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岡
田

充
博
著

「
板
橋
三
一
娘
子
」
考

|
|
西
と
束
の
愛
櫨
印
刷
究
馬
謹
の
な
か
で
|
|
』

『
唐
代
小
説

赤

井

盆

久

同
学
院
大
皐

唐
代
に
お
け
る
西
方
か
ら
の
丈
物
の
停
来
お
よ
び
そ
の
影
響
闘
係

に
つ
い
て
は
、
石
田
幹
之
助
「
長
安
の
春
』
(
一
九
三
一
年
)
、
向
達

『
唐
代
長
安
奥
西
域
丈
明
』
(
会
九
王
七
年
)
、

エ
ド
ワ
ー
ド
・

H
-

シ
ェ

l
フ
ァ

l

『
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
金
の
桃
』

(
叶
}
H
O
O
D
-
門目。ロ

同
)
巾

E
L呂
田

C
H
ω
自
国
民
]
広
口
{
山
〉

ω
Z
L可

C
H
寸
m
H
H
M
m

何
凶

c
t門
出
、

一
九
六

年
)
等
の
先
行
研
究
が
知
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
文
撃
に
つ
い
て
は
、

二
O
世
紀
初
頭
に
お
け
る
敦
煙
丈
書
の
護
見
に
よ
り
、
イ
ン
ド
惇
来

の
唱
導
丈
撃
と
も
言
う
べ
き
「
饗
丈
」
な
ど
の
研
究
に
長
足
の
進
歩

が
あ
る
。

唐
代
文
撃
を
詩
歌
と
共
に
彩
る
唐
代
惇
奇
小
説
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
い
く
つ
か
の
重
要
な
指
摘
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

グ
リ
ム

兄
弟
の
物
語
で
知
ら
れ
た
シ
ン
デ
レ
ラ
語
の
最
古
の
物
語
は
、
南
方

熊
楠
が
段
成
式
『
酉
陽
雑
坦
」
(
績
集
)
に
あ
る
「
葉
限
」

で
あ
る

こ
と
を
つ
と
に
指
摘
し
(
『
南
方
熊
楠
全
集
』
所
取
「
南
方
随
筆
」
「
西
暦

九
世
紀
の
支
那
書
に
載
せ
た
る
シ
ン
ダ
レ
ラ
物
語
」
)
、
「
社
子
春
停
」
は

「
大
唐
西
域
記
』
(
巻
第
七
、
婆
羅
姥
斯
閥
)
所
停
「
求
命
池
(
も
し
く

は
烈
士
池
)
」
惇
説
に
由
来
す
る
こ
と
を
銭
鍾
書
が
指
摘
し
(
『
管
錐
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編
」
「
杜
子
春
事
数
見
」
)
、
ま
た
「
枕
中
記
」
に
は
ス
ペ
イ
ン
の
~ 

)レ

カ
ノ

l
ル
伯
爵
」
と
の
影
響
闘
係
を
貌
建
華
が
考
察
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
、
唐
代
惇
奇
小
説
に
お
け
る
西
方
か
ら
の

影
響
を
原
則
的
か
つ
概
括
的
に
示
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。

シ
ン
デ
レ
ラ
語
は
、

グ
リ
ム
兄
弟
の
一
世
紀
前
に
シ
ヤ
ル
ル
・
ベ

ロ
ー
が

『
ペ
ロ

1
童
話
集
』
(
一
六
九
七
年
初
版
)
で
惇
え
た
サ
ン
ド

リ
ヨ
ン
が
最
も
知
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
れ
に
先
駆
け
る
イ
タ
リ
ア
の
民

話
作
家
ジ
ヤ
ン
パ
テ
ィ
ス
タ
・
パ
ジ
l
レ
(
一
五
七
五
i
一
六
一
一
二
一
)

が
口
承
を
採
集
し
て
ま
と
め
た
「
ベ
ン
タ
メ
ロ

1
ネ
」
(
五
日
物
語
、



イ
タ
リ
ア
版
初
版
一
六
三
四
1

一
六
三
六
)
が
あ
り
、
こ
れ
が
最
も
ま

と
ま
っ
た
シ
ン
デ
レ
ラ
誼
と
考
え
ら
れ
る
。
丈
献
的
に
は
、
南
方
熊

楠
が
指
摘
す
る
「
葉
限
」
が
早
い
も
の
の
、
果
た
し
て
西
漸
し
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
東
漸
し
た
も
の
か
は
容
易
に
は
判
断
で
き
な
い
。

「
求
命
池
」
惇
説
に
し
て
も
、
そ
の
原
話
が
東
漸
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
中
国
に
流
入
し
て
以
降
の
類
話
で
あ
る
「
顧
玄
績
」
「
請

洞
玄
」
「
章
白
束
」
の
前
後
開
係
に
は
な
お
定
説
を
見
な
い
。
ル
カ

ノ
l
ル
伯
爵
と
パ
ト
ロ
ニ
オ
と
の
聞
の
や
り
と
り
を
寓
話
と
践
言
に

よ
っ
て
構
成
す
る

『
ル
カ
ノ
l
ル
伯
爵
』
も
、

ス
ペ
イ
ン
の
作
家
ド

ン
・
フ
ワ
ン
・
マ
ヌ
エ
ル
に
よ
っ
て
一
回
世
紀
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
り
、
丈
献
的
に
は
大
暦
年
間
す
な
わ
ち
八
世
紀
後
半
に
成
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
「
枕
中
記
」
を
遡
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
説

話
の
惇
承
は
丈
献
に
お
け
る
記
録
が
先
後
闘
係
を
決
定
す
る
唯
一
の

要
素
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、

人
類
の
誕
生
と
そ
の
掻
散
の
歴
史
に
似
て
、
そ
の
流
布
や
惇
播
を
想

定
し
、
あ
る
地
勤
、
あ
る
時
貼
で
の
記
録
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が

説
話
研
究
に
は
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
の
こ
う
し
た
方
面
に
お
け
る
類
話
の
牧
集
と
話
型
の
分
類
に

書

評

よ
る
研
究
方
法
は
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
探
る
ほ
か
に
、
直
接
的

な
影
響
闘
係
を
離
れ
た
説
話
の
も
つ
類
似
性
な
ど
も
覗
野
に
入
れ
つ

つ
進
展
し
て
き
た
。

い
わ
ゆ
る
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
や
モ
チ
l

フ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
想
到
さ
れ
た
背
景
に
も
そ
う
し
た
考
え
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
精
綴
に
し
て
か
つ
徹
底

し
た
研
究
が
護
表
さ
れ
た
。
岡
田
充
博
氏
の
著
『
唐
代
小
説
「
板
橋

三
娘
子
」
考
|
|
西
と
束
の
饗
櫨
饗
馬
語
の
な
か
で
|
|
」
(
二
O

一
二
年
二
月
)
で
あ
る
。
今
後
の
唐
代
小
説
、
と
り
わ
け
西
方
惇
来
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の
話
柄
を
考
察
す
る
際
の
一
つ
の
指
標
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。
九
世
紀
前
牛
開
成
年
問
、
醇
漁
思
に
よ
っ
て

編
ま
れ
た

『
河
東
記
』
(
『
太
平
底
記
』
巻
二
八
六
、
幻
術
)
に
所
取
さ

れ
た
、
八
百
字
足
ら
ず
の
小
説
の
梗
概
は
概
ね
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

後
の
陳
述
の
都
合
も
あ
り
、
ま
ず
そ
の
あ
ら
す
じ
を
プ
ロ
ッ
ト
ご
と

に
匝
切
り
、
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

唐
は
沖
州
の
西
郊
に
板
橋
屈
が
あ
る
。
屈
の
主
人
は
三
娘
子
と
い

う
三
十
ば
か
り
の
寡
婦
。
狭
い
庖
を
客
に
飲
食
を
ひ
さ
ぐ
こ
と
で
や
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り
く
り
し
て
い
る
が
、
裕
一
帽
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
多
く
の

「
櫨
畜
」
を
養
い
、
公
私
の
車
乗
が
行
き
来
し
て
い
る

(
A
)
。
往

来
に
難
泣
し
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
救
済
し
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
族
人
は
こ
こ
に
寄
宿
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
元
和
年
間
、
許
州

の
超
季
和
が
洛
陽
に
向
か
う
折
り
に
投
宿
し
た
。
先
客
が
六
・
七
人

居
り
、
超
は
奥
ま
っ
た
所
に
族
荷
を
解
い
た
。
三
娘
子
は
懇
ろ
に
族

人
を
も
て
な
し
、
客
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
痛
飲
す
る
。
酒
を
た
し

な
ま
な
い
越
は
、
話
に
付
き
合
う
。
夜
が
更
け
る
と
客
ら
は
寝
に
つ

い
た
。
眠
れ
な
い
超
は
、
三
娘
子
の
隣
室
か
ら
動
物
の
聾
が
す
る
の

を
耳
に
す
る
。
の
ぞ
き
見
る
と
、
三
娘
子
は
逆
さ
に
し
た
器
を
燈
り

で
照
ら
し
、
箱
か
ら
一
揃
い
の
鋤
鍬
を
取
り
出
し
、
六
七
寸
の
木
で

で
き
た
牛
と
人
と
を
出
し
、
竃
の
前
に
置
き
、
水
を
含
ん
で
吹
き
か

け
る
と
そ
れ
ら
は
動
き
出
す
。
人
は
牛
を
駆
り
ベ
ッ
ト
の
遺
り
を
耕

作
し
だ
す
。
箱
か
ら
蕎
委
の
種
を
取
り
出
し
て
播
く
と
、
瞬
く
聞
に

芽
が
出
て
花
が
映
き
、
賓
っ
た
。
七
・
八
升
の
牧
穫
が
あ
り
、
そ
れ

を
臼
で
ひ
き
粉
に
し
た

(
B
)
。
終
わ
る
と
三
娘
子
は
木
で
で
き
た

人
な
ど
を
箱
に
牧
め
、
粉
で
数
枚
の
焼
餅
を
こ
し
ら
え
る

(
C
)
。

夜
が
明
け
る
と
族
人
ら
は
出
か
け
る
用
意
を
す
る
。
三
娘
子
は
い
ち

早
く
起
き
、
客
に
焼
餅
を
食
べ
さ
せ
る
。
怪
し
ん
だ
趨
は
、

一
足
先

に
辞
去
し
、
外
か
ら
様
子
を
窺
う
。
客
ら
は
焼
餅
を
食
べ
き
ら
な
い

う
ち
に
、

一
斉
に
地
に
這
い
障
い
、
腕
櫨
鳴
し
た
か
と
思
う
と
、
客
ら

は
た
ち
ど
こ
ろ
に
櫨
馬
に
な
っ
た

(
D
)
。
三
娘
子
は
櫨
馬
を
庖
の

後
ろ
に
駆
り
立
て
、
族
人
の
持
参
品
を
奪
っ
た
。
超
季
和
は
こ
れ
を

窃
嗣
し
、
そ
の
術
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
た
。
ひ
と
月
、
は
か

り
後
、
洛
陽
か
ら
の
煽
り
超
は
再
び
板
橋
庖
に
泊
ま
ろ
う
と
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
焼
餅
を
作
ら
せ
て
持
参
し
、
投
宿
す
る
。
折
か
ら
他
に

客
は
い
な
い
。
三
娘
子
の
歓
待
は
以
前
に
も
増
し
て
懇
ろ
で
あ
る
。
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夜
、
主
人
は
季
和
に
必
要
な
も
の
は
な
い
か
と
尋
ね
る
。
趨
は
明
朝

に
焼
餅
を
所
望
す
る
。
そ
の
夜
、
超
が
隣
を
覗
く
と
前
と
同
じ
よ
う

で
あ
る
。
明
朝
、
食
卓
に
は
他
の
食
べ
物
と
共
に
焼
餅
が
出
さ
れ
る
。

超
は
自
分
の
用
意
し
た
焼
餅
を
食
べ
、
三
娘
子
を
踊
し
て
一
一
一
娘
子
の

も
の
を
食
べ
さ
せ
、
騒
馬
に
し
て
し
ま
う

(
E
)
。
超
季
和
は
精
惇

な
櫨
馬
に
嬰
身
し
た
三
娘
子
に
跨
り
、
諸
園
を
周
遊
す
る
。
四
年
後
、

華
岳
廟
の
東
五
・
六
里
付
近
で
、
騒
馬
を
三
娘
子
と
見
抜
い
た
老
人

に
、
三
娘
子
を
許
し
て
や
れ
と
言
わ
れ
る
。
老
人
は
や
お
ら
瞳
馬
の

口
先
遣
り
に
手
を
嘗
て
引
き
裂
く
と
、
三
娘
子
は
皮
の
中
か
ら
出
て



き
て

(
F
)
、
老
人
に
曜
を
言
っ
て
行
方
を
く
ら
ま
す
。

煩
を
厭
わ
ず
梗
概
を
翠
げ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
著
者
の
論
述

が
、
基
本
的
に
こ
の
話
柄
を
ど
の
よ
う
な
型
に
理
解
し
て
分
類
し
、

ど
こ
に
類
似
性
を
求
め
る
か
が
極
め
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

著
者
の
記
述
の
順
も
、
じ
つ
は
こ
の
プ
ロ
ッ
ト
ご
と
の
詮
明
か
ら
全

睦
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
「
板
橋
一
一
一
娘

子
」
の
話
の
構
成
要
素
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
を
示
し
て
お
く

こ
と
が
、
讃
者
に
と
っ
て
も
後
の
論
詰
を
理
解
す
る
上
で
便
利
で
あ

ろ
、
っ
と
思
う
。

い
ま
、
試
み
に
前
述
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下

の
よ
、
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
A
)
 
怪
し
い
宿
屋
の
存
在

(
B
)
 
宿
屋
の
女
主
人
が
使
う
魔
術
(
人
形
に
耕
作
さ
せ
、
植
物
を

瞬
時
に
栽
培
す
る
)
と
そ
の
窃
覗

(C) 
収
穫
し
た
蕎
委
粉
で
焼
餅
を
作
る

(
D
)
 
宿
泊
客
に
焼
餅
を
食
べ
さ
せ
騎
馬
に
費
え
る
(
騒
馬
へ
の

問
問
先
身
)

書

評

(
E
)
 
女
主
人
を
編
し
、
逆
に
騒
馬
に
し
て
し
ま
う
(
詐
術
)

(
F
)
 
櫨
馬
か
ら
人
間
へ
の
復
身
(
現
形
)

類
似
説
話
の
比
較
研
究
を
進
め
る
に
首
た
っ
て
、
こ
の
構
成
要
素

の
析
出
が
後
の
世
界
的
な
展
開
を
探
る
上
で
そ
の
基
礎
に
な
る
。
著

者
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
先
に
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
結
果
的
に
は
要
素
ご
と
に
類
似
説
話
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、

著
作
全
瞳
の
構
成
か
ら
見
て
こ
れ
を
先
に
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
、
っ
。

と
り
わ
け
、
「
板
橋
三
娘
子
」
の
構
成
要
素
の
中
で
、

(
B
)
(
C
)
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(
D
)
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

(
A
)
(
F
)
の

首
尾
は
、
他
に
見
ら
れ
る
説
話
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
説

話
の
骨
子
に
附
随
す
る
壁
容
し
や
す
い
要
素
と
い
え
る
か
ら
だ
。

著
者
は
、
世
界
的
な
覗
野
を
も
っ
て
、
類
似
説
話
の
探
求
に
歩
を

進
め
る
。
第
一
章
「
原
話
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
、

そ
の
頑
野
に

入
る
世
界
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
西
ア
ジ
ア
(
北
ア
フ
リ
カ
)
、
イ
ン
ド
、

そ
の
他
(
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
韓
園
・
日
本
)
に
及
ぶ
。
「
板
橋
三

娘
子
」
の
丈
妻
と
し
て
の
成
功
と
は
別
に
、
話
柄
の
惇
播
を
柱
に
据

え
た
こ
と
は
、
本
著
作
が
今
後
の
唐
代
小
説
を
考
察
す
る
際
の
大
き
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な
指
標
と
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
研
究
方
法
の
可
能
性
を
提
示

し
得
た
こ
と
、

わ
が
固
に
連
綿
と
継
績
さ
れ
る
昔
話
(
あ
る
い
は
民

間
説
話
)
の
分
厚
い
蓄
積
が
あ
り
、
そ
の
比
較
研
究
を
大
い
に
勇
気

づ
け
て
い
る
こ
と
な
ど
が
判
然
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
著
者
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
類
似
説
話
と
し
て
、
先
行

研
究
に
よ
っ
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
ロ

1
マ
の
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
の
小

説
『
メ
タ
モ
ル
フ
ォ

l
セ
l
ズ
』
(
別
名
『
黄
金
の
騒
馬
」
『
金
騒
篇
』
)
、

ホ
メ
ロ
ス

「
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ヤ
』
の
魔
女
キ
ル
ケ
な
ど
を
跡
付
け
し
、

魔
女
に
よ
る
魔
術
に
よ
っ
て
人
を
動
物
に
饗
身
さ
せ
る
要
素
は
み
と

め
ら
れ
る
も
の
の
、
豚
へ
の
饗
身
や
他
の
要
素
の
膨
ら
み
か
ら
見
て
、

原
話
と
は
見
な
せ
な
い
と
結
論
す
る
。
む
し
ろ
、
魔
術
に
通
じ
る
宿

屋
の
女
主
人
が
チ
l
ズ
を
輿
え
て
駄
獣
に
凶
変
身
さ
せ
る
ロ

l
マ
の
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
(
三
五
四
四
三
O
)
『
神
の
園
」
に
停
え
る
話
柄

に
注
目
す
る
。
「
不
思
議
な
食
べ
物
の
製
造
法
、
放
人
の
計
略
な
ど

の
要
素
は
こ
こ
に
は
な
い
。
し
か
し
、
宿
の
女
主
人
が
客
を
踊
し
て

妖
し
げ
な
食
物
を
輿
え
、
家
畜
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
黙
は
、
「
三

娘
子
」
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
女
神
あ
る
い
は
魔
女
の
古

い
神
話
停
読
を
起
源
と
し
つ
つ
、
そ
れ
が
現
賓
の
掠
の
危
険
性
に
引

き
寄
せ
ら
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
惇
承
を
生
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
」

(
一
九
頁
)
と
そ
の
類
似
説
話
の
起
源
を
想
定
し
て
い
る
が
、
「
板
橋

三
娘
子
」
と
は
ま
だ
距
離
が
あ
る
と
み
な
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
惇
承
の
過
程
を
丹
念
に
追
い
な
が
ら
、
イ
タ
リ
ア
の
ト
ス
カ
1
ナ

地
方
に
停
わ
る
「
ロ
パ
に
な
っ
て
働
く
魔
女
姉
妹
」
、
『
ヴ
ォ

l
ジ
ユ

民
俗
誌
』
の
ヴ
ォ

l
ジ
ユ
の
魔
女
、
ク
ラ
ウ
ス
ト
ン
が
惇
え
る
ロ
ー

マ
の
俗
話
(
「
俗
小
説
の
移
化
』
)
、
グ
リ
ム
童
話
集
の
「
キ
ャ
ベ
ツ
ろ

ば」、

ル
ー
マ
ニ
ア
の
「
三
人
兄
弟
の
王
様
」
を
翠
げ
て
い
る
。

しミ

ず
れ
も
魔
女
と
瞳
馬
へ
の
蟹
身
の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
も
の
の
、
他
の
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要
素
は
な
い
か
、
も
し
く
は
極
め
て
薄
い
。
魔
女
の
姿
は
む
し
ろ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
女
神
の
形
象
が
色
濃
く
、
性
愛
や
慾
愛
を
主

軸
に
展
開
す
る
話
柄
群
は
、
三
娘
子
の
原
話
と
は
み
な
せ
な
い
と
結

論
す
る
。

で
は
三
娘
子
の
原
型
は
、
何
庭
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、

問
問
先
櫨
蟹
馬
語
が
豊
か
に
惇
わ
る
西
ア
ジ
ア
に
注
目
す
る
。
櫨
馬
が
ア

フ
リ
カ
東
北
部
を
原
産
と
す
る
貼
を
踏
ま
え
、
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ

イ
ト
」
に
見
ら
れ
る
「
ホ
ラ
l
サ
ン
の
シ
ャ
フ
ル
マ

l
ン
王
の
物

ヨ
巴
に
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の

(
B
)
(
C
)
(
D
)
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
な
ど



を
み
と
め
る
。
そ
し
て
、

『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』

の
成
主
日
が

娘
子
に
遅
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
話
柄
白
樫
六
世
紀
頃
の
サ
サ
ン
朝

ベ
ル
シ
ア
に
惇
わ
っ
た
イ
ン
ド
説
話
に
基
づ
く
と
の
説
を
支
持
し
、

三
娘
子
の
西
漸
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。

古
代
の
説
話
の
供
給
源
と
な
っ
た
の
は
殺
事
詩
や
悌
惇
悌
説
、
寓

話
集
な
ど
が
豊
富
な
イ
ン
ド
が
重
き
を
占
め
る
と
考
え
る
著
者
は
、

人
か
ら
動
物
へ
の
轄
生
を
イ
ン
ド
の
「
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
哲
皐
」
に

よ
る
業
に
よ
る
韓
生
で
あ
る
と
み
な
し
、
例
数
説
話
を
介
し
て
後
世

の
間
変
身
語
と
も
関
係
す
る
と
考
え
る
。
『
成
賓
論
」
「
六
業
品
」
に
あ

る
前
世
の
借
財
の
た
め
に
畜
生
に
轄
生
し
、
償
い
の
た
め
に
勢
役
に

服
す
る
話
の
存
在
を
指
摘
し
つ
つ
、
『
出
曜
経
」
に
あ
る
シ
ャ
パ
ラ

草
に
因
む
話
に
い
た
っ
て
、
著
者
は
は
じ
め
て
こ
の
話
柄
の
プ
ロ
ツ

ト
を
、
①
族
先
に
住
む
魔
法
使
い
の
女

(
B
に
相
酋
)

②
そ
の
女
が

使
う
人
を
動
物
に
紛
失
え
る
術

(
D
に
相
官
)

③
そ
の
術
へ
の
封
庭
法

④
魔
術
を
解
く
薬
草

を
数
え
て
く
れ
る
援
助
者

(
D
の
付
加
要
素
)

(
F
の
付
加
要
素
)

に
分
析
し
て
い
る
(
五
五
頁
)
o

こ
こ
で
著
者
は
、

極
め
て
重
要
な
課
題
を
指
摘
す
る
。
す
わ
な
ち
、
類
話
聞
の
影
響
闘

係
の
有
無
が
、
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
貼
で
あ
る
。
類

書

評

話
に
共
通
す
る
基
本
パ
タ
ー
ン
、

つ
ま
り
プ
ロ
ッ
ト
の
共
有
が
た
だ

ち
に
影
響
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

著
者
は
こ
の
黙
に
閲
し
て
緩
や
か
に
括
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
慣

重
で
あ
る
。
著
者
が
、
最
も
ふ
る
く
確
か
な
来
源
と
み
な
す
の
が
、

カ
シ
ユ
ミ

1
ル
の
詩
人
ソ

1
マ
・
デ
1
ヴ
ァ
に
よ
り
著
さ
れ
た
、

「
ブ
リ
ハ
ッ
ト
・
カ
タ
l
』
(
六
世
紀
頃
の
成
立
つ
)
を
改
稿
し
た

「
カ
タ

1
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ
ラ
」
(
「
ム
リ
ガ
1
ン
カ
ダ
ツ
タ
王
子

の
物
証
巴
所
状
)
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
こ
で
二
つ
日
の
課
題
を
提

示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
骨
子
と
細
部
、
骨
格
と
↓
肉
付
け
に
閲
し
て
で

岸、J

あ
る
。
説
話
は
、
停
播
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
取
拾
選
躍
し
、

複
雑
に
間
変
容
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
首
然
の
こ

と
な
が
ら
時
と
場
所
は
異
な
り
、
丈
献
上
の
接
受
も
不
明
確
な
場
合
、

何
を
以
て
影
響
の
有
無
を
断
ず
る
か
と
い
う
貼
で
あ
る
。

そ
れ
は
麿
く
民
間
説
話
の
停
播
と
流
布
、
そ
の
影
響
闘
係
の
課
題

と
し
て
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
課
題
を
考
究
す

る
際
の
嗣
賄
が
求
め
ら
れ
る
。
著
者
は
、
比
較
封
照
的
に
は
、
「
カ

タ
l

・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
l
ガ
ラ
」
が
最
も
三
娘
子
に
近
い
と
認
め
つ

つ
も
、
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』

の
方
が
、
前
者
に
は
な
い
櫨
馬
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に
し
た
女
主
人
公
に
跨
り
援
を
す
る
要
素
、
櫨
馬
に
愛
身
し
た
女
主

人
公
を
助
け
る
援
助
者
の
形
象
化
の
要
素
、

つ
ま
り
一
一
一
娘
子
の
華
岳

廟
の
老
人
に
重
な
る
貼
等
、
む
し
ろ
後
者
に
話
柄
の
展
開
と
し
て
近

似
す
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
る
。
著
者
は
こ
の
節
を
ま
と
め
る
に
際

し
て
、
「
ム
リ
ガ

l
ン
カ
ダ
ツ
タ
王
子
の
物
語
」
が
直
接
イ
ン
ド
か

ら
中
園
に
も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
西
の
地
に
惇
わ
り
、

ラ
ピ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
へ
流
れ
込
む
説
話
を
含
む
多
様
な
形
に
嬰
化
し

た
こ
と
を
想
定
す
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
中
圃
へ
と
運
ば
れ
、
三
娘

子
の
直
接
の
原
話
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
結
論
づ
け
て

い
る
(
六
O
頁
)

0

著
者
は
、
こ
の
説
話
の
惇
承
の
過
程
を
、

で
き
る
限
り
つ
ぶ
さ
に

追
い
求
め
、
そ
の
骨
格
に
擦
り
つ
つ
、
三
娘
子
の
細
部
に
ま
で
目
を

や
り
な
が
ら
、
停
播
の
蓋
然
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
惇
播
の
確
誼
が

な
い
以
上
、
封
象
と
な
る
説
話
の
存
在
を
貼
で
示
し
な
が
ら
、
そ
の

錯
綜
す
る
賄
を
、
可
能
性
と
蓋
然
性
と
で
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試

み
は
、
極
め
て
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
娘
子

の
個
性
が
那
遣
に
あ
る
か
と
い
う
配
慮
、
す
な
わ
ち
細
部
に
お
け
る

特
色
や
個
性
を
忘
れ
て
い
な
い
黙
は
、
説
話
の
大
筋
を
追
う
折
に
、

忘
れ
が
ち
に
な
る
傾
向
を
戒
め
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
西
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
を
概
観
し
、
イ
ン
ド
に
源
を

護
す
る
こ
の
補
完
艦
語
は
、
ま
た
中
園
以
外
の
東
方
へ
も
も
た
ら
さ
れ

た
。
モ
ン
ゴ
ル
に
惇
わ
る
英
雄
紋
事
詩
『
ゲ
セ
ル
・
ハ

1
ン
物
語
』

(
一
三
世
紀
以
降
)
チ
ベ
ッ
ト
の

『
ケ
サ
ル
王
停
」
な
ど
に
一
部
類

ア

似
の
要
素
を
認
め
る
が
、
前
者
は
イ
ン
ド
・
西
ア
ジ
ア
に
惇
わ
る
説

話
が
流
れ
込
ん
だ
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、

チ
ベ
ッ
ト
や

モ
ン
ゴ
ル
の
類
話
は
「
キ
ャ
ベ
ツ
ろ
ば
」
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
、

カ
タ

l
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ

l
ガ
ラ
や
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の
系
統
で
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は
な
い
と
結
論
す
る
。
こ
の
話
の
東
漸
は
、
イ
ン
ド
説
話
が
六
世
紀

以
降
に
悌
教
と
と
も
に
チ
ベ
ッ
ト
に
流
入
し
て
ラ
マ
教
化
し
、

ラ
マ

教
の
惇
播
と
共
に
青
海
や
蒙
古
地
方
に
及
ん
だ
と
す
る
経
路
を
推
定

し
て
い
る
。

こ
の
推
定
は
、
作
者
が
説
話
惇
播
の
過
程
を
い
か
に
考
え
る
か
と

一
定
の
仮
説
を
謹
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

、a
、勺ノ日刊

4

、a'
」、

、UV
J
i
-
-

、ν
[
M
・

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
説
話
の
惇
播
に
は
、
介
在
す
る
何
ら
か
の
役
割

を
想
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
備
殺
の
弘
通
、
物
資
の
運
搬
、
文
物
の

移
入
な
ど
に
付
随
し
て
説
話
が
運
ば
れ
た
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば



首
位
出
の
蹄
結
で
は
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

貼
で
現
れ
る
説
話
を
い
か
な
る
線
を
以
て
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
、

線
の
貰
際
と
機
能
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
は
こ
れ
ら
を
捨
象
し
て
示

さ
れ
る
が
、
三
娘
子
の
物
語
は
、
ブ
リ
ハ
ッ
ト
・
カ
タ
l
が
西
方
に

流
惇
し
て
多
様
に
壁
貌
し
、

ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
の
源
流
と
な
り
、

そ
れ
が
中
国
に
惇
わ
り
三
娘
子
に
な
っ
た
と
い
う
仮
説
を
導
く
。

* 

* 

* 

類
話
の
所
在
と
そ
の
影
響
関
係
を
述
べ
る
通
時
的
な
研
究
が
第

章
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
章
「
物
語
の
成
立
と
そ
の
背
景
」
は
、

い
わ
ば
共
時
的
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
板
橋
三
娘
子
」
が
い

つ
頃
で
き
た
も
の
か
、
同
時
代
の
小
説
に
投
げ
入
れ
て
み
て
、
ど
の

よ
う
な
特
色
を
有
す
る
の
か
、
を
考
察
す
る
。
通
時
的
研
究
が
や
や

も
す
れ
ば
情
況
詮
擦
の
蓄
積
を
基
礎
と
す
る
傾
向
に
比
し
て
、
よ
り

鋭
く
作
品
に
即
し
て
考
察
を
試
み
て
い
る
。
編
者
と
思
し
き
醇
漁
思

の
素
性
も
、
書
誌
準
的
な
編
書
の
過
程
も
不
明
で
あ
る
。
著
者
は
、

二
娘
子
が
所
収
さ
れ
る

『
河
東
記
』

の
成
書
が
、
今
に
惇
わ
る
三
四

話
中
の
最
も
遅
い
紀
年
、
大
和
八
年
(
八
三
四
)
に
よ
り
、
そ
れ
か

書

評

ら
さ
ほ
ど
経
過
し
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
編
者
で
あ
る

醇
漁
思
に
つ
い
て
は
王
夢
鴎
氏
が
『
北
夢
潰
言
』
に
載
る
「
醇
淳
」

と
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
読
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
晩
唐
の
信

宗
・
後
唐
の
明
宗
期
に
活
躍
し
た
醇
揮
で
あ
れ
ば
、
『
河
東
記
」
成

圭
日
の
時
期
と
推
定
す
る
開
成
初
年
頃
と
百
年
近
い
隔
た
り
が
で
き
る
。

著
者
は
、
こ
の
懸
隔
を
も
っ
て
王
氏
説
は
成
立
し
に
く
い
と
否
定
す

る
。
丈
雲
と
し
て
小
説
の
認
知
が
遅
れ
、
書
誌
準
的
に
も
小
説
の
扱

い
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
小
説
や
小
説
集
の
成
立
過
程
に
は

確
詮
を
得
に
く
い
。
む
し
ろ
、
著
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、
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「
郡
高
用
語

書
志
』
に
停
え
る
「
河
東
記
三
巻
。
右
醇
漁
思
撰
。
亦
記
一
諭
怪
事
。

序
云
、
績
午
沿
旧
南
之
書
。
」
を
超
え
る
情
報
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の

小
説
集
が
残
そ
う
と
し
た
傾
向
や
好
尚
を
考
察
す
る
方
が
、
無
用
な

詮
索
を
す
る
よ
り
は
、
小
説
集
の
賓
態
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
判
断
は
正
し
い
。

著
名
な
『
玄
怪
録
』
や
「
集
異
記
』
等
の
唐
代
小
説
集
は
、
完
本

で
惇
わ
る
も
の
は
殆
ど
な
く
、
序
文
や
蹴
丈
に
よ
っ
て
成
書
の
経
緯

を
窺
う
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
必
ず

し
も
あ
る
テ

I
マ
に
基
づ
く
牧
集
で
は
な
い
。
し
か
し
、
共
通
し
て
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看
取
で
き
る
の
は
、
怪
異
や
逸
事
へ
の
閲
心
の
強
さ
で
あ
り
、
同
時

に
そ
れ
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
え
る
こ
と
が
、

六
朝
古
小
説
(
志
怪
)
と
の
相
違
で
あ
る
。

『
河
東
記
』
も
他
の
小
説
集
と
同
様
に
、
南
宋
の
頃
ま
で
は
車
行

し
て
い
た
こ
と
が
陸
佐
『
老
皐
庵
筆
記
』

の
記
録
に
よ
っ
て
判
明
す

る
。
著
者
は
、

三
娘
子
を
生
ん
だ
説
話
の
好
向
を
、

『
河
東
記
』
に

所
牧
す
る
他
の
話
を
概
観
す
る
こ
と
で
知
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
概
ね

は
、
鬼
・
神
仙
・
再
生
・
夢
・
麿
験
等
に
分
類
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

「
請
洞
玄
」
は
、
「
杜
子
春
停
」
の
類
話
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
作
品
、
前
速
の
よ
う
に
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
「
救
命
池
」
説
話

の
系
統
で
あ
る
。
ま
た
、
「
胡
掘
見
」
は
、

ガ
ラ
ス
の
瓶
の
中
に
何

で
も
入
れ
て
し
ま
う
魔
術
を
使
う
。
「
葉
静
能
」
は
、
酒
樽
を
嬰
身

さ
せ
て
酒
豪
の
汝
南
王
に
饗
廃
す
る
。
「
申
屠
澄
」
は
、
要
っ
た
妻

が
虎
で
あ
っ
た
と
い
う
「
嬰
虎
語
」
の
一
つ
。
こ
れ
ら
は
そ
の
一
部

に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
う
し
た
魔
術
・
幻
術
、
愛
身
語
へ
の
関
心
や
好

向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
娘
子
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
著
者
の
論
法
は
、
小
説
の
抱
え
る
丈
雲
性
か
ら
安
首
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

小
説
の
持
つ
文
義
性
と
は
、
直
接
的
な
影
響
闘
係
や
規
範
性
が
比

較
的
つ
よ
い
詩
歌
と
異
な
り
、
小
説
は
元
来
そ
の
規
範
が
薄
弱
で
あ

り
、
書
誌
向
学
的
分
類
上
、
史
惇
や
諸
子
と
の
混
同
の
中
に
あ
っ
た
。

同
時
に
、

そ
れ
は
小
説
の
持
つ
自
由
性
と
も
な
り
、
新
た
な
丈
塞
と

し
て
の
護
展
の
可
能
性
を
も
匪
胎
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
研
究
方
法
や
方
式
は
そ
の
限
定
性
を
い
か
に
措
定
し
、
立

論
す
る
か
に
大
き
く
依
存
す
る
。
第
二
章
の
第
二
節
「
『
板
橋
三
娘

子
』
と
そ
の
背
景
」
は
、
作
品
の
精
讃
に
よ
る
、
土
地
柄
、
語
葉
、

用
法
等
の
考
謹
を
主
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
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い
わ
ば
外
在

律
で
あ
る
の
に
封
し
て
内
在
律
の
考
詮
で
あ
る
。

」
こ
で
著
者
は
、
舞
蓋
と
な
る
唐
代
に
お
け
る
沖
州
の
土
地
柄
、

板
橋
の
立
地
、
放
屈
と
い
う
機
能
、
ま
た
主
要
な
テ
l
マ
と
な
る
饗

櫨
語
の
鍵
と
な
る
櫨
馬
の
歴
史
的
か
つ
文
化
史
的
な
位
置
と
役
割
を

つ
ぶ
さ
に
見
る
。
な
ぜ
抜
庖
が
嬰
擁
護
の
舞
墓
と
な
り
得
た
か
に
つ

い
て
は
、

そ
の
機
能
で
あ
る
宿
泊
施
設
と
し
て
の
族
館
の
機
能
に
加

え
て
倉
庫
業
や
飲
食
業
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
庖

緊
落
の
一
つ
に
三
娘
子
の
匝
が
あ
っ
た
と
認
め
る
。
ま
た
「
臨
時
」
間

を
結
ぶ
「
謄
櫨
」
が
置
か
れ
、
中
唐
以
降
経
済
の
進
展
に
件
い
、
物



資
の
移
動
が
繁
く
な
り
「
貸
櫨
業
」
も
繁
盛
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

問
問
先
櫨
語
の
受
け
皿
と
し
て
の
下
地
が
整
っ
て
い
た
と
み
な
し
、
瞳
馬

の
中
園
へ
の
移
入
と
共
に
饗
櫨
語
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
奮
読
を

駁
し
、
櫨
馬
が
あ
る
程
度
普
及
し
た
後
、
す
な
わ
ち
櫨
馬
が
日
常
の

風
景
と
化
し
て
後
に
、
愛
櫨
語
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
察
す
る
。

そ
れ
が
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
、
後
漢
か
ら
三
園
六
朝
期
に
首
た
り
、

一
一
一
娘
子
の
原
話
の
上
限
と
も
一
致
す
る
。
物
資
の
運
搬
、
文
物
の
移

動
、
そ
の
聞
の
賓
際
は
、
著
者
の
推
定
す
る
と
お
り
、
時
間
差
を
考

え
る
べ
き
で
あ
り
、
受
容
の
環
境
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

原
丈
に
関
わ
る
著
者
の
知
見
を
知
ら
せ
る
細
部
を
一
一
一
奉
げ
る
こ

と
に
し
よ
う
。
三
娘
子
が
困
窮
し
た
来
客
に
封
し
て
「
往
来
公
私
車

乗
、
有
不
逮
者
、
親
賎
其
佑
以
済
之
。
人
皆
謂
之
有
遁
」
と
雁
封
す

る
。
こ
の
「
不
逮
」
は
、
援
人
の
路
銀
不
足
を
言
う
の
で
は
な
く
、

車
乗
の
荷
を
引
か
せ
る
役
畜
の
不
具
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
指
摘

す
る
。
板
橋
の
三
娘
子
の
庖
に
櫨
馬
が
い
る
自
然
な
設
定
と
な
る
。

ま
た
、
遅
れ
て
投
宿
す
る
超
季
和
が
「
季
和
後
至
、
最
得
深
慮
一

楊
」
の
「
最
」
を
「
最
も
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
」
と
す
る
解
稗
は
誤
り

で
あ
り
、
進
歩
著
し
い
唐
代
の
言
語
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
な
が
ら
、

書

評

「
得
」
を
修
飾
す
る
副
詞
と
し
て
「
ま
さ
に
、
ち
ょ
う
ど
」
の
意
味

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
う
解
轄
す
る
こ
と
で
、
隣
室
の
三
娘

子
が
深
夜
に
立
て
る
物
音
を
耳
に
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
が
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
娘
子
の
話
で
、
最
も
異
彩
を
放
ち
、
謹
者
を
引
き
つ
け
る
の
が
、

三
娘
子
が
幻
術
を
使
っ
て
木
製
人
形
を
使
っ
て
蕎
奏
を
栽
培
す
る
場

面
で
あ
ろ
う
。
三
娘
子
の
細
部
に
し
て
、
か
つ
出
色
と
い
っ
て
良
い

部
分
で
あ
る
。
著
者
は
、
先
行
す
る
文
献
に
類
似
の
例
を
博
捜
し
て

い
る
。
「
太
平
麿
記
』
紳
仙
部
「
張
呆
」
、
「
論
衡
』
魯
班
の
話
、
『
鄭

中
記
』
後
超
の
石
虎
の
話
を
奉
例
し
、
「
三
娘
子
と
直
接
結
び
つ
く

よ
う
な
人
形
は
、
残
念
な
が
ら
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
か
ら
く
り
の
流
行
が
「
板
橋
三
娘
子
」
に
登
場
す
る
人
形
の
活
躍

を
、
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
ろ
う
」
(
二
二
O
頁
)

と
指
摘
す
る
。
幻
術
の
受
容
に
は
、
か
ら
く
り
の
流
行
が
あ
っ
た
と

す
る
推
論
は
、

一
考
を
要
す
る
よ
う
に
思
う
。
評
者
が
思
う
に
、

娘
子
に
お
け
る
こ
の
場
面
は
、
紙
や
木
が
生
命
を
一
時
的
に
持
ち
、

そ
れ
が
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
生
き
績
け
、

ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
と
し

て
展
開
し
、
そ
の
牧
穫
を
人
聞
の
世
界
が
受
け
取
る
こ
と
に
意
味
が
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あ
る
の
で
あ
っ
て
、
操
り
人
形
や
細
工
の
巧
み
さ
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
著
者
は
慎
重
に
言
葉
を
選
び
な
が
ら
「
人
形
に
よ
る
土
聞
の

耕
作
と
蕎
奏
の
栽
培
は
、
外
来
の
魔
術
の
話
を
下
敷
き
に
し
て
は
じ

め
て
生
ま
れ
得
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
結
論
す
る
。
後
世
に
お
け

る
翻
案
か
ら
、
こ
の
幻
術
の
要
素
が
捨
象
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
要
素

が
外
来
の
も
の
と
い
う
指
摘
は
、
確
た
る
誼
擦
が
見
つ
か
ら
な
い
中

で
、
説
得
力
を
持
つ
。

以
下
、

三
娘
子
の
話
の
要
素
を
、
「
種
委
」
「
饗
櫨
・
黒
庖
」
「
蹄

路
」
「
詐
術
・
騎
櫨
」
「
華
岳
廟
・
復
身
・
遁
走
」
等
の
構
成
要
素
に

わ
た
っ
て
、
関
連
す
る
事
項
を
類
似
の
例
を
奉
げ
、

つ
ぶ
さ
に
述
べ

て
い
く
。
播
種
か
ら
瞬
時
に
牧
穫
す
る
魔
術
の
類
似
例
を
「
種
瓜
」

「
種
棄
」
「
種
樹
」
等
を
引
き
な
が
ら
例
詮
す
る
が
、
出
早
な
る
植
物

一
般
で
は
な
く
、
食
べ
物
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
魔
術
に
よ
っ
て
栽
培

さ
れ
た
植
物
に
も
呪
力
が
あ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
ろ
う
。

魔
術
に
よ
る
「
種
瓜
」
「
種
棄
」
は
、
著
者
が
間
々
言
及
す
る
よ

う
に
、
直
接
こ
れ
を
三
娘
子
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
断
片
的
な
記
述
か
ら
、
そ
の
も
の
の
持
つ
唐
代
に
お
け
る

丈
化
的
位
相
を
丹
念
に
辿
っ
て
い
く
過
程
は
、
腕
曲
な
が
ら
情
況
誼

擦
を
確
賓
に
積
み
重
ね
て
い
く
。
蕎
奏
白
瞳
の
食
文
化
に
占
め
る
位

置
は
そ
う
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。
五
代
後
罰
、
何
光
遠
『
鑑
戒

録
』
走
車
駕
を
引
用
し
て
の
コ
メ
ン
ト
「
小
委
の
焼
餅
よ
り
も
粗
末

な
食
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
(
一
五
二
頁
)
は
、
小
委
と
ま
で
い
か

ぬ
蕎
委
の
焼
餅
は
、
そ
れ
を
出
す
族
屈
の
格
式
を
想
像
さ
せ
、
騨
停

邸
宿
の
よ
う
な
規
模
で
は
な
く
、
間
口
三
聞
の
木
賃
宿
の
よ
う
な
庖

が
舞
古
一
歪
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
、
乗
り
物
も
駿
馬
で
は
な
く
、
魯

鈍
な
櫨
馬
と
化
す
話
の
構
成
と
呼
麿
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
る
。

超
季
和
は
、
瞳
馬
と
化
し
た
三
娘
子
に
跨
り
各
地
を
経
巡
る
。
機
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を
見
る
に
敏
で
、
利
に
さ
と
い
越
の
人
物
像
は
族
商
人
を
想
像
さ
せ

る
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
背
後
に
、
イ
ラ
ン
系
ソ
グ
ド
人
の
交
易
に

お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
三
娘
子
の
話
も
惇
播
し
た
の
で
あ

ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

三
娘
子
の
話
の
惇
播
と
展
開
を
考
え
る
に
際
し
て
、

F
の
要
素
で

あ
る
復
身
と
救
済
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
次
章
の
痩
身
語

般
を
考
え
る
に
本
質
的
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
華
岳

廟
の
老
人
が
櫨
馬
を
三
娘
子
と
み
と
め
、
超
に
許
し
を
請
い
な
が
ら

櫨
馬
の
口
に
手
を
嘗
て
引
き
裂
く
行
活
は
、
腕
楓
馬
へ
の
饗
身
が
、
櫨



馬
の
皮
を
被
る
底
の
も
の
で
あ
っ
て
、
深
奥
部
か
ら
の
饗
質
で
は
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
饗
櫨
誼
に
お
け
る
魔
術
の
質
も
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
魚
服
記
」
と
し
て
知
ら
れ
る
「
醇
偉
」
の
饗
身
は
、
心

情
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
饗
身
の
深
浅
が
異
な
り
、
浅
薄
か
っ
皮
相
的

な
問
問
先
身
は
文
字
通
り
魚
の
服
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
嬰
化
す
る
。

一
方
で
着
脱
可
能
性
を
合
意
す
る
。
饗
虎
語
に

異
類
へ
の
壁
身
は
、

あ
っ
て
も
、
話
は
同
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
嬰
身
」
と
「
饗
形
」
、

「
患
依
」
と

「
轄
病
」
、
即
ち
著
者
の
言
を
借
り
れ
ば

「
愛
」
と

「
化
」
と
を
、
愛
身
謹
の
文
義
と
し
て
の
主
題
か
ら
見
て
み
る
と
、

一
一
一
娘
子
は
原
話
を
継
承
し
つ
つ
、
な
お
素
朴
な
段
階
に
あ
る
と
い
え

ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
が
指
摘
す
る
櫨
馬
に
さ
れ
た
三
娘
子
が

従
順
で
あ
る
こ
と
の
不
自
然
さ
、
ま
と
め
方
が
強
引
で
あ
る
と
い
う

貼
も

一
概
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
三
娘
子
の
魅

力
は
、
こ
の
荒
削
り
で
は
あ
る
が
力
強
き
ゃ
素
朴
さ
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

* 

* 

* 

書

評

唐
代
停
奇
小
説
は
、
壁
身
語
の
賓
庫
で
も
あ
る
。
第
三
章
「
中
園

の
愛
身
語
の
な
か
で
」
は
、
中
園
古
典
籍
に
見
え
る
塗
山
氏
の
石
、

常
蛾
の
謄
除
、
女
娃
の
精
衛
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
饗
身
に
鰯
れ
つ
つ
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
神
と
人
と
の
聞
に
お
け
る
不
可
越
性
・
不
可

侵
性
が
強
い
傾
向
に
比
し
て
、
中
固
に
お
け
る
「
気
二
万
論
」
に
よ

る
融
通
性
や
非
境
界
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
自
然
と
の
闘
係
を
針

立
と
み
と
め
る
前
者
に
封
し
て
、
中
園
を
「
同
じ
気
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
以
上
、
植
物
か
ら
動
物
、
動
物
か
ら
動
物
へ
の
嬰
化
が

起
こ
る
の
と
同
様
に
、
動
物
か
ら
人
へ
の
饗
化
も
ま
た
、
原
理
的
に
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起
こ
り
得
る
現
象
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
動
物
か
ら
人
へ
の

間
変
身
を
自
然
現
象
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
っ
た
」
(
一
九
四
貝
)

と
す
る
概
括
は
、
中
固
に
お
け
る
嬰
身
謹
を
理
解
す
る
上
で
の
原
理

と
し
て
措
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
中
園
に
あ
っ
て
は
漢
代
以
降
に
整
序
さ
れ
る
思
想
的
な
昔

み
に
お
い
て
、
「
「
気
」
に
も
と
づ
く
嬰
化
観
は
、

五
行
思
想
の
補
強

を
得
て
、
す
べ
て
の
紛
失
化
・
怪
異
を
包
み
込
も
う
と
す
る
。
六
朝
志

怪
を
支
え
る
歴
史
的
学
的
精
一
珊
は
、
古
代
以
来
の
巨
大
な
閣
を
抱
え
る

多
く
の
怪
異
の
記
録
を
綴
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
思
想
的
に
解
穆
す
る
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管
局
を
も
、

一
方
で
は
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
二
二
五
貝
)
と

の
概
括
も
中
園
丈
悶
晶
子
史
に
お
け
る
小
説
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る

際
の
擦
り
所
と
な
る
。

中
国
の
壁
身
語
は
、
人
か
ら
狐
・
蛇
・
魚
・
禽
烏
等
へ
の
饗
身
が

み
と
め
ら
れ
る
が
、
蟹
虎
謹
が
数
と
し
て
は
匪
倒
す
る
。
著
者
は
、

化
虎
語
を
通
し
て
人
が
獣
に
な
る
パ
タ
ー
ン
を
一
志
す
。
虎
に
な
る
饗

身
術
の
考
察
が
三
娘
子
の
考
察
に
役
立
つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
原
因
を
、
紳
罰
に
よ
る
も
の
、
罪
業
に
よ
る
も
の
、
「
轄
病
」

に
よ
る
も
の
、
凶
暴
な
心
性
に
よ
る
も
の
等
を
翠
げ
、
間
関
民
身
術
と
し

て
、
虎
の
皮
に
よ
る
も
の
、
生
内
を
連
日
食
べ
さ
せ
て
徐
々
に
虎
に

し
て
ゆ
く
も
の
等
の
例
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
。
虎
皮
に
よ
る
嬰
身
が
古

い
形
を
し
て
お
り
、

や
が
て
衣
服
の
着
脱
の
新
し
い
形
を
も
つ
に
至

る
と
指
摘
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
布
す
る
「
人
狼
惇
説
」
と
化
虎

語
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
中
国
に
お
け
る
嬰
身
語
を
闇
明
し

ょ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。

「
こ
の
衣
服
重
覗
と
虎
皮
重
覗
の
相
違
に
は
、
紛
失
身
の
能
動
・
受

動
の
性
格
が
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
壁
身

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
狼
は
、
衣
服
(
文
明
)
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て

野
生
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
り
、
罰
に
よ
っ
て
饗
身
す
る
中
園
の
場

合
に
は
、
虎
皮
(
野
生
)
に
包
ま
れ
て
丈
明
か
ら
投
致
さ
れ
る
の
で

あ
る
」
(
二
五
三
頁
)
と
い
う
指
摘
は
、
優
れ
た
洞
察
と
中
国
の
壁
身

謹
を
考
え
る
際
の
基
本
的
な
覗
黙
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
魔

術
に
よ
っ
て
族
人
を
櫨
馬
に
す
る
饗
身
は
、
旋
人
に
と
っ
て
は
受
動

的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
の
復
身
も
ま
た
受
け
身
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
三
娘
子
が
華
岳
廟
の
老
人
に
よ
っ
て
現
形
す
る
の
も
そ

の
形
に
入
る
。
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唐
代
停
奇
小
説
の
誕
生
は
、
著
者
が
言
、
つ
お
お
ら
か
な
丈
皐
精
神

の
護
露
で
も
あ
り
、
「
奇
」
を
求
め
る
娯
楽
精
神
が
小
説
と
し
て
の

丈
塞
性
に
大
き
な
刺
激
を
輿
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
饗
身
に
よ
る

能
動
と
受
動
の
闘
係
は
、
例
え
ば
「
人
虎
惇
」
(
李
徴
)

の
自
我
と

世
間
と
の
乳
牒
に
悩
む
人
物
像
や
、
「
醇
偉
」
に
あ
る
饗
身
に
向
か

う
自
己
の
意
志
に
よ
る
選
捧
等
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
唐
代

停
奇
の
進
展
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

中
園
に
お
け
る
愛
身
語
を
概
観
し
て
、
著
者
は
愛
瞳
愛
馬
語
と

娘
子
の
特
質
に
迫
る
。
大
き
く
四
分
類
す
る
。
「
鷹
報
語
」
系
、
「
出



曜
経
」
系
、
「
千
一
夜
」
系
、
及
び
そ
の
他
で
あ
る
。
例
数
惇
来
以

降
、
中
園
の
愛
身
語
は
輪
廻
轄
生
や
因
果
麿
報
の
思
想
と
深
く
結
び

っ
き
、
多
く
の
「
畜
類
償
債
誼
」
を
生
み
だ
し
た
。
本
書
が
果
た
す

貢
献
の
一
つ
は
、
プ
ロ
ッ
ト

F
に
付
随
す
る
復
身
の
契
機
と
な
る
薬

草
に
ま
つ
わ
る
類
話
を
蒐
集
し
、
そ
れ
を
新
た
に
瞳
系
づ
け
た
賄
に

あ
る
。
そ
の
基
本
と
な
る
の
が
「
出
曜
経
」
(
本
縁
部
)
の
シ
ヤ
パ
ラ

草
に
因
む
話
で
あ
る
。
第
四
章
の
日
本
に
お
け
る
受
容
を
見
る
際
も
、

こ
の
貼
は
進
展
著
し
い
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

三
娘
子
の
他
に
唐
代
以
降
直
接
に
そ
の
護
展
を
跡
づ
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
饗
櫨
語
は
、
原
話
を
醇
漁
思
が
中
園
風
に
翻
案
し
て
見
せ

た
が
、
そ
の
後
唐
代
の
惇
奇
小
説
が
白
話
系
や
文
言
系
の
小
説
に
粉

本
と
し
て
材
を
提
供
し
た
の
と
異
な
り
、
特
立
し
て
い
る
。
評
者
が

思
、
つ
に
、

い
さ
さ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
素
朴
だ
が
謹
む
者
を
引
き
つ
け

る
三
娘
子
の
短
編
が
、
麗
人
の
金
品
や
生
命
を
狙
う
黒
庖
や
妖
術
の

要
素
し
か
現
賓
の
中
に
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
唐
代
の

開
明
さ
や
自
由
さ
が
三
娘
子
に
は
結
賓
し
た
が
、
現
買
や
日
常
重
覗

の
後
世
に
は
そ
の
護
展
を
見
な
か
っ
た
こ
と
、
話
柄
の
も
つ
展
開
性

の
訣
如
、
す
な
わ
ち
「
醇
偉
」
に
お
け
る
荘
子
「
魚
の
楽
し
み
」

書

評

(
濠
水
の
楽
し
み
)
以
来
の
受
け
皿
の
有
無
、
「
李
徴
」
に
お
け
る
愛

虎
語
の
移
し
さ
や
「
苛
政
猛
於
虎
」
の
よ
う
な
共
通
の
親
和
性
が
櫨

馬
の
話
に
は
な
く
、
中
園
人
の
現
賓
重
覗
の
傾
向
が
幻
術
へ
の
忌
避

に
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
一
一
娘
子
を
軸
に
そ
の
展
開
を
考
え
る

こ
と
は
、
車
に
説
話
の
流
れ
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
相
ま
で

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
許
慣
し
て

よ
い
。第

四
章
「
日
本
に
お
け
る
饗
身
語
の
な
か
で
」
は
、
日
本
に
お
け

る
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
饗
身
語
の
系
譜
を
探
る
。
櫨
馬
は
中
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園
以
上
に
日
本
に
お
い
て
は
家
畜
と
し
て
普
及
し
な
か
っ
た
。
そ
の

話
柄
を
介
在
す
る
重
要
な
要
素
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
直
接
三
娘

子
を
継
承
す
る
他
は
、
「
旋
人
馬
」
の
説
話
群
、
「
出
曜
経
」
系
の
饗

身
の
契
機
に
草
を
食
べ
る
話
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ

ぅ
。
こ
の
中
で
、
悌
致
説
話
か
ら
怪
異
小
説
へ
と
い
う
大
き
な
流
れ
、

つ
ま
り
中
世
か
ら
近
世
枇
舎
の
好
尚
の
推
移
す
る
際
に
あ
っ
て
、
著

者
が
指
摘
す
る
中
村
某
『
奇
異
雑
談
集
』
(
貞
享
四
年
一
六
八
七

天
正
年
間
一
五
七
コ
了
八
二
の
寝
本
あ
り
)
に
三
娘
子
が
そ
の
ま
ま
取

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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な
ぜ
な
ら
ば
、

日
本
に
お
け
る
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
こ
の

話
柄
白
樫
の
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
中
園
に
至
る
展
開
を
考
え
る
際
の
参

考
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
ぞ
れ
の
停
播
の
過
程
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
好
向
や
下
地
を
異
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
濁
自
の
展

聞
を
見
せ
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
を
勘
案
し
、
捨
象
す
る
こ
と

で
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

か
く
し
て
唐
代
後
期
に
醇
漁
思
の

『
河
東
記
』
に
所
枕
さ
れ
る

「
板
橋
三
娘
子
」
は
、
イ
ン
ド
説
話
「
ブ
リ
ハ
ッ
ト
・
カ
タ

I
」
を

元
と
す
る
話
が
「
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」

へ
流
れ
込
み
、
多
様
な

説
話
と
な
り
、
そ
の
一
つ
が
中
園
へ
惇
わ
り
三
娘
子
の
直
接
の
原
話

と
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
往
時
の
「
奇
」
を
好
む
風
潮
に
よ

り
翻
案
さ
れ
た
が
、
欧
州
の
魔
女
に
相
首
す
る
人
物
像
の
非
親
和
性
、

馬
ほ
ど
で
は
な
い
櫨
馬
の
家
畜
と
し
て
の
文
化
的
位
相
、
幻
術
へ
の

忌
避
な
ど
が
作
用
し
て
、
そ
の
後
大
き
な
進
展
を
見
ず
、
素
朴
で
は

あ
る
が
荒
々
し
い
お
も
し
ろ
さ
を
濁
自
に
今
日
ま
で
惇
え
て
い
る
。

イ
ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
を
介
し
て
惇
播
し
た
説
話
の
姿
が
、
著
者
の

丹
念
に
し
て
周
到
な
作
業
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
現
れ
る
の
で
あ
る
。

評
者
は
、
こ
の
書
評
の
中
で
説
話
の
停
播
の
過
程
に
お
け
る
立
誼

の
困
難
さ
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
本
書
が
不
確
定
な
立
論
の
上
に

展
開
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
本
論
五

O

O
頁
、
附
論
六
O
頁
、
参
考
文
献
六
O
頁
、
索
引
七

O
頁
の
線
計
六

五
O
頁
を
超
え
る
本
書
の
お
そ
ら
く
過
半
は
、
立
論
の
た
め
の
詳
細

な
注
で
あ
り
、
そ
の
注
も
た
だ
原
典
や
出
所
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
丈
献
解
題
や
立
論
の
た
め
の
傍
詮
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
だ
け
で
優
に
中
国
説
話
の
愛
身
謹
に
お
け
る
書
誌
解
題
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

進
展
著
し
い
唐
代
惇
奇
小
説
の
研
究
に
大
き
な
一
石
を
投
じ
る
本

書
の
刊
行
は
、
今
後
の
同
じ
分
野
の
指
標
と
な
る
と
同
時
に
、
近
年
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わ
が
固
の
中
園
撃
が
誇
り
う
る
貴
重
な
成
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
知
泉
書
館
、
二

O
ム
二
年
二
月
、
本
文
六
一
五
百
ハ
、

索
引
・
略
年
表
七
七
頁
)


