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は
じ
め
に

『
唐
物
語
』
は
、
全
二
十
七
話
の
物
語
か
ら
成
る
短
編
物
語
集
で
あ
る
。
個
々
の
物
語
は
い
ず
れ
も
中
国
故
事
に
材
を
取
る
一
方
（
第
九

話
、
第
二
十
七
話
の
二
話
は
出
典
不
明
）、
和
文
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
、
作
者
の
感
懐
や
作
中
人
物
の
心
情
な
ど
を
詠
み
込
ん
だ
、
一
首
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
の
和
歌
を
含
む
。
作
者
は
、
藤
原
成
範
（
一
一
三
五
〜
八
七
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
、
平
安
末
期
成
立
で
あ

る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

中
国
故
事
は
、
自
国
の
故
事
で
は
な
い
も
の
の
、
古
来
中
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
を
受
容
し
て
き
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
漢
詩
文
の

作
成
や
物
事
の
発
想
に
お
い
て
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
重
要
な
知
識
で
あ
っ
た
。
平
安
末
期
と
も
な
れ
ば
、
故
事
の
う
ち
に
は
、
文
人
を
中

心
と
し
た
一
定
の
教
養
を
持
つ
日
本
人
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
も
の
が
か
な
り
多
く
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、『
唐
物

語
』
に
収
載
さ
れ
る
物
語
と
、
そ
の
原
話
で
あ
る
中
国
故
事
と
を
比
較
し
た
と
き
に
浮
き
彫
り
に
な
る
両
者
の
差
異
か
ら
は
、
中
国
故
事

に
反
映
さ
れ
る
中
国
の
発
想
と
、
そ
れ
を
翻
案
し
和
様
化
し
た
日
本
人
の
発
想
と
の
間
の
明
ら
か
な
違
い
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
一
方
で
、
平
安
末
期
は
武
士
の
台
頭
か
ら
鎌
倉
幕
府
成
立
へ
と
展
開
す
る
、
い
わ
ば
時
代
の
転
換
点
に
あ
た
り
、

そ
れ
ま
で
の
価
値
観
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
中
国
故
事
が
当
時
の
日
本
人
の
発
想
や
行
動
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ

た
か
ら
に
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
有
り
様
は
、
故
事
に
対
す
る
人
々
の
態
度
に
何
ら
か
の
変
容
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『
唐

物
語
』
の
撰
者
と
推
さ
れ
る
成
範
の
父
信
西
は
、
後
白
河
上
皇
を
諫
め
る
と
い
う
政
治
的
意
図
を
も
っ
て
「
長
恨
歌
絵
」
を
作
成
し
た
。

（
1
）

山
　
田
　
尚
　
子

西
王
母
譚
の
展
開

― 『
唐
物
語
』
第
十
六
話
を
め
ぐ
っ
て
―
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「
長
恨
歌
」
に
描
か
れ
る
楊
貴
妃
譚
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
見
方
、
扱
い
方
は
、
平
安
期
の
ま
ま
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

本
稿
で
は
、『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
西
王
母
来
訪
譚
（
西
王
母
が
漢
の
武
帝
の
も
と
を
訪
れ
る
話
）
を
取
り
上
げ
、
故
事
と
し
て
の
西

王
母
来
訪
譚
が
翻
案
さ
れ
、
展
開
す
る
そ
の
様
相
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
察
し
た
い
。

一
、
第
十
六
話
の
本
文
と
そ
の
出
典

先
述
の
よ
う
に
、『
唐
物
語
』
第
十
六
話
は
、
西
王
母
が
漢
の
武
帝
の
も
と
を
訪
れ
る
話
（
以
下
、
西
王
母
来
訪
譚
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。

最
初
に
、
や
や
長
文
で
あ
る
が
、
第
十
六
話
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
（
本
文
は
、
寛
政
五
年
の
賀
茂
季
鷹
校
合
識
語
を
持
つ
名
古
屋
大
学

文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室
蔵
本
（
影
印
）
に
拠
る
。
な
お
、
仮
名
表
記
を
適
宜
漢
字
表
記
に
改
め
、
そ
の
際
、
も
と
の
仮
名
表
記
を
ル

ビ
（
平
仮
名
）
に
残
し
た
。
た
だ
し
「
御
門
」「
帝
」「
み
か
ど
」
の
表
記
は
「
帝
」
に
統
一
し
た
。
片
仮
名
の
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
ル
ビ

を
そ
の
ま
ま
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
送
り
仮
名
、
仮
名
遣
い
な
ど
を
訂
し
た
）。

	
		

む
か
し
、
同お
な

じ
帝み
か
ど、

誰た
れ

と
は
申
し
な
が
ら
、
限か
ぎ

り
な
く
こ
の
世
を
惜を

し
み
、
命い
の
ちな

が
ら
へ
ん
こ
と
を
願ね
が

ひ
給
ひ
け
り
。
ま
ぼ
ろ
し

と
き
こ
ゆ
る
仙
人
に
お
ほ
せ
て
、
蓬
萊
不
死
の
薬く
す
りと
り
に
つ
か
は
し
つ
つ
、
は
か
な
き
御
あ
そ
び
、
た
は
ぶ
れ
に
も
、
こ
の
世
に
な

が
ら
へ
て
お
は
せ
ん
こ
と
を
ぞ
、
い
と
な
み
給
ひ
け
る
。

	
		

お
ほ
よ
そ
人
の
好こ
の

み
願ね
が

ふ
こ
と
は
、
必か
な
らず

む
な
し
か
ら
ね
ば
、
こ
の
御
時
、
東
方
朔
と
い
ふ
人
、
仙
宮
よ
り
罪つ
み

を
を
か
し
て
、
し

ば
ら
く
人
間
に
下く
だ

さ
れ
た
り
け
る
を
、
帝
、
間ま
ぢ
か近
く
召め

し
使つ
か

ひ
て
、
よ
ろ
づ
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
さ
れ
け
る
こ
と
を
ば
、
ま
づ
こ
の

人
に
ぞ
問と

は
せ
給
ひ
け
る
。

	
		

か
か
る
ほ
ど
に
、
宮
の
う
ち
に
、
①
色い

ろ

黄
な
る
雀す

ず
めの

例れ
い

の
色
に
も
似に

ず
あ
や
し
き
さ
ま
し
た
る
、
飛と

び
あ
そ
び
け
る
を
、
帝
、「
日

ご
ろ
か
か
る
鳥と
り

見み

え
ず
。
い
か
な
る
こ
と
に
か
」
と
問と

ひ
給
ふ
に
、
東
方
朔
、
申
し
て
い
は
く
、「
君
、
長
生
不
死
の
道み
ち

を
好こ
の

み
給
ふ

に
よ
り
、
御
心
に
め
で
て
、
西
王
母
と
申
す
仙
女
、
参ま
い

り
て
あ
そ
び
た
て
ま
つ
ら
ん
、
と
告つ

げ
知し

ら
す
る
由よ
し

の
使つ
か

ひ
な
り
」
と
聞き

こ

え
さ
す
る
に
、
帝
、
嬉う
れ

し
く
お
ぼ
さ
る
る
こ
と
限か
ぎ

り
な
し
。「
い
か
な
る
有あ

り
様さ
ま

に
て
、
そ
の
人
を
待ま

つ
べ
き
ぞ
」
と
の
た
ま
は
す
る
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に
、「
宮
の
う
ち
静し
づ

か
に
て
、
庭に
は

の
面お
も

を
浄き
よ

め
、
香
を
た
き
、
さ
ま
ざ
ま
の
床ゆ
か

を
設ま
う

け
給
ふ
べ
し
」
と
申
し
け
り
。」（
以
上
、
第
一

段
）

	
		

か
く
て
、
た
の
め
し
ほ
ど
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
帝
、
御
心
す
み
や
き
つ
つ
、
床ゆ
か

の
も
と
に
、
東
方
朔
を
か
く
し
置お

き
て
、
人ひ
と

知し

れ

ず
、「
今い
ま

や
、
今い
ま

や
」
と
待ま

た
せ
給
ふ
に
、
②
秋
八
月
ば
か
り
、
月
の
光ひ

か
りく

ま
な
き
夜よ

、
香か

う

ば
し
き
風
う
ち
吹ふ

き
て
、
晴は

れ

の
空そ

ら

の
ど
か

な
る
に
、
紫

む
ら
さ
きの

雲
一ひ

と
む
ら群

た
な
び
き
け
り
。
そ
の
中な

か

よ
り
、
こ
の
世
な
ら
ず
目め

も
あ
や
な
る
人
、
百
人
ば
か
り
降お

り
下く

だ

れ
り
。
そ
の
う

ち
に
主あ

る
じと

お
ぼ
し
き
人
、
帝
に
会あ

ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
ど
も
を
聞
こ
え
さ
す
。

	
		

や
や
久ひ
さ

し
く
な
る
ほ
ど
に
、
こ
の
人ひ
と

、
桃も
も

七
を
取と

り
出い

だ
し
て
、
そ
の
三
を
ば
帝
に
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
。
こ
れ
を
御
口く
ち

に
触ふ

れ
給
ひ
け
る
よ
り
、
御
身
も
軽か
ろ

く
御
心
地
も
す
ず
し
く
な
ら
せ
給
ひ
て
、
空そ
ら

に
も
飛と

び
の
ぼ
り
ぬ
べ
く
、
生
死
、
罪
障
も
解と

け
ぬ
べ

く
や
お
ぼ
し
け
ん
、「
こ
の
桃も
も

、
我
が
園そ
の

に
う
つ
し
植う

ゑ
て
種た
ね

を
も
と
り
て
し
が
な
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
に
、
西
王
母
う
ち
笑わ
ら

ひ
て
、

「
天
上
の
木こ

の
実み

の
、
人
間
に
と
ど
ま
り
難が
た

く
や
」
と
な
ん
、
い
ふ
に
も
足た

ら
ず
げ
に
お
ぼ
せ
り
。

	
		

③
ま
た
、「
不ふ

し死
の
薬く

す
りや

侍
る
」
と
尋た

づ

ね
さ
せ
給
ふ
に
も
、「
生
老
病
死
の
下
界
に
む
ま
れ
給
ひ
な
が
ら
、
い
か
で
か
不ふ

し死
の
薬く

す
りを

も
と
め
さ
せ
給
ふ
べ
き
。
は
か
な
き
御
心
な
り
」
と
聞き

こ
え
さ
す
。
西
王
母
の
み
に
あ
ら
ず
。
か
ひ
な
き
愚お

ろ

か
な
る
心
に
も
、
む
か

し
の
賢か

し
こき

ひ
じ
り
の
帝
の
御
こ
と
ば
と
は
お
ぼ
え
ず
。

	
		

か
く
て
、
し
ば
し
ば
か
り
あ
る
に
、
上
元
夫
人
に
雲う
ん
く
わ
ん環の
し
つ

打う

た
せ
て
、
挙
妃
𤧶
と
聞
こ
ゆ
る
仙
人
舞ま

ひ
け
り
。
玉た
ま

の
簪
か
ん
ざ
しを
動う
ご

か

し
、
錦に
し
きの

袖
を
翻
ひ
る
が
へす

有あ

り
様さ
ま

、
廻め
ぐ

れ
る
雪
に
こ
と
な
ら
ず
。
帝
、
こ
れ
を
見み

給
ふ
に
、
お
も
ほ
え
ず
御
袖
濡ぬ

れ
に
け
り
。
こ
の
世
の

楽が
く

の
声こ
ゑ

は
物も
の

の
数か
ず

な
ら
ず
お
ぼ
え
給
ひ
け
る
よ
り
、
御
心
も
い
た
く
あ
く
が
れ
ぬ
。」（
以
上
、
第
二
段
）

	
		

夜よ

、
や
う
や
う
明あ

け
方が
た

に
な
る
ほ
ど
に
、「
そ
の
御
床ゆ
か

の
下し
た

に
か
く
れ
居ゐ

て
侍
り
け
る
東
方
朔
は
、
仙
宮
の
人
な
り
。
し
か
も
、
か

の
三み
ち
と
せ

千
年
に
一ひ
と
た
び度
な
る
桃も
も

を
三み
た
び度
ま
で
盗ぬ
す

め
る
罪つ
み

に
よ
り
て
、
し
ば
ら
く
人
間
に
下く
だ

さ
れ
た
る
。
咎と
が

を
贖あ
が

ひ
て
後の
ち

は
、
ま
た
天
上
に

返か
へ

り
来き

た
る
べ
き
な
り
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
紫
む
ら
さ
きの

雲
立た

ち
返か
へ

り
ぬ
。

	
	
		

紫
む
ら
さ
きの
雲
立た

ち
返か
へ

り
ゆ
き
し
よ
り
心こ
こ
ろは
空そ
ら

に
あ
く
が
れ
に
け
り

		

こ
の
後
は
、
い
と
ど
御
心
も
空
に
あ
く
が
れ
て
、
い
よ
い
よ
仙
を
願ね
が

ひ
給
ひ
け
り
。
	
		

④
唐か

ら
く
に国

の
な
ら
ひ
に
て
、
賢か

し
こき

帝
に
は
仙
人
な
ど
も
皆み

な
つ
か使

は
れ
た
て
ま
つ
る
に
こ
そ
。
は
か
な
く
な
ら
せ
給
ひ
て
後の
ち

も
、
御
身
は
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と
ど
ま
ら
せ
給
は
ざ
り
け
る
と
か
や
。」（
以
上
、
第
三
段
）

以
上
の
よ
う
に
第
十
六
話
は
三
段
に
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
く
。

　

第
一
段
…
西
王
母
が
武
帝
の
も
と
を
訪
れ
る
、
そ
の
前
触
れ
。

　

第
二
段
…
西
王
母
の
到
着
と
武
帝
と
の
や
り
取
り
。

　

第
三
段
…
西
王
母
の
帰
還
と
、
武
帝
の
そ
の
後
。

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
成
っ
た
清
水
浜
臣
『
唐
物
語
提
要
』
は
、
第
十
六
話
の
出
典
と
し
て
『
漢
武
内
伝
（
漢
武
帝
内
伝
）』
と

『
列
仙
伝
』
と
を
掲
げ
る
。
た
だ
し
、
前
漢
の
劉
向
撰
と
さ
れ
る
『
列
仙
伝
』（『
道
蔵
』、『
古
今
逸
史
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
る
）
に
は
、
東

方
朔
伝
は
見
え
る
も
の
の
、
西
王
母
来
訪
譚
は
見
え
な
い
。
恐
ら
く
、『
提
要
』
の
い
う
『
列
仙
伝
』
は
、
明
の
汪
雲
鵬
の
編
纂
と
さ
れ
る

『
有
象
列
仙
全
伝
』
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。『
有
象
列
仙
全
伝
』
は
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
と
、
二

度
に
渡
っ
て
和
刻
本
が
刊
行
さ
れ
、
か
な
り
広
く
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
書
に
は
西
王
母
の
伝
が
載
り
、
そ
の
中
に
、
簡

略
で
は
あ
る
も
の
の
、
西
王
母
来
訪
譚
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浅
井
峯
治
『
唐
物
語
新
釈
』（
昭
和
十
五
年
（
一
九
三
〇
）
発
行
）

は
、
第
十
六
話
の
出
典
と
し
て
『
博
物
志
』
を
掲
げ
る
。

一
方
、
杤
尾
武
氏
は
、
西
王
母
来
訪
譚
を
載
せ
る
漢
籍
と
し
て
『
漢
武
故
事
』、『
漢
武
帝
内
伝
』、『
博
物
志
』
を
掲
げ
、
第
十
六
話
と

こ
れ
ら
の
文
献
の
記
述
と
の
関
係
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
杤
尾
氏
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
は
、
現
行
の
『
漢
武
故
事
』、『
漢
武

帝
内
伝
』、『
博
物
志
』
に
拠
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
部
分
的
に
第
十
六
話
と
一
致
す
る
箇
所
を
持
ち
、
該
話
の
出
典
を
こ
の
う
ち
の
い
ず

れ
か
一
つ
に
絞
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
第
十
六
話
に
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
文
献
の
い
ず
れ
に
も
見
え
な
い
記

述
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
に
も
一
致
し
な
い
記
述
が
あ
る
。
杤
尾
氏
は
、
現
行
の
三
つ
の
文
献
が
も
と
の
姿
を
と
ど
め
て
い
な
い
こ
と
を
重

視
し
、
そ
の
上
で
現
行
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
判
断
す
る
な
ら
「
漢
武
故
事
を
中
心
に
漢
武
帝
内
伝
を
参
照
し
な
が
ら
書
い
た
こ
と
に
な
る
」

と
考
察
し
、
さ
ら
に
、
も
し
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
原
形
あ
る
い
は
原
形
に
近
い
本
文
が
用
い
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
漢
武
帝

内
伝
』
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

『
漢
武
故
事
』、『
漢
武
帝
内
伝
』
は
前
漢
の
班
固
の
撰
、『
博
物
志
』
は
魏
晋
の
張
華
の
撰
と
さ
れ
る
が
、
現
行
の
テ
キ
ス
ト
は
い
ず
れ

（
2
）

（
3
）
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も
も
と
の
ま
ま
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
後
人
の
手
が
加
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
従
っ
て
、
杤
尾
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
行
の

文
献
に
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
も
と
の
文
献
に
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
逆
に
、
現
行
の
文
献
に
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
も
と
の
文
献
に
も
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
概
し
て
『
唐
物
語
』
中
の
物
語
は
、
も
と
に
な
っ
た
故

事
の
記
事
と
の
間
に
看
過
し
が
た
い
相
違
を
持
ち
、
和
歌
や
物
語
な
ど
日
本
の
文
献
に
拠
っ
て
作
ら
れ
た
表
現
も
多
く
、
そ
う
し
た
表
現

の
多
く
は
複
数
の
文
献
の
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
た
重
層
的
な
様
相
を
持
つ
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
重
層
性
を
重
視
し
、
出
典
以
外

の
文
献
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、『
唐
物
語
』
中
の
物
語
は
、
も
と
の
中
国
故
事
の
記
述
す
べ
て
を
和
文
化

す
る
の
で
は
な
く
、
も
と
の
記
述
を
い
わ
ば
取
捨
選
択
し
な
が
ら
翻
案
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
そ
の
記
述
が
選
ば
れ
た

の
か
、
撰
者
の
選
択
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
文
脈
全
体
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
第
十
六
話
の
う
ち
、
上
掲
の
本
文
の
傍
線
部
①
〜
④
の
箇
所
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
箇
所
は
い
ず
れ
も
、
出
典
だ
と
想
定
さ
れ
る
『
漢
武
故
事
』、『
漢
武
帝
内
伝
』、『
博
物
志
』
に
は
見
え
な
い
記
述
、
あ
る
い
は
い
ず
れ

に
も
一
致
し
な
い
記
述
を
含
ん
で
い
る
。

二
、「
色
黄
な
る
雀
」
に
つ
い
て

最
初
に
、
傍
線
部
①
の
「
色い
ろ

黄
な
る
雀す
ず
めの

例れ
い

の
色
に
も
似に

ず
あ
や
し
き
さ
ま
し
た
る
、
飛と

び
あ
そ
び
け
る
」
を
取
り
上
げ
た
い
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
王
母
来
訪
譚
に
お
い
て
、
西
王
母
の
使
者
と
し
て
武
帝
の
も
と
を
訪
れ
る
鳥
は
「
青
鳥
」
で
あ
っ

て
「
色
黄
な
る
雀
」
で
は
な
い
。
以
下
に
掲
げ
る
の
は
、『
博
物
志
』
お
よ
び
『
漢
武
故
事
』
の
記
述
で
あ
る
。

	

○	

七
月
七
日
夜
漏
七
刻
、
王
母
乗
紫
雲
車
而
至
於
殿
西
、
南
面
東
向
、
頭
上
戴
七
種
、
青
気
鬱
鬱
如
雲
。
有
三
青
鳥
、
如
烏
大
、
使

侍
母
旁
。（
七
月
七
日
夜
漏
七
刻
、
王
母 

紫
雲
車
に
乗
り
て
殿
の
西
に
至
る
、
南
面
東
向
し
、
頭
上
に
七
種
を
戴
き
、
青
気
鬱
鬱

と
し
て
雲
の
如
し
。
三
青
鳥
有
り
、
烏
の
大
な
る
が
如
く
、
母
の
旁か
た
はら
に
侍
ら
し
む
。）	

（『
博
物
志
』
巻
八
）

	

○	

七
月
七
日
、
上
於
承
華
殿
斎
、
正
中
、
忽
有
一
青
鳥
、
従
西
方
来
集
殿
前
、
上
問
東
方
朔
。
朔
曰
、
此
西
王
母
欲
来
也
。
有
頃
、

王
母
至
、
有
二
青
鳥
如
烏
。
挟
侍
王
母
旁
。（
七
月
七
日
、
上 

承
華
殿
に
於
て
斎
し
、
正
中
、
忽
ち
に
一
青
鳥
有
り
、
西
方
よ
り

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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来
た
り
て
殿
の
前
に
集
ま
れ
り
。
上 

東
方
朔
に
問
ふ
。
朔
曰
は
く
、
此
れ
西
王
母
の
来
た
ら
ん
と
欲
す
と
。
頃し
ば
らく

有
り
て
、
王
母

至
り
、
二
青
鳥
有
り
て
烏
の
如
し
。
挟
み
て
王
母
の
旁
ら
に
侍
り
。）

	

（『
藝
文
類
聚
』
鳥
部
中
「
青
鳥
」
所
引
『
漢
武
故
事
』）

西
王
母
来
訪
譚
は
、
日
本
に
お
い
て
古
く
か
ら
故
事
と
し
て
知
ら
れ
、
就
中
西
王
母
の
使
者
が
「
青
鳥
」
で
あ
る
と
い
う
の
も
ま
た
よ

く
知
ら
れ
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
早
く
『
懐
風
藻
』
収
載
の
藤
原
房
前
の
「
七
夕
」
詩
（
85
）
に
は
「
欲
知
神
仙
会
、
青
鳥
入
瓊
楼
（
神
仙

の
会
を
知
ら
ん
と
す
れ
ば
、
青
鳥
の
瓊
楼
に
入
る
を
）」
と
あ
り
、
こ
の
句
の
表
現
は
明
ら
か
に
西
王
母
来
訪
譚
を
踏
ま
え
る
。
ま
た
、
源

為
憲
の
『
世
俗
諺
文
』
は
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
の
自
序
に
よ
り
、
十
六
才
の
藤
原
頼
通
に
向
け
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
も

の
で
、
巷
間
の
俗
諺
や
慣
用
句
（
諺
文
）
を
一
つ
一
つ
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諺
文
に
つ
い
て
注
文
を
付
し
て
そ
の
出
典
を
示
す
、
い
わ
ば

漢
語
こ
と
わ
ざ
辞
典
の
ご
と
き
体
裁
の
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
に
諺
文
と
し
て
「
青
鳥
使
（
青
鳥
の
使
ひ
）」
を
掲
げ
、
そ
の
注
文
に

『
漢
武
故
事
』
を
引
く
。
こ
の
注
文
に
引
か
れ
る
『
漢
武
故
事
』
の
本
文
は
、
前
掲
の
『
藝
文
類
聚
』「
青
鳥
」
項
所
引
の
本
文
と
の
間
に

細
か
な
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
元
に
な
っ
た
記
述
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
得
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
平
安
期
を

通
じ
て
、
西
王
母
来
訪
譚
を
典
拠
と
し
た
「
青
鳥
」
の
語
が
、
広
く
浸
透
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
奥
義
抄
』

や
朗
詠
注
な
ど
に
引
か
れ
る
西
王
母
譚
に
お
い
て
も
、
西
王
母
の
使
者
と
な
っ
て
や
っ
て
く
る
鳥
は
「
青
鳥
」
で
あ
り
、「
色
黄
な
る
雀
」

に
類
す
る
も
の
は
管
見
に
入
ら
な
い
。

『
唐
物
語
』
第
十
六
話
が
「
色
黄
な
る
雀
」
と
し
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
黄
雀
を
め
ぐ
る
以
下
の

逸
話
で
あ
る
。

	
	

続
斉
諧
記
曰
、
宝
年
九
歳
時
、
至
華
陰
山
北
、
見
一
黄
雀
為
鴟
梟
所
搏
、
墜
於
樹
下
、
為
螻
蟻
所
困
。
宝
取
之
以
帰
、
置
巾
箱
中
、

唯
食
黄
花
。
百
餘
日
毛
羽
成
、
乃
飛
去
。
其
夜
有
黄
衣
童
子
。
向
宝
再
拝
曰
、
我
西
王
母
使
者
、
君
仁
愛
救
拯
、
実
感
成
済
。
以
白

環
四
枚
与
宝
、
令
君
子
孫
潔
白
、
位
登
三
事
、
当
如
此
環
矣
。（
続
斉
諧
記
に
曰
は
く
、
宝 

年 

九
歳
の
時
、
華
陰
山
の
北
に
至
り
、

一
黄
雀
の
鴟
梟
の
搏
つ
所
と
為
り
、
樹
下
に
墜
ち
、
螻
蟻
の
困く
る

し
む
所
と
為
る
を
見
る
。
宝 

之
れ
を
取
り
て
以
て
帰
り
、
巾
箱
の
中

に
置
き
、
唯
だ
黄
花
を
食
ら
は
し
む
。
百
餘
日
に
し
て
毛
羽
成
り
、
乃
ち
飛
び
去
る
。
其
の
夜 

黄
衣
の
童
子
有
り
。
宝
に
向
ひ
て
再

拝
し
て
曰
は
く
、
我
れ
は
西
王
母
の
使
者
な
り
、
君 

仁
愛
に
し
て
救
拯
す
、
実
に
成
済
を
感
ず
、
と
。
白
環
四
枚
を
以
つ
て
宝
に
与

（
7
）
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へ
、
君
の
子
孫
を
し
て
潔
白
に
し
て
、
位 

三
事
に
登
ら
し
む
る
、
当
に
此
の
環
の
如
く
な
る
べ
し
、
と
。）

	

（『
後
漢
書
』
楊
震
列
伝
、
李
賢
注
所
引
）

本
話
は
、
楊
宝
（
楊
震
の
父
）
に
助
け
ら
れ
た
黄
雀
が
や
が
て
そ
の
恩
に
報
い
る
、
い
わ
ゆ
る
動
物
報
恩
譚
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の

は
、
傍
線
部
分
の
よ
う
に
、
黄
衣
の
童
子
に
姿
を
変
え
た
黄
雀
が
、
自
ら
「
西
王
母
使
者
」
と
名
乗
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
唐
物
語
』

第
十
六
話
の
「
色
黄
な
る
雀
」
は
、
こ
の
楊
宝
譚
に
従
っ
て
、
本
来
の
「
青
鳥
」
が
「
黄
雀
」
へ
と
作
り
変
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か

と
の
推
定
が
成
り
立
つ
。

一
方
、
本
話
に
つ
い
て
は
、『
蒙
求
』
に
も
「
楊
宝
黄
雀
、
毛
宝
白
亀
」
の
句
が
あ
り
、
そ
の
注
に
は
前
掲
と
同
様
の
楊
宝
譚
が
引
か
れ

る
。『
蒙
求
』
は
、
天
宝
五
年
（
七
四
六
）
頃
、
李
瀚
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
幼
学
書
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
故
事
を
詠
み
込
ん
だ
五
百
九
十
餘

の
四
字
句
か
ら
成
る
。
現
存
の
故
宮
博
物
院
蔵
本
、
真
福
寺
蔵
本
の
注
は
李
瀚
の
自
注
だ
と
想
定
さ
れ
、
日
本
に
お
い
て
も
平
安
期
を
通

じ
て
次
第
に
幼
学
書
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
池
田
利
夫
氏
は
、『
蒙
求
』
と
『
唐
物
語
』
と
の
関
係
を
想
定
し
、

「
蒙
求
を
直
接
の
典
拠
と
し
な
か
っ
た
場
合
も
箇
々
に
は
あ
る
と
し
て
も
、
蒙
求
に
よ
っ
て
知
っ
た
話
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
層
名
高
い
話
が

唐
物
語
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
、「
楊
宝
黄
雀
」
の
句
に
付
さ
れ
た
李
瀚
自
注
が
引
く
楊
宝
譚
は
『
捜
神
記
』
所
載
の
も
の
で
、
前
掲
李
賢
注
所
引
の
『
続
斉
諧

記
』
の
記
事
と
は
少
な
か
ら
ぬ
違
い
を
含
む
。
就
中
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
照
ら
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
李
瀚
自
注
に
は
西
王
母
へ
の

言
及
が
見
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
に
該
当
箇
所
を
掲
出
す
る
。

	
	

後
漢
楊
宝
、
年
七
歳
行
於
華
山
中
、
見
一
黄
雀
被
瘡
為
螻
蟻
所
損
。
宝
見
而
憐
之
、
因
将
帰
置
杈
於
箱
中
、
採
黄
花
蕊
而
飼
之
。
経

十
餘
日
瘡
愈
、
旦
去
暮
来
。
忽
一
朝
変
為
黄
衣
年
少
、
持
玉
環
二
双
、
報
宝
曰
、
好
掌
此
子
孫
塁
世
三
公
。
宝
生
震
、
漢
明
帝
為
大

尉
。
震
生
康
、
漢
和
帝
為
大
尉
、
康
生
賜
、
漢
明
帝
為
司
徒
。
賜
生
彪
、
漢
霊
帝
為
司
空
。
出
捜
神
記
。
華
陰
人
也
。（
後
漢
の
楊

宝
、
年
七
歳
に
し
て
華
山
の
中
を
行
く
に
、
一
黄
雀
の
瘡
せ
ら
れ
て
螻
蟻
の
損
な
ふ
所
と
為
る
を
見
る
。
宝
見
て
之
れ
を
憐
れ
み
、
因
り

て
将た

す

け
て
帰
り
て
箱
の
中
に
置
き
、
黄
花
の
蕊
を
採
り
て
之
れ
を
飼
ふ
。
十
餘
日
を
経
て
瘡
愈
え
、
旦
に
去
り
て
暮
に
来
た
る
。
忽

ち
に
一
朝
変
じ
て
黄
衣
の
年
少
と
為
り
、
玉
環
二
双
を
持
ち
て
、
宝
に
報
ひ
て
曰
は
く
、
好
く
此
の
子
孫
塁
世
の
三
公
た
る
を
掌
つ
か
さ
どら

ん
。
宝 

震
を
生
み
、
漢
の
明
帝
の
と
き
大
尉
た
り
。
震 

康
を
生
み
、
漢
の
和
帝
の
と
き
大
尉
た
り
、
康 

賜
を
生
み
、
漢
の
明
帝
の

（
8
）
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と
き
司
徒
た
り
。
賜 

彪
を
生
み
、
漢
の
霊
帝
の
と
き
司
空
た
る
。
捜
神
記
に
出
づ
。
華
陰
の
人
な
り
。）

	

（
故
宮
博
物
院
蔵
『
蒙
求
』「
楊
宝
黄
雀
」261

李
瀚
自
注
）

す
な
わ
ち
、
楊
宝
黄
雀
譚
に
は
『
続
斉
諧
記
』
に
載
る
も
の
と
、『
捜
神
記
』
に
載
る
も
の
と
の
二
系
統
の
記
事
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。『
蒙
求
』「
楊
宝
黄
雀
」
の
李
瀚
自
注
に
引
か
れ
る
『
捜
神
記
』
の
記
事
に
は
黄
雀
の
化
し
た
黄
衣
の
童
子
が
西
王
母
の
使
者
と
名

乗
る
と
い
う
記
述
は
見
え
な
い
が
、『
続
斉
諧
記
』
の
記
事
に
は
そ
れ
が
見
え
る
。
ま
た
、『
藝
文
類
聚
』
鳥
部
下
「
雀
」、『
太
平
御
覧
』

人
事
部
「
陰
徳
」、
同
人
事
部
「
報
恩
」、
同
羽
族
部
「
黄
雀
」
に
引
か
れ
る
楊
宝
譚
は
、
い
ず
れ
も
『
続
斉
諧
記
』
を
引
く
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
平
安
期
に
お
い
て
、『
蒙
求
』
の
李
瀚
自
注
に
引
か
れ
る
楊
宝
黄
雀
譚
が
広
く
知
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
く
、
二
つ
の
所
伝
の
い
ず
れ
も
が
広
く
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
そ
の
証
左

と
し
て
、『
蒙
求
和
歌
』
の
注
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。

	

楊
宝
黄
雀　

露

	
	

後
漢
ノ
楊
宝
、
七
歳
ニ
シ
テ
花
山
ノ
内
ニ
行
キ
テ
、
一
ノ
黄
ナ
ル
雀
キ
ズ
ヲ
カ
ブ
リ
テ
、
ア
リ
ニ
ツ
カ
マ
レ
タ
ル
ヲ
ミ
ル
。
楊
宝
ア

ハ
レ
ミ
テ
、
ト
リ
テ
家
ニ
カ
ヘ
リ
ヌ
。
ハ
コ
ノ
ナ
カ
ニ
入
レ
テ
カ
フ
。
五
穀
ヲ
食
ラ
ハ
ズ
、
黄
花
ノ
蕊
ヲ
ト
リ
テ
カ
ヒ
ヤ
シ
ナ
イ
テ
、

十
日
ヲ
ス
ギ
テ
キ
ズ
イ
エ
ニ
ケ
リ
。
ア
シ
タ
ニ
サ
リ
テ
、
ヨ
ハ
ニ
キ
タ
リ
テ
、
ハ
コ
ノ
ソ
コ
ニ
ト
マ
ル
コ
ト
ヤ
ヤ
ヒ
サ
シ
。
後
ニ
変

ジ
テ
黄
衣
少
年
ノ
人
ト
ナ
リ
テ
、
白
環
一
双
ヲ
モ
チ
テ
キ
タ
リ
テ
、
楊
宝
ニ
ア
タ
ヘ
テ
云
ハ
ク
、
コ
ノ
タ
マ
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
テ
、
ナ
ム

ヂ
子
孫
ヲ
カ
サ
ネ
テ
三
公
ト
ナ
ル
ベ
シ
ト
云
ヒ
テ
サ
リ
ヌ
。
後
ニ
タ
ガ
フ
コ
ト
ナ
シ
。
続
斉
諧
記
云
、
黄
衣
ノ
童
子
、
楊
宝
ニ
ム
カ

ヒ
テ
画
拝
シ
テ
云
ハ
ク
、
我
ハ
西
王
母
ガ
ツ
カ
ヒ
ナ
リ
。
キ
ミ
ガ
仁
愛
、
白
環
四
枚
ヲ
ア
タ
フ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
、
ト
云
ヘ
リ
。

	
	

ワ
ガ
カ
ド
ノ
ワ
サ
ダ
ノ
ス
ズ
メ
タ
ツ
ア
ト
ノ
イ
ナ
バ
ニ
オ
ケ
ル
ツ
ユ
ノ
シ
ラ
タ
マ	

（『
蒙
求
和
歌
』
秋
部
43
）

『
蒙
求
和
歌
』
は
、
源
光
行
（
一
一
六
三
〜
一
二
四
四
）
が
『
蒙
求
』
の
五
百
九
十
餘
句
の
約
半
数
を
選
ん
で
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・

祝
・
羈
旅
・
閑
居
・
懐
旧
・
述
懐
・
哀
傷
・
管
絃
・
酒
・
雑
の
十
四
の
部
立
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
仮
名
注
と
句
題
和
歌
一
首
を

付
し
た
も
の
で
、
序
文
に
よ
れ
ば
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
の
成
立
で
あ
る
。
当
時
光
行
は
鎌
倉
に
あ
り
、
十
三
歳
の
将
軍
源
実
朝
に
献

上
す
る
た
め
の
幼
学
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
光
行
が
『
蒙
求
和
歌
』
の
仮
名
注
製
作
に
際
し
て
主
に
参
照

し
た
の
は
、『
蒙
求
』
の
最
古
注
で
あ
る
李
瀚
自
注
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
蒙
求
和
歌
』
の
仮
名
注
が
現
存
の
李

（
9
）
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瀚
自
注
と
全
く
一
致
す
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
、
両
者
の
間
に
は
し
ば
し
ば
記
事
の
相
違
が
あ
る
。

『
蒙
求
和
歌
』
の
「
楊
宝
黄
雀
」
の
注
は
、「
七
歳
ニ
シ
テ
花
山
ノ
内
ニ
行
キ
テ
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
主
と
し
て
李
瀚
自
注
に
拠
っ

て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（「
黄
雀
」
は
「
一
ノ
黄
ナ
ル
雀
」
と
さ
れ
る
）。
と
こ
ろ
が
、
傍
線
部
分
以
降
は
、
李
瀚
自
注
に

は
な
い
『
続
斉
諧
記
』
の
本
文
を
引
き
、
黄
衣
の
童
子
（
＝
黄
雀
）
が
西
王
母
の
使
者
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、『
続
斉

諧
記
』
の
部
分
を
『
蒙
求
』
以
外
の
文
献
か
ら
光
行
自
身
が
補
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
光
行
が
見
た
『
蒙
求
』
の
欄
上
や
行
間
に
注
と

し
て
『
続
斉
諧
記
』
の
記
事
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
か
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
想
定
し
得
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
光
行

が
、
当
時
伝
え
ら
れ
て
い
た
楊
宝
黄
雀
譚
の
う
ち
、
李
瀚
自
注
の
記
事
だ
け
で
は
足
り
な
い
部
分
、
す
な
わ
ち
黄
雀
が
西
王
母
の
使
者
で

あ
る
と
い
う
部
分
を
『
続
斉
諧
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
い
う
点
は
疑
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
改
め
て
『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
「
色
黄
な
る
雀
」
に
戻
れ
ば
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
続
斉
諧
記
』
の
楊
宝
黄
雀
譚
に
従
っ

て
本
来
の
「
青
鳥
」
を
「
色
黄
な
る
雀
（
＝
黄
雀
）」
に
作
り
変
え
た
、
と
い
う
推
定
が
可
能
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
至
っ
て
さ

ら
な
る
問
題
は
、
な
ぜ
「
青
鳥
」
が
「
黄
雀
」
に
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
節
の
考
察
の
後
、
改
め

て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、『
竹
取
物
語
』
と
の
関
わ
り

こ
こ
で
再
び
第
一
節
に
掲
出
し
た
『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
本
文
に
戻
り
た
い
。
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
傍
線
部
②
の
箇
所
で
あ
る
。

改
め
て
傍
線
部
②
を
掲
出
す
る
（
新
た
に
傍
線
⒜
〜
⒟
を
付
す
）。

	
	

⒜
秋
八
月
ば
か
り
、
月
の
光ひ

か
りく

ま
な
き
夜よ

、
香か
う

ば
し
き
風
う
ち
吹ふ

き
て
、
晴は
れ

の
空そ
ら

の
ど
か
な
る
に
、
紫
む
ら
さ
きの
雲
一ひ
と
む
ら群
た
な
び
き
け
り
。

そ
の
中な
か

よ
り
、
⒝
こ
の
世
な
ら
ず
目め

も
あ
や
な
る
人
、
⒞
百
人
ば
か
り
降お

り
下く

だ

れ
り
。
⒟
そ
の
う
ち
に
主あ

る
じと

お
ぼ
し
き
人
、
帝
に
会あ

ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
ど
も
を
聞
こ
え
さ
す
。

傍
線
部
⒜
の
よ
う
に
、『
唐
物
語
』
第
十
六
話
に
お
い
て
は
、
西
王
母
が
武
帝
の
も
と
へ
や
っ
て
来
る
の
を
「
秋
八
月
ば
か
り
、
月
の

光ひ
か
りく

ま
な
き
夜よ

」、
す
な
わ
ち
八
月
十
五
日
中
秋
の
夜
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
節
に
掲
出
し
た
『
博
物
志
』、

（
10
）

（
11
）
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『
漢
武
故
事
』
の
ほ
か
、『
漢
武
帝
内
伝
』
も
同
様
に
、
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
る
西
王
母
来
訪
譚
で
は
、
西
王
母
の
来
訪
は
七
月
七
日
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
漢
籍
の
う
ち
、
天
か
ら
西
王
母
が
降
る
場
面
を
最
も
詳
細
に
記
す
の
は
『
漢
武
帝
内
伝
』
で
あ
る
が
、
そ
の
場
面

の
模
様
も
ま
た
、
第
十
六
話
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
場
面
を
掲
出
す
る
。

	
	

二
唱
之
後
、
忽
天
西
南
如
白
雲
起
、
鬱
然
直
来
、
径
趨
宮
庭
間
、
須
臾
転
近
、
聞
雲
中
有
簫
鼓
之
声
、
人
馬
之
響
。
復
半
食
頃
王
母

至
也
。
県
投
殿
前
、
有
似
鳥
集
。
或
駕
龍
虎
、
或
乗
獅
子
、
或
御
白
虎
、
或
騎
白
麟
、
或
控
白
鶴
、
或
乗
軒
車
、
或
乗
天
馬
、
群
仙

数
万
、
光
耀
庭
宇
。（
二
唱
の
後
、
忽
ち
に
天
の
西
南
に
白
雲
の
如
き
も
の
起
こ
り
、
鬱
然
と
し
て
直
ち
に
来
た
り
、
径
ち
に
宮
庭
の

間
を
趨
り
、
須
臾
に
し
て
転う
た

た
近
づ
き
て
、
雲
中
に
簫
鼓
の
声
、
人
馬
の
響
き
有
る
を
聞
く
。
復
た
半
ば
食
頃
に
し
て
王
母
至
る
な

り
。
県か

け
て
殿
の
前
に
投
じ
、
鳥
の
集
ま
る
に
似
た
る
こ
と
有
り
。
或
は
龍
虎
に
駕
し
、
或
は
獅
子
に
乗
り
、
或
は
白
虎
を
御
し
、

或
は
白
麟
に
騎
し
、
或
は
白
鶴
を
控
へ
、
或
は
軒
車
に
乗
り
、
或
は
天
馬
に
乗
り
、
群
仙
数
万
、
光 

庭
宇
を
耀か
が
やか
す
。）

	

（『
漢
武
帝
内
伝
』）

『
唐
物
語
』
第
十
六
話
は
、
な
ぜ
西
王
母
の
来
訪
を
八
月
十
五
夜
の
こ
と
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
模
様
を
な
ぜ
前
掲
の
よ
う
に

記
述
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
う
と
そ
れ
は
、
第
十
六
話
の
こ
の
箇
所
が
『
竹
取
物
語
』
に
拠
っ
て
書
か
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
竹
取
物
語
』
で

は
、
月
の
都
か
ら
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
天
人
た
ち
が
下
っ
て
く
る
の
が
八
月
十
五
日
、
中
秋
の
夜
で
あ
る
。
そ
の
場
面
を
以
下
に
掲
げ
る
。

	
	

か
か
る
ほ
ど
に
、
宵
う
ち
過
ぎ
て
、
子
の
時
ば
か
り
に
、
家
の
あ
た
り
、
昼
の
明あ

か
さ
に
も
過
ぎ
て
、
光
り
た
り
。
望
月
の
明
か
さ

を
十と
を

合
せ
た
る
ば
か
り
に
て
、
あ
る
人
の
毛
の
孔あ
な

さ
へ
見
ゆ
る
ほ
ど
な
り
。
大
空
よ
り
、
人
、
雲
に
乗
り
て
降お

り
来
て
、
土
よ
り
五

尺
ば
か
り
上あ

が
り
た
る
ほ
ど
に
立
ち
列つ
ら

ね
た
り
（
中
略
）
立
て
る
人
ど
も
は
、
装
束
の
き
よ
ら
な
る
こ
と
、
も
の
に
も
似
ず
。
飛
ぶ

車
一
つ
具
し
た
り
。
羅
蓋
さ
し
た
り
。
そ
の
中
に
王
と
お
ぼ
し
き
人
、
家
に
、「
造み

や
つ
こ
ま
る

麻
呂
、
ま
う
で
来こ

」
と
言
ふ
に
、
猛た

け

く
思
ひ
つ
る

造
麻
呂
も
、
も
の
に
酔ゑ

ひ
た
る
心
地
し
て
、
う
つ
伏
し
に
伏
せ
り
。	

（『
竹
取
物
語
』）

こ
の
う
ち
、
特
に
傍
線
部
分
の
「
そ
の
中
に
王
と
お
ぼ
し
き
人
」
の
表
現
は
、
前
掲
『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
傍
線
部
⒟
の
「
そ
の
う

ち
に
主あ
る
じと
お
ぼ
し
き
人
」
の
表
現
に
酷
似
す
る
。
ま
た
、
こ
の
表
現
に
続
い
て
「
王
と
お
ぼ
し
き
人
」
と
「
主あ
る
じと
お
ぼ
し
き
人
」
と
が
そ

れ
ぞ
れ
、
前
者
は
造
麻
呂
に
、
後
者
は
武
帝
に
、
一
方
的
に
話
を
す
る
と
い
う
展
開
も
共
通
す
る
。

（
12
）
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ま
た
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
羽
衣
を
着
て
天
女
（
仙
女
）
と
な
っ
た
か
ぐ
や
姫
が
天
上
へ
と
帰
っ
て
い
く
場
面
に
は
「
こ
の
衣
着

つ
る
人
は
、
も
の
思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
昇
り
ぬ
」
と
あ
る
。
前
掲
『
唐
物
語
』
第
十

六
話
の
傍
線
部
⒞
「
百
人
ば
か
り
降お

り
下く
だ

れ
り
」
は
、『
竹
取
物
語
』
の
こ
の
記
述
に
基
づ
き
、「
百
人
ば
か
り
」
と
し
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。

そ
も
そ
も
『
竹
取
物
語
』
は
中
国
の
神
仙
譚
の
影
響
を
強
く
受
け
て
成
っ
た
作
品
と
さ
れ
、
特
に
『
漢
武
帝
内
伝
』
は
、
そ
の
粉
本
と

も
さ
れ
る
。
渡
辺
秀
夫
氏
は
、『
漢
武
帝
内
伝
』
と
『
竹
取
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「『
内
伝
』
を
仙
伝
の
典
型
の
一
つ
と
し
て
捉

え
、
こ
れ
を
『
竹
取
物
語
』
と
対
照
し
た
と
き
、
そ
こ
に
少
な
か
ら
ぬ
神
仙
譚
的
モ
チ
ー
フ
の
類
同
を
見
い
だ
し
う
る
よ
う
に
思
う
」
と

述
べ
、
両
者
の
構
成
上
の
類
似
点
の
一
つ
と
し
て
、『
漢
武
帝
内
伝
』
の
西
王
母
と
『
竹
取
物
語
』
の
天
人
た
ち
と
が
い
ず
れ
も
光
彩
に
満

ち
た
中
を
地
上
へ
降
っ
て
く
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

西
王
母
来
訪
譚
に
『
竹
取
物
語
』
の
表
現
が
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
読
者
は
、
西
王
母
来
訪
譚
と
『
竹
取
物
語
』
と
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
に
な
る
。『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
表
現
は
、
西
王
母
来
訪
譚
か
ら
『
竹
取
物
語
』
へ
、
さ
ら
に
『
竹
取
物
語
』
か
ら
西
王
母
来
訪

譚
へ
と
読
者
の
連
想
が
働
く
よ
う
に
巧
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
傍
線
部
⒝
の
「
目め

も
あ
や
な
る
（
目め

も
あ
や
な
り
）」
と
い
う
表
現
は
、『
竹
取
物
語
』
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、『
源
氏
物

語
』「
手
習
」
の
一
節
で
、『
竹
取
物
語
』
を
意
識
的
に
取
り
込
ん
で
作
ら
れ
て
い
る
場
面
に
見
え
る
。

	
	

夢
の
や
う
な
る
人
を
見
た
て
ま
つ
る
か
な
と
尼
君
は
よ
ろ
こ
び
て
、
せ
め
て
起
こ
し
据
ゑ
つ
つ
、
御み
ぐ
し髪

手
づ
か
ら
梳け
づ

り
た
ま
ふ
。
さ

ば
か
り
あ
さ
ま
し
う
引
き
結ゆ

ひ
て
う
ち
や
り
た
れ
つ
れ
ど
、
い
た
う
も
乱
れ
ず
、
と
き
は
て
た
れ
ば
艶つ
や
つ
や々

と
け
う
ら
な
り
。
一ひ
と
と
せ年
た

ら
ぬ
つ
く
も
髪が
み

多
か
る
所
に
て
、
目
も
あ
や
に
、
い
み
じ
き
天
人
の
天あ

ま
く
だ降

れ
る
を
見
た
ら
む
や
ふ
に
思
ふ
も
、
あ
や
ふ
き
心
地
す
れ

ど
、	

（『
源
氏
物
語
』「
手
習
」）

薫
と
匂
宮
と
の
板
挟
み
に
苦
し
ん
だ
浮
舟
が
入
水
自
殺
を
は
か
っ
た
の
ち
、
横
川
僧
都
に
助
け
ら
れ
、
僧
都
の
妹
尼
（
尼
君
）
に
手
厚
く

看
護
さ
れ
る
場
面
。
尼
君
が
浮
舟
の
髪
を
と
き
な
が
ら
、
浮
舟
の
こ
と
を
ま
る
で
天
女
の
よ
う
だ
と
感
じ
る
件
り
で
あ
る
。
掲
出
箇
所
の

少
し
後
で
、
浮
舟
に
対
す
る
尼
君
の
心
情
が
「
か
く
や
姫
を
見
つ
け
見
つ
け
た
り
け
ん
竹
取
の
翁
よ
り
も
め
づ
ら
し
き
心
地
す
る
に
、
い

か
な
る
も
の
の
ひ
ま
に
消
え
失
せ
ん
と
す
ら
む
と
、
静
心
な
く
ぞ
お
ぼ
し
け
る
」
と
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
全
体
が
『
竹
取
物

（
13
）
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語
』
を
踏
ま
え
、
浮
舟
を
か
ぐ
や
姫
に
見
立
て
て
表
現
が
作
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
掲
出
箇
所
の
「
目
も
あ
や
に
、
い

み
じ
き
天
人
の
天あ
ま
く
だ降
れ
る
を
見
た
ら
む
や
ふ
に
思
ふ
も
、
あ
や
ふ
き
心
地
す
れ
ど
（
＝
目
に
も
ま
ば
ゆ
い
く
ら
い
、
素
晴
ら
し
い
天
女
が

天
降
っ
て
来
た
の
を
見
て
い
る
よ
う
に
思
う
に
つ
け
て
も
、
や
が
て
天
に
帰
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
な
気
持
ち
に
な
る
け
れ

ど
）」
と
あ
る
う
ち
の
「
目
も
あ
や
に
（
目
も
あ
や
な
り
）」
は
、『
竹
取
物
語
』
に
は
見
え
な
い
表
現
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
表
現
を
用

い
た
『
源
氏
物
語
』
を
通
じ
て
、『
竹
取
物
語
』
の
文
脈
を
連
想
で
き
る
表
現
と
な
っ
て
い
よ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、『
唐
物
語
』
が
先
行
作
品
に
依
拠
し
た
表
現
や
構
成
を
用
い
、『
唐
物
語
』
中
の
物
語
と
先
行
作
品
と
が
重
ね
合
わ
せ

て
表
現
さ
れ
る
重
層
的
な
物
語
世
界
を
作
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て
既
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第

十
六
話
の
西
王
母
来
訪
譚
が
『
竹
取
物
語
』
と
重
ね
ら
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

四
、「
月
」
へ
の
志
向

こ
こ
で
改
め
て
『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
西
王
母
来
訪
譚
を
見
れ
ば
、
西
王
母
が
武
帝
の
も
と
へ
と
降
る
の
が
八
月
十
五
日
で
あ
る
点

を
含
め
、
こ
の
物
語
が
『
竹
取
物
語
』
と
重
ね
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
西
王
母
を
月
か
ら
降
る
存
在
と
し
て
描
こ
う
と
す
る

意
図
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
第
一
節
に
お
い
て
考
察
し
た
「
色
黄
な
る
雀
」
も
ま
た
、
こ
の
意
図
に
即
し
て
作
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
本
来
の
「
青
鳥
」
が
「
色
黄
な
る
雀
（
＝
黄
雀
）」
に
作
り
変
え
ら
れ
た
、
よ
り
直
接
的
な
要
因

は
、
む
し
ろ
「
青
鳥
」
の
側
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
司
馬
相
如
の
「
大
人
賦
」（『
史
記
』
司
馬
相
如

伝
所
引
）
お
よ
び
そ
の
注
（
正
義
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

	
	

吾
乃
今
目
睹
西
王
母
皠
然
白
首
。
載
勝
而
穴
処
兮
、
亦
幸
有
三
足
烏
為
之
使
。〔
正
義
〕
三
足
烏
、
青
鳥
也
。
主
為
西
王
母
取
食
。
在

昆
墟
之
北
。（
吾
れ
乃
ち
今 

目
に
西
王
母
を
睹み

れ
ば
皠
然
に
し
て
白
首
な
り
。
勝
を
載
き
て
穴
処
す
、
亦
た
幸
ひ
に
三
足
烏
有
り
て

之
れ
が
為
に
使
ひ
す
。〔
正
義
〕
三
足
の
烏
と
は
、
青
鳥
な
り
。
西
王
母
の
為
に
食
を
取
る
を
主
る
。
昆
墟
の
北
に
在
り
。）

	

（『
史
記
』
司
馬
相
如
伝
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
西
王
母
の
使
者
で
あ
る
「
青
鳥
」
は
、「
三
足
烏
（
三
本
足
の
烏
）」
に
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
よ
く
知

（
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）
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ら
れ
る
よ
う
に
、「
三
足
烏
」
は
太
陽
に
住
む
。

	

○	

孔
子
曰
、
神
亀
知
吉
凶
、
而
骨
直
空
枯
。
日
為
徳
而
君
於
天
下
、
辱
於
三
足
之
烏
。
月
為
刑
而
相
佐
、
見
食
於
蝦
蟆
。（
孔
子
曰
は

く
、
神
亀
は
吉
凶
を
知
れ
ど
も
、
而
も
骨
は
直
だ
空
し
く
枯
る
。
日
は
徳
た
り
て
天
下
に
君
た
れ
ど
も
、
三
足
の
烏
に
辱
め
ら
る
。

月
は
刑
た
り
て
相
ひ
佐
く
れ
ど
も
、
蝦
蟆
に
食
せ
ら
る
。）	

（『
史
記
』
亀
策
列
伝
）

	
○	
羲
和
仮
道
於
峻
岐
、
陽
烏
廻
翼
乎
高
標
。〔
李
善
注
〕
春
秋
元
命
苞
曰
、
陽
成
於
三
、
故
日
中
有
三
足
烏
。
烏
者
陽
精
。（
羲
和 

道

を
峻
岐
に
仮
り
、
陽
烏 

翼
を
高
標
に
廻
ら
す
。〔
李
善
注
〕
春
秋
元
命
苞
に
曰
は
く
、
陽
は
三
に
成
る
、
故
に
日
中
に
三
足
の
烏

有
り
。
烏
は
陽
精
な
り
。）	

（『
文
選
』
巻
四
「
蜀
都
賦
」
左
思
）

「
青
鳥
」
が
「
三
足
烏
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
太
陽
に
住
む
鳥
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
唐
物
語
』
第
十
六
話
が
意
図

す
る
「
月
か
ら
降
る
西
王
母
」
の
造
型
と
の
間
に
齟
齬
を
来
た
す
。
西
王
母
が
月
か
ら
降
る
か
ら
に
は
、
そ
の
前
触
れ
と
し
て
や
っ
て
来

る
王
母
の
使
者
も
ま
た
、
月
に
住
む
鳥
で
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
百
歩
譲
っ
て
月
に
住
む
鳥
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
太
陽
に
住

む
鳥
で
は
な
い
ほ
う
が
よ
い
。『
唐
物
語
』
の
撰
者
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
「
青
鳥
」
を
「
黄
雀
」
に
作
り
変
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
、「
青
鳥
」
か
ら
「
黄
雀
」
へ
の
作
り
変
え
の
根
拠
を
こ
の
よ
う
に
想
定
し
た
と
き
、
西
王
母
の
居
所
で
あ
る
仙
界
を
「
月
」
に
設
定

し
よ
う
と
す
る
『
唐
物
語
』
撰
者
の
意
向
が
、
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
推
測
さ
れ
よ
う
。

『
唐
物
語
』
に
お
い
て
、
中
国
故
事
が
日
本
の
物
語
へ
と
作
り
直
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
的
な
情
趣
を
演
出
し
、
平
安
朝
的
な
世
界

を
構
築
す
る
の
に
効
果
的
な
方
法
と
し
て
「
月
」
の
描
出
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
第
一
話
の
王
徽
之
（
字
は
子

）
の
話
は
、『
晋
書
』
王
徽
之
伝
や
『
世
説
新
語
』
任
誕
篇
、『
蒙
求
』「
子

尋
戴
（176

）」

注
な
ど
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
漢
籍
の
記
述
に
お
い
て
は
、
王
徽
之
が
左
思
「
招
隠
詩
」
を
口
ず
さ
ん
で
戴
逵
（
字
は
安
道
）
に
会
い
に

行
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
王
徽
之
の
い
る
周
囲
の
情
景
を
「
夜
雪
初
霽
、
月
色
清
朗
、
四
望
皓
然
（
夜
の
雪
初
め
て
霽
れ
、
月
色
清
朗
と

し
て
、
四
望
皓
然
た
り
）」（『
晋
書
』
王
徽
之
伝
）
と
記
す
に
過
ぎ
な
い
。
一
方
、『
唐
物
語
』
第
一
話
に
お
い
て
は
、
作
品
の
冒
頭
で
王

徽
之
に
つ
い
て
「
世
中
の
わ
た
ら
ひ
に
ほ
だ
さ
れ
ず
し
て
、
た
だ
春
の
花
、
秋
の
月
に
の
み
心
を
す
ま
し
つ
つ
」
と
紹
介
し
、
王
徽
之
が

戴
逵
（『
唐
物
語
』
の
表
記
は
戴タ

イ
ア
ン
ト
ウ

安
陶
）
の
と
こ
ろ
へ
と
出
か
け
る
き
っ
か
け
は
「
月
の
光ひ
か
り
き
よ清く
す
さ
ま
じ
き
夜よ

、
一ひ
と
り人
起お

き
ゐ
て
な
ぐ
さ

め
が
た
く
や
お
ぼ
え
け
ん
」
と
説
明
す
る
（
た
だ
し
、
掲
出
箇
所
の
前
に
「
か
き
く
も
り
降
る
雪
は
じ
め
て
晴は

れ
」
と
あ
る
本
も
あ
る
）。

（
15
）
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ま
た
、
戴
逵
の
家
の
門
ま
で
行
っ
て
興
尽
き
て
帰
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
道み
ち

の
程
は
る
か
に
て
、
夜よ

も
明あ

け
月
も
か
た
ぶ
き
ぬ
る
を
、

本ほ

い意
な
ら
ず
や
お
ぼ
え
け
ん
」
と
説
明
し
、
王
徽
之
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
「
も
ろ
と
も
に
月
見み

ん
と
こ
そ
急い
そ

ぎ
つ
れ
必か
な
らず
人ひ
と

に
あ
は
む
も

の
か
は
（
＝
一
緒
に
月
を
見
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
急
い
で
来
た
の
だ
。
必
ず
し
も
彼
に
会
お
う
と
思
っ
た
わ
け
で
は
な
い
）」
を
挙
げ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
王
徽
之
の
興
趣
が
「
月
」
に
よ
っ
て
発
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
第
二
話
の
白
居
易
が
女
の
琵
琶
を
聞
く
話
（
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
「
琵
琶
引
幷
序
」）、
第
五
話
の
司
馬
相
如
の

出
世
譚
、
第
八
話
の
眄
々
の
話
（
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
五
「
燕
子
三
首
幷
序
」）、
第
十
一
話
の
蕭
史
（『
唐
物
語
』
の
表
記
は
簫

史
）
と
弄
玉
の
昇
仙
譚
、
第
十
四
話
の
陵
園
の
妾
の
話
（
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
四
、
新
楽
府
「
陵
園
妾
」）、
第
十
七
話
の
商
山
四
皓
と

呂
后
と
戚
夫
人
を
め
ぐ
る
話
、
第
十
八
話
の
玄
宗
楊
貴
妃
譚
（
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
「
長
恨
歌
幷
序
」）
に
は
、
い
ず
れ
も
「
月
」

が
描
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
に
は
、
出
典
の
記
述
に
「
月
」
が
登
場
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
し
な
い
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
物
語
に
お
け
る
「
月
」
の
扱
い
方
（「
月
」
と
い
う
題
材
の
持
つ
重
要
性
）
は
、
出
典
に
お
け
る
「
月
」
の
扱
い
方
を
は
る
か
に
越
え

る
。
各
物
語
に
お
い
て
「
月
」
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
効
果
、
あ
る
い
は
個
々
の
「
月
」
が
担
う
機
能
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
だ
ろ
う
が
、

全
体
と
し
て
、『
唐
物
語
』
に
お
け
る
「
月
」
の
描
出
に
は
、
撰
者
の
「
月
」
に
対
す
る
特
別
な
思
い
入
れ
が
存
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。第

十
六
話
の
西
王
母
来
訪
譚
に
お
け
る
「
月
」
も
ま
た
、
如
上
の
他
の
物
語
に
お
け
る
「
月
」
と
同
様
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
第
十
六
話
の
「
月
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
存
在
が
『
竹
取
物
語
』
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
特
徴
的
だ
と
い

え
よ
う
。五

、「
不
死
の
薬
」
と
東
方
朔
―
愛
別
離
苦
の
情
と
賢
帝
像
―

最
後
に
、
第
一
節
に
掲
出
し
た
第
十
六
話
本
文
の
う
ち
、
傍
線
部
③
、
④
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
糸
口
と
し
て
傍
線
部
③
に
つ
い
て

の
考
察
か
ら
始
め
た
い
。
改
め
て
傍
線
部
③
を
以
下
に
掲
げ
る
（
新
た
に
傍
線
⒠
・
⒡
を
付
す
）。

	
	

⒠
ま
た
、「
不ふ

し死
の
薬く

す
りや

侍
る
」
と
尋た

づ

ね
さ
せ
給
ふ
に
も
、「
生
老
病
死
の
下
界
に
む
ま
れ
給
ひ
な
が
ら
、
い
か
で
か
不ふ

し死
の
薬く

す
りを

も

（
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と
め
さ
せ
給
ふ
べ
き
。
は
か
な
き
御
心
な
り
」
と
聞き

こ
え
さ
す
。
⒡
西
王
母
の
み
に
あ
ら
ず
。
か
ひ
な
き
愚お

ろ

か
な
る
心
に
も
、
む
か

し
の
賢か

し
こき

ひ
じ
り
の
帝
の
御
こ
と
ば
と
は
お
ぼ
え
ず
。

傍
線
部
⒠
で
は
、
武
帝
が
西
王
母
に
「
不
死
の
薬
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
と
、
西
王
母
は
、「
生
老
病
死
の
下
界
」
に
生
ま
れ
た
武

帝
が
「
不
死
の
薬
」
を
求
め
て
も
、
そ
れ
は
「
は
か
な
き
御
心
（
＝
無
意
味
な
心
持
ち
、
無
駄
な
希
望
）」
だ
と
答
え
る
。
実
は
、
傍
線
部

⒠
は
、
以
下
の
『
漢
武
帝
内
伝
』
の
記
述
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
微
妙
に
異
な
っ

て
い
る
。

	
	

下
車
上
迎
拝
、
延
母
坐
、
請
不
死
之
薬
。
母
曰
「
太
上
之
薬
、
有
中
華
紫
蜜
、
雲
山
朱
蜜
、
玉
液
金
漿
、
其
次
薬
有
五
雲
之
漿
、
風

実
云
子
、
玄
霜
絳
雪
。
上
握
蘭
園
之
金
精
、
下
摘
円
丘
之
紫
柰
。
帝
滞
情
不
遣
、
欲
心
尚
多
。
不
死
之
薬
、
未
可
致
也
。（
下
車
す
る

に
、
上 

迎
拝
し
、
母
を
坐
に
延ひ

き
、
不
死
の
薬
を
請
ふ
。
母
曰
は
く
、
太
上
の
薬
に
、
中
華
紫
蜜
、
雲
山
朱
蜜
、
玉
液
金
漿
有
り
、

其
れ
に
次
ぐ
薬
に
五
雲
之
漿
、
風
実
云
子
、
玄
霜
絳
雪
有
り
、
上
は
蘭
園
の
金
精
を
握と

り
、
下
は
円
丘
の
紫
柰
を
摘
む
。
帝 

情
を
滞こ

ら
し
て
遣
ら
ず
、
欲
心
尚
ほ
多
し
。
不
死
の
薬
、
未
だ
致
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。）	

（『
漢
武
帝
内
伝
』）

『
漢
武
帝
内
伝
』
に
よ
れ
ば
、
武
帝
は
西
王
母
に
「
不
死
の
薬
」
を
求
め
た
け
れ
ど
も
、
武
帝
が
「
滞
情
不
遣
、
欲
心
尚
多
」
で
あ
る
た
め

に
西
王
母
と
し
て
は
ま
だ
渡
せ
な
い
と
い
う
。
一
方
、『
唐
物
語
』
第
十
六
話
で
は
、
武
帝
の
「
不
死
の
薬
」
へ
の
希
求
が
「
は
か
な
き
御

心
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
傍
線
部
⒡
で
も
「
自
分
（
＝
『
唐
物
語
』
撰
者
）
の
ご
と
き
、
と
る
に
た
り
な
い
愚
者
の
考
え
で
も
、
昔

の
賢
い
帝
の
言
葉
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
、
撰
者
自
身
の
意
見
を
混
じ
え
な
が
ら
、
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
傍
線
部
⒠
・
⒡
に
つ
い
て
、『
竹
取
物
語
』
に
照
ら
し
て
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
。『
竹
取
物
語
』
に
お
い

て
は
、
い
よ
い
よ
か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
へ
と
帰
る
と
き
が
近
づ
き
、
天
人
は
か
ぐ
や
姫
に
「
不
死
の
薬
」
を
飲
ま
せ
よ
う
と
「
壺
な
る
薬

た
て
ま
つ
れ
。
穢き

た
なき
所
の
物
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
、
御
心
地
悪
し
か
ら
む
も
の
ぞ
」
と
い
う
。
か
ぐ
や
姫
は
天
人
に
差
し
出
さ
れ
た
「
不

死
の
薬
」
を
少
し
嘗
め
た
だ
け
で
そ
れ
を
残
し
、
帝
へ
の
文ふ
み

と
そ
の
「
不
死
の
薬
」
と
を
帝
に
差
し
上
げ
て
か
ら
去
っ
て
行
く
。
そ
の
後
、

か
ぐ
や
姫
か
ら
の
文
を
読
ん
だ
帝
は
、
心
痛
の
た
め
に
食
事
も
と
ら
ず
管
絃
の
遊
び
も
止
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
駿
河
の
山
（
富
士
の

山
）
が
最
も
天
に
近
い
と
聞
い
て
、
そ
こ
へ
使
者
を
派
遣
し
、「
不
死
の
薬
」
と
（
か
ぐ
や
姫
へ
の
）
文
を
燃
や
す
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所

は
『
竹
取
物
語
』
の
結
び
に
当
た
る
。
以
下
に
該
当
箇
所
を
引
く
。
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大
臣
、
上
達
部
を
召
し
て
、「
い
ず
れ
の
山
か
天
に
近
き
」
と
問
は
せ
給
ふ
に
、
あ
る
人
奏
す
、「
駿
河
の
国
に
あ
な
る
山
な
む
、
こ

の
都
も
近
く
、
天
も
近
く
侍
る
」
と
奏
す
。
こ
れ
を
聞
か
せ
給
ひ
て
、

	
	
	

逢
ふ
こ
と
も
な
み
だ
に
浮
か
ぶ
わ
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
な
に
に
か
は
せ
む

	
	

か
の
奉
る
不
死
の
薬
、
御
文
、
壺
具
し
て
、
御
使
に
賜
は
す
。
勅
使
に
は
、
調つ
き
の
い
は
か
さ

石
笠
と
い
ふ
人
を
召
し
て
、
駿
河
の
国
に
あ
ん
な
る

山
の
頂
い
た
だ
きに
て
、
持
て
着
く
べ
き
よ
し
、
仰
せ
給
ふ
。
嶺
に
て
す
べ
き
や
う
教
へ
さ
せ
給
ふ
。
御
文
、
不
死
の
薬
な
ら
べ
て
、
火
を
つ

け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し
、
仰
せ
給
ふ
。
そ
の
よ
し
承
り
て
、
士
つ
は
も
のど

も
あ
ま
た
具
し
て
、
山
に
登
り
け
る
よ
り
な
む
、
そ
の
山
を
「
富

士
の
山
」
と
名
づ
け
け
る
。
そ
の
煙
、
い
ま
だ
雲
の
中
へ
ぞ
立
ち
昇
る
と
ぞ
、
言
ひ
伝
へ
た
る
。	

（『
竹
取
物
語
』）

掲
出
箇
所
に
あ
る
「
逢
ふ
こ
と
も
な
み
だ
に
浮
か
ぶ
わ
が
身
に
は
死
な
ぬ
薬
も
な
に
に
か
は
せ
む
（
＝
も
う
か
ぐ
や
姫
に
逢
う
こ
と
も

無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
流
れ
る
涙
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
な
私
の
身
に
は
不
死
の
薬
も
何
の
役
に
立
つ
も
の
か
）」
の
歌
が
端
的
に
表
す

よ
う
に
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
が
「
不
死
の
薬
」
を
燃
や
し
て
し
ま
う
の
は
、
か
ぐ
や
姫
が
い
な
く
な
っ
て
は
「
不
死
の
薬
」
な
ど
意
味
が

な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、「
不
死
の
薬
」
の
価
値
よ
り
も
か
ぐ
や
姫
を
失
っ
た
悲
し
み
の
ほ
う
が
勝
っ
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
傍
線
部
⒠
の
「
は
か
な
き
御
心
」
は
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
歌
に
い
う
「
死
な
ぬ
薬
も
な
に
に
か
は

せ
む
」
に
等
し
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
生
老
病
死
の
下
界
」
に
あ
っ
て
、
自
分
一
人
が
「
不
死
の
薬
」
を
手
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
大
事

な
人
々
を
失
う
悲
し
み
に
耐
え
な
が
ら
生
き
る
の
は
所
詮
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
「
不
死
の
薬
」
を
手
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ

は
人
間
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
こ
と
、
を
い
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
傍
線
部
⒡
の
「
む
か
し
の
賢か

し
こき

ひ
じ
り
の
帝
の
御
こ
と
ば
と

は
お
ぼ
え
ず
」
は
、
そ
う
し
た
無
意
味
さ
を
認
識
し
て
い
な
い
武
帝
に
対
す
る
、
撰
者
自
身
に
よ
る
批
判
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
唐
物
語
』
撰
者
は
、『
竹
取
物
語
』
の
帝
の
「
不
死
の
薬
」
に
対
す
る
あ
り
方
を
人
間
本
来
の
あ
り
方
と
し
た
上
で
、
そ
れ
に
照
ら
し
て

武
帝
の
「
不
死
の
薬
」
に
対
す
る
態
度
（「
不
死
」
を
希
求
す
る
態
度
）
を
否
定
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。『
唐
物
語
』
の
撰
者
が
、
総
体

と
し
て
情
的
な
も
の
（「
な
さ
け
」、「
情
」）
を
重
視
し
、
愛
別
離
苦
を
主
題
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
が
あ
る
。
そ

し
て
『
竹
取
物
語
』
も
ま
た
、
天
上
世
界
の
非
人
間
性
と
対
峙
さ
せ
つ
つ
、
愛
着
や
悲
嘆
と
い
う
人
間
的
な
「
も
の
思
ひ
」
を
描
い
た
作

品
で
あ
っ
た
。
人
間
の
「
情
」
と
は
、
人
間
性
そ
の
も
の
に
等
し
い
。
第
十
六
話
の
西
王
母
譚
に
お
い
て
は
、
武
帝
の
神
仙
へ
の
憧
憬
を
描

き
つ
つ
、
そ
う
し
た
神
仙
的
な
あ
り
方
が
愛
別
離
苦
を
中
心
と
す
る
人
間
の
「
情
」（
＝
人
間
性
そ
の
も
の
）
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
は
な

（
17
）

（
18
）
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り
得
な
い
こ
と
、
愛
別
離
苦
が
も
た
ら
す
悲
し
み
が
「
不
死
の
薬
」
に
よ
っ
て
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
第
十
六
話
に
お
い
て
は
、「
不
死
の
薬
」
に
対
す
る
武
帝
の
態
度
を
否
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
第
十
六
話
の

結
び
の
評
語
（
第
一
節
掲
出
の
第
十
六
話
本
文
の
傍
線
部
④
）
に
は
「
唐か
ら
く
に国
の
な
ら
ひ
に
て
、
賢か
し
こき
帝
に
は
仙
人
な
ど
も
皆み
な

使つ
か

は
れ
た
て

ま
つ
る
に
こ
そ
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
で
は
東
方
朔
と
の
関
係
に
お
い
て
武
帝
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。『
唐
物
語
』
撰
者
に
と
っ
て
は
、
東

方
朔
の
ご
と
き
仙
人
が
仕
え
た
こ
と
こ
そ
、
武
帝
が
賢
帝
で
あ
る
こ
と
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
十
六
話
の
前
半
部

分
に
は
、
既
に
東
方
朔
に
つ
い
て
、「
お
ほ
よ
そ
人
の
好こ

の

み
願ね

が

ふ
こ
と
は
、
必か

な
らず

む
な
し
か
ら
ね
ば
、
こ
の
御
時
、
東
方
朔
と
い
ふ
人
、
仙

宮
よ
り
罪つ
み

を
を
か
し
て
、
し
ば
ら
く
人
間
に
下く
だ

さ
れ
た
り
け
る
を
、
帝
、
間ま
ぢ
か近

く
召め

し
使つ
か

ひ
て
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
仙

を
希
求
す
る
そ
の
願
い
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
武
帝
は
東
方
朔
を
間
近
に
置
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
東
方
朔
が
武
帝
の
臣
下

と
な
っ
た
そ
の
理
由
は
あ
く
ま
で
武
帝
の
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
方
朔
は
、
天
上
世
界
で
罪
を
犯
し
て
地
上
に
降
さ
れ
た
、

所
謂
謫
仙
で
あ
り
、
こ
の
点
で
『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
方
朔
は
帝
に
と
っ
て
恋
愛
の
対
象
で

は
な
く
、
臣
下
で
あ
る
点
で
か
ぐ
や
姫
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
第
十
六
話
は
、
武
帝
と
西
王
母
の
物
語
で
あ
る
一
方
で
、
武
帝
と
東
方
朔

の
物
語
、
す
な
わ
ち
帝
と
臣
下
の
物
語
と
し
て
も
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
武
帝
と
東
方
朔
と
の
関
係
を
、
よ
り
広
く
帝
と

臣
下
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
れ
ば
、
世
に
二
人
と
い
な
い
異
才
を
臣
下
と
し
て
掌
中
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
た
帝
を
、

賢
帝
と
し
て
称
揚
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
前
掲
の
傍
線
部
⒡
「
西
王
母
の
み
に
あ
ら
ず
。
か
ひ
な
き
愚お

ろ

か
な
る
心
に
も
、
む
か
し

の
賢か
し
こき
ひ
じ
り
の
帝
の
御
こ
と
ば
と
は
お
ぼ
え
ず
」
が
、
武
帝
に
対
す
る
、
撰
者
自
身
に
よ
る
批
判
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し

た
批
判
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
賢
帝
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
賢
帝
た
る
も
の
、「
不
死
の

薬
」
を
求
め
る
こ
と
の
無
意
味
さ
、
人
間
の
「
情
」
か
ら
の
逃
れ
難
さ
を
知
っ
て
お
く
べ
き
、
と
い
う
撰
者
の
発
想
を
暗
に
示
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
第
十
六
話
か
ら
は
、『
唐
物
語
』
撰
者
の
賢
帝
像
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
「
情
」
か
ら
の
逃
れ
難
さ
を
知
り
、

有
能
な
臣
下
を
持
つ
帝
の
姿
、
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
唐
物
語
』
第
十
六
話
の
西
王
母
来
訪
譚
を
取
り
上
げ
、
中
国
故
事
と
し
て
の
西
王
母
来
訪
譚
が
、
楊
宝
黄
雀
譚
や
『
竹
取

物
語
』
に
拠
っ
て
日
本
の
物
語
へ
と
翻
案
さ
れ
、
さ
ら
に
帝
と
臣
下
の
物
語
へ
と
展
開
す
る
様
相
を
考
察
し
て
き
た
。
第
十
六
話
に
お
い

て
は
、
西
王
母
訪
問
の
前
触
れ
で
あ
る
鳥
は
「
黄
雀
」
と
な
り
、
西
王
母
は
八
月
十
五
日
、
中
秋
の
夜
に
、「
月
」
か
ら
武
帝
の
も
と
へ
と

や
っ
て
来
る
。
武
帝
は
西
王
母
に
「
不
死
の
薬
」
を
求
め
る
が
、「
病
老
不
死
の
下
界
」
で
は
、「
不
死
」
自
体
が
無
意
味
で
あ
る
と
説
か

れ
、
そ
の
一
方
で
、
武
帝
は
有
能
な
臣
下
を
持
つ
と
い
う
面
で
や
は
り
賢
帝
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
該
話
の
有
り
様
か
ら
は
、

西
王
母
譚
が
極
め
て
日
本
的
な
展
開
を
遂
げ
る
、
そ
の
具
体
相
を
顕
著
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
物
語
が
西
王
母

来
訪
譚
の
翻
案
で
、
翻
案
に
際
し
て
は
『
竹
取
物
語
』
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
帝
と
臣
下
の
物
語
と
し
て
も
成
立
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。

確
か
に
『
唐
物
語
』
は
、
そ
の
表
現
に
は
全
体
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
や
和
歌
な
ど
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
、
内
容
と
し
て
も
「
情
」

や
「
な
さ
け
」
を
積
極
的
に
描
き
、
平
安
王
朝
的
な
情
緒
に
そ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、

そ
う
し
た
平
安
王
朝
的
な
情
緒
の
背
後
に
隠
れ
、
な
か
な
か
表
立
っ
て
見
え
て
く
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
帝
と
臣
下
と
の
関
係
、
あ
る

い
は
帝
の
あ
り
方
を
問
う
作
品
と
し
て
の
側
面
も
ま
た
、
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
帝
の
「
情
」
や
「
な
さ
け
」
は
、
一
方
で
帝
と

し
て
の
あ
り
方
と
深
く
関
わ
る
事
柄
で
も
あ
ろ
う
。
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、『
唐
物
語
』
と
い
う
作
品
全
体
を
通
じ

て
、
帝
と
臣
下
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
帝
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、『
唐
物
語
』
の
撰
者
と
推
さ
れ
る
成
範
の
父
信
西
は
、
後
白
河
上
皇
を
諫
め
る
と
い
う
政
治
的
意
図
を

も
っ
て
「
長
恨
歌
絵
」
を
作
成
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
平
治
の
乱
で
命
を
失
い
、
成
範
も
ま
た
配
流
と
な
っ
た
。『
唐
物
語
』
の
撰
者
が
成
範

だ
と
し
て
、『
唐
物
語
』
の
帝
を
め
ぐ
る
物
語
に
、
成
範
自
身
の
思
い
、
就
中
、
帝
と
い
う
存
在
に
対
す
る
見
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
の
は
、
穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
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使
用
テ
キ
ス
ト

・『
唐
物
語
』
…
和
泉
書
院
影
印
叢
刊　

・
博
物
志
…
古
軆
小
説
叢
刊
（
中
華
書
局
）　

・『
史
記
』『
後
漢
書
』
…
中
華
書
局
本　

・
故
宮
博
物

院
蔵
『
蒙
求
』
…
『
蒙
求
古
註
集
成
』（
汲
古
書
院
）　

・『
蒙
求
和
歌
』
…
新
編
国
歌
大
観　

・
漢
武
帝
内
伝
…
銭
熙
祚
校
本
（
守
山
閣
叢
書
所

収
）　

・『
竹
取
物
語
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
）　

・『
源
氏
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）　

・『
文
選
』
…
足
利

学
校
蔵
宋
刊
明
州
本

注

（
1
）	

太
田
晶
二
郎
「『
桑
華
書
志
』
所
載
『
古
蹟
歌
書
目
録
』」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集　

二
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
は
一
九
五
四

年
十
一
月
）。
吉
田
幸
一
「
唐
物
語
は
平
安
時
代
の
作
品
な
り
上
・
下
」（『
平
安
時
代
史
研
究
』
第
二
十
号
・
第
二
十
一
号
、
一
九
五
七
年
九

月
・
一
九
五
八
年
六
月
）。
中
村
文
「
信
西
の
息
子
達
―
成
範
・
脩
範
・
静
賢
・
澄
憲
を
中
心
に
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
五
十
三
号
、

一
九
八
六
年
十
月
）。
田
渕
句
美
子
「
藤
原
成
範
小
考
―
『
唐
物
語
』
の
和
歌
を
中
心
に
―
」（『
人
間
文
化
研
究
年
報
』
第
十
号
、
一
九
八

七
年
三
月
）
ほ
か
。

（
2
）	

『
有
象
列
仙
全
伝
』（
慶
安
三
年
藤
田
庄
右
衛
門
刊
）
の
「
西
王
母
」
の
項
に
「
後
漢
元
封
元
年
降　
二

武
帝
殿　
一

、
母
進　
二

蟠
桃
七
枚
於
帝　
一

、
自

食　
二

其
二　
一

、
帝
欲　
レ

留　
レ

核
、
母
曰
、
此
桃
非　
二

世
間
所
有
、
三
千
年
一
実
耳
」
と
あ
る
。

（
3
）	

杤
尾
武
『
唐
物
語
の
比
較
文
学
的
研
究
稿
』（
一
九
六
八
年
四
月
）。

（
4
）	

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
、「
十
六
旧
事
家
」
に
「
漢
武
帝
故
事
二
巻
」、「
廿
雑
伝
家
」
に
「
漢
武
内
伝
二
巻
〈
葛
洪
撰
〉」、「
卅
雑
家
」

に
「
博
物
志
十
〈
張
華
撰
〉」
が
そ
れ
ぞ
れ
著
録
さ
れ
る
。
な
お
、『
藝
文
類
聚
』『
初
学
記
』『
太
平
御
覧
』
に
西
王
母
来
訪
譚
が
引
か
れ
る
場

合
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
『
漢
武
帝
内
伝
』
か
『
漢
武
故
事
』
か
を
出
典
と
し
、『
博
物
志
』
を
出
典
と
す
る
も
の
は
見
え
な
い
。

（
5
）	

有
吉
恵
美
子
「
唐
物
語
に
つ
い
て
―
翻
訳
技
巧
を
中
心
と
し
て
―
」（『
香
椎
潟
』
第
六
号
、
一
九
六
〇
年
七
月
）。
小
峯
和
明
「
唐
物
語

小
考
」（『
中
世
文
学
研
究
』
第
十
二
号
、
一
九
八
六
年
八
月
）。
猪
熊
範
子
「『
唐
物
語
』
に
お
け
る
作
中
和
歌
の
位
相
」（『
国
文
学
研
究
』
第

一
一
七
号
、
一
九
九
五
年
十
月
）
ほ
か
。

（
6
）	

『
漢
武
帝
内
伝
』
で
は
、
西
王
母
の
使
者
と
し
て
や
っ
て
来
る
の
は
王
子
登
と
い
う
崑
崙
山
の
玉
女
で
あ
る
。「
忽
見　
二

一
女
子　
一

著　
二

青
衣　
一

美

麗
非　
レ

常
。
帝
愕
然
問　
レ

之
。
女
対
曰
、
我
墉
宮
玉
女
、
王
子
登
也
。
向
為　
二

王
母　
一

所　
レ

使
従　
二

崑
山　
一

来
。」

（
7
）	

「
青
鳥
」
に
つ
い
て
、
菅
原
道
真
に
は
「
臣
通
籍
重
門
、
踏
綵
霞
而
失
歩
、
登
仙
半
日
、
問
青
鳥
而
知
音
（
臣 

籍
を
重
門
に
通
じ
、
綵
霞
を

踏
ん
で
歩
を
失
ふ
、
仙
に
登
る
こ
と
半
日
、
青
鳥
に
問
ひ
て
音
を
知
る
）」（『
本
朝
文
粋
』
巻
九
「
早
春
内
宴
侍　
二

仁
寿
殿　
一

同
賦　
三

春
娃
無　
二

気
力　
一



141 西王母譚の展開

応　
レ

製
詩
序
」236

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
慶
九
年
正
月
に
宮
中
で
催
さ
れ
た
内
宴
の
際
の
詩
序
の
一
節
で
、
殿
上
を
仙
界
に
な
ぞ
ら
え
、
そ

こ
に
登
っ
て
半
日
、
諸
事
を
青
鳥
に
尋
ね
て
は
知
る
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
青
鳥
」
は
殿
上
に
仕
え
て
そ
の
場
に
つ
い
て

よ
く
知
る
者
、
す
な
わ
ち
蔵
人
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
青
鳥
」
が
平
安
期
に
お
い
て
蔵
人
を
意
味
す
る
語
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
以
上
、『
朝
野
群
載
』
研
究
会
（
於
慶
応
義
塾
大
学
、
二
〇
一
六
年
十
月
十
五
日
）
に
お
け
る
佐
藤
道
生
氏
の
報
告
に

よ
る
）。

（
8
）	

池
田
利
夫
『
日
中
比
較
文
学
の
基
礎
研
究　

翻
訳
説
話
と
そ
の
典
拠　

補
訂
版
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
八
年
）。

（
9
）	

『
隋
書
』
経
籍
志
や
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』、『
旧
唐
書
』
経
籍
志
な
ど
の
記
述
か
ら
『
捜
神
記
』
は
本
来
三
十
巻
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

現
行
の
二
十
巻
本
の
巻
二
十
に
楊
宝
黄
雀
譚
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
楊
宝
の
年
齢
を
九
歳
と
す
る
ほ
か
黄
雀
が
西
王
母
の
使
者
で
あ
る
こ
と
を
記

す
な
ど
『
後
漢
書
』
楊
震
列
伝
李
賢
注
、『
藝
文
類
聚
』、『
太
平
御
覧
』
所
引
の
『
続
斉
諧
記
』
の
本
文
に
近
い
。
一
方
、
敦
煌
写
本
（P.2524

、

S.78

、S.2588

、
い
ず
れ
も
類
書
の
断
簡
、「
報
恩
」
の
項
に
記
さ
れ
る
）
が
「
出
捜
神
記
」
と
し
て
記
す
楊
宝
黄
雀
譚
の
う
ち
、P.2524

、S.2588

の
本
文
は
ま
っ
た
く
の
同
文
で
、
楊
宝
の
年
齢
を
七
歳
と
し
、
黄
雀
が
西
王
母
の
使
者
で
あ
る
こ
と
を
記
さ
な
い
な
ど
、『
蒙
求
』
李
瀚
自
注
所

引
の
本
文
に
近
い
。
た
だ
し
、S.78
の
本
文
は
、
前
半
部
分
は
他
の
敦
煌
写
本
と
ほ
ぼ
同
じ
（
小
異
あ
り
）
だ
が
、
後
半
部
分
に
は
黄
衣
童
子
が

「
我
華
岳
山
使
者
云
々
」
と
語
る
部
分
が
加
わ
っ
て
い
る
。『
捜
神
記
』
の
楊
宝
黄
雀
譚
に
つ
い
て
は
、
中
村
友
香
「「
楊
宝
」
条
か
ら
見
る
二
十

巻
本
『
捜
神
記
』
の
編
輯
」（『
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』
第
十
五
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
を
参
照
。

（
10
）	

当
該
句
は
、
平
仮
名
本
と
の
間
に
小
異
は
あ
る
が
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
。
平
仮
名
本
の
ほ
う
が
全
体
と
し
て
や
や
簡
略
。
平
仮
名
本
の
和
歌
を

掲
出
し
て
お
く
。「
わ
が
か
ど
の
わ
さ
田
の
す
ず
め
た
つ
こ
と
の
い
な
ば
に
お
け
る
つ
ゆ
の
し
ら
玉
」。
な
お
、『
蒙
求
和
歌
』
に
つ
い
て
は
、
前

掲
注
（
8
）
書
な
ど
参
照
。

（
11
）	

池
田
利
夫
氏
は
、『
蒙
求
』
の
「
袁
盎
卻
坐
」（
83
）（
＝
前
漢
の
袁
盎
は
文
帝
に
対
し
、
妾
で
あ
る
慎
夫
人
が
皇
后
と
同
じ
よ
う
に
帝
と
同
座

す
る
の
を
諫
め
た
）
の
李
瀚
自
注
に
は
存
在
し
な
い
、
呂
后
と
戚
夫
人
の
逸
話
が
、『
蒙
求
和
歌
』
の
「
袁
盎
卻
坐
」（
秋
部
）
に
は
「
人
彘
」
の

語
を
き
っ
か
け
と
し
て
長
々
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
逸
話
に
は
『
史
記
』
に
は
見
え
な
い
話
柄
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
『
唐
物
語
』
第
十
七
話
の
四
皓
の
物
語
に
も
呂
后
と
戚
夫
人
の
逸
話
が
長
々
と
記
さ
れ
、
そ
れ
が
『
蒙
求
和
歌
』
の

記
述
と
同
様
に
『
史
記
』
に
は
見
え
な
い
話
柄
を
含
み
、
そ
の
話
柄
が
『
蒙
求
和
歌
』
の
そ
れ
と
あ
る
程
度
の
共
通
性
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し

た
。
そ
の
上
で
池
田
氏
は
、『
唐
物
語
』
の
撰
者
や
光
行
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
た
『
蒙
求
』
の
「
袁
盎
卻
坐
」
の
箇
所
の
上
欄
あ
る
い
は
行
間
に
、

「
注
の
注
の
よ
う
な
形
で
」、『
史
記
』
に
は
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
呂
后
の
伝
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
（
前
掲
注
（
8
）
書
）。

（
12
）	

『
唐
物
語
』
に
お
い
て
、
従
来
『
竹
取
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
八
話
の
眄
々
の
話
（
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
十

五
「
燕
子
三
首
幷
序
」）、
第
十
二
話
の
望
夫
石
譚
、
第
二
十
三
話
の
瑜
隠
の
妻
の
話
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
一
人
の
女
性
が
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複
数
の
男
性
た
ち
か
ら
求
婚
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

（
13
）	

渡
辺
秀
夫
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』（
勉
誠
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
14
）	

前
掲
注
（
5
）
に
同
じ
。

（
15
）	

前
掲
注
（
5
）
有
吉
論
文
。
同
小
峯
論
文
。
和
田
悦
子
「『
唐
物
語
』
に
お
け
る
和
様
化
に
つ
い
て
―
花
鳥
風
月
を
中
心
に
―
」（『
京
都

教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』
第
二
十
四
・
二
十
五
号
、
一
九
九
五
年
二
月
）。
増
田
欣
『
中
世
文
藝
比
較
文
学
論
考
』
第
三
章
第
二
節
「
唐
物
語
の

時
空
」（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
ほ
か
。

（
16
）	

増
田
欣
氏
は
、
前
掲
注
（
15
）
書
で
、
第
十
一
話
の
蕭
史
と
弄
玉
の
昇
仙
譚
に
お
い
て
の
「
月
」
が
、
耽
美
的
な
情
感
の
表
出
に
効
果
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
一
夜
の
う
ち
の
時
間
的
な
推
移
を
暗
示
す
る
効
果
を
生
み
出
し
」
た
と
し
、
こ
う
し
た
「
月
」
の

表
現
の
仕
方
を
「
絵
画
的
手
法
」
あ
る
い
は
「
物
語
絵
的
手
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
17
）	

前
掲
注
（
8
）
書
。
三
田
明
弘
「『
唐
物
語
』
の
素
材
と
主
題
―
朗
詠
注
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
説
話
文
学
研
究
』
第
三
十
九
号
、
二

〇
〇
四
年
六
月
）。

（
18
）	

野
口
元
大
「
解
説
―
伝
承
か
ら
文
学
へ
の
飛
躍
―
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
竹
取
物
語
』、
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
）


