
書

評

大
木

康
著

『鳩
夢
龍

『山
歌
』
の
研
究

-

中
囲
明
代
の
通
俗
歌
謡
』

(東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
報
告
)

伊

藤

徳

子

奈

良
女
子

大
学

本
書

『鳩
夢
龍

『山
歌
』
の
研
究
』
の
筆
者
大
木
康
氏
は
'
長
年

に
わ
た
っ
て
通
俗
文
学
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
｡
鳩
夢

龍
研
究
は
､
そ
の
中
で
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
｡
大
木
氏
は
'

｢三
言
｣
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ
る
鳩
夢
龍
を
め
ぐ
っ
て
う
そ
の
生

涯
'
出
版
活
動
'
及
び
思
想
に
関
す
る
論
考
な
ど
､
様
々
な
硯
鮎
か

ら
論
考
を
公
に
さ
れ
て
き
た
｡

氏
が
な
ぜ
鳩
夢
龍
に
関
心
を
抱
い
た
か
に
つ
い
て
は
'
そ
の
著
書

書

評

『明
末
の
は
ぐ
れ
知
識
人
､
鳩
夢
龍
と
蘇
州
文
化

(講
談
社
､
l
九

九
五
年
)』
に
詳
し
-
述
べ
ら
れ
て
い
る
.
軍
に

一
人
物
へ
の
関
心

か
ら
で
は
な
い
｡
そ
の
関
心
は
'
鳩
夢
龍
の
研
究
を
通
し
て

｢明
未

の
知
識
人
の
生
活
史

･
精
神
史
｣
の

｢視
界
が
開
け
る
｣
で
あ
ろ
う

と
い
う
大
き
な
構
想
か
ら
馨
し
て
い
る
の
だ
｡
そ
し
て
､
こ
こ
に
取

-
上
げ
る

『山
歌
』
研
究
で
も
'
こ
の
考
え
は
貫
か
れ
て
い
る
｡

本
書
は

『山
歌
』
と
い
う
書
を
研
究
の
封
象
に
す
る
｡
｢山
歌
｣

と
は
'

一
般
に
中
国
の
民
間
歌
謡
の
こ
と
を
い
う
｡
(な
お
こ
の
語
に

つ
い
て
は
本
書
第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
詳
し
-
検
討
さ
れ
て
い
る
｡)

一

方
､
『山
歌
』
十
巻
は
'
明
末
に
鳩
夢
龍
が
蘇
州
地
方
で
歌
わ
れ
て

い
た
民
間
歌
謡
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
影
印
本
は

『鳩
夢
龍

全
集

(上
海
古
籍
出
版
社
'
一
九
九
三
年
)』
第
四
十
二
冊
に
収
録
さ
れ

て
い
る
｡

本
書

『鳩
夢
龍

『山
歌
』
の
研
究
-

中
国
明
代
の
通
俗
歌
謡
』
は
'

著
者
の
二
十
年
に
わ
た
る

『山
歌
』
研
究
が
結
害
し
た
大
著
で
あ
る
｡

『山
歌
』
は
､
尊
兄
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
百
年
に
満
た
な
い
｡
故
に
､

先
行
の
論
考
も
限
ら
れ
た
も
の
し
か
な
か
っ
た
｡
ま
た
'
『山
歌
』

研
究
の
難
鮎
は
､
そ
の
歌
詞
を
正
確
に
讃
解
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
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『山
歌
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
詞
は
､
四
百
年
近
-
前
の
蘇
州
方

言
で
書
か
れ
て
い
る
｡
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
で
あ
れ
ば
誰
で
も

謹
め
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
を
正
確
に
諒
解
す
る
た
め
に
は
多
-

の
呉
語
に
関
す
る
知
識
と
経
験
が
必
要
で
あ
る
｡
ま
し
て
､
外
国
人

で
あ
る
我
々
に
と

っ
て
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

そ
の
意
味
で
も
'
今
回
本
書
の
第
二
部
と
し
て
'
注
碍
と
共
に

『山

歌
』
の
日
本
語
全
諸
が
付
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
｡
第

一
部

論
考
編
は
､
一
九
九
九
年
に
提
出
さ
れ
た
氏
の
学
位
論
文

｢鳩
夢
龍

『山
歌
』
の
研
究
｣
を
元
に
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､
『山
歌
』
の

内
容
分
析
に
止
ま
ら
ず
'
編
纂
の
過
程
や
意
囲
'
さ
ら
に

『山
歌
』

の
文
学
性
に
つ
い
て
昔
時
の
文
壇
の
論
調
を
ふ
ま
え
た
考
察
を
行

っ

て
い
る
｡
そ
れ
を
通
じ
て
､
な
ぜ
明
末
に
こ
の
よ
う
な
歌
謡
集
が
生

ま
れ
た
の
か
二

つ
の
解
答
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
.
こ
れ
ほ
ど
ま

で
総
合
的
に

『山
歌
』
を
と
ら
え
た
研
究
書
は
初
め
て
で
あ
る
｡

な
お
､
大
木
氏
の
学
位
論
文

｢鳩
夢
龍

『山
歌
』
の
研
究
｣
に
つ

い
て
は
'
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上

(｢東
京
大
学
学
位
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
｣)
で
論
文
の
要
旨
と
審
査
要
旨
が
公
開
さ
れ
て
お
り
'
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
｡

本
書
は
､
第

1
部
論
考
編
と
､
第
二
部
諸
法
編
に
分
か
れ
る
｡

序
章
は
'
｢問
題
の
所
在
｣
｢
『山
歌
』
の
研
究
小
史
｣
｢本
論
の
課

題
と
方
法
｣
｢
『山
歌
』
の
言
語
と
そ
の
研
究
｣
の
四
節
に
分
か
れ
る
｡

こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
｡

白
話
で
書
か
れ
た

｢説
話
｣
や

｢難
劇
｣
は
宋
元
に
鑑
に
あ

っ
た

も
の
の
､
テ
キ
ス
I
と
し
て
確
立
し
定
着
し
た
の
は
'
明
末
嘉
靖
年

間
か
ら
崇
頑
年
間
に
か
け
て
で
あ

っ
た
｡
著
者
は
'
な
ぜ
昔
時
の
士

人
が
､
庶
民
の
も
の
で
あ
る
通
俗
文
垂
に
関
心
を
抱
き
'
取
-
上
げ

よ
う
と
し
た
の
か
'
問
題
提
起
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
間
題
の
解
決

の
た
め
に
は
､
小
説
に
開
興
し
た
特
定
の
人
物
を
取
-
上
げ
考
え
る

方
法
が
最
も
有
数
で
あ
る
と
述
べ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
封
象
と
な
る

｢小
説
に
開
興
し
た
人
物
｣
た
ち
は
具
髄
的
資
料
が
乏
し
い
｡
そ
こ

で
'
中
で
も

｢俸
記
資
料
を
探
-
う
る
希
有
な
人
物
｣
で
あ
る
嬬
夢

龍
を
取
-
上
げ
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
大
木
氏
の
鳩
夢
龍
研
究
の
意

義
が
あ
る
｡
そ
し
て
､
明
末
の
士
人
が
､
な
ぜ
通
俗
文
学
に
関
心
を

持
ち
'
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た

め
'
士
人
で
あ

っ
た
鳩
夢
龍
が
集
め
た

｢山
歌
｣
と
は
何
で
あ
り
'

ま
た
彼
が
い
か
な
る
意
園
を
持

っ
て

『山
歌
』
を
編
纂
し
刊
行
す
る
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に
至
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
｡

そ
も
そ
も

『山
歌
』
の
原
刻
本
は
'

1
九
三
四
年
安
徽
省
欽
願
の

許
甑
夏
と
い
う
人
物
か
ら
上
海
博
経
堂
書
店
の
主
人
末
端
軒
が
手
に

入
れ
た
｡
そ
の
後
注
雲
萩
'
鄭
振
鐸
を
経
て
'
現
在
は
北
京
園
書
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
『山
歌
』
尊
兄
の
翌
年
'

一
九
三
五
年
に
は
'

願
旗
剛
校
粘
に
よ
り
俸
経
堂
書
店
か
ら
排
印
本
が
出
版
さ
れ
'
胡
適
､

周
作
人
'
鄭
振
鐸
'
鑓
南
揚
ら
が
序
を
寄
せ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
俗

文
撃
を
高
-
評
債
す
る
昔
時
の
文
壇
の
流
れ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

っ
た
｡
願
譲
剛
は

一
九
三
五
年
の
排
印
本
の
序
文
に
お
い
て
､
『山

歌
』
を
反
封
建
的
で
あ
る
と
い
う
鮎
で
評
債
し
た
｡
こ
の
後
､
『山

歌
』
は

一
貫
し
て
反
封
建
の
書
と
し
て
許
債
さ
れ
た
｡
大
木
氏
の
言

を
か
-
れ
ば
､
中
園
は
､

一
九
四
九
年
か
ら

一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
に

至
る
ま
で
､
人
民
史
観
に
基
づ
い
て
文
学
作
品
の
債
値
を
は
か
っ
て

い
る
｡
そ
れ
は
五
四
時
期
の

｢民
衆
｣
｢反
封
建
｣
の
観
鮎
を
受
け

継
ぎ
'
馨
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
-
'
『山
歌
』
か
ら
は
こ
の

｢民
衆
｣

｢反
封
建
｣
の

｢も
の
さ
し
に
合
う
作
品
｣
の
み
が
選
び
出
さ
れ
許

債
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
｡
こ
れ
に
射
し
て
､
ド
イ
ツ
の
テ
-

ベ
ル
マ
ン
に
よ
る

『山
歌
』
研
究
の
書
は
'
作
品
の
モ
チ
ー
フ
か
ら

書

評

の
分
析
で
あ
-
'
大
木
氏
は
､
そ
れ
は

『山
歌
』
を
文
人
仲
間
の
艶

笑
歌
謡
集
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
す
る
｡
氏
は
中
園
で
の
研
究
は
'

そ
の
文
学
観
の
偏
-
の
た
め
に
､
取
-
上
げ
る
歌
が
限
ら
れ
'
歌
詞

だ
け
を
偏
重
し
て

『山
歌
』
全
健
を
捉
え
て
い
な
い
と
す
る
｡
そ
し

て
'
歌
の
来
歴
と
歌
わ
れ
た

｢場
｣
の
考
察
の
必
要
性
を
主
張
す
る
｡

ま
た
､
テ
-
ベ
ル
マ
ン
の
研
究
に
つ
い
て
は
'

〓
疋
の
評
債
を
し
な

が
ら
も
'
や
は
-
歌
の
形
式
の
違
い
に
注
意
を
排
う
こ
と
と
来
歴
考

察
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
｡

ま
た

『山
歌
』
の
言
語
は
'
音
韻
､
語
嚢
'
語
法
と
す
べ
て
が
蘇

州
方
言
に
擦
っ
て
い
る
｡
鳩
夢
龍
が
方
言
に
債
値
を
認
め
､
歌
を
採

録
す
る
に
あ
た
-
'
口
頭
の
自
然
の
状
態
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
は
､

『山
歌
』
中
に
み
ら
れ
る
鳩
夢
龍
の
評
か
ら
う
か
が
え
る
｡
大
木
氏

は
中
国
文
学
史
に
お
け
る

『山
歌
』
の
意
義
は
呉
語
で
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
る
｡

著
者
は
'
序
章
で
検
討
し
た
こ
れ
ら
の
先
行
す
る
研
究
を
ふ
ま
え

た
上
で
'
『山
歌
』
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
｡
第

一
章
で
は
四
句

山
歌
'
第
三
章
で
は
中

･
長
編
山
歌
､
第
五
章
で
桐
城
時
輿
歌
と
'

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
分
析
検
討
が
な
さ
れ
'
第
二
章
'
第
四
章
で
は
'

- 111-



中
国
文
学
報

第
六
十
六
冊

そ
れ
ぞ
れ
の
前
章
で
指
摘
し
た
歌
の
性
格
の
由
来
を
詳
し
く
考
察
し

て
い
る
｡
以
下
'

一
･
二
章
で
述
べ
ら
れ
る
内
容
を
い
く
つ
か
の
ポ

イ
ン
ト
に
分
け
て
整
理
し
て
お
こ
う
｡

大
木
氏
は
'
山
歌
が
歌
わ
れ
て
い
た

｢場
｣
を

｢農
村
｣
｢都
市
｣

｢妓
模
｣
｢文
人
戯
作
｣
の
四
種
に
分
類
す
る
｡

今
も
中
国
の
少
数
民
族
に
は
歌
の

｢場
｣
が
存
在
し
て
い
る
｡
歌

垣
的
祭
り

(男
女
が
相
手
を
見
つ
け
る
た
め
に
歌
を
か
わ
す
)
に
お

い
て
歌
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
歌
は
､
掛
け
合
い
の
形
式
を
取
-
'
歌
詞

は
し
ば
し
ば
性
的
な
内
容
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
少
数
民
族
が
歌
う

歌
は
'
『山
歌
』
の
歌
詞
に
も
通
じ
て
い
る
｡
元
来
山
歌
と
は
農
村

の
祭
り
の
場
で
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
か
ら
'
大
木
氏
は

『詩
経
』
を
想
起
L
t
嘗
て
湊
民
族
に
も
こ
の
よ
う
な
風
習
が
あ
っ

た
が
'
そ
の
後
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
｡

更
に
'
唐
末
の
文
献
か
ら
昔
時
長
江
流
域
に
歌
垣
的
祭
り
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
検
諾
す
る
｡
ま
た
'
『楽
府
詩
集
』
所
収
の
呉
聾
歌

曲
に
も
､
こ
の
習
俗
が
関
連
し
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
｡
ま
た
'

山
歌
は
'
祭
-
の
場
だ
け
で
な
-
'
農
作
業
の
場
で
も
歌
わ
れ
て
い

た
｡
著
者
は
'
こ
れ
ら
の
習
俗
に
つ
い
て
梱
れ
な
が
ら
'
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
試
み
'
山
間
部
に
残
る
民
歌

｢花
見
｣
が
歌
わ
れ
る
甘

粛
省
康
契
願
､
農
作
業
の
折
に
山
歌
が
歌
わ
れ
る
上
海
近
郊
の
農
村

で
歌
の
調
査
を
行

っ
た
｡
ま
た
'
現
存
す
る
山
歌
の
歌
い
手
か
ら
近

年
採
集
さ
れ
た
歌
詞
の
内
容
は
'
濁
夢
龍

『山
歌
』
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
｡
著
者
は
今
も
歌
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
歌
が
､
鳩
夢
龍

『山

歌
』
の
巻

一
か
ら
四
と
重
な
る
の
は
'
鳩
夢
龍
が
賓
際
に
歌
を
採
集

し
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
だ
と
す
る
｡

山
歌
は
'
昔
時
都
市
で
も
歌
わ
れ
て
お
-
'
著
者
は
そ
の
記
録
を

明
の
地
方
志
か
ら
丹
念
に
探
し
出
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
都

市
で
は
山
歌
合
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
行
わ
れ
る
時
期
も
'
地
域
に
よ

っ
て
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
ま
た
､
そ
れ
は
廟
の
ほ
か
､
町

は
ず
れ
の
橋
で
行
わ
れ
'
水
路
と
陸
路
の
交
黙
､
農
村
と
都
市
の
境

界
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
推
定
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
山
歌
合
で
'
農
村
か
ら
都
市
に
流
入
し
た
勢
働
者

(農
民
た

ち
)
と
都
市
の
俗
曲
が
接
鯛
し
て
い
た
こ
と
が
預
想
で
き
る
｡
そ
し

て
､
賓
際
鳩
夢
龍
と
同
時
代
の
蘇
州
で
も
そ
の
よ
う
な
山
歌
合
は
あ

っ
た
に
違
い
な
-
'
蘇
州
に
流
入
し
た
農
村
か
ら
の
努
働
者
達
に
よ

っ
て
'
山
歌
は
歌
わ
れ
､
そ
れ
が
都
市
の
風
俗
を
歌
い
込
ん
で
い
-

- 112-



よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
｡

大
木
氏
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
'
｢場
｣
が
'
農
村
か

ら
都
市
へ
と
移
る
過
程
で
'
歌
に
は
新
し
い
要
素
が
付
加
さ
れ
'
妓

桟
で
は
俗
曲
に
影
響
を
受
け
た
文
人
の
手
に
よ
る
山
歌
と
し
て
奨
化

を
遂
げ
て
い
っ
た
事
賓
で
あ
る
｡

大
木
氏
は
'
こ
れ
ら

｢場
｣
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
､
鳩
夢
龍
が

ど
の
よ
う
に
し
て
歌
を
採
集
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
推
察
を
試
み
る
｡

嬬
夢
龍
は
'
歌
の

｢場
｣
に
自
ら
赴
き
'
あ
る
い
は
居
合
わ
せ
て
採

集
し
た
と
思
わ
れ
､
妓
桂
で
流
行
し
た
も
の
や
作
者
の
わ
か
っ
て
い

る

｢文
人
の
戯
作
｣
に
つ
い
て
は
､
知
識
人
の
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
通
じ
て
康
ま
っ
て
い
た
も
の
を
構
夢
龍
自
身
が
見
聞
き
し
､
書
き

と
め
た
可
能
性
が
高
い
と
す
る
｡
ま
た
'
今
で
は
失
わ
れ
た
先
行
す

る
山
歌
テ
キ
ス
I
が
あ
-
､
そ
れ
も
材
料
と
な
-
得
た
と
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
｡

『山
歌
』
三
八
六
首
は
､
ま
ず
巻

一
か
ら
巻
九
ま
で
の
蘇
州
山
歌

と
､
巻
十
の
桐
城
時
興
歌
に
分
か
れ
る
｡
以
下

『山
歌
』
十
巻
の
巻

名
を
挙
げ
る
｡

巻

一

私
情
四
句

書

評

巻
二

私
情
四
句

巻
三

私
情
四
句

巻
四

私
情
四
句

巻
五

雑
歌
四
句

巻
六

詠
物
四
句

巻
七

私
情
雑
腰

巻
八

私
情
長
歌

巻
九

雑
詠
長
歌

巻
十

桐
城
時
興
歌

｢四
句
｣
｢難
膿
｣
｢長
歌
｣
と
は
形
式
に
よ
る
'
｢私
情
｣
｢雑

歌
｣
｢詠
物
｣
と
は
内
容
に
よ
る
鳩
夢
龍
の
分
類
で
あ
る
｡

大
木
氏
は
､
『山
歌
』
を
'
そ
の
編
纂
方
針
と
所
収
の
歌
の
テ
ー

マ
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
考
察
す
る
｡

配
置
は
'
巻

一
に
は
男
女
の
慾
の
プ
ロ
セ
ス
'
巻
二
に
は
直
接
的

な
性
交
や
身
濃
の
描
寓
､
巻
三
に
は
別
れ
や
女
性
の
怨
み
'
と
い
っ

た
具
合
で
な
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
モ
チ
ー
フ
･
テ
ー
マ

か
ら
'
鴻
夢
龍
が
ゆ
る
や
か
な
テ
ー
マ
を
設
け
て
編
集
し
た
｡
た
だ

し
'
そ
れ
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
-
'
巻
五
は

｢難
歌
｣
｢詠
物
｣
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が
収
め
ら
れ
､

男
色
な
ど
'
内
容
分
類
の

｢私
情
｣
の
枠
に
人
-
き

ら
な
か
っ
た
も
の
も
収
め
ら
れ
る
｡
巻

一
か
ら
四
に
は
'
大
脇
で
慾

に
積
極
的
な
普
通
の
女
性
が
描
か
れ
'
そ
こ
に
は
女
性
の
強
さ
'
積

極
性
'
潔
さ
が
み
ら
れ
'
性
交
も
女
性
の
立
場
か
ら
歌
わ
れ
る
｡
巻

六

｢詠
物
｣
に
至
る
と
､
巻

一
以
降
に
み
ら
れ
た
'
積
極
的
女
性
で

は
な
く
'
受
け
身
の
女
性
'
そ
れ
も
男
に
捨
て
ら
れ
た
女
の
境
遇
が

物
に
託
し
て
'
歌
わ
れ
る
｡
巻

一
の
女
性

一
人
稀
の
歌
が
'
積
極
的

で
か
つ
行
動
的
な
の
に
暫
し
'
巻
六

｢詠
物
｣
の
一
人
稲
の
歌
で
は
､

男
に
捨
て
ら
れ
'
物
の
よ
う
に
あ
っ
か
わ
れ
る
女
が
措
か
れ
､
受
け

身
的
で
あ
る
と
い
う
｡
著
者
は
'
こ
れ
は
従
来
の
詩
詞
に
み
ら
れ
る

女
性
像
で
あ
-
､
そ
こ
に
'
文
人
の
開
輿
を
務
測
し
て
い
る
｡
特
に
､

巻
四
に
至
っ
て
初
め
て
妓
女
が
登
場
す
る
こ
と
に
注
意
し
'
そ
れ
以

前
に
登
場
す
る
女
性
は
'
農
村
或
い
は
蘇
州

(都
市
)
の
女
性
た
ち

で
あ
る
と
考
え
る
｡

巻
七
-
九
の
中

･
長
編
山
歌
に
つ
い
て
は
'
第
四
章
の

｢山
歌
と

灘
算
｣
｢山
歌
の
歌
い
手
｣
｢農
村
聾
能
の
都
市
進
出
｣
と
い
う
三
節

で
論
じ
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
'
長
編
山
歌
は
'
農
村
か
ら
の
山
歌
が

都
市
化
L
t
都
市
の
音
楽
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
'
文
人
に
よ
り
戯

作
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
｡
ま
た
'
第
五
章
は
明
末
に
流
行
し
て

い
た
安
徴
の
桐
城
か
ら
お
こ
っ
た

｢桐
城
時
興
歌
｣
に
つ
い
て
分
析

す
る
｡

終
章
は
'
｢編
者
鳩
夢
龍
と

『山
歌
』
の
文
学
｣
と
題
し
､
第

一

節

｢鳩
夢
龍
の

『山
歌
』
編
纂
作
業
｣
'
第
二
節

｢
『山
歌
』
の
文
学

-

｢異
｣
を
め
ぐ
っ
て
｣
の
二
節
か
ら
な
-
'
序
章
で
の
問
い
に

答
え
る
｡

大
木
氏
は
'
嬬
夢
龍
の

『山
歌
』
編
集
の
意
園
は
何
か
t
と
い
う

問
題
に
射
し
て
次
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
｡

著
者
は
'
鳩
夢
龍

『山
歌
』
の
明
確
な
刊
行
時
期
を
周
連
の
資
料

か
ら
､
寓
暦
末
と
推
定
す
る
｡
そ
の

『山
歌
』
の
序
文

｢叙
山
歌
｣

で
､
鳩
夢
龍
は

｢三
言
｣
の
よ
う
に
名
を
伏
せ
る
こ
と
無
-

｢墨
慈

斎
主
人
｣
と
い
う
自
身
を
特
定
で
き
る
筆
名
を
用
い
た
｡
大
木
氏
は
'

そ
の
叙
に
は
､
山
歌
が
現
代

(明
末
)
の

『詩
経
』
｢国
風
｣
で
あ

る
と
い
う
主
張
と

｢寅
｣
の
主
張
と
い
う
二
つ
の
ボ
イ
ン
-
が
あ
る

と
す
る
｡
毅
は
､
ま
ず
､

(A
)
｢風
｣-
民
間
性
情
の
響
I
田
夫
野
竪
-
山
歌

(B
)
｢雅
｣-
楚
騒

･
唐
律
-
薦
紳
学
士
家
-
詩
壇
の
詩
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と
い
う
封
立
を
明
瞭
に
し
'
次
に

孔
子
‥
｢桑
間
膜
上
｣
=
鳩
夢
龍
‥
｢山
歌
｣

と
い
う
考
え
を
示
す
｡
鳩
夢
龍
は

｢今
は
未
の
世
で
､
仮
の
詩
文
は

あ
っ
て
も
'
仮
の
山
歌
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
山
歌
は
詩
文
と
競
争

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
'
仮
が
な
い
の
で
あ
る
｡
か
-
そ

め
に
も
仮
が
な
い
か
ら
に
は
'
私
が
こ
れ
に
よ
っ
て
寅
を
存
す
る
よ

す
が
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
'
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡｣

と
い
う
｡
大
木
氏
は
､
溝
夢
龍
は

(A
)
を

｢異
｣
と
し
て
許
償
L
t

(B
)
は

｢仮
｣
と
し
て
非
難
し
て
い
る
と
述
べ
る
｡
鳩
夢
龍
の

｢男
女
の
鼻
情
を
借
-
て
'
名
敦
の
偽
薬
た
る
こ
と
を
暴
-
｣
と
い

う
言
葉
は
'
孔
子
が

『詩
経
』
に

｢桑
間
膜
上
｣
を
も
採
録
し
て
い

る
こ
と
を
自
ら
の

『山
歌
』
編
纂
に
重
ね
た
上
で
の
も
の
で
あ
-
'

｢昔
時
の
詩
文
を
批
判
す
る
文
蛮
理
論
の
場
｣
か
ら
の

｢薦
紳
学

士
｣
と

｢名
致
｣
へ
の
社
食
批
判
で
あ
っ
た
と
す
る
｡

ま
た
'
大
木
氏
は
'
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
｡
『詩
経
』
｢囲
風
｣

が
民
間
歌
謡
で
あ
る
と
い
う
栄
子
の
考
え
方
か
ら
'
明
の
李
夢
陽
の

｢
今

泉
詩
は
乃
ち
民
間
に
在
り
｣
と
い
う
語
に
至
る
｡
そ
こ
に
至

っ
て
'

｢国
風
｣
は
民
間
歌
謡
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
､
｢国
風
｣
は

書

評

異
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
考
え
が
融
合
し
た
｡
著
者
は
こ
こ
で
民
間

歌
謡
は
異
で
あ
る
､
と
い
う
考
え
が
現
れ
た
と
述
べ
る
｡
ま
た
､
昔

時
詩
文
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
'
流
浪
を
越
え
て
'
民
間
で
歌
わ
れ
る

歌
に
異
の
情
の
鷺
露
を
見
出
し
､
民
間
歌
謡
は
寅
詩
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
を
共
通
の
認
識
と
し
て
い
た
｡
現
賓
に
､
今
は
書
物
と
し
て

確
認
で
き
な
い
が
､
民
間
歌
謡
を
収
集
し
ょ
う
あ
る
い
は
慣
値
を
認

め
よ
う
と
い
う
動
き
は
複
数
確
認
さ
れ
る
｡
著
者
は
'
鳩
夢
龍
も
普

然
昔
時
の
こ
の
考
え
方
を
ふ
ま
え
て
お
り
'
後
世
に
民
間
歌
謡
を
停

え
る
べ
-
'
こ
の

『山
歌
』
編
纂
を
志
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察

す
る
｡

な
ぜ
明
末
と
い
う
時
期
に
こ
の
よ
う
な
歌
謡
集
が
生
ま
れ
た
の
か

と
い
う
問
い
へ
の
解
答
は
'
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
寓
暦
ご
ろ

の
文
人
達
に
確
か
に
あ
っ
た
共
通
認
識

｢異
詩
の
追
求
｣
が
鳩
夢
龍

に
強
-
影
響
し
'
｢異
｣
を
主
張
す
る
｡
詩
に
藁
葺
の
感
動
を
呼
び

戻
す
た
め
に
は
'
｢民
衆
的
肉
髄
的
感
覚
｣
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
.

そ
れ
は
嘘
償
-
の
な
い
感
情
を
歌
う

｢あ
け
す
け
の
内
懐
性
｣
で
あ

る
｡
明
代
知
識
人
は
'
民
衆
の
歌
に
'
自
分
た
ち
と
違
っ
た
自
由
な

人
間
像
を
尊
兄
し
､
『詩
経
』
｢国
風
｣
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
理
想
郷
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を
見
出
し
た
｡
明
末
に
は
'

こ
の
民
衆
に
封
す
る
思
い
入
れ
'
｢民

衆
の
蔑
見
｣
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
､
俗
文
撃
が
評
債
さ
れ
'
流
行
し

た
｡
現
賓
の
農
村
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
-
る
勢

い

(山
歌
)
と
､
そ

れ
を
受
け
止
め
る
側

(知
識
人
)
の
愛
着
が

1
健
と
な

っ
た
と
こ
ろ

に
'
『山
歌
』
が
生
ま
れ
た
の
だ
｡

以
上
､
各
章
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
整
理
を
試
み
た
が
'

本
書
は
大
部
の
書
で
あ
り
'
評
者
な
り
の
要
約
を
試
み
た
に
過
ぎ
な

い
｡
以
下
､
個
人
的
に
い
-

つ
か
の
気
に
な

っ
た
郡
に
つ
い
て
述
べ

た
い

｡
｢

山
歌
｣
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
'
本
著
第
二
章
第
二
節
で
､
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
'
そ
の
贋
義
狭
義
の
意

味
が
わ
か
-
に
-
か

っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
謹
み
進
む
と
讃
者
に
は
そ

の
意
味
は
俸
わ
る
に
し
て
も
'
贋
義
'
狭
義
の
意
味
を
初
め
に
そ
れ

ぞ
れ
わ
か
-
や
す
-
整
理
し
て
提
示
し
て
頂
け
る
と
話
者
に
は
よ
-

わ
か
り
や
す
か

っ
た
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
本
書
で
は
'
士
人
'
士
大
夫
'
知
識
人
'
文
人
と
､
お
そ

ら
-
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
語
が
何
種
か
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
そ

れ
に
つ
い
て
は
何
の
こ
と
わ
り
も
な
-
'
意
園
的
に
使
い
分
け
て
い

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
持

っ
て
し
ま
う
｡
こ
れ
に
つ
い
て
も
説
明
の

欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

ま
た
'
本
書
で
は
､
鳩
夢
龍
の

『山
歌
』
に
封
す
る
態
度
に
つ
い

て
は
論
じ
ら
れ
た
が
'
さ
ら
に
出
版
史
の
中
で

『山
歌
』
と
い
う
書

物
の
持

つ
意
義
に
分
析
が
加
え
ら
れ
て
も
よ
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う

か
｡

鳩

夢
龍
に
と

っ
て

『山
歌
』
は
そ
の
文
学
活
動
全
鰭
か
ら
見
て
ど

の
よ
う
な
意
義
が
あ
-
'
他
の
編
集
物
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
位
置

づ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
か
､
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
'
本
書
で
は

解
れ
ら
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
本
書
の
基
礎
と
な

っ
た
'
｢鳩
夢

龍

『山
歌
』
の
研
究
｣
(
『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
五
冊
､
一
九
八

八
年
)
に
お
い
て
'
同
じ
-
鳩
夢
龍
の
編
纂
と
さ
れ
る

｢
三
言
｣
と

封
照
的
に
と
ら
え
'
そ
の
答
え
を
出
し
て
お
ら
れ
る
｡
そ
こ

(第
三

章
四
節

｢馬
夢
龍
に
お
け
る

『山
歌
』
の
位
置
づ
け
｣
)
で
は
'
『山
歌
』

と

｢
三
言
｣
そ
れ
ぞ
れ
に
封
す
る
鳩
夢
龍
の
態
度
は
違

っ
て
お
り
､

前
者
は
知
識
人
を
'
後
者
は
よ
り
廉

い
讃
者
暦
を
野
象
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
｡
本
の
性
格
と
し
て
､
前
者
は
民
間
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の
も
の
を
と
-
あ
げ
提
供
し
'
後
者
は
教
戒
の
意
味
を
持
つ
と
述
べ

る
｡
ま
た
､
前
者
は
明
末
の
1
知
識
人
と
し
て
閉
塞
し
た
時
代
を
打

ち
破
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
-
'
後
者
に
は
世
間
の
乱
れ
を
憂
い

教
化
意
識
を
持
つ
と
し
て
い
る
｡
こ
の
部
分
は
'
本
書
に
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
｡
さ
ら
に
､
鳩
夢
龍
と
出
版
業
と
の
深
い
関
わ
り
は
周

知
の
事
賓
で
あ
る
｡
鳩
夢
龍
は

『山
歌
』
以
外
に
も
'
あ
る
特
定
の

テ
ー
マ
で
材
料
を
収
集
し
､
分
類
し
'
出
版
す
る
と
い
う
行
為
を
し

て
い
る

(例
え
ば

『笑
府
』
『智
嚢
』
『情
史
』
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
)｡
『山
歌
』
出
版
も
そ
れ
ら
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
｡
｢三
言
｣
や
､
鳩
夢
龍
と
出
版
に
つ
い
て
論
及
す
る
こ

と
は
決
し
て
脇
道
に
逸
れ
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
｡
鳩
夢
龍
が
編
集

に
関
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
他
の
書
物
と
の
関
わ
-
に
つ
い
て
'
著
者
の

意
見
を
も

っ
と
お
聞
き
し
た
か
っ
た
｡
ま
た
､
『山
歌
』
は
天
下
の

孤
本
で
あ
-
'
版
本
云
々
を
論
じ
ら
れ
る
状
態
に
は
な
い
｡
現
在
影

印
本
が
簡
単
に
見
ら
れ
る
が
､
と
は
い
え
'
現
物
を
簡
単
に
み
る
こ

と
の
で
き
な
い
状
況
下
に
お
い
て
は
'
賓
際
に
手
に
取
っ
て
得
ら
れ

る
情
報
'
紙
や
刷
-
の
状
態
な
ど
'
そ
れ
を
同
時
代
の
商
業
出
版
の

本
と
の
比
較
を
し
た
上
で
何
か
有
れ
ば
記
し
て
欲
し
か
っ
た
｡
無
論
､

書

評

『山
歌
』
の
書
誌
的
な
情
報
は
'
本
書
九
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
､
商
業
出
版
と
し
て
の

『山
歌
』
が

硯
賓
に
は
い
っ
た
い
誰
を
封
象
に
出
さ
れ
た
も
の
で
､
そ
の
賓
際
の

受
容
者
は
誰
だ
っ
た
の
か
､
こ
の
書
物
が
ど
う
謹
ま
れ
て
い
た
の
か

興
味
が
わ
い
て
-
る
｡
大
木
氏
は

『山
歌
』
所
収
の
歌
は
'
鳩
夢
龍

が
､
積
極
的
に
民
間
歌
謡

へ
関
心
を
持
ち
'
自
ら
採
集
L
t
妓
模
な

ど
で
書
き
留
め
'
あ
る
い
は
､
す
で
に
出
版
さ
れ
た
も
の
に
注
意
を

排
っ
て
収
集
出
版
し
た
も
の
と
す
る
｡
し
か
し
､
受
容
す
る
側
が
'

民
間
歌
謡
'
そ
れ
も
蘇
州
の
言
葉
の
ま
ま
に
文
字
化
し
た
も
の
を
賓

際
に
ど
の
よ
う
な
目
的
で
購
入
し
て
い
た
の
か
'
そ
の
具
膿
的
な
用

途
を
知
-
た
-
な
っ
た
｡
著
者
は
巻
十

｢桐
城
時
興
歌
｣
に
つ
い
て
､

昔
時
の
徽
州
商
人
の
購
買
力

へ
の
期
待
も
あ
-
'
『山
歌
』
に
収
め

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
し
'
こ
れ
は

『山
歌
』
が
安
徽
省
か
ら

尊
兄
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
納
得
し
や
す
い
と
す
る
｡
そ
う
だ
と
す
る

と
'
蘇
州
の
妓
桂
に
出
入
-
し
て
山
歌
に
接
し
た
徽
州
商
人
を
始
め

と
す
る
客
商
が
'
歌
詞
を
謹
ん
で
そ
の
内
容
を
楽
し
む
た
め
に
買
い

求
め
た
の
だ
ろ
う
｡
歌
詞
が
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
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六
冊

て
'
呉
語
を
解
さ
な
い
人
も

(そ
の
理
解
が
呉
語
圏
の
人
に
比
べ
て
不

十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
)'
｢山
歌
｣
を
謹
む
こ
と
が
可
能
に
な
-
t

よ
り
廉
い
受
容
暦
が
出
現
し
た
こ
と
が
禄
測
さ
れ
は
し
ま
い
か
｡
ま

た
'
明
末
の

『山
歌
』
を
受
容
し
た
者
達
に
'
現
在
の
我
々

(或
い

は
序
章
で
煽
れ
ら
れ
て
い
た
五
四
時
期
の
知
識
人
)
の
よ
う
な
債
値
観
が

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
｡
大
木
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
'
鳩
夢
龍
に
は

『詩
経
』
の
宋
詩
に
な
ら
う
意
園
が
あ
っ
て

『山
歌
』
を
出
版
し
た

と
し
て
も
'
賓
際
に
受
容
す
る
側
の
意
識
と
は
ず
れ
が
あ
-
､
違
っ

た
受
け
止
め
ら
れ
方
を
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡

受
容
す
る
側
の
意
識
を
探
る
烏
に
は
'
文
人
達
の
残
し
た
記
録
を

見
る
よ
り
ほ
か
無
い
｡
文
人
達
の
間
で
の
廉
ま
-
に
つ
い
て
'
著
者

は
同
時
代
以
降
の
小
説
や
戯
曲
の
中
に
み
ら
れ
る
山
歌
に
つ
い
て
解

れ
て
お
ら
れ
る
｡
第
二
章
第
四
節

｢妓
榛
の
歌
｣
で
､
山
歌
を
引
用

し
て
い
る
例
が
挙
が
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
'
鳩
夢
龍
自
身
の
戯
曲

『隻
雄
記
』
第
六
節
､
｢三
言
｣
の

『古
今
小
説
』
巻
十
二
､
同
巻

二
十

1
､
『警
世
通
言
』
巻
十
二
が
そ
れ
で
あ
る
｡
ま
た
､
西
湖
漁

隠
老
人

『歓
喜
究
家
』
第
八
回

｢銭
念
三
激
怒
謙
淫
婦
｣
で
は
'
明

ら
か
に
鳩
夢
龍

『山
歌
』
を
見
て
そ
れ
を
用
い
た
例
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
｡
こ
の
不
義
密
通
を
テ
ー
マ
と
す
る
物
語
が
そ
れ
を

用
い
る
こ
と
は
'
『山
歌
』
の
受
け
止
め
ら
れ
方
の
一
つ
の
方
向
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
本
書
で
は
'
｢
『山
歌
』
の
影
響
を
う
か

が
い
し
る
好
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
'
こ
う
し
た
作
品
が
多
-
作
ら

れ
た
明
末
の
時
代
相
を
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｣
と
述
べ
る

に
留
ま
っ
て
い
る
が
､
引
用
し
て
い
る
作
品
の
内
容
に
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
の
考
察
を
行
え
ば
､
受
容
の
さ
れ
方
が
よ
り
明
確
に
な
る
と

思
わ
れ
る
｡
元
来

『山
歌
』
の
内
容
が
非
常
に
性
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
｡
謹
ん
で
に
や
-
と
す
る
よ
う
な
'
卑
俗
な
目

的
で
の
購
入
も
考
え
ら
れ
る
｡
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
'
こ
の
本
は

消
費
さ
れ
後
世
に
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
本
書
で
は
あ
ま
-
鯛

れ
ら
れ
な
か
っ
た
'
同
じ
-
鳩
夢
龍
の
編
纂
で
あ
る
俗
曲
集

『掛
枝

鬼
』
(こ
れ
に
つ
い
て
は
大
木
氏
に
論
文
が
あ
る
｡
｢俗
曲
集

『掛
枝
兄
』
に

つ
い
て
ー
鴻
夢
龍

『山
歌
』
の
研
究
･
補
説
｣
『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
百
七
肪
'
一
九
八
八
年
)
が
相
昔
の
流
行
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る

か
ら
､
こ
の
間
題
を
考
え
る
際
の
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
第

1
章
第
七
節
で
'
鳩
夢
龍
の
編
纂
上
の
工
夫
と
し
て
､

歌
の
配
列
の

｢野
｣
に
つ
い
て
梱
れ
て
い
る
｡
大
木
氏
は
'
テ
-
ペ
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ル
マ
ン
が
こ
の
鮎
に
つ
い
て
､
｢す
べ
て
の
見
方
の
相
封
性
｣
を
指

摘
し
て
い
る
こ
と
に
梱
れ
'
績
い
て

｢鳩
夢
龍
は
､
あ
る

一
つ
の
見

方
に
固
執
す
る
こ
と
の
危
険
を
わ
き
ま
え
て
お
り
'
物
事
を
多
角
的

に
観
察
す
る
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
た
｡
封
に
よ
る
歌
の
配
列
の
工
夫

は
'
そ
う
い
っ
た
鳩
夢
龍
の
物
の
見
方
を
よ
-
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡｣

と
'
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
'
本
書
序
章
で
'

｢三
言
｣
で
も
配
列
へ
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
､
鳩

夢
龍
が

『山
歌
』
で
も
同
様
の
配
慮
を
L
t
配
列
を
工
夫
す
る
こ
と

は
皆
然
線
想
で
き
る
t
と
も
述
べ
ら
れ
る
｡
評
者
は
､
｢三
言
｣
や

『山
歌
』
の
配
列
の
工
夫
が
'
編
算
者
の
多
角
的
な
も
の
の
見
方
を

あ
ら
わ
す
と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
そ

の
よ
う
な
配
列
が
鳩
夢
龍
濁
特
で
特
有
の
も
の
だ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
'
さ
ら
に
範
囲
を
贋
げ
て
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
｡

本
書
で
は
'
『山
歌
』
の
中
の
女
性
像
も
重
要
な
論
難
で
あ
る
｡

特
に
'
積
極
的
な
女
性

1
人
稀
と
受
け
身
な
女
性

一
人
稀
の
歌
が
あ

る
こ
と
に
注
目
し
'
こ
の
違
い
を
'
歌
わ
れ
た

｢場
｣
か
ら
解
樺
し

て
お
ら
れ
た
｡
そ
し
て
'
巻

1
か
ら
巻
四
は
'
農
村
や
蘇
州
の
普
通

の
女
性
達
が
描
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
'
そ
れ
な
ら
ば

『山
歌
』

書

評

は
女
性
の
賓
際
の
生
活
や
考
え
を
知
る
敷
少
な
い
資
料
と
い
う
性
格

も
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡
大
木
氏
は
'
歌
詞
に
は
常
に

｢夫
の

目
'
親
の
目
'
世
間
の
目
｣
と
い
っ
た
道
徳
秩
序
が
存
在
し
て
い
る
t

と
述
べ
る
｡
さ
ら
に
推
測
を
進
め
れ
ば
'
昔
時
の
現
賓
の
融
合
に
は

士
大
夫
階
級
の
道
徳
的
慣
値
観
と
違
っ
た
債
値
感
も
存
在
し
て
い
た
｡

文
字
化
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
今
ま
で
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
中

国
の
多
様
な
債
値
観
を
知
る
手
が
か
-
を

『山
歌
』
が
提
供
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
だ
｡

最
後
に
'
言
語
の
問
題
に
解
れ
た
い
｡
序
章
第
四
節

｢
『山
歌
』

の
言
語
と
そ
の
研
究
｣
で
､
『山
歌
』
の
呉
語
資
料
と
し
て
の
意
義

を
述
べ
へ
鳩
夢
龍
が
音
を
方
言
に
従
っ
て
記
録
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
､
｢方
言
の
債
値
の
主
張
｣
が
あ
る
と
す
る
｡
『山
歌
』
の
全
文
の

日
本
語
諸
は
'
文
学
研
究
だ
け
で
な
く
'
語
学
研
究
､
民
俗
学
研
究

な
ど
多
-
の
分
野
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
｡
『山
歌
』
全
葦
は
､
お
そ

ら
く
こ
れ
が
決
定
版
で
は
な
い
｡
こ
れ
を
機
倉
に
'
明
末
の
呉
語
､

及
び
近
世
語
の
研
究
者
に
よ
-
'
残
さ
れ
た
疑
問
鮎
に
つ
い
て
'
考

察
が

1
暦
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
｡
諸
法
に
つ
い
て
'
こ

こ
で
は
詳
し
-
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
た
だ
'

一
つ
用
字
に
つ
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研

い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
影
印
本
と
本
書
第
二
部
の
歌
詞
を
比
較

す
る
と
､
文
字
が
襲
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
-
｡
例
え
ば
'

｢井
｣
は

｢並
｣
に
'
ま
た

｢裡
｣
を

｢裏
｣
に
､
｢窓
｣
を

｢薗
｣

に
'
｢来
｣
を

｢来
｣
に
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
｡
民
間
の
通
俗
出

版
の
字
鰹
は
'
そ
れ
自
膿
が
多
-
の
情
報
を
掩
う
こ
と
が
あ
る
｡
従

っ
て
､
用
字
に
は
細
心
の
注
意
を
揃
う
必
要
が
あ
ろ
う
｡
本
書
の
テ

キ
ス
-
は
'
凡
例
に
よ
れ
ば

｢原
刻
本
を
底
本
と
し
'
各
種
排
印
本

を
参
照
し
て
'
本
文
の
文
字
を
定
め
た
｣
と
あ
-
'
｢最
も
多
-
依

稼
｣
し
た
の
は

｢開
徳
棟
校
鮎
本

(『山
歌
』
明
清
民
歌
時
調
叢
書

中

華

書
局

一
九
六
二
年
)｣
で
あ
る
と
い
う
｡
闘
徳
棟
校
黙
本
と
本
書

を
比
べ
る
と
､
な
る
ほ
ど
字
は

一
致
す
る
｡
し
か
し
'
原
刻
本
の
影

印
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
'
活
字
に
お
こ
す
際
は
､
そ
の
字

が
た
と
え
異
健
字
で
あ
り
解
得
に
影
響
が
無
く
と
も
'
た
と
え
ば

｢来
｣
を
わ
ざ
わ
ざ

｢来
｣
に
襲
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
｡
同
じ

-
本
書
テ
キ
ス
ト
中
の

｢裏
｣
は
原
刻
本
は

｢裡
｣
だ
け
で
な
-

｢裏
｣
と
表
記
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
｡
表
記
を
統

一
し
て
し
ま
う

と
本
来
の
姿
形
が
博
わ
ら
な
-
な
る
の
で
'
む
し
ろ
そ
の
ま
ま
の
方

が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
本
書
が
我
々
に
輿
え
た
刺
激
は
'
多
方
面
に

わ
た
る
｡
本
書
の

『山
歌
』
研
究
か
ら
は
'
明
末
中
国
の
人
の
動
き

に
伴
っ
た
農
村
と
都
市
の
文
化
の
融
合
の
様
も
み
て
取
れ
た
｡
そ
れ

は
明
末
の
俗
文
撃
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
'
我
々
が
鑑
に
梱
れ
る
こ
と

の
で
き
な
い
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
文
化
ま
で
を
考
え
さ
せ
る
力
を
も

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
こ
こ
か
ら
出
費
L
t
新
た
な
何
か
を
探
り

首
て
ら
れ
そ
う
な
'
魅
力
的
な
研
究
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

今
回
､
我
々
に

『山
歌
』
全
課
と
'
こ
れ
ま
で
記
録
に
残
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
に
気
付
-
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
多
-
の
問
題
に
つ
い
て
'

示
唆
に
富
む
論
考
が
提
供
さ
れ
た
｡
現
段
階
で
は
ま
だ
推
測
に
止
ま

ら
ざ
る
を
得
な
い
多
-
の
問
題
の
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
-
こ
と
に

よ
-
'
本
書
の
意
義
は
改
め
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

(勤
草
書
虜
､
二
〇
〇
三
年
三
月
'
本
文
･
『山
歌
』
文
献
目
録
八

〇
八
頁
､
人
名
索
引
･
書
名
索
引
･
英
文
要
旨
･
中
文
要
旨
'
十

六
頁
)
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