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列
女
説
話
の
伝
承
に

Jコ

し、

て

林

宙
ω

卒者

本
稿
は
、
「
列
女
伝
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
説
話
集
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
列
女
説
話
と
は
、
い
か
な
る
性
格
の
説
話
で
あ
る
か
」
と
い
う
問

一
つ
の
解
答
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

題
に
、「

列
女
説
話
」
の
性
格
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
列
女
説
話
」
の
内
容
を
発
生
史
的
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
「
列
女
説
話
」
が
発
生
し
、
分

化
し
て
く
る
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
分
化
し
て
く
る
過
程
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
操
作
は
、
「
列
女
」
と
い
う
用

一
請
を
定
義
す
る
こ
と
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
課
題
と
む
き
あ
う
前
に
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
基
礎
工
作
が
一
つ
あ
る
。
筆
者
は
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
、
「
列
女
伝
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
著
作
に
お
い
て
、
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
「
列
女
伝
」
と
い
う
著
作
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
「
列
女
説
話
」
の
本
質
を
考

え
る
上
に
も
、
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
上
か
ら
も
重
要
な
操
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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か
っ
て
い
か
な
る
「
列
女
伝
」
が
存
在
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
「
列
女
説
話
」
が
む
か
う
べ
き
方
向
を
大
き
く
決
定
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
列
女

」

と
い
う
用
語
の
意
味
内
容
を
左
右
す
る
決
定
的
な
力
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
「
列
女
伝
」
に
収
録
さ
れ
た
説
話
を
「
列
女
説
話
」
と
よ
ぶ
立

坊
に
た
っ
て
、
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
と
ら
え
た
ら
よ
い
か
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

本
稿
は
、
「
列
女
説
話
」
の
歴
史
を
指
導
し
て
き
た
代
表
的
な
著
作
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
列
女
説
話
」
の
世
界
に
入
る
た
め
の
一
つ
の

見
取
図
と
し
て
記
述
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
次
い
で
、
筆
者
は
、
個
々
の
「
列
女
説
話
」
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
再
出
発
し
、
漸
次
「
列
女
」
と
い
う
用
語
の
意
味
に
説
き
及
ん
で
ゆ
く
方
法
を

と
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

『
四
庫
全
書
簡
明
日
録
』
を
み
て
ゆ
く
と
、
「
列
女
伝
」
と
い
う
名
の
書
物
が
二
部
、
「
伝
記
類
総
録
之
属
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
知

1

）

そ
の
一
つ
は
、
漢
の
劉
向
が
撰
し
た
『
古
列
女
伝
』
七
巻
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
、
作
者
不
明
の
『
続
列
女
伝
』
一
巻
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
簡
明
目
録
』
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の
解
説
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宋
代
に
、
王
国
と
い
う
人
が
、
正
続
二
部
に
わ
け
た
の
で
、
も
と
も
と
一
部
の
書
で
あ
っ
た
。
王
回
は
、
劉
向
撰
『
列
女

伝
』
と
し
て
っ
た
え
ら
れ
て
き
た
書
物
を
検
討
し
て
、
劉
向
以
後
の
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
離
析
し
、
こ
れ
を
『
続
列
女
伝
』
一
巻
と
し
て
、
『
古
列
女
伝
』

七
巻
に
附
せ
し
め
た
の
で
あ
る

「
古
」
「
続
」
二
つ
の
『
列
女
伝
』
は
合
し
て
一
書
と
な
り
後
世
に
つ
た
え
ら
れ
た
。
「
四
庫
」
は
、
王
田
本
を
『
劉
向
列
女

伝
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
羽
目
を
別
に
せ
ず
、
ま
と
め
て
解
説
し
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
部
の
『
列
女
伝
』
と
認
め
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
。

も
う
一
つ
は
、
明
の
永
楽
年
間
に
解
糖
そ
の
他
の
人
々
が
勅
を
仰
い
で
撰
し
た
『
古
今
列
女
伝
』
三
巻
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
か
ら

も
説
話
を
採
用
し
て
い
る
が
、
他
書
か
ら
も
採
り
、
併
せ
て
『
古
今
列
女
伝
』
ゴ
一
巻
と
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
明
代
の
所
産
で
あ
る
か
ら
し
て
、
劉

向
の
『
列
女
伝
』
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
別
の
書
籍
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



「
阻
庫
全
書
」
を
造
っ
た
学
者
た
ち
の
脳
裏
に
、
二
種
の
『
列
女
伝
』
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
筆
者
は
興
味
を
も
っ
て
眺
め
た
い

c

筆
者
が
興
味
を
も
つ
の
は
、
両
書
の
目
次
が
ま
っ
た
く
異
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

『
簡
明
目
録
』
の
解
説
に
よ
る
と
、
『
古
列
女
伝
』
に
あ
っ
て
は
、

凡
そ
七
目
に
分
つ
。
日
く
。
母
儀
、
賢
明
、
仁
智
、
貞
慎
、
節
義
、
弁
通
、
嬰
輩
。

『
古
今
列
女
伝
』
に
あ
っ
て
は
、

上
巻
后
妃
、
中
巻
諸
侯
大
夫
妻
、
下
巻
士
庶
人
妻
。

と
い
う
よ
う
に
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る

『
古
列
女
伝
』
は
「
列
女
伝
」
中
の
古
典
と
考
え
ら
れ
て
き
た
書
籍
で
あ
り
、
『
古
今
列
女
伝
』
は
、
勅
撰
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
古
典
と
な
る
こ

と
を
期
待
せ
ら
れ
た
書
籍
で
あ
っ
た
。
両
書
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
つ
歴
史
的
現
在
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
過
去
に
お
け
る
「
列
女
」
が
い
か
な
る
も
の
で

る
事
実
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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あ
っ
た
か
を
述
べ
る
目
的
で
編
集
さ
れ
た
点
で
同
じ
性
格
を
右
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
両
書
の
目
次
が
い
ち
じ
る
し
く
異
っ
て
い
る
の
は
注
目
に
杭
す

両
書
は
、
同
じ
く
「
列
女
伝
」
と
い
う
書
名
を
剥
げ
な
が
ら
、
編
集
態
度
に
お
い
て
か
な
り
の
く
い
ち
が
い
を
み
せ
て
い
る
。

『
古
列
女
伝
』
は
、
「
列
女
」
を
徳
目
に
よ
っ
て
分
類
し
、
そ
の
分
類
の
最
後
に
、
「
嬰
輩
」
と
い
う
篇
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
古
列
女
伝
』
に
お
い
て
、

「
嬰
輩
」
と
い
う
篇
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書
籍
が
意
図
し
た
こ
と
は
、
「
美
徳
を
有
す
る
女
の
物

一
詰
」
と
「
悪
徳
を
有
す
る
女
の
物
語
」
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
の
戒
め
と
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

c

し
た
が
っ
て
、
「
列
女
」
と
い
う

言
葉
の
な
か
に
、
相
反
す
る
こ
つ
の
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
、
日
次
の
上
で
重
要
な
眼
目
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
古
列
女
伝
』
の
著
者
は
過
去
に
お
け

る
「
列
女
」
の
歴
史
を
、
「
美
徳
」
と
「
悪
徳
」
の
歴
史
と
し
て
回
顧
し
て
い
る
、
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
、
『
古
今
列
女
伝
』
に
あ
っ
て
は
、
単
に
社
会
階
級
に
基
い
た
分
類
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
相
反
す
る
二
つ
の
要
素
を
対
比
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
は
、
目
次
上
の
重
要
な
眼
目
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
『
古
列
女
伝
』
が
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
た
も
の
は
、
少
く
も
『
古
今
列
女
伝
』
の
目
次

の
上
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
『
古
今
列
女
伝
』
が
『
古
列
女
伝
』
の
目
次
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
「
列
女
」
に
関
し
て
『
古
列
女
伝
』
と
は
異
な
る



何
も
の
か
を
語
ろ
う
と
い
う
意
図
の
存
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
聞
に
は
、
「
列
女
」
と
い
う
対
象
に
関
す
る
考

え
方
の
ず
れ
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

『
古
今
列
女
伝
』
は
、
漢
以
前
に
属
す
る
説
話
の
資
料
を
、
お
お
む
ね
『
古
列
女
伝
』
に
あ
お
い
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
『
古
列
女
伝
』
を
ま
っ
た
く
無
視
し

さ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
含
す
る
「
列
女
伝
」
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
企
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
古
今
列
女
伝
』
が
、
『
古
列
女
伝
』
と
異
な
る
目
次

の
書
を
め
ざ
す
に
い
た
っ
た
理
由
は
、
漢
以
降
の
資
料
を
ふ
ま
え
て
一
書
を
な
す
場
合
に
、
『
古
列
女
伝
』
の
目
次
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
た
か

ら
に
ち
が
い
な
い
。
『
古
列
女
伝
』
の
著
者
の
意
図
が
い
歴
史
を
通
じ
て
変
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
て
き
て
い
た
な
ら
ば
、
異
な
る
同
次
の
書
物
を
編
纂
す
る

必
要
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
語
る
べ
き
こ
と
の
内
容
が
す
で
に
変
っ
て
き
て
い
る
時
代
の
資
料
を
ふ
ま
え
て
、
新
た
に

「
列
女
伝
」
の
典
型
た
る
こ
と
を
期
す
た
め
に
は
、
『
古
列
女
伝
』
の
目
次
は
不
適
当
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
『
古
今
列
女
伝
』
編
集
者
の
考
え
か
た
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

明
清
の
読
者
に
と
っ
て
、
「
列
女
伝
」
の
語
る
べ
き
こ
と
は
決
っ
て
お
り
、
ど
の
階
級
に
ど
う
い
う
話
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
興
味
は
あ
っ
た
が
、- 40 -

「
列
女
」
な
る
言
葉
そ
の
も
の
は
、
事
新
し
く
解
説
さ
れ
ず
と
も
了
解
す
べ
き
ヨ
葉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
『
古
今
列
女
伝
』
は
、
そ
う
い
う
読
者
を
対
象
に
し

て
編
述
さ
れ
た
書
籍
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
『
古
今
列
女
伝
』
の
目
次
は
、
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
が
、
古
今
を
通
じ
て
意
味
の
定
っ
た
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
古
列
女
伝
』
と
『
古
今
列
女
伝
』
の
目
次
上
の
差
違
は
、
「
列
女
説
話
」
に
対
す
る
興
味
の
変
遷
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
同
時

に
、
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
想
起
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
、
両
者
の
間
で
大
き
く
変
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
情
が
介
在
し
た
こ
と
を
も
物

語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
『
古
列
女
伝
』
が
歴
史
を
通
じ
て
古
典
祝
さ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
ど
う
理
解
し
た
ら
よ

い
で
あ
ろ
う
か
。



と
こ
ろ
で
、
「
四
庫
全
書
」
を
造
っ
た
学
者
た
ち
は
、
一
書
と
し
て
は
「
四
庫
全
書
」
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
「
列
女
伝
」
に
、
高
い
評
価
を

与
え
て
い
た
。
「
正
史
の
一
項
目
と
し
て
の
列
女
伝
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
正
史
」
が
「
四
庫
全
書
」
に
入
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
列
女
伝
」
も
、
こ
っ
そ
り

と
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
「
四
庫
」
の
な
か
に
収
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
四
庫
全
幸
一
日
」
を
造
っ
た
学
者
た
ち
が
、
正
史
の
「
列
女
伝
」
を
基
本
的
な
書
籍
と
考
え
、
そ
の
古
典
性
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
資
料
を
、

同
じ
く
『
簡
明
目
録
』
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

同
書
伝
記
類
雑
録
の
属
、
『
保
越
録
』
一
巻
の
解
説
中
に
、
左
の
記
事
を
見
る
。

む
す
め
（
注

2

）

張
正
蒙
の
妻
韓
氏
、
女
池
奴
V

及
び
鴻
道
二
の
妻
抗
節
す
る
事
は
、
明
史
の
列
女
伝
亦
た
未
だ
載
せ
ず
。
之
を
存
し
て
史
の
闘
を
補
ふ
ベ
し
。

『
保
越
録
』
を
何
故
に
「
四
庫
」
に
収
め
た
か
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
明
史
の
列
女
伝
、
亦
た
未
だ
載
せ
ず
」
と
い
う
口
吻
か

ら
は
、
『
簡
明
目
録
』
の
著
者
が
、
『
明
史
』
に
お
け
る
「
列
女
伝
」
を
重
要
視
し
て
い
た
度
合
を
十
分
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
正
史
に

お
け
る
「
列
女
伝
」
が
正
当
視
さ
れ
、
ま
た
、
古
典
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

正
史
の
な
か
に
は
、
「
列
女
伝
」
と
い
う
項
目
を
も
た
ぬ
も
の
も
少
く
は
な
い
。
『
明
史
』
が
体
例
中
に
「
列
女
伝
」
を
存
し
た
の
は
、
正
史
に
「
列
女
伝
」
- 41-

が
あ
る
べ
き
こ
と
を
も
っ
て
式
刑
と
認
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
又
、
『
明
史
』
を
編
集
し
た
学
者
た
ち
は
、
正
史
の
体
例
中
に
「
列
女
伝
」
を
加
え
る
こ

と
を
決
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
列
女
」
と
し
て
記
載
さ
る
べ
き
人
物
の
数
を
、
前
代
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
大
幅
に
増
加
せ
し
め
た
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
考
え
て
み
る
と
、
「
四
庫
全
書
」
は
、
劉
向
の
名
を
戴
く
古
書
と
し
て
の
「
列
女
伝
」
と
、
明
代
の
勅
撰
に
な
る
「
列
女
伝
」
と
、
正
史
の
「
列

女
伝
」
と
、
コ
一
種
の
「
列
女
伝
」
を
採
用
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
方
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

『
四
庫
全
書
簡
明
日
録
』
が
、
三
種
の
「
列
女
伝
」
を
権
成
あ
る
も
の
と
し
て
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
列
女
伝
」
な
る
著
作
が
、
た
だ
一
つ
の
書
籍
で
代

表
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
列
女
伝
」
と
い
う
名
称
が
、
清
朝
に
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
是
認
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
清
朝
の
学
者
た
ち
は
、
「
列
女
伝
」
な
る
名
称
を
一
部
の
古
書
の
名
と
し
て
記
憶
し
て
い
た
の
で
は

な
く
、
歴
史
を
通
じ
て
生
き
続
け
て
き
た
力
強
い
文
化
と
し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
簡
明
目
録
』
が
重
要
な
書
籍
と
し
て
指
示
す
る
三
種
の
「
列
女
伝
し
は
、
そ
の
ま
ま
、
「
列
女
伝
」
の
歴
史
に
あ
っ
て
基
本
的
文
献
と
目
さ
る
べ
き
も
の
と



し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
書
籍
は
「
列
女
伝
」
の
歴
史
を
い
か
に
支
配
し
て
き
た
で
あ
る
う
か
白

『
四
庫
全
書
簡
明
目
録
』
の
指
示
す
る
三
種
の
「
列
女
伝
」
の
な
か
で
、
古
典
と
し
て
も
っ
と
も
長
い
命
脈
を
保
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
書
籍
は
、
い
わ

ゆ
る
、
劉
向
の
『
古
列
女
伝
』
で
あ
る

一
つ
は
、
そ
れ
が
「
列
女
伝
」
中
最
古
の
書
籍
で
あ
る
と
い
う
こ
と

G

も
う
一
つ

は
、
そ
の
出
自
が
き
わ
め
て
由
緒
正
し
い
書
籍
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
多
く
の
古
書
が
滅
び
た
な
か
で
、
こ
の
書
は
疑
い
も
な
く

劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
、
敬
意
を
払
わ
れ
て
き
た
理
由
は
、
三
つ
あ
る
。

全
篇
ま
っ
た
き
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
、
第
三
の
班
山
の
検
討
は
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
は
じ
め
の
二
つ
の
理
由
を
評
価
し
、
あ
わ
せ
て
、
『
劉
向
列
女
伝
』
成
立
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お- 42 -

き
た
い
。

『
漢
書
』
巻
の
三
十
六
、
列
伝
第
六
「
楚
一
冗
王
伝
」
に
、
劉
向
の
伝
記
が
出
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、

向
、
王
の
為
に
教
ふ
る
を
以
っ
て
す
る
や
、
内
よ
り
外
に
及
び
、
近
き
者
よ
り
始
む
。
故
に
、
詩
書
載
す
る
所
の
賢
妃
貞
婦
の
、
国
を
興
し
家
を
顕
は

つ
く
す
べ
（
注

3

）

し
、
法
則
と
な
す
可
き
を
採
取
し
て
、
嬰
車
乱
亡
の
者
に
及
び
、
序
次
し
て
列
女
伝
を
為
る
。
凡
て
八
篇
な
り
。
以
て
天
子
を
戒
し
む
。

と
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
文
献
に
「
列
女
伝
」
と
い
う
書
名
が
出
て
く
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
は
、
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
丹
念
に
書
籍
の
風
貌
を
っ
た

え
つ
つ
、
劉
向
『
列
女
伝
』
が
存
在
し
た
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
記
事
が
詳
制
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
漢
書
』
の
著
者
班
同
が
こ
の
書
籍
の
伽
似
を
き

わ
め
て
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
劉
向
の
『
列
女
伝
』
は
、
『
漢
書
』
と
い
う
権
威
に
よ
っ
て
、
そ
の
古
典
的
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
古
代
文
献
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
に
正
し
い
由
緒
書
き
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
漢
書
』
を
う
た
が
わ
ぬ
か
ぎ
り
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』

の
古
典
的
な
価
値
は
ゆ
る
が
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



「
楚
一
冗
王
伝
」
に
お
け
る
『
列
女
伝
』
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
班
闘
が
当
時
劉
向
の
著
作
と
し
て
っ
た
え
ら
れ
て
い
た
書
籍
に
対
し
て
与
え
た
も
の
に
ち
が

い
な
い
。
班
固
の
記
述
中
、
ど
れ
が
劉
向
の
見
解
で
あ
り
、
ど
れ
が
班
固
の
見
解
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
『
列
女
伝
』
に
関
す
る
最
古
の
記
述
は
、
劉
向

の
『
列
女
伝
』
で
あ
る
と
同
時
に
、
な
か
ば
班
固
の
『
列
女
伝
』
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
性
質
を
も
っ
て
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
『
劉
向
列
女

伝
』
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
最
終
的
に
は
、
班
固
の
『
列
女
伝
』
観
と
し
て
『
漢
書
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
古
典
性
も
な
か
ば
班
固
に

帰
せ
し
む
る
の
が
妥
当
な
考
え
か
た
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

班
同
は
、
劉
向
『
列
女
伝
』
を
後
世
に
つ
た
え
る
上
に
大
き
な
働
き
を
し
た
。
彼
は
ま
ず
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
著
作
で
あ
る
か

に
つ
い
て
見
解
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
見
解
に
よ
っ
て
劉
向
『
列
女
伝
』
の
古
典
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
筆
者
は
、
班
固
の
記
述
の
な
か
か
ら
、
「
列
女
伝
」

の
歴
史
に
お
け
る
『
劉
向
列
女
伝
』
の
意
義
を
、
次
の
よ
う
に
汲
み
と
っ
て
い
る
。

劉
向
の
『
列
女
伝
』
は
、
「
詩
経
」
「
書
経
」
そ
の
他
の
古
典
の
な
か
で
、
女
性
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
る
か
を
忠
実
に
の
べ
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
を
通
じ
て
、
劉
向
は
古
代
説
話
の
教
訓
を
探
り
な
が
ら
「
古
代
女
性
説
話
史
」
と
も
称
す
べ
き
著
作
を
完
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼

の
史
観
は
、
「
美
徳
を
有
す
る
女
」
と
「
悪
徳
を
有
す
る
女
」
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
歴
史
の
な
か
に
交
代
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
見
か- 43 -

た
で
あ
っ
た
。
そ
の
史
観
に
し
た
が
っ
て
、
彼
は
「
列
女
伝
」
を
編
集
し
た
。
「
美
徳
を
有
す
る
女
」
は
、
国
を
興
し
、
家
を
顕
わ
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
悪

徳
を
有
す
る
女
」
は
、
国
を
乱
し
、
家
を
亡
ぼ
す
。
彼
は
讃
美
す
べ
き
を
讃
美
し
、
批
判
す
べ
き
を
批
判
し
た
。
彼
は
、
そ
の
結
論
に
も
と
守
つ
い
て
、
国
王
は

ど
う
い
う
女
を
妃
に
す
べ
き
で
あ
り
、
ど
う
い
う
女
を
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
の
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
彼
の
著
作
の
意

図
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
史
観
が
政
治
の
役
に
た
つ
と
考
え
て
い
た
。
「
内
よ
り
外
に
及
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
「
家
政
か
ら
国
政
に
及
ぶ
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
と
思
う
が
、
女
と
い
う
も
の
が
歴
史
を
動
か
す
大
き
な
力
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
を
根
底
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
1
1

そ
れ
な
ら
ば
、
彼
が
こ
の
よ

う
な
考
え
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
な
に
ゆ
え
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

劉
向
が
、
こ
う
い
う
書
物
を
つ
く
っ
た
の
は
、
「
詩
・
書
」
の
な
か
に
、
こ
う
い
う
方
向
へ
と
む
か
つ
た
説
話
が
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
に
も
と
守
つ
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
「
国
を
興
し
家
を
顕
わ
し
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
説
話
が
国
家
の
浮
沈
に
関
し
て
語
ら
れ
育
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
暗
示

L

て
い
る
。
i
l

国
や
家
の
浮
沈
に
関
し
て
語
ら
れ
育
て
ら
れ
た
説
話
は
、
次
第
に
信
仰
的
な
権
威
を
伴
う
よ
う
に
な
り
、
大
切
に
伝
承
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
「
賢



妃
貞
婦
」
と
い
う
用
語
は
、
古
代
に
お
け
る
女
性
説
話
が
叫
后
妃
に
闇
即
す
る
物
語
」
と
い
う
舞
台
で
み
が
か
れ
て
き
た
消
息
を
つ
た
え
る
も
ゆ
と
考
え
ら
れ
る

が
、
后
妃
に
は
、
国
を
興
し
た
り
乱
し
た
り
す
る
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
力
が
「
徳
」
で
あ
っ
た
。
「
徳
」
を
あ
ら
わ
し
た
女
の
話
は
誇
張
し

て
説
話
化
さ
れ
、
国
の
物
語
、
家
の
物
語
を
彩
っ
て
い
っ
た
。
人
々
は
、
そ
れ
ら
の
説
話
か
ら
、
教
訓
を
よ
み
と
ろ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
女
性
説
話
が

古
典
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
一
不
め
る
に
い
た
っ
た
。
｜
｜
劉
向
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
に
さ
さ
え
ら
れ
て
、
「
列
女
伝
」
を
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
書
物
の
価
値
は
、
古
代
女
性
説
話
を
古
典
の
な
か
か
ら
抽
出
し
て
、

は
か
つ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
劉
向
の
功
績
は
、
内
容
面
に
お
け
る
天
才
的
独
創
性
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
誰
に
で
も
で
き
る
努
力
を
惜
し
ま
な

一
定
の
形
式
の
も
と
に
編
成
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と

か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
と
、
同
時
に
彼
は
編
集
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
独
創
も
及
び
え
な
い
絶
対
的
な
史
観
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
古
代

女
性
説
話
を
編
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
に
お
け
る
典
型
的
な
女
性
史
観
を
確
立
し
た
書
物
が
劉
向
の
『
列
女
伝
』
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。

「
劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
ど
の
よ
う
な
形
式
体
裁
の
書
籍
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
『
漢
書
』
は
わ
れ
わ
れ
を
十
分
満
足
さ
せ
る
記
録
を

と
い
う
貴
重
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
と
い
う
も
の
を
思
考
す
る
歴
史
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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存
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
女
の
「
美
徳
」
と
「
悪
徳
」
と
い
う
対
立
す
る
要
因
を
基
準
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
書
籍
が
あ
っ
た
、

劉
向
の
『
列
女
伝
』
に
関
す
る
『
漢
書
』
の
記
載
は
、
お
そ
ら
く
班
固
自
身
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
意
外
な
影
響
を
後
世
に
与
え
た
。
そ
れ
は
、
偽
書
の
創

作
を
は
な
は
だ
し
く
容
易
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
詩
・
書
」
に
材
料
を
と
っ
て
、
八
篇
の
『
列
女
伝
』
を
つ
く
り
、
『
漢
書
』
の
記
述
を
満
足
せ

し
め
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
の
難
事
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
多
く
の
同
類
の
書
籍
が
い
く
通
り
に
も
で
き
る
可
能
性
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
偽
作
と
い
う
意

識
な
し
に
、
劉
向
が
や
っ
た
よ
う
な
ノ

l

ト
を
つ
く
っ
て
い
た
人
物
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
後
世
の
編
纂
物
が
劉
向
の
名
に
仮
托
し
て
伝
え

ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
真
偽
の
判
定
は
ほ
と
ん
ど
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
可
－
能
性
の
存
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、

あ
る
種
の
古
典
に
と
っ
て
は
そ
の
完
全
な
伝
承
を
疑
わ
し
む
る
に
十
分
な
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
古
典
と
し
て
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
場

合
が
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
著
作
の
古
典
性
が
失
わ
れ
た
と
は
考
え
た
く
な
い
。
劉
向
・
班
固
の
意
図
し
た
こ
と
は
、

一
つ
の
ヒ
ン

ト
に
よ
っ
て
、
古
代
史
の
動
か
し
が
た
い
真
理
を
立
証
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
列
女
伝
』
そ
の
も
の
は
誰
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ



は
、
古
代
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

『
漢
書
』
は
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
に
関
し
て
も
う
一
つ
の
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
書
『
芸
文
志
』
諸
子
略
儒
家
者
流
の
条
に
、

劉
向
所
序
六
十
七
篇
。
新
序
、
説
苑
、
列
女
伝
頒
図
也
。

と
あ
る
、
そ
れ
で
あ
る
。

『
芸
文
志
』
の
細
注
を
書
い
た
の
は
班
固
で
あ
る
、
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
『
漢
書
』
の
二
つ
の
記
事
は
隻
方
相
補
っ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
つ
の
資
料
は
相
魁
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
原
本
に
お
け
る
「
頒
」
「
図
」
の
存
在
を
考
え
る
場
合
、
体
裁
上
ど
の

よ
う
な
形
が
真
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
解
答
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
か
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
本
来
ば
ら
ば
ら
な
三
部
作
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
が
お
の
お
の
ど
う
い
う
体
裁
で
あ
っ
た
か
『
漢
書
』
が
指
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
も
、
筆
者
は
、
さ
き
ほ
ど
と
同
様
な
考
え
か
た
を
し
て
い
る
。

『
列
女
伝
』
と
い
う
著
作
は
、
そ
の
性
格
か
ら
い
っ
て
、
「
頒
」
「
図
」

に
よ
っ
て
に
ぎ
や
か
に
讃
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

後
世
の
『
劉
向
列
女
伝
』
作
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
造
ろ
う
と
、
『
漢
書
』
の
記
述- 45 -

を
満
足
さ
せ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
正
し
く
原
本
の
意
義
を
ま
っ
と
う
し
え
た
の
で
あ
る
。

四

劉
向
の
書
に
つ
い
で
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
後
漢
書
』
に
お
け
る
「
列
女
伝
」
編
集
の
意
義
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
「
正
史
に
お
け
る
列

女
伝
」
の
先
般
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
列
女
説
話
」
の
歴
史
の
な
か
で
も
、
と
く
に
注
目
せ
ら
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
注4
）

『
後
漢
書
』
の
著
者
泡
嘩
の
「
列
女
伝
」
に
対
す
る
考
え
は
、
そ
の
「
列
女
伝
序
」
に
、
き
わ
め
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

部
馬
梁
后
の
如
き
は
、
別
に
前
紀
に
見
る
。
梁
臆
李
姫
は
、
各
々
家
伝
に
附
す
。
斯
の
如
き
の
類
は
、
並
び
に
書
を
兼
ね
ず
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
列
女
伝
」
は
、
人
に
よ
っ
て
は
「
后
妃
本
紀
」
に
誌
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
家
伝
」
と
し
て
語
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
か
た
は
、
活
嘩
独
自
の
個
性
的
な
解
釈
で
は
な
く
、
や
は
り
、
「
列
女
伝
」
が
本
来
何
に
属
す
べ
き
か
を
公
平
に
指
示
し
て
い



る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
列
女
伝
」
が
「
后
妃
伝
」
「
家
伝
」
と
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

『
後
漢
書
』
の
「
列
女
伝L
の
序
の
な
か
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
列
女
伝
」
に
の
せ
る
べ
き
女
性
の
基
準
を
左
の
ご
と
く
規
定
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

余
は
但
だ
才
行
尤
も
高
秀
な
る
も
の
を
捜
次
す
。
必
ず
し
も
一
操
に
専
任
せ
ざ
る
の
み
。

「
后
妃
本
紀
」
「
家
伝
」
に
の
せ
た
も
の
は
、
こ
こ
に
は
誌
さ
な
い
。
そ
の
他
の
も
の
で
こ
こ
に
捜
集
序
次
し
た
も
の
は
、
才
行
に
お
い
て
尤
も
高
く
秀
で

た
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
一
つ
の
節
操
に
こ
だ
わ
る
も
の
で
は
な
い
1
1
0

『
後
漢
書
』
は
、
す
ぐ
れ
た
女
性
の
み
を
誌
し
た
。
こ
れ
は
、
「
列
女
伝
」
執
筆
の
根
本
的
態
度
で
あ
っ
た
。
「
詩
・
書
」
に
は
、
女
性
の
徳
は
尚
い
と
い
っ

て
い
る
。
古
典
の
顕
彰
す
る
ご
と
く
に
、
女
性
の
美
徳
は
本
来
称
揚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
世
の
典
籍
は
な
ぜ
こ
の
こ
と
に
無

関
心
な
の
か
｜
｜
。
氾
嘩
は
、
こ
う
し
た
不
満
を
抱
い
て
、
「
列
女
伝
」
を
『
後
漢
書
』
の
項
目
た
ら
し
め
た
。
彼
は
、
「
不
徳
な
る
女
」
を
無
制
し
さ
っ
た
。

そ
し
て
、
「
す
ぐ
れ
て
偉
大
な
る
女
性
」
に
つ
い
て
の
記
録
の
み
を
つ
づ
っ
て
い
っ
た
。

劉
向
が
、
女
性
の
美
徳
悪
徳
を
対
立
さ
せ
て
人
物
の
典
型
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
に
く
ら
べ
る
と
、
活
嘩
の
と
っ
た
方
向
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
い
た
。
劉
向

が
、
冷
静
な
描
写
の
精
神
の
方
向
に
ゆ
こ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
活
嘩
は
、
讃
美
を
よ
り
純
粋
な
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
理
想
主
義
の
方
向

へ
赴
こ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
劉
向
は
悪
い
女
を
描
く
こ
と
に
す
ぐ
れ
、
氾
嘩
は
よ
い
女
を
描
く
こ
と
に
す
、
ぐ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
劉
向
の
「
列
女
伝
」
の
現
行
本
は
、
原
作
の
真
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
も
と
。
つ
い
た
論
評
は
さ

の
場
合
は
よ
い
女
を
描
く
文
学
と
い
う
而
か
ら
み
る
な
ら
ば
同
額
中
も
っ
と
も
文
学
的
な
気
品
を
た

し
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
『
後
漢
書
』
の
『
列
女
伝
』

た
え
た
作
品
集
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

『
後
漢
書
』
に
関
し
て
特
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
后
妃
本
紀
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
正
史
の
列
女
伝
」
の
誕
生
と
軌
を
一
に
し

て
成
立
し
た
こ
と
は
、
「
列
女
説
話
」
の
歴
史
を
考
え
る
上
か
ら
看
過
し
が
た
い
。

『
漢
書
』
は
、
后
妃
の
「
伝
」
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
後
世
の
正
史
に
体
例
の
上
で
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
『
漢
書
』
に
、
「
后
妃
伝
」
の
項
日
を

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
班
固
は
、
「
外
戚
伝
」
と
い
う
特
異
な
見
か
た
に
よ
っ
て
、
女
性
と
国
家
と
の
関
係
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
班
回
は
「
后
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妃
の
物
語
」
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
関
心
も
示
さ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
し
て
、
帝
と
な
ら
ん
で
后
妃
が
「
本
紀
」
を
構
成
す
る
こ
と
な
ど
考
え
て
も

い
な
か
っ
た
。
正
史
の
歴
史
に
お
い
て
、
こ
れ
は
特
異
な
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
『
後
漢
書
』
の
次
の
正
史
で
あ
る
『
宋
書
』
に
よ
っ
て
、
「
后
妃
伝
」
は
列
伝

の
日
目
頭
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
が
以
後
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
『
宋
書
』
以
後
の
正
史
に
あ
っ
て
も
、
后
妃
は
「
伝
」
を
な
す
べ
き

も
の
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
記
述
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
「
本
紀
」
と
な
り
う
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
『
後
漢
書
』
は
、
こ
う
み
て
く
る
と
、

『
漢
書
』
と
は
対
際
的
な
位
置
に
あ
り
、
と
も
に
正
史
の
歴
史
に
特
異
な
体
例
を
示
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
後
漢
書
』
と
『
漢
書
』
を
む
す
ぶ
線
上
に
あ
る
の
が
『
三
国
志
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
体
例
の
上
で
き
わ
め
て
素
朴
な
史
書
で
あ
っ
た
か
ら
、
正
史
の
体

例
の
歴
史
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
き
わ
め
て
素
朴
な
か
た
ち
で
、
后
妃
に
関
す
る
記
述
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
体
裁
上
、
そ
れ
は
、
本
紀
と
も
列
伝
と
も
み
わ
け
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
后
起
に
関
す
る
記
録
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
ま
と
め
ら
れ
て
出
て
い
る
こ

と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
連
続
な
資
料
は
い
か
な
る
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。ま
た
な
に
ゆ
え
に
、
「
后
妃
に
関
す

る
記
録
」
が
、
ま
と
め
て
正
史
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
列
女
伝
」
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
こ
の
問
題
は
重
要
な
示
唆
を
与
え- 47 -

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
史
記
』
に
対
立
し
て
著
わ
さ
れ
た
『
漢
書
』
は
、
後
世
の
E
史
に
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
つ
ね
に
史
学
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
外
戚
伝
」
を
書
い
て
「
后
妃
伝
」
を
無
視
す
る
『
漢
書
』
の
精
神
だ
け
は
、
ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
疎
外
さ
れ
た
。
後
世
の
正
史
は
、
「
外
戚
伝
」
を
書
い
て

も
、
「
后
妃
伝
」
を
止
め
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
『
史
記
』
に
始
る
E
史
に
お
い
て
こ
の
課
題
が
ど
う
処
理
さ
れ
て
い
っ
た
か
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

『
史
記
』
は
、
項
目
と
し
て
、
「
后
妃
伝
」
も
「
列
女
伝
」
も
た
て
て
い
な
い
。
し
か
し
、
司
馬
遷
は
、
「
中
国
古
代
史
」
を
描
く
場
合
に
、
忘
れ
ず
に
、
「
后

妃
の
物
語
」
を
録
し
て
い
る
。
『
史
記
』
の
な
か
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
女
性
に
つ
い
て
の
話
は
決
し
て
少
い
も
の
で
は
な
い
。
『
史
記
』
の
世
界
に
あ
っ
て
、
女

性
の
話
は
、
別
記
す
る
べ
く
あ
ま
り
に
本
質
的
に
歴
史
を
裏
が
わ
か
ら
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
古
代
の
歴
史
資
料
を
ふ
ま
え
て
述
作

す
る
以
上
、
む
し
ろ
素
直
な
態
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
班
固
は
史
書
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
物
語
性
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
と
筆
者
は
考
え
る
。
『
漢
書
』
に
「
后
妃
伝
」
が
た
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
班
固
が
「
后
妃
伝
」
を
物
語
り
に
傾
き
や
す
い
も
の
と
み
て
い
た
か
ら
で
あ



ろ
う
。
『
漢
書
』
は
、
「
后
妃
の
物
語
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。
「
后
妃
伝
」
は
「
后
妃
の
記
録
」
に
な
る
に
は
、
あ
ま
り
に
「
后
妃
の

物
語
」
に
近
い
性
格
を
本
来
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
物
語
は
、
長
い
間
歴
史
の
重
要
な
要
素
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

『
漢
書
』
が
こ
の
目
を
た
て
な
か
っ
た
こ
と
は
か
な
り
な
問
題
で
あ
っ
た
。
『
漢
書
』
の
態
度
は
、
こ
の
点
、
冷
厳
に
す
ぎ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
後

世
の
史
家
は
、
い
ず
れ
も
『
漢
書
』
の
試
論
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
『
漢
書
』
に
ま
つ
こ
う
か
ら
挑
戦
し
て
新
し

い
体
例
を
示
し
た
の
が
『
後
漢
書
』
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
は
、
『
三
国
士
宮
に
お
い
て
あ
い
ま
い
だ
っ
た
「
后
妃
伝
」
を
「
本
紀
」
に
昇
格
せ
し
め
た
。
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
「
列
女
伝
」

な
る
項
目
を
体
例
中
に
設
け
る
こ
と
に
し
た
。
両
者
の
成
立
は
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
列
女
伝
』
は
、
本
来
、
古
代
に
お
け
る
女
性
説
話
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
活
嘩
は
こ
の
伝
統
の
上
に
た
っ
て
、
新
た
に
後
漢
に
お
け
る
女
性
の

「
伝
」
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
活
嘩
は
、「
列
女
説
話
」
を
ま
ず
「
后
妃
」
と
「
后
妃
以
外
」
に
わ
け
た
。
そ
し
て
、
「
后
妃
」
は
「
后
妃
本
紀
」
に
、
「
后

し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
な
ら
ば
、
や
は
り
劉
向
の
「
列
女
伝
」
が
生
れ
て
き
た
伝
統
の
上
に
た
っ
て
、
劉
向
の
「
列
女
伝
」
を
止
揚
し
て
い
る
こ
と
を
認
め- 48 -

妃
以
外
」
は
「
列
女
伝
」
に
編
入
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
、
と
息
わ
れ
る
。
彼
は
、
「
列
女
伝
」
の
「
序
」
で
劉
向
に
つ
い
て
の
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

『
後
漢
書
』
は
、
后
妃
を
「
す
ぐ
れ
て
偉
大
な
る
女
性
」
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
后
妃
以
外
の
「
す
ぐ
れ
て
偉
大
な
る
女
性
」
を
「
列
女
伝
」

に
編
入
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
詩
・
書
」
に
「
女
徳
は
尚
し
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
沼
嘩
は
、
古
代
に
か
つ
て
実
在
し
た
理
想
的
な
女
徳
が
こ
の

時
代
に
も
や
は
り
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
を
も
っ
て
史
書
の
大
切
な
任
務
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

古
代
女
性
説
話
は
、
『
史
記
』
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
を
生
々
と
語
る
た
め
の
重
要
な
資
料
で
あ
っ
た
。
劉
向
は
そ
れ
を
編
集
し
て
、
徳
目
の
抗
争
す
る
歴
史

と
み
た
。
『
漢
書
』
は
、
『
劉
向
列
女
伝
』
の
価
値
を
認
め
、
自
ら
は
「
外
戚
伝
」
に
よ
っ
て
こ
の
テ

l

マ
と
新
た
な
る
対
決
を
し
た
。
『
後
漢
書
』
は
、
「
后
妃

本
紀
」
を
た
て
、
「
列
女
伝
」
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
の
理
想
は
今
も
な
お
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
。



五

「
列
女
伝
」
の
歴
史
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か

こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
史
書
の
体
例
に
お
け
る
列
女
伝
」
と
い
う
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
。
歴
代
の
正
史
中
「
列
女
伝
」
を
有
す
る
も
の
、
並
び
に
列
女
説

話
の
数
は
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

名史
、--1

史漢

書
国
志

後
漢
書

宋

書

南
斉
書

貌

三主主
巨ヨ

晋

書

梁

三主

""' 

陳

書

北
斉
書

北
周
書 言己

長議
代定
¥._.J 

日U

漢

後

漢

晋宋斉梁北

斉

唐唐唐唐唐

〔
側
一
間
一
昨
〕

ﾗ ﾗ ﾗ 。ﾗ ﾗ 。。ﾗ ﾗ ﾗ ﾗ 

「
列
女
説
J

f
話
の
数
」

ﾗ ﾗ 
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ﾗ 17 ﾗ ﾗ 34 17 ﾗ ﾗ ﾗ ﾗ 
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こ
の
表
の
列
女
説
話
数
は
、
目
次
の
項
目
数
に
よ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
集
団
で
登
場
す
る
列
女
の
数
を
正
確
に
数
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、

筆
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
程
度
で
十
分
た
っ
せ
ら
れ
る
と
忠
わ
れ
る
。

惰

書

ー十A

問

史

北

史

旧
唐
金
一
日

旧
五
代
史

新
唐
書

新
五
代
史

宋

史

遼

史

金

史

フじ

史

3
4
J
 

I
J

ノ
r
t
 

史

新
元
史

唐

。

15 

唐

ﾗ 

ﾗ 

唐

。

34 

五

26 

代

。

宋

ﾗ 

ﾗ 

宋

。

47 

宋

ﾗ 

ﾗ 

刀；

。

38 

冗J

。

5 

一
冗

。
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21 

市
巾
パ

。

ご二白
れ日

。

民

。

国

」
の
表
で
、
第
一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は

「
列
女
伝
」
の
存
在
す
る
分
布
図
が
い
ち
じ
る
し
く
唐
以
降
に
傾
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
以
降
、
正
史

が
官
撰
史
書
た
る
こ
と
が
動
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
占
う
に
、
「
列
女
伝
」
が
正
史
の
不
可
欠
な
項
目
と
な
っ
て
ゆ
く
の
は
、

き
わ
め
て
興
味
あ
る
事
実
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

初
唐
に
あ
っ
て
編
纂
せ
ら
れ
た
所
謂
「
五
朝
史
」
の
担
当
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
、
然
る
べ
き
史
書
を
作
成
し
て
奏
上
し
た
の
で
あ
る
ら
し
い
。

『
後
漢
書
』
と
『
貌
書
』
に
し
か
体
例
を
有
せ
ぬ
「
列
女
伝
」
を
項
目
と
し
て
た
て
る
も
の
が
『
耳
目
書
』
一
つ
し
か
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
ろ



た
j
u
ま
た
、
コ
凶
史
』
に
な
い
の
は
、
資
料
の
乏
し
さ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
晋
書
』
と
『
惰
書
』
に
「
列
女
伝
」
な
る
項
目
が
存
す

る
こ
と
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
る
。
両
者
は
、
唐
代
史
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
堂
々
た
る
内
容
を
誇
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
事
業
と
し

て
も
大
掛
り
な
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
の
二
つ
の
史
書
に
よ
っ
て
唐
代
史
書
の
動
向
を
代
表
せ
し
め
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

『
亜
日
書
』
と
『
陪
書
』
に
「
列
女
伝
レ
が
あ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
史
書
が
、
『
後
漢
書
』
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
晋
書
』
『
陪

書
』
の
「
列
女
伝
序
」
は
、
形
式
内
容
共
に
、
『
後
漢
書
』
の
そ
れ
を
敷
街
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
代
に
お
け
る
史
学
理
論
の
発
達
に
伴
っ
て
『
後
漢
書
』
の

地
位
が
向
上
し
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
唐
代
人
が
『
後
漢
書
』
に
よ
っ
て
列
女
説
話
の
意
義
づ
け
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
六
朝
時
代
に
あ
っ
て
は
、
た
や
す
く
王
史
と
結
び
つ
か
な
か
っ
た
「
列
女
伝
」
が
、
唐
王
朝
の
熟
す
る
に
し
た
が
っ
て
緊
密
に
結
び
つ
く

に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
『
後
漢
書
』
の
権
威
が
「
列
京
伝
」
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
動
き
を
宋
代
は
受
つ
い
で
い
る
。
『
新
唐
書
』
に
「
列
女
伝
」
の
あ
る
こ
と
は
、
『
新
五
代
史
』
の
著
者
で
も
あ
る
欧
陽
修
に
、
正
史
の
「
列
女
伝
」
を

否
定
す
る
意
志
の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宋
代
に
あ
っ
て
は
、
正
史
が
体
例
中
に
「
列
女
伝
」
を
持
つ
べ
き
こ
と
は
正
当
祝
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま

た
こ
れ
以
後
、
正
史
か
ら
「
列
女
伝
」
が
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
漢
章
一
日
』
は
、
『
劉
向
列
女
伝
』
の
価
値
を
認
め
つ
つ
も
、
み
ず
か
ら
の
体
例
に
、
「
后
妃
伝
」
「
列
女
伝
」
を
加
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
『
後
漢
書
』
は
、

女
性
を
讃
美
表
彰
す
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
。
「
后
妃
本
紀
」
を
た
て
た
意
志
は
「
列
女
伝
」
に
も
お
よ
ん
だ
。
『
後
漢
書
』
は
、
わ
る
い
女
に
つ
い
て
の

記
録
を
価
値
な
き
も
の
と
し
て
捨
て
去
っ
た
。
し
か
る
に
後
世
の
史
書
は
、
『
漢
書
』
の
冷
厳
さ
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
『
後

漢
書
』
の
調
子
の
高
さ
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
「
后
妃
本
紀
」
の
あ
っ
た
の
は
『
後
漢
書
』
だ
け
で
、
他
の
史
書
で
は
、
一
段
格
を
下
げ
て
、

「
后
紀
伝
」
と
し
て
誌
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
や
が
て
「
后
妃
伝
」
が
平
板
な
描
写
に
終
始
す
る
結
果
を
招
い
た
。
後
世
の
史
書
は
『
後
漢
書
』

こ
の
こ
と
は
、
「
列
女
伝
」
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
后
妃
伝
」
の
質
が
低
下
す
る
と
、
「
列
女
伝
」

の
形
式
と
内
容
の
表
面
だ
け
を
模
倣
し
た
。

の
質
も
低
下
し
た
。
「
后
妃
伝
」
が
記
録
と
陳
腐
な
讃
美
の
記
事
で
う
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
「
伝
」
と
し
て
い
ま
や
同
格
に
な
っ
た
「
列
女
伝
」
は
、
別
の
吐

け
口
を
見
い
だ
し
て
す
す
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

そ
れ
が
「
正
史
列
女
伝
」
の
「
烈
女
」
化
の
傾
向
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
傾
向
が
是
認
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
「
列
女



伝
」
の
序
文
の
な
か
に
も
こ
の
こ
と
を
う
た
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
『
旧
唐
書
』
の
序
文
に
は
「
臨
白
刃
市
煉
慨
」
と
い
う
字
句
が
あ
ら
わ
れ
、
『
新
唐
書
』

の
序
文
に
は
『
白
刃
不
能
移
』
あ
る
い
は
「
与
哲
人
烈
士
争
不
朽
名
」
な
ど
の
字
句
を
み
る
。
そ
の
後
、
序
文
の
字
句
そ
の
も
の
は
、
ふ
し
ぎ
な
伝
ど
旧
態
に

復
し
て
、
温
和
し
く
な
る
が
、
文
学
と
し
て
の
「
列
女
伝
」
の
内
容
は
、
ま
す
ま
す
「
烈
」
一
本
化
の
方
向
を
辿
っ
て
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
列
女
伝
」
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
後
世
の
正
史
は
『
後
漢
書
』
と
も
劉
向
の
『
列
女
伝
』
と
も
似
な
い
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

古
書
の
中
に
「
烈
女
」
の
典
拠
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
史
記
』
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』
は
、
お
そ
ら
く
『
戦
国
策
』
韓
の
烈
候
の
条
か
ら
採

ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
麗
政
の
姉
」
に
関
す
る
説
話
を
の
せ
て
い
る
。
こ
の
説
話
は
、
「
列
女
」
と
い
う
一
許
諾
の
は
い
っ
た
最
初
の
「
列
女
説
話
」
で
あ
る
。

ー
l

斉
の
刺
客
露
政
は
、
刺
殺
の
目
的
を
た
っ
し
て
自
決
す
る
時
、
み
や
す
か
ら
顔
の
皮
を
は
ぎ
、
眼
を
扶
り
出
し
、
腸
を
出
し
、
何
人
で
あ
る
か
と
い
う
証

拠
を
煙
滅
し
た
が
、
露
政
の
姉
は
、
弟
が
姉
に
非
の
及
ぶ
の
を
慮
っ
て
か
く
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
弟
の
名
が
後
世
に
っ
た
わ
ら
ぬ
の
を
お
そ
れ
、
身

を
も
っ
て
弟
の
名
誉
を
守
ろ
う
と
思
い
、
刺
客
が
露
政
で
あ
っ
た
こ
と
を
白
人
に
告
げ
る
た
め
に
出
か
け
て
ゆ
き
、
み
や
す
か
ら
は
語
政
の
屍
を
抱
い
て
自
殺
し

た
の
で
あ
っ
た
。
世
人
は
こ
の
こ
と
を
聞
き
っ
た
え
て
云
っ
た
、
「
た
だ
麗
政
が
有
能
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
、
そ
の
姉
も
ま
た
列
女
で
あ
る
」
と
。

「
烈
」
女
伝
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
E
史
が
官
撰
と
な
る
に
及
ん
で
、
簡
明
な
資
料
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

一
見
似
て
も
つ
か
な
い
か
た
ち
に
変
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
で
い
か
に
も
た
く
み
に
列
女
的
理
念
の
尖
鋭
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れ
は
、

化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
正
史
列
女
伝
」
の
方
向
は
、
『
後
漢
書
』
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る3

そ
の
意
図
は
、
か
つ
て
古
代
に
存
在
し
た
理
忽
的

な
女
性
が
現
代
に
も
な
お
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
後
漢
書
』
は
こ
の
問
題
と
文
学
的
に
対
決
し
て
、
一
つ
の
典
型
た
り
得
た

の
で
あ
る
が
、
後
世
の
E
史
の
H

的
は
、
存
在
し
た
と
い
う
事
実
を
誌
せ
ば
足
り
る
か
ら
、
そ
の
女
が
一
人
の
女
と
し
て
文
学
的
に
い
か
に
説
得
力
を
も
っ
て

描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
「
今
な
お
生
き
て
い
る
古
代
」
と
い
う
テl
マ
が
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
し

ぼ
ら
れ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
説
話
と
し
て
の
出
自
を
も
っ
「
列
女
伝
」
は
、
説
話
と
し
て
生
き
る
の
が
素
直
な
生
き
方
で
あ
っ
た
。
説
話
と
し
て
は
当
を
失
し
て
い
た
『
後

漢
書
』
の
『
列
女
伝
』
は
、
次
第
に
歴
史
の
片
隅
に
お
し
ゃ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
古
代
の
女
性
説
話
の
中
か
ら
后
妃
に
関
す
る
も
の
を
の
ぞ
く
と
、



「
烈
女
」
の
話
が
一
番
わ
か
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
理
由
が
、
後
世
の
正
史
を
指
導
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
名
の
前
代
の
書
籍
を
ふ
ま
え
ふ
ま
え
し
て
い

る
う
ち
に
、
理
念
が
尖
鋭
化
さ
れ
、
組
野
で
低
俗
な
説
話
へ
と
戻
っ
て
い
っ
た
の
が
、
正
史
に
お
け
る
「
列
女
伝
」
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

「
列
女
伝
」
の
歴
史
が
絶
え
ず
続
い
て
き
た
理
由
は
、
理
想
的
な
古
代
と
現
代
と
を
直
結
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
歴
史
を
通
じ
て
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
正
史
は
、
そ
の
意
識
を
ま
も
り
つ
つ
標
準
と
な
る
べ
き
説
話
を
収
録
し
つ
．
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
学
的
に
は
低
俗
な
も
の
へ
の
方
向
を

辿
り
な
が
ら
も
、
「
列
女
説
話
」
が
民
間
で
生
産
さ
れ
つe

つ
け
て
ゆ
く
こ
と
を
保
証
す
る
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
E
史
に
お
け
る
「
列
女
伝
」
は
、

そ
う
い
う
意
味
を
有
す
る
一
種
の
説
話
集
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

-'-
，、

「
正
史
に
お
け
る
列
女
伝
」
の
性
格
が
時
代
を
追
っ
て
変
化
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
「
列
女
」
の
語
義
も
当
然
移
り
変
っ
て
い
っ
た
。
時
代
時
代
を
代
表
す
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る
正
史
の
数
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
、
E
史
の
内
容
に
も
権
力
が
生
じ
て
き
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
「
正
史
」
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
な
が
ら
、

次
第
に
古
典
的
な
権
威
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
少
く
と
も
正
史
の
「
列
女
伝
」
に
お
い
て
、
こ
の
権
威
は
絶
対
的
な
支
配
力
を
も
つ
よ
う
に

工
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
暦
史
を
通
じ
て
常
に
古
典
と
し
て
忘
れ
ら
れ
ず
に
つ
た
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
ふ
し
ぎ
に
お
も
わ
れ
て

く
る
。
そ
の
疑
問
は
、
も
う
一
つ
の
事
実
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
他
に
も
「
列
女
伝
」
中
の
古
典
た
ら
ん
と
し
て
編
集
せ
ら
れ
た
著
作
が
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
勅
撰
の
名
に
お
い
て
新
た
な
る
古
典
を

目
指
し
て
編
集
さ
れ
た
著
作
に
、
唐
の
則
天
武
后
の
御
撰
と
称
せ
ら
れ
る
『
列
女
伝
』
と
、
明
初
の
勅
撰
に
な
る
『
古
今
列
女
伝
』
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
編

纂
者
の
期
待
に
反
し
て
煙
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
な
に
ゆ
え
に
滅
び
さ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

正
史
に
お
い
て
も
、
勅
撰
書
に
お
い
て
も
、
古
典
的
権
威
を
要
求
す
る
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
列
女
」
の
意
識
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
、
劉
向
の
『
列

女
伝
』
を
古
典
の
座
か
ら
引
ず
り
お
と
そ
う
と
い
う
勢
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
圧
力
に
抗
し
ぬ
い
て
劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
古
典
と



し
て
の
座
を
守
り
え
た
の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
力
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
ど
の
よ
う
に
つ
た
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
漢
書
芸
文
士
宮
に
つ
い
で
古
い
書
籍
目
録
で
あ
る
『
陪
書
経
籍
志
』
に
お
い
て
は
、
巻
二
「
雑
伝
」
の
条
中
に
、
左
の
記
録
を
み
る
。

列
女
伝
十
五
巻

劉
向
撰
、
背
大
家
一
正

列
女
伝
七
山
村
］越
川
同
註

列
女
伝
八
巻

一
口
川
氏
摂
。

列
女
伝
剣
一
巻

劉
散
問
い
。

列
女
伝
剣
一
巻

市
川
柏
撰
。

列
女
伝
讃
一
巻

穆
襲
摂
。

列
女
後
一
い
十
巻
項
原
撰
。
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列
女
い
い
六
巻
阜
甫
誼
撰
。

列
女
伝
七
巻

纂
母
遼
撰

c

列
女
い
い
要
録
三
巻
。

女
記
十
巻

杜
預
撰
。

美
婦
人
伝
六
巻
。

妬
記
二
巻

虞
通
之
撰
。

こ
の
記
事
か
ら
、
示
唆
を
う
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
多
い
。
そ
こ
に
は
、
劉
向
の
『
列
女
伝
』
が
、
「
注
」
「
額
」
「
讃
」
「
後
伝
」
「
要
録
」
な
ど
、
数
多
く

の
「
列
女
伝
」
を
名
の
る
書
物
を
従
え
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
『
美
婦
人
伝
』
『
妬
記
』
の
ご
と
く
、
女
性
の
「
美
徳
」
「
不

徳
こ
を
単
独
に
テ
i
マ
と
し
て
取
あ
げ
た
一
部
の
書
が
成
立
す
る
ま
で
に
「
列
女
伝
」
の
世
界
が
分
化
し
て
い
た
こ
と
さ
え
物
語
ら
れ
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
次
の
点
に
特
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
劉
向
撰
『
列
女
伝
』
が
、
注
と
合
本
し
て
っ
た
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
本
そ



の
ま
ま
の
形
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
心

列
女
伝
十
五
巻

劉
向
撰
の
曹
大
家
註
。

と
い
う
記
載
は
、
色
々
な
注
意
を
喚
起
す
べ
き
記
事
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
こ
の
記
述
が
「
列
女
伝
」
関
係
の
書
目
の
筆
頭
に
位
す
る
こ
と
は
、
「
曹
大

家
附
注
本
」
の
『
列
女
伝
』
が
、
唐
代
に
お
い
て
、
最
も
権
威
あ
る
正
し
い
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。
そ
れ
を
『
日
本
国
見
在
書

目
録
』
に
徴
す
る
と
、
そ
の
廿
「
雑
伝
家
」
の
条
に

列
女
伝
十
五
巻

劉
向
撰
、
曹
大
家
註
。

列
女
伝
頒
一
巻

劉
歌
撰
。

列
女
伝
略
七
巻

貌
徴
撰

列
女
伝
讃
二
巻

列
女
伝
抄
二
巻
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列
女
伝
図
十
二
巻

貞
形
伝
図
十
二
巻

哲
婦
伝
一
巻

女
誠
一
巻

妬
記
二
巻

と
し
て
誌
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
最
初
に
出
て
く
る
書
籍
が
、
や
は
り
、
「
曹
大
家
附
注
本
」
の
『
列
女
伝
』
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
傍
証
さ
れ
る
。

筆
者
は
こ
の
書
籍
の
素
姓
を
疑
う
も
の
で
あ
る
。
曹
大
家
と
は
『
漢
書
』
の
著
者
班
固
の
妹
班
昭
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
が
、
彼
女
は
『
女
誠
』
と
い
う

女
教
訓
書
を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
人
物
だ
か
ら
、
い
か
に
も
『
列
女
伝
』
に
注
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
彼
女
に

『
列
女
伝
注
』
な
る
著
作
の
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
べ
き
資
料
は
存
し
な
い
。
『
後
漢
書
』
は
彼
女
の
伝
記
を
「
列
女
伝
」
の
な
か
に
入
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
「
女
誠
」
の
全
文
を
引
用
し
て
彼
女
を
高
く
評
価
し
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
著
作
が
あ
れ
ば
必
ず
誌
し
て
い
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ



（
注
5
V

ろ
で
『
後
漢
書
』
に
よ
る
と
、
馬
融
は
『
列
女
伝
注
』
を
著
わ
し
て
い
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
他
見
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
書
籍
が
曹
大
家

注
と
誤
り
つ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
融
注
が
残
っ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
少
く
と
も
文
献
批
判
の
面
か
ら
は
「
曹
大
家
附
注
本
」
は
偽
書
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
無
責
任
な
伝
承
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
原
本
の
真
を
つ
た
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
保
証
し
が
た
い
。

『
隔
書
経
籍
志
』
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
掲
げ
た
の
ち
、

劉
向
、
経
籍
を
典
校
し
、
始
め
て
「
列
仙
」
「
列
士
」
「
列
女
」
の
三
伝
を
作
る
。
皆
其
の
志
の
尚
き
に
因
る
。
率
爾
に
し
て
作
り
た
れ
ば
、
正
し
き
史

（
注6
）

に
は
あ
ら
ず
。

と
い
っ
て
い
る
。
「
正
し
い
歴
史
書
と
は
い
え
な
い
」
に
し
て
も
、
劉
向
の
書
は
、
大
唐
帝
国
の
権
威
あ
る
官
撰
の
正
史
に
よ
っ
て
、
最
古
の
「
列
女
伝
」
で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
曹
大
家
注
を
伴
っ
て
今
日
に
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
完
全
に
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

書
籍
目
録
と
し
て
北
宋
初
期
を
代
表
す
る
王
亮
臣
の
『
崇
文
総
目
』
、
南
宋
を
代
表
す
る
晃
公
武
・
越
希
弁
の
『
昭
徳
先
生
郡
斉
読
書
志
』
を
み
る
と
、
「
列

（
注7
）

女
伝
」
に
つ
い
て
誌
す
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
一
本
に
す
ぎ
な
い
。
前
者
は
曹
大
家
注
の
「
十
五
巻
本
」
を
、
後
者
は
王
回
と
曾
輩
が
序
文
を
書
い
て
い
る
「
八

巻
本
」
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
、
定
本
が
変
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
四
庫
全
書
簡
明
目
録
』
の
記
載
は
実
は
不
正
確
な
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
「
曾
輩
王
回
序
之
八
巻
本
」
が
、
「
四
庫
」
に
収
録
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
新
し
い
定
本
は
、
後
世
の
定
本
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
十
五
巻
本
」
を
改
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
検
討
し
て
み
る
と
、
誰
の
改
定
本

が
今
日
に
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
か
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ま
、
そ
の
考
証
を
す
る
余
裕
を
も
た
な
い
が
、
筆
者
は
、
こ
の
問
題
が
等
閑
に
付
せ
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
ふ
し
ぎ
に
思
い
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
興
味
深
く
思
っ
て
い
る
。

劉
向
以
後
の
作
品
を
含
む
「
十
五
巻
本
」
へ
の
不
満
は
、
す
で
に
『
崇
文
総
目
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
数
が
『
漢
書
』
の
誌
す
篇
数
と
異
る
と

い
う
不
満
が
た
か
ま
っ
て
、
改
定
の
運
び
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
伝
本
の
内
容
そ
の
も
の
が
疑
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ

と
で
あ
る
と
思
う
。

以
上
の
歴
史
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
『
劉
向
列
女
伝
』
は
、
「
原
本
」
、
「
班
固
所
記
本
」
（
『
漢
書
本
伝
』
所
記
）
、
「
伝
頑
図
本
」
（
『
漢
書
芸
文
志
』
所
記
）
、

「
曹
大
家
附
注
本
」
、
「
各
種
八
巻
本
」
、
「
王
国
曾
輩
叙
之
本
」
の
六
つ
の
時
代
を
経
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
伝
承
は
必
ず
し
も
責
任
あ
る
態
度
に
よ
っ



て
貫
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
時
代
各
時
代
に
お
い
て
、
「
原
本
」
の
真
を
つ
た
え
る
も
の
が
存
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
今
日
に
及

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

か
く
考
え
て
み
る
と
、
『
劉
向
列
女
伝
』
は
、
歴
史
を
通
じ
て
厳
正
な
文
献
批
判
に
あ
う
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
正
し
く
存
在
す
る
と
い
う
信
念
に
裏
づ
け
ら

れ
て
伝
承
さ
れ
き
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

結

＇~ 
員同

筆
者
は
、
「
列
女
伝
」
の
歴
史
は
、
「
あ
る
」
と
い
う
客
観
的
な
事
実
か
ら
出
発
し
冷
静
な
批
判
に
よ
っ
て
古
典
を
有
し
て
き
た
歴
史
で
は
な
く
、
「
あ
っ
て

ほ
し
い
」
と
い
う
欲
望
か
ら
出
発
し
て
つ
ね
に
古
典
に
な
り
そ
う
な
も
の
を
産
出
し
な
が
ら
今
日
に
及
ん
だ
特
異
な
歴
史
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
「
列
女
伝
」

の
伝
承
者
は
、
「
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
欲
望
と
「
あ
る
」
と
い
う
信
仰
に
近
い
信
念
を
た
く
み
に
す
り
ち
が
え
な
が
ら
、
両
方
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
て
き- 57 ー

た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
「
列
女
伝
」
の
歴
史
は
な
に
ゆ
え
に
劉
向
の
『
列
女
伝
』
を
古
典
と
し
て
今
日
ま
で
つ
た
え
て
き
た
の
で
あ
る
う
か
。
そ
れ
は
、
本
来
「
古
代

女
性
説
話
」
と
し
て
出
発
し
た
「
列
女
伝
」
が
、
つ
ね
に
自
分
た
ち
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
こ
れ
を
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新
し
い
「
列
女
伝
」

は
、
正
史
の
項
目
の
な
か
に
入
り
こ
み
、
勅
撰
書
を
生
ん
で
き
な
が
ら
、
や
は
り
古
典
と
な
り
え
な
い
み
ず
か
ら
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
劉
向
列
女
伝
』
は
、
「
列
女
伝
」
と
し
て
は
な
ん
ら
「
列
女
伝
」
の
歴
史
を
指
導
し
な
か
っ
た
著
作
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
つ
ね
に
忘
れ
ら
れ

ず
に
き
た
ば
か
り
で
な
く
古
典
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
、
「
列
女
説
話
」
の
古
典
的
世
界
を
端
的
に
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
は
正
史
に
み
る
ご
と
く
極
端
な
特
殊
化
の
方
向
へ
す
す
み
な
が
ら
、

「
列
女
伝
」
の
歴
史
は

一
方
で
は
、
み
ず
か
ら
の
母
胎
で
あ
る
「
古
代
女
性

説
話
」
を
古
典
視
し
つ
，
つ
け
て
い
た
歴
史
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
撰
択
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
信
仰
に
裏
づ
け
ら
れ
て
か
く
な
っ
て
い
っ

た
と
い
う
方
が
あ
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
盲
目
的
な
民
間
伝
承
の
歴
史
で
あ
っ
た
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
民
間
伝
承
は
民
間
伝
承
と
し
て
一
番
ふ

さ
わ
し
い
古
典
の
認
め
か
た
を
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
「
列
女
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
「
理
想
的
な
古
代
女
性
」
と
い



ヲ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
了
）

（
注1
）

（
注2
）

（
注3
）

（
注4
）

（
注5
）

（
注6
）

（
注7
）

的
古
列
女
博
七
省
、
績
列
女
博
一
巻

漢
劉
向
撰
。
績
博
一
巻
、
則
不
知
誰
作
、
或
日
班
附
、
或
日
項
原
、
皆
影
附
無
様
也
。
奮
合
魚
一
一
編
。
宋
王
国
乃
以
有
噺
無
頭
、
離
析
其
文
、

潟
今
本
。
凡
分
七
目
。
日
、
母
儀
、
賢
明
、
仁
智
、
貞
慣
、
節
義
、
排
通
、
嬰
輩
。
（
「
四
庫
全
書
簡
明
目
録
」
史
部
侍
記
類
）

同
古
今
列
女
博
コ
一
巻

明
永
集
中
、
解
糖
等
奉
赦
撰
。
初
、
洪
武
中
、
高
皇
后
請
敷
儒
臣
撰
列
女
博
、
因
循
未
就
。
永
業
元
年
、
仁
孝
皇
后
復
以
請
、
乃
敷
編
纂
。

上
巻
后
妃
、
中
容
諸
侯
大
夫
妻
、
下
谷
士
庶
人
主
。
大
致
漢
以
前
取
劉
向
書
、
漢
以
後
取
諸
史
列
女
博
、
而
積
盆
以
明
初
之
人
。
在
明
代
官

品
川
口
中
、
向
有
傑
問
。
（
向
上
）

張
正
蒙
主
韓
氏
女
池
奴
及
患
道
二
主
抗
節
一
手
、
明
史
列
女
侍
亦
未
載
。
存
之
可
補
史
嗣
也c

（
「
四
庫
全
書
簡
明
日
銀
」
保
越
録
条
）

向
以
潟
王
教
、
由
内
及
外
、
白
近
者
始
。
故
採
取
詩
書
所
載
賢
妃
貞
婦
興
園
顕
家
可
法
則
及
華
嬰
蹴
亡
者
。
序
衣
潟
列
女
博
凡
八
篇
。
以
戒
天

子
。
（
「
漢
書
」
省
三
十
六
楚
元
王
博
）

詩
吉
之
言
女
徳
向
失
。
若
夫
賢
妃
助
園
君
之
政
、
哲
婦
隆
家
人
之
道
、
高
士
弘
清
淳
之
風
、
貞
女
克
明
白
之
節
、
則
其
徽
美
未
殊
也
。
而
世
典
成

漏
君
。
故
白
中
興
以
後
、
綜
其
成
事
、
述
矯
列
女
侍
。
如
馬
郡
梁
后
、
別
見
前
紀
、
梁
嬉
李
姫
、
各
附
家
博
。
若
斯
之
類
、
並
不
朱
書
。
齢
但
控

衣
才
行
尤
高
秀
者
。
不
必
専
任
一
操
而
己
。
（
「
後
漢
書
」
列
女
博
序
）

計
孝
経
論
語
詩
易
三
趨
向
書
列
女
博
老
子
准
南
子
離
騒
。
（
「
後
漢
書
省
九
十
上
」
馬
融
列
侍
）

劉
向
典
校
経
籍
、
始
作
列
仙
列
士
列
女
之
博
。
皆
因
其
志
向
。
率
爾
而
作
、
不
在
正
史
。
（
「
陪
全
日
経
籍
志
」
雑
惇
条
）

ω
列
女
侍
十
五
省
。
原
稗
前
日
大
家
註
、
陳
嬰
母
等
十
六
侍
後
人
所
附
。
（
「
崇
文
総
目
」
径
二
博
記
類
ヒ
）

同
古
列
女
侍
八
巻
。
右
漢
都
水
使
者
光
旅
大
夫
劉
向
撰
。
又
一
巻
英
知
其
潟
誕
績
。
然
亦
載
於
崇
文
穂
目
。
王
阿
曹
翠
皆
序
之
。
（
「
昭
徳
先
生
群

青
讃
書
附
志
」
博
記
類
）
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