に
基
づ
-
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な
い
か
と
思

⑳

わ
れ
る

｡

第
七
回
後
半
か
ら
第
十

1
回
ま
で
は
林
沖
の
物
語
で
あ
る
｡
林
沖

は

『宣
和
遺
事
』
で
は
花
石
綱
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

っ
た
｡
と
い
う
こ

iJ
は
'
首
然
な
が
ら
こ
の
部
分
の
物
語
は

『宣
和
通
事
』
に
は
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
林
沖
は
'
『発
辛
雑
識
』
『七
修

類
稿
』
に
見
え
る
三
十
六
人
の
名
簿
に
は
名
が
見
え
な
い
｡
つ
ま
り
､

あ
-
え
た
か
も
し
れ
な
い
別
系
統
の
博
承
に
も
林
沖
の
物
語
は
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
ら
の
諸
鮎
か
ら
考
え
て
'

『水
薪

侍
』
の
林
沖
物
語
は
新
し
-
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
こ
と
に
な
ろ
う
｡
こ
の
鮎
で
興
味
深
い
の
は
'
林
沖
の
性
格
が
二

重
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

全
憶
的
に
見
れ
ば
'
林
沖
は
善
良
で
恨
み
深
い
人
物
と
し
て
措
か

れ
､
そ
う
し
た
人
間
が
不
修
理
に
も
破
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
-
と
こ
ろ

に
こ
そ

『水
帝
侍
』
の
深
み
が
あ
る
わ
け
な
の
だ
が
'
よ
-
見
る
と

そ
れ
と
は
全
-
異
な
っ
た
林
沖
像
が

1
部
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

第
十
回
で
酒
屋
の
李
小
二
は
次
の
よ
う
に
い
う
｡
｢林
教
頭
是
箇
性

急
的
人
､
摸
不
着
便
要
殺
人
放
火

(林
教
頭
さ
ん
は
束
の
短
い
お
人
で
'

う
ま
く
い
か
な
い
と
す
ぐ
に
人
を
殺
し
た
-
火
を
付
け
た
-
し
よ
う
と
な
さ

SZ



る
)｣
｡
こ
れ
が
林
沖
を
恩
人
と
し
て
慕
う
男
の
林
沖
評
債
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
こ
こ
ま
で
'
林
沖
は
陸
謙
の
家
を
ぶ
ち
こ
わ
し
た
-
は
す

る
も
の
の
'
妻
に
非
薩
を
働
こ
う
と
し
た
高
衛
内
に
封
し
て
も
'
上

司
の
子
と
い
う
こ
と
で
手
を
出
し
か
ね
て
魯
智
深
に
批
判
さ
れ
る
よ

う
な
分
別
-
さ
い
男
と
さ
れ
て
お
-
'
彼
が

｢殺
人
放
火
｣
す
る
場

面
な
ど

一
つ
も
な
い
｡
更
に
第
十
回
の
終
わ
-
に
は
'
農
民
た
ち
に

焚
き
火
に
首
た
ら
せ
て
も
ら
っ
て
お
き
な
が
ら
'
彼
ら
が
酒
を
分
け

て
-
れ
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
林
沖
が
突
然
暴
れ
だ
L
t
百
姓

た
ち
を
追
い
捕
っ
た
上
で

｢老
爺
快
活
吃
酒

(俺
様
は
楽
し
-
飲
ま
せ

て
も
ら
お
う
)｣
と
う
そ
ぶ
-
場
面
が
あ
る
｡
こ
の
李
達
さ
な
が
ら
の

⑬

行
動
は
'
｢林
沖
の
奨
貌
を
暗
示
す
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､

そ
れ
に
し
て
も
他
の
場
面
に
お
け
る
林
沖
の
性
格
か
ら
は
あ
ま
-
に

か
け
離
れ
て
お
-
'
し
か
も
先
の
李
小
二
の
せ
-
ふ
と
は

一
致
す
る
｡

林
沖
の
縛
名

｢豹
子
頭
｣
が
張
飛
と
の
類
似
を
示
唆
す
る
こ
と
は
､

㊧

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
-
で
あ
る
｡
林
沖
の
第
二
の
性
格
は
張

飛
に
近
い
も
の
と
い
え
よ
う
｡

一
方
､
『水
前
俸
』
に
遅
れ
て
成
立

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

『賓
剣
記
』
な
ど
の
演
劇
に
お
い
て
は
'
林

沖
は
粗
暴
さ
を
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
'
ひ
た
す
ら
善
良

･
誠
賓
な
人
間
と

『水
瀞
俸
』
成
立
考

(小
松
)

し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
元
来
張
飛
も
ど
き
で
あ
っ
た
は
ず
の

彼
が
､
今
日
の
演
劇
で
は
嶺
な
し
の
二
枚
目
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
『水
薪
博
』
の
林
沖
は
'
こ
の
饗
化
の
過
渡
期
に
あ
た
る
も
の

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
つ
ま
-
'
元
来
粗
暴
な
林
沖
の
物
語
が
あ

り
'
そ
れ
が
知
識
人
に
よ
-
洗
練
さ
れ
た
悲
劇
的
な
物
語
に
改
め
ら

れ
た
｡
林
沖
物
語
は
も
と
も
と
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
'
改

⑮

愛
を
受
け
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

｡

さ
て
､
第
十
二
回
に
な
る
と
楊
志
が
登
場
す
る
｡
そ
し
て
こ
こ
で

楊
志
の
身
の
上
話
と
し
て
'
花
石
綱
を
運
搬
す
る
十
人
の
利
便
の
一

人
で
あ
っ
た
楊
志
が
途
中
で
船
を
沈
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
'

更
に
､
楊
志
が
開
封
で
侍
家
の
賓
刀
を
責
ろ
う
と
し
て
'
ご
ろ
つ
き

の
牛
二
に
か
ら
ま
れ
て
殺
し
て
し
ま
う
次
第
が
頼
-
｡
さ
き
に
述
べ

た
よ
う
に
'
こ
れ
ら
は

『宣
和
遭
事
』
で
は
沓
端
に
置
か
れ
て
い
る

物
語
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
『宣
和
遺
草
』
の
物
語
は
､
『水
前
借
』
で

は
第
十
二
回
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
こ
れ
以
降

第
二
十
二
回
ま
で
は
'
基
本
的
に

『宣
和
通
事
』
と
ほ
ぼ
同
じ
物
語

が
積
-
｡
こ
れ
は
ど
う
解
揮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

前
々
節
で
述
べ
た
よ
う
に
､
太
行
山
を
排
除
す
る
た
め
に
花
石
綱

- 83-
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物
語
は
削
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
の
ま
ま
で
は
'
い

き
な
-
生
辰
綱
か
ら
話
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
て
'
話
が
単
純
に
な
る

上
に
'
多
-
の
豪
傑
の
登
場
す
る
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
な
い
｡
そ
こ

で
生
辰
綱
の
前
に
､
十

一
回
に
わ
た
る
蔑
端
の
物
語
が
置
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
で
は
な
ぜ
楊
志
が
花
石
鯛
蓮
搬
に
失
敗

し
た
こ
と
'
刀
を
責
ろ
う
と
し
て
人
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
が
語
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
｡

一
つ
に
は
花
石
綱
物
語
の
主
役
が
楊
志
で

あ
る
以
上
､
こ
れ
以
外
に
彼
の
履
歴
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
も
う

一
つ
別
の
理
由
も
想
定
可
能
で
あ
る
｡
そ
れ
は
次
の
第

十
三
回
と
の
関
わ
-
の
問
題
で
あ
る
｡

第
十
三
回
に
お
い
て
は
､
北
京
大
名
府
に
流
さ
れ
た
楊
志
が
北
京

留
守
の
梁
中
書
に
気
に
入
ら
れ
'
練
兵
場
で
腕
前
を
披
露
し
て
管
軍

提
韓
使
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
｡
こ
の
物
語
は
無
論

『宣

和
遺
事
』
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
で
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
た

の
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が

『酔
翁
談
録
』
に
見
え
る

話
本

｢青
面
獣
｣
で
あ
る
｡
｢青
面
獣
｣
が
楊
志
の
緯
名
で
あ
る
以

上
､
こ
れ
は
楊
志
の
物
語
で
あ
っ
た
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま

い
｡
で
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
だ
っ
た
の
か
｡
無
論
第
十
二
回

で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
｡
そ
の
場

合
は

『宣
和
通
事
』
も

｢青
面
獣
｣
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
｡

し
か
し
'
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は

『酵
翁
談
錬
』
に
お
い
て

｢青
面
獣
｣
が
置
か
れ
て
い
る
位
置
で
あ
る
｡
｢青
面
獣
｣
の
名
が

見
え
る

『醇
翁
談
録
』
｢小
説
開
聞
｣
で
は
'
百
七
の

｢小
説
｣
が

八
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
同
じ
-

梁
山
泊
物
語
と
思
わ
れ
る

｢花
和
尚
｣
｢武
行
者
｣
が

｢拝

(梓
)

棒
｣
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
る
の
に
封
L
t
｢青
面
獣
｣
の
み

は

｢朴
刀
｣
ジ
ャ
ン
ル
に
屠
す
る
と
さ
れ
る
｡
こ
の
両
者
に
は
ど
の

よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
｡
｢梓
棒
｣
と
は
､
棒
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

1
万

｢朴
刀
｣
は
'
長
刀
の
柄
を
ご
-
短
-
し
た
よ
う
な
武
器
で
あ

る
｡
そ
し
て
両
者
に
含
ま
れ
る
物
語
を
見
る
と
'
｢朴
刀
｣
の
方
に

は

｢楊
令
公
｣
の
名
が
見
え
る
｡
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
-
楊
家
格

の
初
代
楊
継
業
の
物
語
で
あ
ろ
う
｡
お
そ
ら
-
そ
の
内
容
は
'
趨
匡

胤
も
し
-
は
達
と
の
合
戦
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
'
｢梓

棒
｣
の
う
ち
内
容
が
推
定
で
き
る
も
の
と
し
て
は

｢飛
龍
記
｣
｢欄

路
虎
｣
｢五
郎
馬
借
｣
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
｢飛
龍
記
｣
は
後
に

『飛
龍

84



全
俸
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
末
の
太
租
撞
匡
胤
の
物
語
に
違
い
な
い
｡

そ
こ
で
は
趨
匡
胤
は
､
確
か
に
棒
を
主
な
武
器
と
し
て
各
地
で
悪
人

退
治
を
重
ね
る
｡
｢欄
路
虎
｣
は

『清
平
山
堂
話
本
』
に
見
え
る

｢楊
温
欄
虎
侍
｣
の
物
語
で
あ
ろ
う
｡
主
人
公
の
楊
猛
は
､
や
は
-

棒
の
達
人
で
､
奪
わ
れ
た
妻
を
救
い
出
そ
う
と
各
地
で
試
合
を
重
ね

る

(な
お
楊
温
が

『水
前
借
』
第
七
十
八
回
に
現
れ
る
十
節
度
使
の
一
人
で

⑳

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
'
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
-
で
あ
る
)
｡

｢五
郎
烏
恰
｣
は
'
や
は
り
楊
家
格
中
の
楊
五
郎
が
出
家
す
る
物
語

で
あ
ろ
う
｡
楊
五
郎
も
倍
の
常
と
し
て
'
徒
歩
で
戦
う
こ
と
が
多
い
｡

つ
ま
-
､
お
そ
ら
-
武
器
の
性
格
か
ら
い
っ
て
も
'
｢朴
刀
｣
が

甲
胃
を
着
け
'
馬
に
乗
っ
て
戦
う
よ
う
な
武
人
の
物
語
で
あ
る
の
に

射
し
'
｢梓
棒
｣
は
平
時
に
好
漢
が
試
合
や
決
闘
を
行
う
物
語
を
圭

と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
と
す
れ
ば

｢青
面
獣
｣
も

｢朴
刀
｣
に
含
ま
れ
る
以
上
'
刀
を
責
る
話
で
は
な
-
､
馬
上
で
戦

う
話
な
の
で
は
な
い
か
｡
だ
と
す
れ
ば
､
『水
薪
博
』
第
十
三
回
こ

そ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
｢青
面
獣
｣
の
話
を
取
-
込
む

た
め
に
'
楊
志
が
流
さ
れ
る
と
い
う
展
開
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
は

『水
瀞
侍
』
成
立
考

(小
松
)

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
悪
役
の
は
ず
の
梁
中
書
が
非
常
に
好
意
的
な

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
不
自
然
さ
な
ど
も
'
元
来
梁
中

書
な
ら
ざ
る
人
物
を
長
官
と
す
る
濁
立
し
た
物
語
が
､
人
名
だ
け
を

差
し
替
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
説
明
可
能
に
な
る
｡

頼
-
第
十
四
回
か
ら
第
十
六
回
ま
で
は
生
辰
綱
の
物
語
｡
こ
の
部

分
は
､
人
物
に
出
入
-
が
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど

『宣
和
通

事
』
と
奨
わ
ら
な
い
｡
『水
新
俸
』
成
立
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
'

こ
の
部
分
と
績
-
宋
江
物
語
な
の
で
あ
ろ
う
.
た
だ
メ
ン
バ
ー
に
奨

化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
具
鰭
的
に
は
､

『宣
和
通
事
』
の
燕
青
と
秦
明
が
消
え
'
替
わ
っ
て
公
孫
勝
と
自
勝

が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
地
敦
州星
の
自
勝
は
と
-
あ
え
ず
検
討

の
封
象
か
ら
外
す
と
し
て
'
他
の
牽
更
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡

二
人
が
消
え
た
原
因
の
1
つ
は
数
合
わ
せ
で
あ
ろ
う
｡
『宣
和
遺

事
』
の
八
人
を
北
斗
七
星
の
教
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
｡
し
か
し

そ
れ
で
は

1
人
減
ら
す
だ
け
で
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
も
う

l
つ

の
理
由
が
浮
上
す
る
｡
即
ち
公
孫
勝
の
虞
理
で
あ
る
｡
『宣
和
遣

手
』
で
名
前
の
出
な
い
四
人
の
中
に
入
っ
て
い
た
公
孫
勝
は
'
『突

辛
雑
識
』
『七
修
類
稿
』
に
も
見
え
な
い
問
題
の
人
物
で
あ
っ
た
｡
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第
六
十
EEI冊

そ
の
彼
に
は
な
ば
な
し
い
出
番
を
提
供
す
る
た
め
生
辰
綱
が
用
意
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
で
は
な
ぜ
燕
青

･
秦
明
が
は
じ
き
だ
さ
れ
た
の

か
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
し
か
と
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
が
'
も
し

か
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
慮
俊
義

･
花
条
と
い
う
花
石
綱
グ
ル
ー
プ
の
人

物
と
ペ
ア
に
な
っ
た
話
が
先
に
成
立
し
か
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

1
0

し

第
十
七
回
は
楊
志
と
魯
智
深
に

1
歴
の
け
-
を
つ
け
る
た
め
に
挿

入
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
安
富
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
第
十
八
回
か

ら
第
二
十
二
回
ま
で
は
'
第
二
十

一
回
の
閤
婆
惜
殺
し
を
頂
鮎
と
す

る
宋
江
物
語
で
あ
-
'
生
辰
綱
同
様

『宣
和
遺
事
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内

容
を
持
つ
｡
つ
ま
-
第
十
二
回
か
ら
第
二
十
二
回
ま
で
は
'
第
十
三

回

･
第
十
七
回
と
い
う
楊
志
を
庭
理
す
る
た
め
の
二
回
を
除
い
て
'

ほ
ぼ

『宣
和
通
事
』
に
沿

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
こ
と
は
､

こ
の
部
分
が

『宣
和
遺
事
』
を
引
き
継
ぐ

『水
瀞
俸
』
の
中
核
を
な

す
部
分
で
あ
る
こ
と

(宋
江
･
晃
蓋
と
い
う
二
人
の
首
領
と
'
呉
用
と
い

う
軍
師
役
が
す
べ
て
登
場
す
る
鮎
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
)

を
示
す
と
と
も
に
､
楊
志
の
庭
理
に
極
端
に
垂
鮎
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
は
'
花
石
綱
物
語
の
削
除
が
か
な
-
無
理
に
行
わ
れ
た
こ
と
の

名
残
と
い
え
よ
う
｡

第
二
十
三
回
か
ら
第
三
十
二
回
ま
で
は
延
々
十
回
に
及
ぶ
武
松
物

語
'
い
わ
ゆ
る

｢武
十
回
｣
で
あ
る
｡
武
松
は

『宣
和
遺
事
』
に
お

い
て
名
前
の
出
な
か
っ
た
四
人
の
一
人
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
彼
の
来

歴
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
際
に
利
用
さ
れ
た
の
は
'

お
そ
ら
-

『酔
翁
談
録
』
に
見
え
る
話
本

｢武
行
者
｣
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
｡
賓
際
こ
の
場
面
で
は
'
前
後
の
つ
な
ぎ
の
部
分
に
宋
江
が
登

場
す
る
の
を
除
け
ば
､
天
置
星
三
十
六
人
は

1
人
も
登
場
せ
ず
､
非

常
に
猪
立
性
が
高

い
.
た
だ
し
'
｢武
十
回
｣
が
す
べ
て

｢武
行

者
｣
に
由
来
し
て
い
る
か
は
問
題
で
あ
る
｡
武
松
の
性
格
に

一
貫
し

⑳

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
つ
と
に
な
さ
れ
て
い
る
が

､

そ

れ
以
上
に
重
要
な
の
は
､
播
金
蓮
物
語
の
猫
自
性
で
あ
ろ
う
｡
特
に

第
二
十
四
回
は
'
長
さ
も
極
端
に
長
く
､
次
鍍
掲
載
確
定
の
論
文
で

述
べ
る
よ
う
に
形
式
に
も
特
徴
が
あ
る
｡
播
金
蓮
物
語
は
別
の
来
歴

を
持
つ
物
語
の
括
人
で
あ
る
可
能
性
も
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

第
三
十
三
回
か
ら
第
三
十
五
回
ま
で
は
清
風
山
物
語
で
あ
る
｡
こ

の
部
分
で
登
場
す
る
天
畳
星
は
花
柴
と
秦
明
で
あ
り
'
そ
し
て
前
者

が
花
石
綱
十

一
人
の
一
人
､
後
者
が

『宣
和
遺
事
』
で
は
生
辰
綱
に

So



登
場
し
な
が
ら

『水
前
借
』
で
は
人
数
外
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
物

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
首

然
な
が
ら
こ
の
部
分
の
物
語
は

『宣
和
遺
事
』
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
鮎
で
興
味
深
い
の
は
'
こ
の
部
分
で
登
場
す

る
責
信
の
扱
い
で
あ
る
?
青
州
兵
馬
都
監
と
い
う
高
級
軍
人
で
あ
っ

た
責
信
は
､
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
-
梁
山
泊
入
-
し
て
か
ら
も
第

八
位
と
い
う
院
氏
三
兄
弟
よ
-
上
の
地
位
に
置
か
れ
る

(第
三
十
五

回
)｡
更
に
第
四
十

一
回
で
は
'
彼
は
戴
宗

･
李
達

･
李
俊

･
穆

弘

･
張
横

･
張
順
よ
-
上
位
に
座

っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
い
つ
の

間
に
か
彼
の
地
位
は
低
下
し
'
最
終
的
に
は
地
熱
星
の
第
二
位
に
ま

で
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
彼
が
花
柴

･
秦
明
の

物
語
の
成
立
に
普
た
っ
て
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
-
'
従

っ
て
三
十
六

人
の
教
に
は
入
-
え
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
物
語
の
都
合
上
'
梁
山
泊
入
-
の
首
初
で
は
高
い
地
位
を
輿
え

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
も
の
を
､
目
立
た
な
い
よ
う
に
少
し

ず
つ
引
き
下
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

第
三
十
六
回
か
ら
第
四
十

一
回
ま
で
は
､
宋
江
の
江
川
配
流
の
物

語
で
あ
る
｡
こ
こ
で
登
場
す
る
天
蓋
星
は
李
俊

･
穆
弘

･
張
横

･
戴

『水
許
俸
』
成
立
考

(小
松
)

宗

･
李
達

･
張
順
の
六
人
に
の
ぼ
る
｡
宋
江
の
江
州
行
き
は
'
も
と

よ
り

『宣
和
遺
事
』
に
は
全
-
見
え
な
い
話
で
あ
る
｡
で
は
後
か
ら

完
全
に
創
作
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
'
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
ら

し
い
｡
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
例
え
ば
雑
劇

｢還
牢

末
｣
に

｢因
帯
酒
殺
了
娼
妓
閣
婆
惜
'
迭
配
江
州
牢
城
'
路
打
梁
山

泊
所
週
､
有
我
結
義
寄
寄
晃
蓋
-
-

(酔
っ
て
娼
妓
閣
婆
借
を
殺
し
て

し
ま
い
ま
し
て
'
江
州
牢
城
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
'
梁
山
泊

を
通
-
か
か
っ
た
と
こ
ろ
を
､
義
理
の
兄
の
晃
蓋
が
-
-
)｣
(版
望
館
抄
本

に
よ
る
)
と
い
う
よ
う
な
叙
述
が
幾
つ
か
の
雑
劇
の
白
に
見
え
る
の

⑳

で
あ
る
｡

難
劇
の
白
の
成
立
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

以
上
'
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
段
階
の
梁
山
泊
物
語
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
､
と
も
あ
れ

『水
薪
停
』
成
立
以
前

に
江
川
に
配
流
さ
れ
る
途
中
で
宋
江
が
救
わ
れ
る
と
い
う
設
定
が
存

在
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
が

『水
薪
俸
』
で
は
'
梁

山
泊
は
通
る
も
の
の
'
宋
江
は
仲
間
入
-
の
誘
い
を
断

っ
て
'
賓
際

に
江
州
に
赴
-
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
｡

『宣
和
遺
事
』
で
は
宋
江
は
九
人
を
伴

っ
て
梁
山
泊
に
上
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
｡
そ
の
う
ち
四
人
は
問
題
の
名
前
の
見
え
な
い
面
々
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筋

で
あ
る
が
へ

残
-
五
人
は
雷
横

･
朱
全
と
李
達

･
戴
宗

･
李
海

(李

俊
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
る
)
で
あ
り
t
か
つ
前
の
二
人
と
後
の
三
人

の
間
に
は
直
別
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
通

-
で
あ
る
｡
こ
の
後
の
三
人
が
'
『水
前
借
』
の
江
州
物
語
で
登
場

す
る
六
人
の
う
ち
半
分
を
占
め
て
い
る
｡
そ
し
て
彼
ら
の
来
歴
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
｡
残
-
三
人
の
う
ち
穆
弘
は
花
石
綱
の
メ
ン
バ
ー
'

張
横

･
張
順
は
､
こ
れ
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
『宣
和
遺
事
』

に
お
け
る
位
置
づ
け
が
は
っ
き
-
し
な
い
人
物
で
あ
る
｡
『水
前

借
』
に
お
け
る
江
州
物
語
は
'
彼
ら

『宣
和
通
事
』
か
ら
は
来
歴
を

謹
み
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
に
来
歴
を
輿
え
る
た
め
に
､
宋
江

の
間
婆
惜
殺
し
と
李
達

･
戴
宗

･
李
俊
の
梁
山
泊
入
-
の
間
に
設
け

ら
れ
た
物
語
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

績
-
第
四
十
二
回
は
宋
江
が
天
書
を
受
け
る
物
語
で
あ
る
｡
こ
の

話
は

『宣
和
遺
事
』
に
も
あ
る
が
､
位
置
が
異
な
-
､
宋
江
の
梁
山

泊
入
-
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
｡
『水
軒
侍
』
で
は
宋
江
が
官
兵
に

追
わ
れ
る
話
が
第
三
十
五
回
と
第
四
十
二
回
の
二
度
に
わ
た
っ
て
現

れ
る
が
､
こ
れ
は
元
来
第
三
十
五
回
に
あ
る
べ
き
天
書
を
受
け
る
話

⑳

を
後
に
移
し
た
た
め
に
生
じ
た
重
複
で
あ
ろ
う
｡

で
は
な
ぜ
後
に
移

す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
｡
宋
江
が

一
度
官
兵
に
捕
え
ら
れ
'
江
川
に

流
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
『宣
和
通
事
』
の
物
語
は
事
賓
上
こ
こ
で
終
わ
る
｡
無

論

『宣
和
遺
事
』
に
お
い
て
も
'
こ
の
後
魯
智
深

･
呼
延
綿

･
李
横

(張
横
)
の
梁
山
泊
入
-
が
語
ら
れ
､
特
に
呼
延
綿
の
そ
れ
は
討
伐

軍
の
大
牌
で
あ
-
な
が
ら
降
伏
す
る
と
い
う
鮎
で

『水
前
借
』
の
呼

延
灼
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
叙
述
は
極
め
て
簡
略
で

細
部
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
｡
そ
の
後
の
招
安
は
更
に
簡
単
に
ふ

れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
-
､
方
臓
討
伐
に
至

っ
て
は

｢後
遺
宋
江
収
方

臓
有
功
､
封
節
度
使
｣
と

一
言
で
片
づ
け
ら
れ
'
豪
傑
の
面
々
が
討

伐
に
参
加
し
て
命
を
落
と
す
こ
と
な
ど

一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
見
て
も
'
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

『宣
和
遺

事
』
は
梁
山
泊
成
立
の
物
語
で
あ
っ
て
'
安
定
と
崩
壊
は
語
ら
れ
ず
､

特
に
崩
壊
に
つ
い
て
は
物
語
自
膿
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い

も
の
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て
'
前
に
仮
定
し
た
よ
う
に

『水
前
博
』
が

『宣
和
遺
草
』
に

依
接
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
呼
延
灼
が
官
軍
の
滑

と
し
て
来
襲
す
る
こ
と
を
唯

一
の
例
外
と
し
て
､
こ
れ
以
降
は
そ
の

gg



原
接
を
失
う
こ
と
に
な
る
｡
で
は
'
残
-
の
部
分
は
ど
の
よ
う
に
し

て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
'
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
だ
が
新
た
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
-
'
も
う

一

つ
は

『宣
和
遺
草
』
以
外
の
原
嫁
の
存
在
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
を
頭
に

入
れ
た
上
で
'
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

第
四
十
三
回
は
､
い
わ
ゆ
る

｢李
達
探
母
｣
の
物
語
で
あ
る
｡
こ

の
話
が
な
-
て
は
な
ら
な
い
必
然
性
は
認
め
ら
れ
ず
'
濁
立
性
が
強

い
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
来
源
は
走
か
で
は
な
い
｡
た
だ
李
達
の
虎

殺
し
が
武
桧
の
虎
殺
し
の
焼
き
直
し
と
思
わ
れ
る
鮎
か
ら
す
る
と
､

そ
の
成
立
は
比
較
的
新
し
い
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
｡

績
-
第
四
十
四
回
か
ら
第
四
十
六
回
ま
で
は
石
秀
と
楊
雄
に
よ
る

播
巧
雲
殺
し
の
物
語
で
あ
る
｡
石
秀
は

『宣
和
遺
事
』
に
お
け
る
あ

の
名
前
の
見
え
な
い
四
人
の
一
人
､
楊
雄
は
花
石
綱
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
鮎
か
ら
考
え
れ
ば
､
こ
の
物
語
は
新
し
-
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
-
な
っ
て
こ
よ
う
｡
手
書
そ
の
内
容

に

は

､
ヒ
ロ
イ
ン
の
姓
が
共
通
す
る
こ
と
を
初
め
と
し
て
､
藩
金
蓮

物
語
と
共
通
す
る
鮎
が
多
-
'
更
に

『水
耕
俸
』
に
は
珍
し
-
心
理

措
幕
を
多
-
含
む
こ
と
な
ど
'
他
と
は
性
格
を
異
に
す
る
要
素
を

『水
薪
俸
』
成
立
考

(小
松
)

持
っ
て
い
る
｡
お
そ
ら
-
こ
の
部
分
は
'
『水
前
借
』
の
中
で
も
か

な
-
新
し
い
暦
に
属
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

第
四
十
七
回
か
ら
第
五
十
回
ま
で
は

｢三
打
税
家
荘
｣
の
物
語
で

あ
る
｡
こ
の
話
は

『宣
和
通
事
』
に
こ
そ
見
え
な
い
も
の
の
､
雑
劇

の
白
に
お
い
て
は
多
-
言
及
さ
れ
て
お
-
'
し
か
も

『水
薪
停
』
で

は
曾
頭
市
で
死
ぬ
晃
蓋
は
､
雑
劇
の
世
界
で
は
税
家
荘
で
死
ぬ
こ
と

に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
｡
こ
の
こ
と
は
'
宮
崎
市
走
博
士
が
つ
と
に

⑲

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
'

元
来
親
家
荘
の
話
と
し
て
語
ら
れ
て

い
た
も
の
が
､
ほ
ぼ
同
内
容
の
曾
頭
市
を
増
や
す
こ
と
に
よ
り
､

二

つ
に
分
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
従

っ
て
'

具
健
的
な
出
自
は
不
明
で
は
あ
る
が
'
税
家
荘
も
古
い
来
歴
を
持
つ

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
部
分
は

『水
砕
俸
』
に
お
い

て
梁
山
泊
集
圏
が
初
め
て
本
格
的
な
集
圏
戦
を
行
う
場
面
で
あ
-
'

こ
れ
以
前
の
豪
傑
銘
々
侍
の
結
合
と
も
い
う
べ
き
部
分
と
は
本
質
的

に
性
格
を
異
に
す
る
鮎
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
税
家
荘
物
語

の
中
で
は
､
石
秀
が
わ
ず
か
に
個
人
的
才
幹
を
費
揺
す
る
こ
と
を
除

け
ば
､
豪
傑
が
そ
の
個
性
を
示
す
機
倉
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
こ
と
に
'
そ
の
中
に
一
つ
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第
六
十
四
竹

全
-
異
質
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
第
四
十
九
回
の
解
珍

･
解
賓

の
物
語
で
あ
る
｡

第
四
十
七

･
四
十
八
回
と
税
家
荘
と
の
戦
い
が
語
ら
れ
る
中
に
'

突
然
呉
用
の
言
葉
と
い
う
枠
組
み
を
借
-
て
､
別
の
話
が
括
入
さ
れ

る
｡
即
ち
､
罪
な
-
し
て
捕
え
ら
れ
た
解
珍

･
解
賓
兄
弟
を
救
う
た

め
に
､
孫
立

･
孫
新
兄
弟
と
願
大
捜

･
柴
和

･
郁
淵

･
郡
潤
ら
が
蜂

起
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
｡
こ
の
解
珍

･
解
賓
は
､
『宣
和
遺

事
』
の
三
十
六
人
の
中
に
は
見
え
な
い
が
'
『莫
辛
雑
識
』
『七
修
類

稿
』
に
は
名
前
が
出
る
｡
ま
た
孫
立
は
'
三
種
す
べ
て
に
名
が
見
え

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
な
ぜ
か

『水
新
博
』
で
は
地
敦
州星
と
さ
れ
て

い
る
問
題
の
人
物
で
あ
る
｡
そ
し
て
彼
は

『宣
和
遺
事
』
で
は
'
花

石
鯛
物
語
に
お
い
て
楊
志
に
次
ぐ
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
｡
こ

と
の
異
相
は
定
か
で
は
な
い
が
'
と
も
あ
れ
こ
の
物
語
は
'
『宣
和

遺
事
』
と
は
全
-
別
系
統
に
屠
す
る
か
'
も
し
-
は
別
系
統
に
屠
す

る
人
物
を
導
入
す
る
た
め
に
創
作
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
｡

と
す
れ
ば
､
前
後
の
税
家
荘
の
物
語
と
は
か
な
-
異
質
の
も
の
で
あ

る
に
違
い
な
い
｡

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
『水
済
俸
』
第
四
十
六
回
ま
で
は
､
第

十
二
回
か
ら
第
二
十
二
回
ま
で
と
第
四
十
二
回
と
い
う

『宣
和
遺

事
』
に
依
稼
す
る
部
分
を
中
核
と
L
t
そ
れ
に
話
本
に
由
来
す
る
も

の
や
新
た
に
創
作
し
た
と
思
わ
れ
る
物
語
を
付
加
し
て
構
成
し
た
'

豪
傑
銘
々
博
の
連
積
と
い
う
べ
き
腰
制
を
と
っ
て
い
た
｡
次
々
と
主

役
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
-

｢連
環
鰹
｣
と
呼
ば
れ
る
ス
タ
イ
ル
は
'

こ
う
し
た
膿
制
か
ら
必
然
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ

し
て
追
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
物
語
の
主
人
公
が
'
花
石
綱
の
メ
ン

バ
ー
や
来
歴
不
明
の
四
人
と
い
っ
た

『宣
和
遺
事
』
で
は
そ
の
出
自

を
知
-
え
な
い
人
々
で
あ
る
こ
と
は
'
『水
薪
博
』
制
作
に
あ
た
っ

て

『宣
和
通
事
』
が
そ
の
骨
格
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第
四
十
七
回
以
降
の
税
家
荘
物
語
か
ら
､
『水
薪
博
』
は
奨
質
し

始
め
る
｡
個
人
的
豪
傑
の
活
躍
か
ら
'
薬
園
と
し
て
の
梁
山
泊
を
措

-
よ
う
に
韓
じ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
始
ま
-
が
'
『宣
和
遺
事
』
の

事
葉
上
の
終
わ
-
と
ほ
ほ

一
致
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡
『宣

和
通
事
』
の
梁
山
泊
物
語
と
は
､
個
人
的
豪
傑
の
活
躍
を
描
-
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
常
識
的
に
考
え
て
､
任
侠
も
の
の
講
談
と
は
そ

う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
す
る
と
'
硯
家
荘
以
下
は
か
な
-
性
格
を
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異
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
-
る
｡
次
に
後
半
部
に
つ
い
て
'
お
お
ま

か
な
見
取
-
園
を
描
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

六

後
半
'
第
七
十

一
回
に
お
け
る
勢
揃
い
ま
で
は
､
①
第
五
十

一
回

に
お
け
る
雷
横

･
朱
全
の
物
語
､
②
第
五
十
二
回
か
ら
第
五
十
四
回

ま
で
の
高
廉
の
物
語

(第
五
十
三
回
は
羅
異
人
の
物
語
)､
③
第
五
十
五

回
か
ら
第
五
十
七
回
ま
で
の
呼
延
灼
の
物
語

(第
五
十
六
回
は
徐
寧
の

物
語
)､
④
第
五
十
八
回
に
お
け
る
三
山
合
流
'
⑤
第
五
十
九
回
に

お
け
る
華
山
の
物
語
'
⑥
第
六
十
回
に
お
け
る
曾
頭
市
の
物
語

(そ

の
一
)'
⑦
第
六
十

一
回
か
ら
第
六
十
六
回
ま
で
の
慮
俊
義
の
物
語

(そ
の
う
ち
第
六
十
四
回
は
開
勝
､
第
六
十
五
回
は
安
道
全
の
物
語
)'
⑧

第
六
十
七
回
に
お
け
る
水
火
二
牌
の
物
語
'
⑨
第
六
十
八
回
に
お
け

る
曾
頭
市
の
物
語

(そ
の
二
)'
⑲
第
六
十
九
回
に
お
け
る
董
平
の
物

語
'
⑪
第
七
十
回
に
お
け
る
張
清
の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま
-
､
①
と
⑤
を
除
い
て
､
羅
寅
人

･
徐
寧
や
慮
俊
義
物
語
の

前
半
な
ど
多
少
の
世
話
物
的
括
話
を
含
み
つ
つ
も
'
大
半
は
官
軍

･

私
軍
と
の
集
圃
戦
と
'
高
廉
を
唯

一
の
例
外
と
す
る
官
軍
の
格
の
梁

『水
薪
俸
』
成
立
考

(小
松
)

山
泊
入
-
を
語
る
｡
そ
し
て
②
に
つ
い
て
は
柴
進

･
公
孫
勝
'
③
に

つ
い
て
は
徐
寧
'
⑤
に
つ
い
て
は
史
進
､
⑦
に
つ
い
て
は
慮
俊
義

･

燕
青

･
閲
勝
'
⑪
に
つ
い
て
は
張
活
と
'
い
ず
れ
も
花
石
綱
の
メ
ン

バ
ー
'
も
し
-
は
例
の
出
自
不
明
の
四
人
や
生
辰
綱
か
ら
除
か
れ
た

二
人
に
含
ま
れ
る
人
物
が
主
役
格
で
登
場
す
る
｡
ま
た
⑲
の
董
平
も
'

『宣
和
遺
事
』
で
は
捕
-
手
と
い
う
全
-
違
っ
た
役
回
-
を
演
じ
て

い
た
｡
④
⑥
⑨
は
多
数
の
人
物
が

1
度
に
登
場
し
'
⑧
は
主
役
格
に

天
運
星
が
い
な
い
｡
こ
う
し
て
み
る
と
､
こ
の
部
分
の
中
で

『宣
和

遭
事
』
と
矛
盾
を
来
さ
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
は
①
'
即
ち
朱
全
と

雷
横
の
梁
山
泊
入
-
を
語
る
部
分
と
'
③
の
前
半
､
即
ち
呼
延
灼
の

襲
来
を
語
る
部
分
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も

『宣
和
通

事
』
に
朱
全
と
雷
横
は
宋
江
と
と
も
に
梁
山
泊
に
上
っ
た
と
あ
る
以

上
'
①
も

『宣
和
遺
事
』
と
完
全
に
整
合
性
を
持
つ
と
は
言
い
え
な

い
｡
逆
に
言
う
と
'
①
及
び
③
の
前
半
以
外
は
､
『宣
和
遺
事
』
が

『水
瀞
俸
』
に
改
め
ら
れ
る
に
首
た
っ
て
捨
て
ら
れ
た
人
物
を
拾
い

上
げ
て
利
用
し
た
部
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
意
味
で
は
第

十

1
回
ま
で
と
似
通
う
も
の
が
あ
る
が
､
す
べ
て
集
圏
戟
と
な
-
'

物
語
の
様
相
が

一
髪
し
て
い
る
こ
と
は
､
前
述
し
た
通
-
で
あ
る
｡
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第
六
十
四
冊

も
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
話
本
な
ど
も
無
論
存
在
し
な
い
｡
こ
の

部
分
は
､
部
位
に
よ
-
差
こ
そ
あ
れ
'
基
本
的
に
は
前
半
の
頼
き
､

梁
山
泊
集
園
完
成
の
部
分
と
し
て
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
れ
以
降
は
'
臨
述
の
よ
う
に
第
七
十
三

･
七
十
四
回
に
元
雑
劇

由
来
か
と
思
わ
れ
る
括
話
が
あ
る
ほ
か
'
第
九
十
回
に
征
遼
と
方
臓

の
つ
な
ぎ
と
し
て
､
や
は
り
元
雑
劇
に
取
-
上
げ
ら
れ
て
い
た

｢燕

⑪

青
射
雁
｣
が
置
か
れ
て
い
る

の

を
除
け
ば
'
第
七
十
二
回
及
び
第
七

十
五
-
八
十
二
回
の
招
安
物
語
'
第
八
十
三
回
か
ら
第
八
十
九
回
ま

で
の
征
遼
物
語
'
第
九
十

1
回
か
ら
第
九
十
九
回
ま
で
の
方
隠
討
伐

物
語
と
'
第
百
回
の
結
び
を
別
に
す
れ
ば
､
三
つ
の
大
き
い
グ
ル
ー

プ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

1
つ
の
物
語
の
占
め
る
紙
幅
が
長
-

な
っ
て
い
る
こ
と
は
'

一
つ
の
素
材
を
水
増
し
し
て
用
い
た
こ
と
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
｡
事
案
､
こ
の
部
分
が
冗
長
で
精
彩
に
放
け
る

こ
と
は
定
評
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
考
え
る
と
'
さ

き
に
推
定
し
た
よ
う
に
最
後
の
部
分
は
梁
山
泊
の
崩
壊
を
語
る
べ
-
'

あ
る
作
者
が
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
た
だ
し
'
こ
れ
は
三
つ
の
部
分
を

1
人
が
創
作
し
た
と
い
う

意
味
で
は
な
い
｡
か
ね
て
よ
-
後
の
活
人
か
否
か
が
議
論
の
的
と

な
っ
て
い
る
征
遼
物
語
が
'
例
え
ば
方
臓
物
語
と
同

一
人
物
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
か
は
､
も
と
よ
り
疑
問
で
あ
る
｡

以
上
､
『宣
和
遺
事
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
文
献
と
の
関
係
か

ら
'
『水
覇
停
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
｡
し
か
し
､

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
手
法
で
は
'
最
終

的
に
は
論
者
の
解
輝
が
入
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
'
ど
う
し
て
も

客
観
性
に
放
け
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
憾
み
が
あ
る
｡

そ
こ
で
､
次
鍍
掲
載
線
走
の
論
文
に
お
い
て
は
､
主
観
の
入
る
飴

地
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
手
法
を
用
い
て
容
輿
堂
本
本
文
を
解
析
す

る
こ
と
に
よ
-
､
本
論
文
で
示
し
た
仮
説
を
槍
詳
し
'
『水
前
借
』

成
立
史
を
あ
る
程
度
解
明
す
べ
-
試
み
て
み
た
い
｡
そ
の
手
法
と
は
'

具
健
的
に
は
便
用
語
菜
と
､
白
話
小
説
特
有
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム

の
分
析
で
あ
る
｡

証①

容
輿
堂
本
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
'
『古
本
小
説
集
成
』
(上
海
古
籍

出
版
社
)
所
収
の
北
京
囲
書
館
所
蔵
本
の
影
印
を
用
い
る
｡

②

施
耐
庵
の
家
譜
な
る
も
の
を
示
す
江
蘇
省
融
合
科
学
院
文
学
研
究
所

- 92-



編

『施
耐
庵
研
究
』
(江
蘇
古
籍
出
版
社

l
九
八
四
)
な
ど
は
そ
の
顕

著
な

1
例
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
高
島
俊
男

『水
瀞
博
の

世
界
』
(大
修
館

一
九
八
七
'
ち
く
ま
文
庫
二
〇
〇

t
)
｢十

l

誰
が

水
瀞
侍
を
書
い
た
か
｣
に
適
切
な
要
約
が
あ
る
｡

③

宮
崎
市
走

『水
耕
倦
-

虚
構
の
中
の
史
書
』
(中
公
新
書

一
九
七

二
､
後

『宮
崎
市
走
全
集
』
第
十
二
巻

[岩
波
書
店

一
九
九
二
〕
に
収

録
)
｢ま
え
が
き
｣
に
は

｢百
回
本
の
成
立
は
お
そ
ら
-
明
代
も
末
に

近
-
な
っ
て
'
嘉
靖
年
間

(
1
五
二
二
-

1
五
六
六
)'
或
い
は
そ
れ

以
後
と
思
わ
れ
る
｣
と
L
t
同
書

｢戴
宗
と
李
達
｣
で
は
'
第
六
十
九

回
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
件
が
寓
暦
二
十

(
一
五
九
二
)

年
に
馨
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
百
回
本
の
成
立
を
そ
の
後
間
も
な
い

時
期
と
見
る
｡

④

島
田
虞
次

『中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』
(筑
摩
書
房

一
九

四
五
)
｢第
三
章

李
卓
吾
｣

一
八
〇
頁
以
下

･
『朱
子
学
と
陽
明
学
』

(岩
波
新
書

l
九
六
七
)
｢儒
教
の
坂
道
者

･
李
賛

(卓
吾
)｣

一
七

1

頁
以
下
｡

⑤

入
夫
義
高

『明
代
詩
文
』
(筑
摩
書
房

一
九
七
八
)
｢擬
古
主
義
の
陰

緊

-

李
夢
陽
と
何
景
明
の
場
合
｣
｡

⑥

高
島
前
掲
書

｢五

人
の
殺
し
か
た
に
つ
い
て
｣
は
､
魯
智
深
と
武

松
の
殺
人
に
つ
い
て
対
比
的
に
詳
し
-
述
べ
て
お
-
'
以
下
の
論
旨
と

重
な
る
鮎
が
多
い
｡

⑦

註
⑥
に
引
い
た
論
考
は
'
鴛
蕎
樺
に
つ
い
て

｢無
銭
砲
で
い
き
あ
た

り
ば
っ
た
り
｣
と
評
債
す
る
｡

『水
薪
倖
』
成
立
考

(小
松
)

⑧

『古
本
小
説
集
成
』
所
収
の
テ
キ
ス
I
は

｢武
松
見
｣
と
な
っ
て
い

る
が
､
『明
清
善
本
小
説
叢
刊
』
所
収
の
容
輿
堂
本

(内
閣
文
庫
本
で

あ
ろ
う
)
は

一
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に

｢兄
弟
｣
の
二
字
を
詰
め
込
ん
で

い
る
｡
他
の
テ
キ
ス
I
は

｢兄
弟
｣
に
作
る
｡

⑨

佐
藤
錬
太
郎

｢李
卓
吾
許

『忠
義
水
耕
博
』
に
つ
い
て
｣
(『東
方

撃
』
第
七
十

1
輯

〔
一
九
九
六
年

l
月
〕
)0

⑲

『水
薪
侍
』
及
び
李
卓
吾
批
評
に
お
け

る

｢忠
義
｣
が

｢損
得
や
結

果
に
こ
だ
わ
ら
ず
'
わ
が
身
の
犠
牲
を
顧
み
ず
'
甚
し
-
は
わ
が
身
を

捨
て
て
､
他
人
の
た
め
に
力
を
蓋
-
す
こ
と
｣
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ

と
に
つ
い
て
は
､
笠
井
直
美

｢隠
蔽
さ
れ
た
も
う

一
つ
の
忠
義
-

『水
前
借
』
の
忠
義
を
め
ぐ
る
論
議
に
関
す
る

1
硯
鮎
-

｣
(
『日
本

中
囲
学
舎
報
』
第
四
十
四
集

二

九
九
二
年
十
月
〕
)
に
詳
し
い
｡

⑪

岸
本
美
緒

r明
清
交
替
と
江
南
社
食
-

十
七
世
紀
中
国
の
秩
序
問

題
』
(東
京
大
学
出
版
曾

一
九
九
九
)
第

一
章

｢明
末
清
初
の
地
方
融

合
と

｢世
論
｣｣
･
第
三
章

｢明
末
融
合
と
陽
明
学
｣｡

⑫

中
鉢
雅
量

『中
国
小
説
史
研
究
-

水
砕
侍
を
中
心
と
し
て
-

』

(汲
古
書
院

一
九
九
六
)
｢第
五
章

金
聖
嘆
の
水
薪
偉
観
｣

注

(
10
)
に
金
堂
款
に
よ
る
本
文
書
き
換
え
の
詳
し
い
分
析
が
あ
る
｡

⑬

例
え
ば
佐
竹
靖
彦

『梁
山
泊
』
(中
公
新
書

一
九
九
二
)
は
明
初
'

大
塚
秀
高

｢水
前
説
話
に
つ
い
て
-

『宣
和
遺
草
』
を
端
緒
と
し

て
｣
(
『中
囲
古
典
小
説
研
究
動
態
』
第
二
競

〔
l
九
八
八
年
十
月
〕)

は
元
初
の
成
立
と
す
る
｡

⑩

拙
著

『中
囲
古
典
演
劇
研
究
』
(汲
古
書
院
二
〇
〇
1
)
｢
Ⅱ

明
代
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中
国
史
学
報

第
六
十
四
冊

に
お
け
る
元
難
劇
｣
の
各
章
｡

⑮

笠
井
直
美

｢｢義
賊
｣
の
誕
生
-

雑
劇

『水
前
』
か
ら
小
説

『水

前
』
へ
｣
(
『東
洋
文
化
』
第
七
十

1
鍍

[東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

一
九
九
〇
年
十
二
月
〕
)
な
ど
｡

⑲

高
島
前
掲
書

｢三

副
賂
慮
俊
義
｣
に
こ
の
鮎
に
関
す
る
詳
し
い
分

析
が
あ
る
｡

⑰

拙
著

『中
国
歴
史
小
説
研
究
』
(汲
古
書
院
二
〇
〇
一
)
第

一
章

｢
『列
囲
志
博
』
の
成
立
と
展
開
｣
｡

⑲

こ
の
鮎
に
関
し
て
は
大
塚
前
掲
論
文
に
詳
し
い
考
葦
が
あ
る
｡

⑲

王
利
器

｢
『水
耕
全
俸
』
是
忠
様
纂
修
的
｣
(
『耐
雪
堂
集
』
[
中
国
社

曾
科
学
出
版
社

一
九
八
六
〕
所
収
)
･
高
島
前
掲
書

｢十

講
輝
か
ら

芝
居
ま
で
｣
な
ど
｡

⑳

こ
の
鮎
に
つ
い
て
大
塚
前
掲
論
文
は

｢宋
江
グ
ル
ー
プ
が
急
速
貞
数

合
わ
せ
さ
れ
た
､
そ
の
多
-
が
国
有
奮
束
の
説
話
を
持
た
ぬ
グ
ル
ー

プ
｣
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
す
る
｡

㊧

大
塚
前
掲
論
文
も
史
進
の
出
自
に
つ
い
て

｢原

『水
薪
俸
』
の
編
者

に
よ
-
新
た
に
付
興
さ
れ
た
に
相
違
な
い
｣
と
す
る
｡

㊧

大
塚
前
掲
論
文
は
こ
の
部
分
を

｢花
和
尚
｣
に
由
来
す
る
と
し
て
､

大
腸
な
仮
説
を
展
開
す
る
｡

⑳

高
島
前
掲
書

｢
五

人
の
殺
し
か
た
｣
｡

⑳

王
利
器

｢
『水
新
』
英
雄
的
纏
鍍
｣
(
『耐
雪
堂
集
』
[
中
国
地
合
科
学

出
版
社

一
九
八
六
)
所
収
)
な
ど
｡

⑮

大
塚
前
掲
論
文
は
'
多
少
異
な
っ
た
観
鮎
か
ら
林
沖
物
語
に
つ
い
て
'

｢
こ
う
し
た
部
分
が
百
回
本
成
立
時
に
'
そ
の
編
者
に
よ
り
加
筆
さ
れ

た
部
分
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
か
に
見
え
る
｣
と
す
る
｡

大
塚
秀
高

『中
国
小
説
史
へ
の
税
鮎
』
(放
送
大
学
教
育
振
興
曾

l

九
八
七
)
｢
7

短
篇
小
説
だ
っ
た
水
新
博
｣
｢梁
山
に
の
ほ
れ
な
か
っ

た
好
漢
た
ち
｣｡

高
島
前
掲
書

｢九

武
松
の
十
回
｣
｡

高
島
前
掲
書

｢十

清
輝
か
ら
芝
居
ま
で
｣
な
ど
｡

宮
崎
市
定

｢水
耕
侍
的
傷
痕
-

現
行
本
成
立
過
程
の
分
析
-

｣

(
『東
方
撃
』
第
六
輯

〔
山
九
六
七
年

六
月
〕
'
『全
集
』
第
十
二
審

所

収
)
0

註

⑳
に
同
じ
｡

『録
鬼
簿
』
『太
和
正
音
譜
』
の
李
文
蔚
の
項
に
'
｢燕
青
射
雁
｣
が

著
録
さ
れ
て
い
る
が
､
今
に
は
備
わ
ら
な
い
｡
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