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柳
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私
は
以
前
、
「
柳
斎
志
異
」
（
以
下
「
志
異
」
と
略
称
す
る
）
の
大
部
分
の
話
が
当
時
民
間
で
語
ら
れ
た
話
を
筆
に
の
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
話
が
ど
う
い
う
種
類
の
民
間
伝
承
だ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
話
が
民
語
（
民
間
説
話
）
か
、
口
碑
伝
説
か
、
あ
る
い
は

-293 ー

世
間
話
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
早
急
に
判
断
す
る
の
が
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
志
異
」
の
話
は
、
そ
の
内
容
は
民
間
で
語
ら
れ
て
い
た

と
き
の
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
斗
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
が
、
報
告
者
の
手
を
経
て
き
て
い
る
上
に
、
著
者
蒲
松
齢
の
創
意
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
り
、
き
わ
め

て
高
度
の
芸
術
的
表
現
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
民
間
伝
承
の
原
形
そ
の
ま
斗
で
は
な
い
も
の
も
か
な
り
あ
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
ま
た
民
間
伝
承
そ
の
も

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

の
が
複
雑
な
性
質
l
l
t

た
と
え
ば
民
曹
の
伝
説
化
、
伝
説
の
民
語
化
、
民
曹
の
世
間
話
へ
の
混
入
、

な
か
に
は
「
趨
城
虎
」
凶
（
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
十
六
巻
本
の
巻
数
。
以
下
同
じ
）
、
「
蘇
仙
」
凶
、
「
張
老
相
公
」
倒
、
「
金
姑
夫
」

一
つ
の
説
話
と
他
の
説
話
と
の
習
合
、
等
々
ー
ー
を
も
っ

凶
の
よ
う
に
、
一
つ
の
特
定
の
樹
木
や
社
洞
な
ど
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
たH
Aち
に
伝
説
だ
と
知
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
多
く
は
、
そ
の
民
間

伝
承
と
し
て
の
種
類
を
判
定
す
る
こ
と
に
困
難
を
感
じ
る
。
た
X

「
志
異
」
の
話
で
ほ
か
に
そ
れ
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
話
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
比

較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
間
伝
承
と
し
て
の
型
式
と
か
変
化
と
か
流
伝
と
か
の
状
態
を
多
少
な
り
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
論
文
で



は
、
数
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
「
志
異
」
の
話
の
中
の
そ
の
よ
う
な
も
の
を
と
り
あ
げ
て
、」
の
す
ぐ
れ
た
怪
異
小
説
集
に
対
す
る
民
間
伝
承
的
考
察
を
試
み

て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
文
学
と
し
て
の
「
志
異
」
を
考
察
す
る
場
合
に
も
大
い
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
重
要
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

附
記
・
・
厳
密
な
意
味
で
は
、
伝
説
は
話
（
説
話
）
の
中
に
は
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
、
便
宜
上
、
民
間
の
話
の
中
に

入
れ
て
あ
っ
か
う
こ
と
に
す
る
。

一
、
「
志
異
」
以
前
の
話
と
の
比
較

「
志
異
」
に
は
従
来
、
史
実
曹
と
み
な
さ
れ
て
い
る
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
中
に
は
、

古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
需
が
あ
る
よ
う
に

私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
姉
妹
易
嫁
」
同
は
明
の
毛
文
簡
公
の
夫
人
の
物
語
で
あ
る
が
、
越
起
呆
の
「
例
言
」
に
は
事
実
あ
っ
た
こ
と
と
一
百
っ
て
い

る
し
、
ま
た
こ
の
篇
の
後
に
は
、
毛
氏
の
碑
表
に
篇
中
の
事
蹟
と
同
じ
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
旨
、
附
言
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宋
の
「
南
部
新
書
」
に

こ
れ
と
同
じ
話
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
頂
と
い
う
人
の
父
親
が
翼
州
の
長
吏
を
し
て
い
た
時
、
南
宮
県
丞
の
崖
敬
の
娘
を
わ
が
子
の
嫁
に
し
よ
う
と
す
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と
い
う
話
で
あ
る
。
「
南
部
新
書
」
か
ら

此
の
話
を
引
い
て
い
る
「
茶
香
室
三
抄
」
の
著
者
も
、
「
此
を
観
て
乃
ち
知
る
、
此
等
の
事
、
古
に
己
に
之
有
り
、
と
。
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら

く
妹
が
い
や
が
る
姉
に
代
っ
て
嫁
に
ゆ
き
幸
福
に
な
る
と
い
う
型
式
の
民
曹
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
史
実
謹
化
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
こ
の
型
式

は
モ
チ
ー
フ
の
点
で
蛇
郎
曹
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
民
間
伝
承
と
し
て
の
色
彩
を
濃
厚
に
呈
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

る
が
、
娘
が
承
知
せ
ず
、
そ
の
妹
が
姉
に
代
っ
て
士
口
頂
の
も
と
へ
嫁
ぎ
、
後
に
吉
頂
は
出
世
し
て
宰
相
に
な
っ
た
、

こ
の
話
が
唐
の
沈
既
済
の
書
い
た
有
名
な
「
枕
中
記
」
と
類
似
し
た
話
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
曾
孝
廉

が
礼
部
の
試
験
に
合
格
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
る
寺
に
行
っ
た
時
に
み
た
夢
の
中
で
、
自
分
が
宰
相
と
な
っ
て
栄
耀
栄
華
を
き
わ
め
て
権
勢
を
ふ
る

「
続
黄
梁
」
切
を
読
む
人
は
だ
れ
で
も
、

ぅ
。
し
か
し
専
横
の
た
め
に
弾
効
さ
れ
、
つ
い
に
位
を
剥
脱
さ
れ
家
財
を
没
収
さ
れ
、
配
流
の
途
中
で
盗
賊
に
あ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
骨
の
魂
は
地
獄
に

連
れ
て
ゆ
か
れ
て
裁
き
を
受
け
、
種
々
の
惨
虐
な
刑
罰
を
受
け
た
後
に
、
乞
食
の
娘
に
投
生
す
る
。
後
に
妾
に
売
ら
れ
る
が
、
盗
賊
を
導
き
入
れ
て
主
人
を
殺



し
た
と
い
う
窓
罪
を
か
ぶ
せ
ら
れ
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
よ
う
と
し
、
悲
し
み
と
怒
り
で
泣
き
叫
ぼ
う
と
し
た
時
に
、
夢
か
ら
さ
ま
さ
れ
る
、

と
い
う
長
い
篇

で
、
そ
の
主
題
、
構
想
は
明
ら
か
に
「
枕
中
記
」
と
類
似
し
て
い
る
。
魯
迅
は
「
中
国
小
説
史
略
」
の
中
で
、
「
志
異
」
に
は
唐
人
伝
奇
か
ら
の
転
化
に
出
る

も
の
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
例
に
「
鳳
陽
土
人
」
と
こ
の
「
続
貰
梁
」
の
名
を
挙
げ
、
蒲
松
齢
が
こ
の
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
い
な
い
の
は
、
思
う
に
古
を
模
倣

し
な
が
ら
も
そ
れ
を
詳
む
の
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
魯
迅
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
解
釈
力
は
全
く
欠
け
て
い
た
人
だ
か
ら
、

一
つ
の
話
が
そ
れ
以
前

の
話
と
酷
似
し
て
い
る
と
、
直
ち
に
模
倣
と
い
う
意
識
で
解
釈
し
処
理
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
元
来
中
国
に
は
「
枕
中
記
」
の
よ
う
に
夢

の
中
で
立
身
出
世
す
る
と
い
う
話
が
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
「
枕
中
記
」
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
「
捜
神
記
」
の
中
に
、
単
父
県
の
楊
林
が
焦
湖
の

(2
>

廟
の
玉
枕
の
裂
け
目
か
ら
枕
の
中
の
世
界
に
入
り
、
幸
福
な
暮
し
を
す
る
と
い
う
話
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

が
、
そ
の
後
長
い
間
伝
承
さ
れ
て
民
間
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
一
つ
を
採
録
し
た
の
が
「
志
異
」
の
「
続
黄
梁
」
だ
と
私
は
思
う
。
そ
こ
に
は
「
捜
神
記
」

の
も
の
や
「
枕
中
記
」
の
よ
う
に
枕
に
入
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
み
ら
れ
な
い
が
、
寺
（
廟
）
に
入
っ
て
眠
っ
て
夢
を
み
る
、
そ
の
わ
ず
か
な
時
間
の
夢
の
間-295-

に
人
世
の
無
常
を
経
験
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
そ
の
ま
与
に
う
け
つ
い
で
い
る
。
女
に
生
ま
れ
か
わ
ら
せ
ら
れ
る
と
い
う
後
の
方
の
部
分
も
、
魯
迅
的
な
考

え
か
ら
ゆ
け
ば
「
杜
子
春
伝
」
あ
た
り
の
模
倣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
も
や
は
り
そ
の
よ
う
な
説
話
が
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
て
、
「
枕
中
記
」
型

の
説
話
と
習
合
し
た
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
魯
迅
の
模
倣
説
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
鳳
陽
土
人
」
聞
は
、
三
人
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ

同
一
の
夢
を
み
る
と
い
う
話
で
、
白
行
簡
の
コ
ニ
夢
記
」
を
ま
ね
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
関
係
も
や
は
り
民
間
伝
承
の
観
点
か
ら
考
察

す
べ
き
も
の
と
思
う
。

周
春
の
「
遼
詩
話
」
に
附
記
さ
れ
て
い
る
「
染
荘
社
記
」
中
の
蛇
の
話
と
と
も
に
、
「
水
経
注
」

(3
>

に
み
ら
れ
る
蛇
の
話
に
附
会
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
、
そ
の
「
小
説
旧
聞
抄
」
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
話
は
、
人
間
に
育
て
ら
れ
た
蛇
が
よ
く
馴

魯
迅
は
右
ニ
篇
の
ほ
か
に
、
「
志
異
」
の
「
蛇
人
」
闘
も
、

れ
る
が
、
大
き
く
な
っ
て
人
間
の
手
を
は
な
れ
る
と
人
を
お
そ
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
筋
の
も
の
で
、
「
水
経
注
」
の
話
は
六
朝
時
代
の
武
強
県
（
現
在
河
北

省
）
の
あ
る
湖
の
生
成
伝
説
で
あ
り
、
「
染
荘
社
記
」
の
は
金
代
の
永
平
地
方
（
現
在
河
北
省
）
の
一
村
落
の
地
名
伝
説
で
あ
る
。
「
蛇
人
」
は
蒲
松
齢
の
故
郷

に
近
い
所
に
す
ん
で
い
た
蛇
使
い
の
話
で
、
人
を
襲
っ
た
蛇
が
育
て
の
親
に
い
さ
め
ら
れ
る
と
お
と
な
し
く
な
る
と
い
う
点
が
「
染
荘
社
記
」
の
話
と
共
通
し



て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
話
の
ほ
か
に
宋
代
の
宋
長
自
の
「
柳
亭
詩
話
」
に
も
、
山
東
西
山
の
欝
柘
寺
（
現
在
の
露
柘
山
舶
雲
寺
で
あ
ろ
う
）
に
二
匹
の
巨
蛇
が

い
て
、
寺
の
磐
戸
を
聞
く
と
出
て
く
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
王
梧
渓
の
「
題
虎
樹
亭
詩
」
の
注
に
も
、
宋
聴
禅
師
が
華
亭
（
現
在
江
蘇
省
）
に

住
ん
で
い
た
こ
ろ
、
ニ
匹
の
人
喰
虎
を
な
ら
し
た
が
、
禅
師
が
卒
去
す
る
と
二
匹
も
ま
た
相
次
い
で
死
ん
だ
、
と
い
う
伝
説
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
語
柘
寺
の

蛇
の
名
も
華
亭
の
虎
の
名
も
と
も
に
大
青
・
小
青
で
あ
り
、
「
蛇
人
」
の
三
匹
の
蛇
の
名
は
、大青
・
二
青
・
小
青
と
い
う
ふ
う
に
、
名
の
点
で
も
関
係
が
深

ぃ
。
華
亭
の
伝
説
で
は
蛇
で
は
な
く
て
虎
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
相
違
は
、
民
間
伝
承
に
は
常
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
五
つ
の
時
代
を
異

に
し
た
民
間
伝
承
の
相
互
間
に
は
、
か
な
り
複
雑
な
伝
承
関
係
が
あ
る
こ
と
斗
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
五
つ
の
伝
承
の
存
在
し
て
い
た
場
所
も
地
理
的
に
み
て
隣

接
し
て
い
る
と
い
う
点
も
、
あ
る
い
は
そ
の
伝
承
関
係
の
大
き
な
背
景
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
紅
毛
麗
」
仰
は
、
い
つ
の
頃
か
明
記
し
て
い
な
い
で
、
紅
毛
人
が
中
国
に
き
て
上
陸
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
た
H
A
一
枚
の
毛
麗
を
し
く
土
地
を
く
れ
と

た
の
み
、
承
諾
を
得
る
と
毛
監
を
引
張
り
の
ば
し
て
、
わ
ず
か
の
時
間
に
数
百
人
の
も
の
が
入
れ
る
ほ
ど
の
広
さ
に
し
、
武
器
を
も
っ
た
人
数
が
不
意
に
襲
撃-296 ー

し
て
数
里
の
地
方
を
掠
奪
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ル
タ
ゴ
を
創
立
し
た
王
女
ヂ
ド
の
謀
計
の
話
と
同
類
の
話
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
浅
学
に
し

<4
>(

5
>

て
知
ら
な
か
っ
た
が
、
柳
田
国
男
氏
の
記
述
に
よ
っ
て
、
南
方
熊
楠
氏
の
随
筆
に
そ
の
考
証
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
少
許
を
乞
て
広
い

地
面
を
手
に
入
れ
る
」
話
が
、
世
界
に
広
い
分
布
を
も
っ
た
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
で
は
「
明
史
」
に
同
類
の
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
志

異
」
所
収
の
も
の
は
そ
れ
と
民
間
伝
承
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
画
壁
」
川
は
壁
画
の
美
女
に
魂
を
う
ば
わ
れ
た
男
が
壁
の
中
に
入
っ
て
女
と
情
交
す
る
と
い
う
、

交
し
て
一
人
前
の
女
性
に
な
っ
た
女
の
髪
の
形
の
変
化
が
画
に
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
点
は
、
「
聞
奇
録
」
（
逸
書
。
「
太
平
広
記
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
）
中

(6
) 

の
「
画
工
」
の
話
の
中
の
、
画
の
中
に
女
の
生
ん
だ
幼
児
が
新
た
に
ふ
え
て
い
た
、
と
い
う
趣
向
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
た

x

女
が
画
か
ら
ぬ
け
だ
し
て
男

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
濃
い
柳
斎
的
な
話
だ
が
、
男
と
情

と
情
交
す
る
と
い
う
筋
は
「
画
壁
」
と
は
逆
の
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
話
な
ど
も
、
や
は
り
民
間
伝
承
的
に
は
同
類
の
も
の
と
考
え
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
の
渉
猟
が
狭
く
、
「
聞
奇
録
」
の
も
の
以
外
に
は
類
似
の
も
の
を
知
ら
な
い
が
、
広
く
調
査
す
れ
ば
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
資

料
が
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
たHA
こ
こ
で
は
、
男
が
画
中
の
美
女
に
魅
せ
ら
れ
て
情
交
し
、
そ
の
結
果
絵
画
の
方
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
モ
チ



ー
フ
の
民
語
が
お
そ
ら
く
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
指
適
す
る
に
止
め
て
お
く
。

二
、
同
時
代
の
話
と
の
比
較

る
。

こ
の
章
で
は
「
志
異
」
と
同
時
代
、
も
し
く
は
た
い
し
た
へ
だ
た
り
の
な
い
こ
ろ
の
類
似
し
た
話
と
の
比
較
を
項
別
に
と
り
あ
げ
て
列
記
す
る
こ
と
に
す

(1) 

林
四
娘
物
語

「
志
異
」
の
「
林
四
娘
」
闘
は
、
山
東
青
州
道
の
観
察
陳
公
宝
鎗
と
幽
鬼
の
女
林
四
娘
と
の
愛
情
関
係
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
話
で
、

説
話
に
類
型
の
多
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ー
、
陳
公
の
と
こ
ろ
へ
若
い
美
女
林
四
娘
が
あ
ら
わ
れ
る
。
公
は
幽
霊
だ
と
は
思
っ
た
が
、
そ
の
美
し
さ
を
よ
ろ
こ
び
、
観
楽
を
共
に
し
た
。

2

、
以
後
女
は
毎
晩
あ
ら
わ
れ
、
共
に
音
律
を
談
じ
、
時
に
は
公
の
す
ふ
め
で
悲
し
い
調
べ
の
歌
を
う
た
っ
た
。

3

、
公
が
身
の
上
を
た
ず
ね
る
と
衡
府
の
宮
女
で
難
に
あ
っ
て
死
ん
だ
こ
と
を
告
げ
、
宮
中
の
様
子
を
話
し
て
嘆
き
悲
し
ん
だ
。

4

、
女
は
夜
は
眠
ら
な
い
で
金
剛
経
の
兜
を
と
な
え
て
い
て
、
も
う
一
度
来
世
に
生
ま
れ
て
き
た
い
と
言
っ
た
。

5

、
三
年
後
、
経
児
を
持
諦
し
て
い
た
功
徳
で
他
家
に
投
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
別
離
を
告
げ
る
。
終
り
に
悲
し
い
歌
を
う
た
い
、

姿
を
け
し
て
し
ま
っ
た
。

蒲
松
齢
の
岡
県
の
先
輩
王
士
禎
の
「
池
北
偶
談
」
（
「
談
異
」
七
之
二
）
の
中
に
も
同
じ
く
林
四
娘
の
話
が
あ
る
が
、

中
国
の
幽
鬼
関
係
の

一
篇
の
詩
を
残
し
て

次
の
よ
う
な
著
し
い
相
違
が
み
ら
れ

る
0 ー

、
林
四
娘
が
生
前
住
ん
で
い
た
宮
廷
が
荒
れ
は
て
て
い
る
た
め
に
、
陳
公
の
役
署
を
借
り
て
客
を
招
待
し
よ
う
と
し
て
、
陳
公
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。



2

、
女
は
一
年
あ
ま
り
し
て
別
離
を
告
げ
る
が
、
そ
れ
は
泰
山
に
行
く
か
ら
だ
っ
た
ひ

右
の
2

の
泰
山
に
行
く
と
い
う
の
は
、
泰
山
府
君
が
幽
鬼
の
統
領
で
、
冥
府
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
、
こ
の
信
仰
は
古
く
か
ら
民
間
に

あ
る
。
林
四
娘
が
残
し
た
詩
で
も
、
「
志
異
」
の
も
の
と
「
池
北
偶
談
」
の
も
の
と
で
は
著
し
い
相
違
が
あ
る
が
、
今
は
詳
述
を
省
く
。
「
池
北
偶
談
」
の
話
は

(7
>

王
土
禎
が
程
周
量
か
ら
聞
い
て
記
録
し
た
も
の
ら
し
い
。

<8
>

「
楚
辞
燈
」
の
著
者
と
し
て
有
名
な
林
西
仲
に
「
林
四
娘
記
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
林
氏
の
附
記
に
よ
っ
て
江
南
（
江
蘇
省
）
地
方
に
流
布
し
て
い
た
説
話

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
前
の
二
話
よ
り
は
は
る
か
に
長
い
も
の
で
、
そ
の
後
半
は
前
二
者
と
類
似
す
る
が
、
前
半
は
前
二
者
と
は
全
く
違
う
話
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ー
、
陳
公
が
康
照
二
年
に
山
東
青
州
道
の
食
事
に
な
っ
た
が
、
夜
に
な
る
と
役
署
の
中
で
何
物
か
が
ひ
ど
い
さ
わ
ぎ
を
す
る
の
で
、
下
男
に
様
子
を
み
さ
せ

る
と
、
青
面
接
牙
の
恐
ろ
し
い
鬼
が
い
た
。

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

-298ー

2

、
以
後
陳
公
は
兵
を
集
め
て
役
所
を
守
っ
た
が
鬼
は
毎
夜
必
ず
や
っ
て
き
て
ひ
ど
い
さ
わ
ぎ
を
し
、
武
器
を
と
っ
て
攻
め
た
り
神
亙
を
使
っ
て
も
ふ
せ
ぐ

3

、
公
は
心
配
の
あ
ま
り
病
駄
に
つ
い
て
し
ま
う
が
、
友
人
が
事
情
を
き
い
て
鬼
の
駆
逐
を
中
止
し
た
方
が
よ
い
と
戒
し
め
て
い
る
処
へ
、
鬼
が
あ
ら
わ

れ
、
そ
れ
ま
で
の
ふ
る
ま
い
を
わ
び
た
。
友
人
が
そ
の
恐
ろ
し
い
姿
を
変
え
て
出
な
お
し
て
く
る
よ
う
に
と
忠
告
す
る
と
、
鬼
が
り
っ
ぱ
な
服
装
を
し
た

美
女
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

右
の
後
は
「
志
異
」
や
「
池
北
偶
談
」
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
次
の
諸
点
が
違
っ
て
い
る
。

ー
、
林
四
娘
は
一
僕
一
稗
を
連
れ
て
い
る
が
、
そ
の
二
人
は
影
ば
か
り
あ
っ
て
姿
形
は
み
え
な
い
。

2

、
陳
公
の
処
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
同
郷
の
誼
に
よ
る
。

3

、
陳
公
の
役
署
の
文
書
の
文
書
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
疑
獄
を
処
理
し
た
り
す
る
。
ま
た
士
の
風
采
を
み
て
そ
の
人
物
を
見
抜
き
、
ま
た
陳
公
が
商
人
か

ら
金
の
催
促
を
う
け
て
困
っ
て
い
る
の
を
助
け
る
。



4

、
別
れ
に
臨
ん
で
詩
を
贈
っ
た
こ
と
は
前
二
者
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
詩
が
し
る
さ
れ
て
い
な
い
。

5

、
女
は
も
と
江
甫
府
の
官
吏
の
娘
で
、
父
親
が
官
物
横
領
の
罪
で
入
獄
し
た
時
、
実
恥
ん
と
協
力
し
て
父
の
救
助
に
尽
力
す
る
が
、
出
獄
し
た
父
親
か
ら
表

兄
と
の
仲
を
疑
わ
れ
て
、
そ
の
潔
白
を
知
ら
す
た
め
に
艦
死
し
た
。
し
か
し
そ
の
烈
魂
は
散
じ
な
か
っ
た
。

「
志
異
」
と
「
池
北
偶
談
」
と
の
話
は
と
も
に
山
東
地
方
の
話
で
あ
り
、
「
林
四
娘
記
」
の
方
は
江
南
の
話
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
林
四
娘
物
語
は
初
め

山
東
青
州
の
陳
公
に
つ
い
て
の
噂
話
（
世
間
話
）
が
山
東
各
地
に
説
話
化
し
て
流
伝
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
多
少
変
化
を
と
も
な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ

り
、
「
志
異
」
と
「
池
北
偶
談
」
と
の
聞
の
差
異
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
酷
似
し
た
話
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
説
話
が
次
第
に
流
伝

し
て
江
南
地
方
に
ま
で
ゆ
く
と
、
「
林
四
娘
記
」
の
前
半
の
よ
う
な
別
の
説
話
が
そ
れ
に
習
合
し
、さ
ら
に
そ
の
伝
承
の
聞
に
話
の
主
人
公
の
身
分
も
衡
府
の

宮
女
か
ら
江
需
府
の
庫
官
の
娘
に
な
っ
て
し
ま
い
、

司
令
。

ま
た
種
々
の
別
の
要
素
が
加
っ
て
、
「
林
四
娘
記
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
だ
、と思
わ
れ

(2) 

目U

世

語

-299ー

「
部
士
梅
」
闘
は
蒲
松
齢
が
先
輩
高
聞
か
ら
聞
い
た
前
世
諌
で
、
「
志
異
」
に
は
こ
の
篇
の
外
に
「
三
生
」
ω
、
「
四
十
千
」
側
、
「
在
可
愛
」
側
、
「
除
西
某

公
」
側
、
「
餓
鬼
」
側
、
「
蒋
太
史
」
側
、
な
ど
の
前
世
に
関
し
た
話
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
民
間
の
話
に
は
こ
の
種
の
も
の
が
多
い
こ
と
を
示
す
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
「
部
土
梅
」
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー
、
山
東
海
宵
の
進
士
部
土
梅
が
登
州
で
、
自
分
の
前
世
に
同
じ
村
に
住
ん
で
い
た
二
人
の
人
に
あ
っ
た
。

2

、
部
は
二
人
と
話
を
し
て
、
自
分
の
前
身
が
高
東
海
と
い
う
義
侠
の
男
で
、
わ
ず
か
な
盗
み
を
し
た
娼
妓
を
か
く
ま
っ
た
罪
で
獄
に
入
れ
ら
れ
死
ん
で
し

ま
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
の
死
亡
の
日
が
ち
ょ
う
ど
部
の
生
ま
れ
た
目
だ
っ
た
。

3

、
部
は
後
に
前
世
に
住
ん
で
い
た
妻
子
に
あ
わ
れ
み
を
か
け
て
や
っ
た
。

「
池
北
偶
談
」
で
は
前
世
を
覚
え
て
い
る
人
の
名
を
「
記
前
生
」
（
「
談
異
」
七
之
一
）
中
に
挙
げ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
こ
の
部
士
梅
の
こ
と
が
し
る
さ
れ



て
い
る
。
そ
こ
に
は
部
士
梅
が
前
世
の
住
居
に
行
っ
て
妻
子
の
た
め
に
生
活
を
謀
っ
て
や
り
子
供
に
読
書
を
教
え
た
こ
と
と
、
部
が
妻
と
三
世
に
わ
た
っ
て
夫

婦
に
な
っ
た
こ
と
が
極
く
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
妻
と
三
世
に
わ
た
っ
て
夫
婦
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
同
書
の
他
の
箇
処
（
「
談
異
」
七
之
五
）
に

別
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
「
志
異
」
の
も
の
と
酷
似
し
た
話
に
は
陸
次
山
の
「
部
士
梅
伝
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
漸
江
地
方
に
康
煎
七
年
頃
に
盛
ん
に
伝
承

さ
れ
て
い
た
話
を
次
山
が
記
録
し
た
も
の
で
、
次
の
諸
点
で
「
志
異
」
の
話
と
は
違
っ
て
い
る
。

ー
、
部
士
梅
の
前
身
は
棲
霞
地
方
の
高
家
荘
の
ま
じ
め
な
村
長
で
、
病
死
し
て
青
衣
に
み
ち
び
か
れ
て
済
甫
の
部
家
に
投
生
し
た
。

2

、
二
、
三
才
で
よ
く
物
を
言
い
、
前
世
の
こ
と
を
話
し
た
。

3

、
成
長
し
て
進
士
と
な
り
登
州
に
赴
任
し
、
高
家
荘
に
行
っ
た
時
、
土
地
の
人
か
ら
自
分
の
前
身
が
自
分
の
誕
生
日
に
死
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
、
事
情

を
話
し
て
、
前
世
で
の
娘
に
あ
い
に
ゆ
く
。
娘
は
そ
の
幼
時
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
た
。
ま
た
村
の
古
老
を
た
ず
ね
て
懐
旧
談
を
し
、
互
い
に
喜
び
あ

っ
た
。
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4

、
士
梅
は
そ
こ
で
悟
り
を
得
、
財
産
を
な
げ
出
し
て
古
老
の
家
に
手
厚
い
ほ
ど
こ
し
を
し
て
や
っ
た
。

右
の
三
つ
の
部
土
梅
物
語
か
ら
、
私
は
部
士
梅
と
い
う
人
の
前
世
に
つ
い
て
種
々
の
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
部
土
梅
と

い
う
人
が
前
世
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
民
間
に
あ
っ
た
種
々
の
前
世
語
が
み
な
こ
の
人
と
結
び
つ
い
て
し
ま
い
、
部
土
梅
の
前
世
語
な
る
も
の

が
当
時
さ
か
ん
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。

(3) 

浄
土
の
土
を
肉
と
し
て
再
生
す
る
話

「
湯
公
」
闘
は
実
枚
の
「
続
子
不
語
」
巻
二
の
「
牟
尼
泥
」
と
同
類
型
の
話
で
、共
に
一
度
死
ん
だ
者
の
霊
魂
が
冥
界
を
さ
ま
よ
い
、
菩
薩
や
釈
迦
の
力
で

新
し
い
肉
体
を
与
え
ら
れ
て
再
生
す
る
と
い
う
民
露
で
あ
る
。
「
湯
公
」
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー
、
湯
公
が
臨
終
の
と
き
、
過
去
の
さ
ま
ん
＼
の
こ
と
が
熱
気
と
な
っ
て
下
体
か
ら
上
体
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
、
次
に
そ
の
ま
込
身
体
か
ら
は
な
れ
、
さ
い
ご

に
そ
の
霊
魂
は
肉
体
か
ら
は
な
れ
て
広
い
城
外
を
さ
ま
よ
い
あ
る
い
た
。



2 

一
巨
人
が
出
現
し
て
公
を
拾
い
あ
げ
袖
の
中
に
入
れ
た
が
、
公
が
念
仏
を
唱
え
る
と
袖
か
ら
外
に
落
ち
た
。
巨
人
が
ま
た
拾
い
あ
げ
る
と
、
ま
た
念
仏

を
唱
え
て
落
ち
る
。
か
く
す
る
こ
と
三
回
、
巨
人
は
公
を
そ
の
ま
与
に
し
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

3

、
公
の
魂
は
西
方
に
向
い
、
途
中
で
あ
っ
た
僧
の
教
え
で
文
昌
帝
と
孔
子
（
こ
の
二
人
は
士
の
生
命
を
司
っ
て
い
る
）
の
も
と
に
ゆ
く
が
、
文
昌
帝
は
公

の
肉
体
が
腐
蝕
し
て
い
る
か
ら
菩
薩
の
力
に
た
よ
ら
ね
ば
再
生
で
き
な
い
と
教
え
て
く
れ
た
。

4

、
公
が
菩
薩
に
あ
っ
て
懇
願
す
る
と
、
は
じ
め
は
こ
と
わ
ら
れ
る
が
、一
尊
者
の
助
言
が
あ
り
、
菩
薩
は
法
力
を
使
っ
て
柳
枝
を
骨
と
し
浄
土
の
土
を
肉

と
し
、
公
の
霊
所
に
送
っ
て
霊
と
合
せ
る
と
、
公
は
再
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
牟
尼
泥
」
の
方
は
、
次
の
諸
点
が
「
湯
公
」
と
違
っ
て
い
る
。

ー
、
湯
公
は
母
と
二
人
ぐ
ら
し
だ
っ
た
。

2

、
病
死
す
る
と
鬼
卒
が
来
て
公
の
魂
を
東
獄
神
の
も
と
へ
連
れ
て
行
く
。
公
は
母
が
年
と
っ
て
い
る
こ
と
や
自
分
が
ま
だ
立
身
出
世
し
て
な
い
こ
と
を
つ

げ
で
あ
わ
れ
み
を
こ
う
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
。
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3

、
公
が
悲
し
む
と
、
神
は
「
汝
は
儒
生
だ
か
ら
孔
子
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
裁
い
て
も
ら
え
」
と
言
う
。

4

、
孔
子
の
も
と
に
ゆ
く
と
「
生
死
の
こ
と
は
東
獄
神
の
仕
事
、
功
名
の
こ
と
は
文
昌
神
の
受
持
ち
」
と
断
わ
ら
れ
る
。

5

、
悲
し
ん
で
も
ど
っ
て
く
る
途
中
、
普
渡
大
土
（
釈
迦
）
に
出
あ
い
、
懇
願
す
る
と
、
孝
行
を
め
で
て
願
い
を
きEぶ
と
い
ム
け
て
く
れ
る
。

6

、
公
の
屍
が
す
で
に
腐
敗
し
て
い
る
の
で
西
土
か
ら
牟
尼
泥
を
と
り
ょ
せ
、
善
財
童
子
に
命
じ
て
屍
の
修
繕
を
さ
せ
る
。
童
子
が
屍
の
修
繕
を
終
え
る

と
、
公
の
魂
が
そ
の
口
か
ら
中
に
入
っ
て
、
公
は
再
生
す
る
。

7

、
公
は
大
士
に
貧
淫
輩
酒
の
諸
戒
を
守
れ
ば
功
名
と
長
寿
が
与
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
酒
だ
け
は
や
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
他
の
戒
は
守
る
と
言
う
。

大
土
が
進
士
に
は
な
れ
る
が
禄
位
に
つ
く
運
が
な
い
か
ら
仕
官
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
果
し
て
そ
の
こ
と
ば
ど
お
り
、
公
は
知
事
の
在
任
中
に
死
ん

で
し
ま
う
。

右
の
二
つ
の
間
の
一
番
著
し
い
相
違
は
、
「
湯
公
」
の

1
、

2

の
点
と
「
牟
尼
泥
」
の
1
、

2

の
点
で
あ
る
。

こ
の
後
者
の
方
は
、
幽
界
と
現
世
と
の
交
渉



の
説
話
（
以
下
「
幽
明
交
渉
説
話
」
と
呼
ぶ
）
に
よ
く
み
ら
れ
る
型
式
で
あ
る
。

(4) 

知
事
の
冥
府
訪
問

「
鄭
都
御
史
」
凶
と
「
子
不
語
」
巻
一
の
「
鄭
都
知
県
」
と
は
、
冥
府
の
所
在
地
と
し
て
南
方
で
信
じ
ら
れ
て
い
る
四
川
省
の
鄭
都
に
関
す
る
民
露
で
あ
る
。

一
人
の
知
事
が
地
下
の
鄭
都
に
行
っ
て
冥
王
に
会
っ
て
く
る
と
い
う
筋
の
も
の
だ
が
、
こ
の
二
話
の
聞
に
は
民
間
伝
承
の
常
と
し
て
相
当
の
変
化
が
み
ら
れ

る
。
「
志
異
」
の
方
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー
、
鄭
都
県
外
の
洞
穴
は
閤
羅
天
子
の
役
署
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
そ
の
中
の
獄
具
は
一
切
人
民
が
供
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
支
出
額
は
県
の
公

簿
に
－
記
載
さ
れ
た
。

2

、
明
の
御
史
行
台
の
華
公
が
赴
任
し
て
き
た
が
そ
の
こ
と
を
信
ぜ
ず
、
人
民
の
ま
ど
い
を
払
お
う
と
思
っ
て
、
二
人
の
従
者
を
つ
れ
て
自
ら
洞
の
中
に
入

っ
て
行
っ
た
。
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3

、
深
さ
一
里
ほ
ど
行
く
と
宏
大
な
股
堂
が
あ
り
、
り
っ
ぱ
な
な
り
を
し
た
役
人
が
い
た
。
公
は
そ
の
男
（
冥
玉
）
か
ら
そ
こ
が
冥
府
だ
と
い
わ
れ
て
驚
い

て
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
許
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
公
が
嘆
願
す
る
と
「
某
月
某
日
、
肉
身
を
以
て
陰
に
帰
す
」
と
し
る
さ
れ
た
巻
物
を
み
せ
ら
れ
た
。

4

、
金
甲
神
が
あ
ら
わ
れ
、
上
帝
か
ら
の
大
赦
の
書
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
冥
王
は
公
を
現
世
に
帰
そ
う
と
し
、
帰
路
を
示
し
た
。

5

、
帰
路
の
途
中
、
道
に
迷
っ
て
い
る
と
、
赤
面
長
暑
の
一
神
将
が
あ
ら
わ
れ
、
光
で
道
を
照
ら
し
て
く
れ
、
経
文
を
請
す
れ
ば
無
事
外
に
出
ら
れ
る
と
教

え
て
く
れ
た
。
公
が
そ
の
通
り
に
す
る
と
道
が
明
る
く
な
り
前
進
で
き
た
が
、
途
中
で
諦
経
の
文
句
を
忘
れ
て
つ
ま
る
と
忽
ち
暗
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

経
文
を
思
い
出
し
て
や
っ
と
公
は
外
に
出
る
こ
と
が
出
来
た
。

6

、
二
人
の
従
者
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

右
に
く
ら
べ
る
と
「
子
不
語
」
の
方
の
話
は
や
や
複
雑
な
内
容
で
あ
り
、
次
の
諸
点
で
前
者
と
著
し
い
相
違
を
み
せ
て
い
る
。

ー
、
鄭
都
へ
の
入
口
は
県
内
の
井
戸
で
あ
る
。



2

、
知
事
は
清
初
の
劉
綱
と
い
う
人
で
、
人
民
か
ら
、
地
獄
に
行
っ
て
銭
粧
を
免
じ
て
く
れ
る
よ
う
に
鬼
神
に
交
渉
し
て
き
で
く
れ
と
依
頼
さ
れ
、
従
者

（
幕
客
の
読
書
人
）
を
連
れ
て
ゆ
く
。

3

、
冥
王
に
あ
っ
て
人
民
の
頼
み
を
告
げ
る
と
、
冥
王
は
「
そ
れ
は
妖
僧
や
悪
道
士
の
仕
業
だ
」
と
言
っ
て
、
人
民
の
為
に
来
た
知
事
の
義
侠
を
ほ
め
る
。

4

、
突
然
紅
い
光
と
共
に
伏
魔
大
帝
（
関
羽
）
が
あ
ら
わ
れ
知
事
と
話
を
交
え
る
が
、
従
者
が
気
に
さ
わ
る
質
問
を
し
た
た
め
、
大
帝
は
怒
っ
て
去
っ
て
し

ま
う
。
冥
王
が
従
者
を
詰
責
し
て
雷
に
う
た
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
言
う
と
、
従
者
は
驚
い
て
許
し
を
こ
う
。
冥
王
は
彼
の
背
中
に
玉
印
を
押
し
て
く
れ

る
。

5

、
帰
途
に
つ
き
鄭
都
の
南
門
に
つ
く
と
従
者
は
急
病
で
死
ん
で
し
ま
う
。
ま
も
な
く
雷
電
が
従
者
の
棺
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
る
。
後
で
し
ら
べ
て
み
る
と
、

従
の
衣
服
は
ほ
と
ん
ど
焼
け
て
し
ま
い
、
背
中
の
印
の
あ
る
箇
処
だ
け
が
残
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
話
も
前
の
「
牟
尼
泥
」
の
よ
う
に
、
冥
界
に
行
っ
て
、
徳
の
お
か
げ
で
許
さ
れ
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
、
幽
明
交
渉
説
話
の
型
式
の
一
つ
で-303 ー

あ
る
。
「
志
異
」
に
は
、
「
考
城
陸
」ω
、
「
阿
宝
」
凶
、
「
鐘
生
」
仰
な
ど
同
じ
趣
向
の
話
が
み
ら
れ
る
。
当
時
民
聞
に
類
型
の
多
か
っ
た
話
で
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。

(5) 

義

犬

物

垣
間

「
義
犬
」
闘
は
楢
川
県
の
周
村
の
商
人
某
が
蕪
湖
（
安
徽
）
に
行
っ
た
と
き
賊
に
襲
わ
れ
、危
う
い
と
こ
ろ
を
恩
を
か
け
た
犬
に
救
わ
れ
る
話
で
あ
る
。、炉
、ー・

れ
と
似
た
も
の
に
「
子
不
語
」
巻
一
の
「
伏
波
灘
義
犬
」
が
あ
り
、
広
州
地
方
の
話
で
あ
る
。
あ
る
商
人
が
賊
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
酒
を
飲
ま
せ
て
殺

し
て
く
れ
と
頼
み
、
貸
巻
き
に
し
て
河
に
投
げ
込
ま
れ
、
犬
に
助
け
ら
れ
る
と
い
う
筋
は
「
義
犬
」
と
全
く
同
じ
だ
が
、
助
け
ら
れ
た
客
が
賊
よ
り
先
に
賊
の

行
く
さ
き
に
行
っ
て
役
人
に
届
け
出
て
首
尾
よ
く
捕
え
る
と
い
う
所
が
、
「
義
犬
」
で
は
犬
が
主
人
を
賊
の
隠
れ
て
い
る
舟
に
つ
れ
て
い
っ
て
、
賊
に
か
み
つ

く
上と
にし、

示う
し話
7こ tこ
話な
のつ

外て
tこし、
、る

ー寸 0 

池 h
北呆
｛再三

舎語
ムと

定主
里民
交ら
二か

さ品
Z 笠
も刊

恩の輔

がま
七」

あ篇 るあ。
る
。

対
照
す
る
と
次
の
と
お
り

な
る
。



τ！：：＇ 
d己、

異

池

北

｛用

談

川
「
小
猟
犬
」
附
・
：ji

－
－
・
「
小
猟
犬
」
（
談
異
七
之
七
）

凶
「
妾
撃
賊
」
凶
：
・
j
i

－
－
「
賢
妾
」
（
談
異
七
之
七
）

附
「
陽
武
侯
」
凶
：
；ji

－
－
「
醇
忠
武
」
（
談
献
六
之
四
）

凶
「
五
殺
太
夫
」
凶
：
：
：
：
・
「
五
殺
大
夫
」
（
談
異
七
之
七
）

同
「
蛇
石
」
凶
－j
i

－
－
：
；
：
「
峻
石
」
（
談
異
七
之
一
）

ω

「
張
貢
士
」
同
：
：
：
：
：
：
「
心
頭
小
人
」
（
談
異
七
之
七
）

M
W「
蒋
太
史
」
同
：j
i

－
－
・
「
蒋
虎
臣
」
（
談
献
六
之
四
）

問
凶
附
の
三
話
は
「
池
北
偶
談
」
の
も
の
と
叙
次
、
内
容
の
点
で
全
く
同
じ
と
言
え
る
ほ
ど
の
一
致
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
志
異
」
と

「
偶
談
」
と
が
同
一
の
話
を
採
録
し
た
か
、
あ
る
い
は
「
偶
談
」
の
も
の
は
王
土
禎
が
「
志
異
」
を
読
ん
で
記
録
し
た
も
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

旬
は
「
志
異
」
の
方
は
噂
話
を
記
録
し
た
の
で
あ
り
、
「
偶
談
」
の
方
は
、
王
自
身
が
自
分
の
家
の
傭
人
の
こ
と
を
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
山
間
的
の
三
つ

右
の
う
ち
、
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は
、
両
者
の
聞
に
多
少
の
相
違
点
は
み
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
で
対
照
す
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
ま
た
川
と
類
似

(9
>

し
た
一
条
が
「
纂
異
記
」
に
あ
る
こ
と
が
「
淑
生
随
筆
」
に
み
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
類
の
話
も
民
需
と
し
て
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

「
塞
償
債
」
闘
と
「
子
不
語
」
巻
一
の
「
太
楽
上
人
」
も
同
類
の
話
で
あ
る
が
、

」
れ
は
現
代
の
民
曹
に
も
み
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
次
の
章
で
触
れ
る
こ
と

に
す
る
。

三
、
現
代
民
諒
と
の
関
係

（
叩
）

中
国
の
民
俗
学
者
鐘
敬
文
氏
は
、
以
前
そ
の
「
中
国
民
語
の
型
式
」
の
小
叙
の
中
で
、
中
国
の
歴
史
の
悠
久
な
こ
と
斗
地
理
の
広
博
な
こ
と
に
よ
っ
て
、
民



曹
の
性
質
の
複
雑
さ
と
数
量
の
豊
富
な
こ
と
は
、
世
界
に
冠
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
色
彩
の
多
様
な
こ
と
も
欧
洲
の
も
の
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
こ
と

を
強
調
し
た
。
こ
の
鐘
氏
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
斗
に
受
け
と
っ
て
差
支
え
な
い
も
の
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
鐘
氏
が
民
曹
の
型
式
の
草
案
中
に

と
り
あ
げ
た
四
十
五
の
型
式
の
話
は
、
鐘
氏
も
言
う
よ
う
に
、
中
国
の
「
民
需
の
海
の
中
の
大
き
な
波
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
此
の
海
の
中
の
大
き

な
波
の
総
て
で
な
い
」
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
鐘
氏
の
整
理
し
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
二
一
五
の
型
を
整
理
し
た
エ
パ
ハ
ル
ト
氏

(U
) 

巧
－
E
u
ω岳
山
丘
の
成
果
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
だ
ろ
う
。
私
は
こ
の
章
で
は
、
鐘
氏
と
エ
パ
ハ
ル
ト
氏
の
研
究
成
果
や
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
私

が
調
査
し
た
資
料
を
も
と
に
し
て
、
「
志
異
」
の
話
と
現
代
民
曹
と
の
関
係
の
面
に
わ
ず
か
な
が
ら
も
照
明
を
あ
て
て
み
た
い
と
思
う
。

(1) 

道

術

語

「
種
梨
」
川
は
「
志
異
」
の
中
で
は
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
だ
が
、
中
国
東
北
地
方
で
は
民
需
と
し
て
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
、
高
山
信
司
氏
の
著

（
臼
〉

書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
道
士
が
術
に
よ
っ
て
奇
蹟
を
示
し
、
け
ち
な
人
聞
を
と
っ
ち
め
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
も
の
で
、
同
類
の
話
が
古
く
は
徐
光
が
術
を

（
臼
）

行
な
う
話
と
し
て
「
捜
神
記
」
に
見
え
て
い
る
。
「
種
梨
」
と
の
相
違
は
、
術
者
が
と
り
あ
つ
か
っ
た
も
の
が
梨
と
瓜
と
の
違
い
だ
け
で
、
あ
と
は
そ
っ
く
り-305ー

そ
の
ま
ふ
の
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
民
曹
は
長
年
月
に
わ
た
っ
て
民
衆
の
聞
に
生
き
つ
い
A

け
て
き
た
話
で
あ
る
。

(2) 

神
気
無
常
の
話

<M
)

「
柳
氏
子
」
闘
は
四
川
省
港
県
の
民
露
「
想
念
児
子
的
老
人
」
（
息
子
思
い
の
老
人
）
と
同
類
型
の
話
で
、
山
東
の
穆
州
の
話
で
あ
る
。
そ
の
概
略
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

ー
、
内
閣
秘
書
官
の
会
計
係
を
し
て
い
た
柳
西
川
が
四
十
才
で
男
の
子
を
得
て
溺
愛
し
、
放
任
主
義
で
育
て
た
ふ
め
、
息
子
は
放
蕩
者
と
な
っ
て
父
の
つ
く

っ
た
財
産
を
蕩
尽
し
、
病
気
に
な
っ
て
、
さ
い
ご
ま
で
父
を
困
ら
せ
な
が
ら
若
死
し
て
し
ま
っ
た
。
柳
は
死
な
ん
ば
か
り
に
悲
し
ん
だ
。

2

、
三
、
四
年
後
、
同
村
の
香
社
の
人
た
ち
が
泰
山
に
登
っ
た
時
、
柳
の
息
子
（
実
は
そ
の
幽
鬼
）
に
出
あ
い
様
子
を
た
ず
ね
る
と
、
た
ど
東
奔
西
走
し
て



い
る
だ
け
だ
と
答
え
、
再
会
を
約
束
し
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

3

、
約
束
ど
お
り
呑
社
の
連
中
の
宿
屋
に
き
た
息
子
は
、
柳
西
川
が
慕
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
と
急
に
怒
っ
た
顔
を
し
、
あ
う
日
時
を
指
定
し
て
、

柳
に
伝
え
る
よ
う
に
と
言
い
残
し
て
別
れ
て
し
ま
っ
た
。

4

、
話
を
伝
え
ら
れ
た
柳
西
川
は
喜
ん
で
定
め
ら
れ
た
日
に
宿
屋
に
ゆ
く
と
、
そ
こ
の
主
人
は
、
「
神
気
無
常
」
と
世
間
で
言
う
と
お
り
、
息
子
が
父
親
に

対
し
て
悪
意
を
い
だ
い
て
い
る
様
子
だ
か
ら
会
う
の
は
よ
し
た
方
が
い
い
、
も
し
も
ど
う
し
て
も
あ
い
た
い
と
い
う
の
な
ら
、
横
の
中
に
か
く
れ
て
様
子

を
う
か
H
A
っ
た
上
の
こ
と
に
す
る
よ
う
に
と
注
意
し
た
。

5

、
柳
は
主
人
の
言
っ
た
と
お
り
に
槙
の
中
に
か
く
れ
て
い
る
と
、
息
子
が
き
て
柳
の
来
否
を
聞
き
、
来
て
な
い
と
言
わ
れ
て
怒
っ
て
柳
を
口
ぎ
た
な
く
罵

っ
た
。
主
人
が
と
が
め
る
と
、
息
子
は
、
あ
ん
な
や
つ
は
親
爺
じ
ゃ
な
い
、
懇
意
に
し
て
い
る
う
ち
に
悪
い
気
を
起
し
て
自
分
が
苦
労
し
て
た
め
た
資
本

金
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
返
さ
な
か
っ
た
の
だ
、
今
日
こ
そ
や
っ
つ
け
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
の
に
、
と
言
い
、
捨
科
白
を
残
し
て
去
っ
て
行
っ
た
。
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6

、
柳
は
槙
の
中
で
恐
ろ
し
き
に
冷
汗
を
な
が
し
て
ふ
る
え
て
い
た
が
、
主
人
に
呼
ば
れ
て
あ
た
ふ
た
と
帰
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
話
は
実
在
の
人
、
実
在
の
土
地
と
結
び
つ
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
想
念
児
子
的
老
人
」
の
方
は
、
登
場
人
物
が
「
あ
る
老
人
」
、

「
そ
の
息
子
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
ま
た
わ
が
国
の
昔
話
の
胃
頭
に
み
ら
れ
る
「
む
か
し
む
か
し
」
に
あ
た
る
「
従
前
」
と
い
う
語
を
以
て
は
じ
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
柳
氏
子
」
の
場
合
の
よ
う
に
信
ず
べ
き
話
と
し
て
の
真
実
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
比
較
の
た
め
に
そ
の
概
略
を
示
す
と
次
の
通
り
に

な
る
。

ー
、
む
か
し
、
妻
に
死
別
し
て
一
人
の
息
子
し
か
い
な
い
老
人
が
い
た
。
二
人
は
互
い
に
た
よ
り
に
し
あ
い
愛
し
あ
っ
て
、
不
幸
に
も
息
子
は
急
病
で
死
ん

で
し
ま
っ
た
。
老
人
は
心
に
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
が
、
子
を
思
う
情
は
か
え
っ
て
強
ま
り
、
あ
げ
く
の
は
て
に
は
、
息
子
は
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
ど

こ
か
よ
そ
の
国
へ
旅
立
っ
た
も
の
と
信
じ
こ
み
、
行
き
か
う
旅
人
に
息
子
の
消
息
を
尋
ね
て
い
た
。

2

、
陰
陽
県
か
ら
来
た
旅
人
が
そ
の
地
方
に
息
子
が
い
る
と
話
し
た
の
で
、
老
人
は
喜
ん
で
支
度
を
と
と
の
え
、
わ
が
子
を
た
ず
ね
に
出
か
け
た
。
陰
陽
県

と
は
人
間
と
幽
鬼
と
が
一
緒
に
住
ん
で
い
る
地
方
で
、
明
け
方
か
ら
夕
方
ま
で
は
人
間
の
世
界
だ
が
、
晩
に
な
る
と
鬼
の
世
界
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
鬼



は
非
常
に
凶
暴
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
々
は
こ
れ
と
交
渉
を
し
な
い
で
、
戸
を
閉
し
て
そ
の
横
行
に
ま
か
せ
て
い
た
。

3

、
老
人
は
苦
し
い
思
い
を
し
た
後
に
や
っ
と
陰
陽
県
に
着
き
、
城
内
の
宿
屋
に
泊
っ
て
主
人
に
事
情
を
話
し
た
。
主
人
は
、
人
聞
は
死
ね
ば
親
子
の
関
係

な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
、
息
子
を
き
が
し
て
も
む
だ
だ
、
と
い
さ
め
る
が
、
老
人
に
は
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

4

、
夜
に
な
る
と
老
人
は
主
人
が
と
め
る
の
も
き
か
ず
に
息
子
を
さ
が
し
に
ゆ
き
、
河
の
ほ
と
り
で
み
つ
け
た
の
で
、
父
で
あ
る
こ
と
や
そ
れ
ま
で
の
事
情

を
残
ら
ず
告
げ
た
が
、
息
子
は
ど
う
し
て
も
納
得
し
な
か
っ
た
。
老
人
が
く
ど
く
言
う
と
し
ま
い
に
は
怒
り
出
し
て
、
た
H
A老
人
の
宿
屋
の
部
屋
の
番
号

を
聞
い
た
H
Aけ
で
、
三
更
頃
に
ゆ
く
か
ら
と
言
い
の
こ
し
て
立
ち
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。

5

、
老
人
が
失
望
し
て
も
ど
っ
て
主
人
に
話
す
と
、
主
人
は
今
夜
は
会
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
言
い
、
老
人
が
聞
こ
う
と
し
な
い
の
で
、
老
人
に
隣
り
の
部

屋
か
ら
様
子
を
み
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
老
人
の
抹
の
上
に
東
瓜
を
置
い
て
老
人
が
ね
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
た
。

6

、
約
束
の
時
刻
に
な
る
と
、
息
子
の
鬼
は
頭
を
紅
い
布
で
包
み
、
身
に
短
衣
を
ま
と
い
、
腕
を
ま
く
り
あ
げ
、
片
手
に
殺
人
用
の
万
を
握
っ
た
兇
悪
な
い

で
た
ち
で
部
屋
に
入
っ
て
き
て
、
い
き
な
り
刀
で
抹
上
の
東
瓜
を
め
っ
た
斬
り
に
し
て
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

7

、
老
人
は
す
っ
か
り
気
が
と
お
く
な
っ
て
し
ま
い
、
や
が
て
主
人
に
す
込
め
ら
れ
て
す
ぐ
に
帰
途
に
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
息
子
を
思
う
気
持
に
は
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変
り
は
な
か
っ
た
が
、
二
度
と
会
い
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

「
柳
氏
子
」
で
は
息
子
は
父
親
柳
西
川
に
以
前
ひ
ど
い
自
に
あ
わ
さ
れ
た
人
間
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
、死
ん
で
か
ら
も
恨
み
を
あ
く
ま
で
も
は
ら
そ
う
と
す

る
0 

こ
れ
は
一
種
の
因
果
応
報
語
で
は
あ
る
が
、
「
想
念
児
子
的
老
人
」
の
よ
う
な
「
神
鬼
無
常
」
型
の
民
露
が
応
報
語
の
衣
を
着
て
あ
ら
わ
れ
た
と
み
る
ベ

き
だ
ろ
う
。

(3) 

置

戸

語

「
戸
変
」
闘
は
山
東
済
南
道
陽
信
県
に
起
っ
た
置
戸
が
人
聞
を
襲
撃
し
た
話
で
あ
る
。
女
の
死
体
の
置
い
て
あ
る
部
屋
に
と
め
ら
れ
た
四
人
の
客
の
う
ち
三

人
が
僅
戸
に
息
を
吹
き
か
け
ら
れ
て
死
に
、
残
り
の
一
人
が
必
死
に
逃
げ
て
追
か
け
ら
れ
た
が
、
や
っ
と
の
こ
と
で
の
が
れ
た
と
い
う
筋
で
あ
る
。
蒲
松
齢
の



小
説
的
描
写
力
は
ま
こ
と
に
美
事
で
、
戸
変
（
置
戸
が
人
聞
を
襲
う
こ
と
）
の
恐
ろ
し
き
を
迫
力
を
も
っ
て
え
が
き
き
っ
て
い
る
。
高
山
氏
の
報
告
で
は
東
北

（t
M）
（
国
〉

地
方
で
鬼
の
話
と
し
て
多
い
の
は
こ
の
戸
変
に
関
す
る
も
の
だ
と
言
う
。
高
山
氏
の
紹
介
し
て
い
る
話
も
「
志
異
」
の
こ
の
「
戸
変
」
に
非
常
に
よ
く
似
て
い

（
げ
〉

る
。
エ
パ
ハ
ル
ト
氏
の
あ
げ
た
民
謹
型
式
の
「
死
神
追
跡
」
型
の
モ
チ
ー
フ
は
、

1 

一
人
の
男
が
夜
、
死
神
と
交
渉
を
も
っ
、
彼
は
逃
げ
だ
す
。

2

、
死
神
が
彼
を
追
跡
す
る
。

3

、
最
後
の
瞬
間
に
男
は
救
わ
れ
る
。

（
国
〉

と
な
っ
て
い
る
が
、
「
戸
変
」
は
明
ら
か
に
こ
の
型
の
民
露
で
あ
る
。

(4) 

漁
夫
と
水
鬼
の
交
際

「
王
六
郎
」
闘
は
蒲
松
齢
の
故
郷
の
属
し
て
い
る
山
東
側
佃
川
県
の
話
で
あ
る
。
漁
夫
の
許
と
い
う
男
が
仕
事
を
す
る
た
ん
び
に
酒
を
大
地
に
そ
ふ
い
で
溺
死

者
の
幽
鬼
を
な
ぐ
さ
め
た
斗
め
に
、
そ
の
幽
鬼
の
一
人
王
六
郎
が
あ
ら
わ
れ
て
許
の
仕
事
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
酒
を
の
み
あ
っ
て
友
交
を
む
す
ぷ
が
、
こ
の
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あ
い
に
ゆ
く
、
と
い
う
筋
で
あ
る
が
、

六
郎
は
自
分
と
入
れ
か
わ
っ
て
死
ぬ
は
ず
の
婦
人
と
そ
の
幼
児
を
救
い
、
そ
の
功
で
土
地
神
に
な
る
。
す
る
と
許
が
遠
路
わ
ざ
／
＼
そ
の
土
地
ま
で
王
六
郎
に

〈
四
〉

鐘
敬
文
氏
の
あ
げ
た
「
水
鬼
と
漁
夫
」
型
に
属
す
る
民
曹
で
あ
る
。
こ
の
型
式
は
エ
パ
ハ
ル
ト
氏
も
「
漁
夫
と
水
鬼
」

と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
両
氏
の
モ
チ
ー
フ
の
書
き
方
に
は
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
な
鐘
氏
の
方
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー
、
或
漁
夫
が
水
鬼
に
手
伝
わ
れ
て
裕
福
に
暮
す
。

2

、
水
鬼
が
彼
に
別
れ
を
告
げ
て
云
う
の
に
「
自
分
は
人
聞
に
生
れ
変
ろ
う
か
ら
」
とG

3
、
漁
夫
が
彼
の
計
画
を
破
り
（
又
は
水
鬼
が
自
分
の
計
画
を
実
行
せ
ず
）
行
か
れ
な
い
0

4

、
水
鬼
が
土
地
の
神
或
い
は
城
陸
と
な
っ
て
再
び
彼
に
別
れ
を
告
げ
る
。

5

、
彼
等
が
其
の
時
か
ら
一
度
再
会
し
、
文
は
又
と
再
会
し
な
い
。



エ
パ
ハ
ル
ト
氏
の
挙
げ
て
い
る
資
料
を
み
る
と
、
こ
の
型
の
民
謹
が
、
山
東
、
江
西
、
福
建
、
広
東
な
ど
の
地
方
に
広
く
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(5) 

心
臓
や
顔
を
と
り
か
え
る
話

「
陸
判
」ω
は
安
徽
省
陸
陽
県
の
話
で
あ
る
。
地
獄
の
表
象
と
中
国
民
衆
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
十
王
殿
に
い
る
冥
府
の
属
官
の
陸
と
い
う
判
官
が
朱
と
い
う

大
胆
な
土
と
交
際
し
、
朱
の
た
め
に
心
臓
の
と
り
か
え
手
術
を
し
て
利
口
に
し
て
や
っ
た
り
、
朱
の
願
い
で
そ
の
醜
い
女
房
の
首
を
美
女
の
首
と
す
げ
か
え
た

り
し
、
朱
の
死
後
も
交
際
を
続
け
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
「
志
異
」
の
中
で
も
屈
指
の
興
味
ぷ
か
い
物
語
で
、
話
の
種
類
と
し
て
は
「
王
六
郎
」
と
同
じ
く
幽

（
却
）

明
交
渉
説
話
に
属
し
、
エ
パ
ハ
ル
ト
氏
の
挙
げ
て
い
る
「
幽
霊
裁
判
官
」
型
の
民
露
で
あ
る
。
同
氏
の
あ
げ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ー
、
数
人
の
仲
間
た
ち
が
よ
り
集
っ
て
賭
け
を
す
る
、
「
誰
が
夜
、
町
の
神
廟
の
中
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
大
王
（
冥
府
裁
判
官
）
の
前
で
酒

を
飲
め
る
か
。
」
と
。

2 

一
人
の
勇
ま
し
い
男
が
そ
れ
を
や
る
。
大
王
は
彼
と
酒
を
飲
む
。
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3

、
彼
等
は
友
達
に
な
る
。

4

、
大
王
は
友
情
か
ら
そ
の
勇
ま
し
い
男
の
不
貞
な
妻
の
性
格
を
あ
ら
た
め
よ
う
と
す
る
。

5

、
あ
る
夜
、
そ
の
妻
の
心
臓
を
ほ
か
の
心
臓
と
交
換
す
る
。

6

、
後
に
彼
は
彼
女
の
顔
ま
で
も
ほ
か
の
顔
と
交
換
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
は
美
し
く
な
る
。

7

、
そ
の
顔
の
前
の
所
有
者
は
ち
ょ
う
ど
死
ん
だ
ば
か
り
の
娘
の
顔
で
あ
っ
た
。

8

、
そ
の
娘
の
家
族
は
、
そ
の
後
で
そ
の
勇
ま
し
い
男
の
家
族
と
交
際
す
る
。

9

、
大
王
は
死
ぬ
ま
で
勇
ま
し
い
男
と
親
交
を
続
け
る
。

「
陸
判
」
で
は
右
の
う
ち1

、

2
、

3
、

6
、

7

は
そ
の
ま
ふ
そ
な
わ
っ
て
い
る
が
、
4
、

5
、

9

が
相
違
点
を
含
み
、
8

は
な
い
。

エ
パ
ハ
ル
ト
氏
は
こ

の
「
陸
判
」
一
篇
を
資
料
に
採
用
し
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
の
資
料
の
漸
江
省
の
も
の
で
は
、
お
そ
ら
く
右
の
モ
チ
ー
フ
通
り
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
察
せ
ら



れ
る
。(6) 

動
物
に
投
生
し
て
報
恩
す
る
話

「
憲
償
債
」
闘
は
、
蒲
松
齢
の
村
の
李
公
（
「
捉
狐
射
鬼
」
凶
の
主
人
公
）
の
家
の
傭
人
某
が
瞳
馬
に
投
生
し
て
旧
恩
に
報
い
る
話
で
、
そ
の
筋
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

ー
、
李
公
の
家
に
居
候
を
し
て
い
た
某
は
貧
し
か
っ
た
の
で
、
李
公
の
家
の
用
人
を
し
て
沢
山
の
報
酬
を
受
け
て
い
た
。

2

、
あ
る
時
、
公
か
ら
豆
一
石
を
買
う
代
金
を
借
り
て
、
そ
れ
を
も
と
手
に
し
て
生
活
を
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
ま
も
な
く
そ
れ
も
使
い
は
た
し
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
公
は
そ
の
貧
窮
を
憐
れ
ん
で
追
求
し
な
か
っ
た
。

3

、
三
年
後
、
公
が
寺
で
読
書
し
て
い
た
あ
る
晩
の
こ
と
、
夢
の
中
に
某
が
あ
ら
わ
れ
て
、
恩
返
し
を
す
る
と
言
っ
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
眼
が
さ
め
て
公

は
ふ
し
ぎ
に
思
い
、
家
人
に
た
ず
ね
る
と
、
公
の
家
の
腫
馬
が
子
を
生
ん
だ
と
い
う
の
で
、
き
っ
と
某
が
生
ま
れ
か
わ
っ
た
の
だ
と
思
い
、
そ
の
櫨
馬
を

か
わ
い
が
っ
て
や
っ
た
。
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4

、
あ
る
内
監
が
そ
の
瞳
馬
を
み
て
大
金
で
買
い
と
ろ
う
と
し
た
が
、
公
の
急
用
の
た
め
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
翌
年
そ
の
櫨
馬
が
傷
つ
い
た
時
治
療
し
た

医
者
が
、
瞳
馬
を
う
っ
て
代
金
を
半
分
さ
し
あ
げ
た
い
と
言
っ
た
。
数
年
後
、
そ
の
金
を
公
に
よ
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
以
前
に
某
に
貸
し
た
豆

の
代
金
と
同
じ
だ
っ
た
。

（
氾
〉

こ
の
話
は
エ
バ
ハ
ル
ト
氏
の
挙
げ
て
い
る
「
借
金
の
懲
罰
」
型
に
属
す
る
も
の
で
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー
、
生
前
に
借
金
を
返
済
し
な
か
っ
た
人
聞
が
、
獣
ま
た
は
児
童
と
し
て
金
を
貸
し
た
者
の
家
に
生
ま
れ
か
わ
る
。

2

、
彼
（
獣
ま
た
は
児
童
）
が
、
そ
の
働
き
か
、
ま
た
は
売
却
に
よ
っ
て
負
債
額
に
等
し
い
金
額
を
も
た
ら
す
。

「
子
不
語
」
巻
一
の
「
太
楽
上
人
」
も
同
類
の
話
で
、河
南
省
の
民
曹
の
記
録
で
あ
る
。
李
公
に
相
当
す
る
の
が
金
持
の
僧
で
あ
り
、
負
債
者
の
投
生
し
た

櫨
馬
を
あ
る
客
が
一
晩
で
よ
い
か
ら
か
し
て
く
れ
と
い
っ
て
櫨
馬
に
と
び
の
り
、
代
金
を
放
り
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
「
憲
償
債
」
と
ち
が
う
点
で
、



そ
こ
に
民
聾
と
し
て
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

(7) 

竜
女
と
結
婚
す
る
話

「
西
湖
主
」
附
は
江
西
省
の
話
で
、
中
国
に
多
い
人
間
と
竜
女
と
の
結
婚
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
概
略
の
筋
を
示
す
と
、

1

、
陳
秀
才
が
洞
庭
湖
で
傷
つ
い
た
竜
を
た
す
け
た
。

2

、
後
に
洞
庭
湖
で
大
風
の
た
め
遭
難
し
、
憧
僕
と
と
も
に
あ
る
島
に
流
れ
つ
い
た
。
そ
こ
で
美
女
の
騎
馬
隊
に
あ
い
、
西
湖
の
王
女
の
狩
猟
と
し
ら
さ

れ
、
遠
く
に
避
け
る
よ
う
忠
告
さ
れ
た
。

3

、
二
人
は
林
の
中
に
宮
殿
を
み
つ
け
、
た
め
ら
い
な
が
ら
も
中
に
入
る
と
、
は
か
ら
ず
も
西
湖
の
王
女
が
鰍
轄
で
遊
ぶ
の
を
か
い
ま
み
て
し
ま
い
、
王
女

に
思
い
を
よ
せ
て
、
残
さ
れ
た
手
巾
に
詩
を
題
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
危
う
く
一
命
を
落
し
そ
う
に
な
る
が
、

王
妃
が
あ
ら
わ
れ
て
陳
を
み
る
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と
、
突
然
恩
人
だ
と
言
い
出
し
て
手
厚
い
歓
待
を
し
た
。

4

、
王
妃
は
王
女
を
陳
と
結
婚
さ
せ
た
。
陳
は
王
女
の
口
か
ら
、
は
じ
め
て
王
妃
が
自
分
の
救
っ
た
竜
神
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

5

、
陳
の
故
郷
で
は
陳
が
死
ん
だ
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
突
然
憧
僕
が
も
ど
っ
て
き
て
陳
の
生
存
を
知
ら
せ
た
。
半
年
ほ
ど
し
て
陳
も
り
っ
ぱ
な
身
な
り

で
も
ど
っ
て
き
た
。

6

、
以
後
陳
は
豪
著
な
生
活
を
お
く
つ
た
。
洞
庭
湖
を
通
っ
た
友
人
が
美
し
い
船
に
の
っ
た
陳
に
で
あ
い
酒
を
飲
み
あ
っ
た
が
、
帰
郷
し
て
陳
の
家
に
い
っ

て
み
る
と
陳
が
い
る
の
で
、
洞
庭
湖
で
あ
っ
た
こ
と
を
き
く
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
否
定
さ
れ
た
。

一
同
は
ふ
し
ぎ
に
思
っ
た
が
、
陳
が
死
ん
だ

時
、
棺
が
あ
ま
り
に
軽
い
の
で
あ
や
し
ん
で
開
い
て
み
た
ら
、
中
は
か
ら
だ
っ
た
。

こ
の
話
が
鐘
敬
文
氏
の
挙
げ
て
い
る
「
如
願
型
」
（
如
願
と
は
願
い
が
叶
う
と
い
う
意
味
の
女
性
の
名
）
に
あ
て
は
ま
る
説
話
で
あ
る
こ
と
は
、

次
に
示
す

そ
の
モ
チ
ー
フ
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

ー
、
或
る
人
が
竜
王
の
皇
太
子
、
文
は
内
親
王
を
救
う
。



2

、
竜
王
が
其
の
徳
に
報
い
ん
為
に
部
下
を
遣
し
て
彼
を
竜
宮
に
迎
え
る
。

3

、
彼
が
或
者
（
皇
太
子
文
は
内
親
王
）
の
密
嘱
に
よ
っ
て
、
王
に
或
物
を
索
め
る
。

4

、
彼
が
遂
に
美
し
い
妻
、
文
は
莫
大
な
財
富
を
得
る
。

（
お
〉

エ
パ
ル
ト
氏
も
「
竜
王
が
願
い
を
叶
え
る
」
型
と
し
て
鐘
氏
の
あ
げ
た
四
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
を
示
し
て
い
る
が
、
3

の
と
こ
ろ
が
「
王

の
家
来
又
は
子
供
の
勧
め
に
従
っ
て
彼
は
何
か
願
い
事
を
言
う
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
西
湖
主
」
で
は
右
の
両
氏
の
示
し
た
モ
チ
ー
フ
の

1

と
ち
が
っ
て
、
竜

玉
の
王
妃
を
救
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
モ
チ
ー
フ
の
3

が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
民
間
伝
承
に
お
け
る
変
化
と
し
て
、
や
は
り
注
目
し

て
お
く
べ
き
点
で
あ
る
。

(8) 

仙
郷
掩
留
の
話

ー
、
不
遇
の
秀
才
買
奉
維
が
郎
と
い
う
姓
の
秀
才
と
交
際
し
た
。
郎
は
買
が
軽
視
し
て
い
る
よ
う
な
下
等
な
八
股
文
を
術
を
つ
か
っ
て
む
り
や
り
に
買
に
覚

「
買
奉
雑
」
帥
は
中
国
製
リ
ッ
プ
・
グ
ァ
ン
・
ウ
イ
ン
ク
ル
物
語
で
あ
る
。
そ
の
筋
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

え
こ
ま
せ
試
験
に
及
第
さ
せ
た
が
、
買
は
恥
じ
て
、
俗
世
を
は
な
れ
て
山
中
に
身
を
か
く
す
決
心
を
し
た
。

2

、
郎
に
連
れ
ら
れ
て
山
中
に
入
り
、
郎
の
師
に
つ
い
て
修
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
師
の
術
で
た
め
さ
れ
て
俗
念
を
断
つ
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
が
暴

露
さ
れ
、
郎
に
も
す
す
め
ら
れ
て
家
に
帰
っ
た
。

3

、
帰
っ
て
み
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
百
年
も
た
つ
て
い
た
。
親
族
か
ら
ひ
ど
い
あ
っ
か
い
を
う
け
た
買
は
、
決
心
し
て
最
初
か
ら
受
験
を
や
り
な
お
し
、

つ
い
に
進
土
に
合
格
し
て
大
官
に
な
り
、
富
貴
を
き
わ
め
る
が
、
親
族
た
ち
が
こ
ん
ど
は
買
の
勢
力
を
か
さ
に
き
て
横
暴
な
ふ
る
ま
い
を
し
、
訟
訴
事
件

を
お
こ
し
た
り
し
、
買
は
遼
陽
の
軍
役
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
買
は
栄
華
の
む
な
し
さ
を
悟
っ
た
が
、
海
岸
に
く
る
と
郎
が
舟
で
近
ず
き
、
そ

の
姿
を
み
る
と
買
は
驚
喜
し
て
舟
に
と
び
の
っ
て
、
い
ず
こ
と
も
な
く
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

仙
郷
掩
留
的
説
話
は
中
国
に
は
古
来
非
常
に
多
く
、し
か
も
多
様
な
色
彩
を
呈
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
買
奉
雑
」
に
み
ら
れ
る
術
者
の
試
練
に
あ
う
部



分
は
、
唐
の
「
杜
子
春
伝
」
そ
の
他
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
や
は
り
民
謹
の
一
型
式
で
、
仙
人
修
行
曹
に
入
る
話
で
あ
る
。
エ
パ
ハ
ル
ト
氏
は
そ
の
「
光
陰
は

（
お
〉

流
る
る
」
型
の
中
に
こ
の
「
買
奉
雑
」
を
入
れ
て
い
る
が
、
同
氏
が
示
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
も
の
は
、
「
買
奉
雑
」
よ
り
単
純
な
も
の
で
あ
る
。

1 

一
人
の
男
が
仙
人
た
ち
に
洞
窟
で
あ
う
。

2

、
彼
は
仙
人
た
ち
と
談
合
し
、
あ
る
い
は
彼
等
を
傍
ら
で
眺
め
て
い
る
。

3

、
洞
窟
か
ら
量
び
出
た
時
に
は
、
多
く
の
年
月
が
経
っ
て
い
た
。

こ
の
モ
チ
ー
フ
に
ぴ
っ
た
り
の
も
の
は
「
述
異
記
」
、
「
列
仙
伝
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
王
質
の
物
語
を
は
じ
め
と
し
て
相
当
に
多
い
が
、
「
買
奉
雑
」
の
よ
う

な
話
は
、
仙
人
修
行
語
が
習
合
し
た
形
の
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

以
上
川
か
ら
倒
ま
で
、
現
代
の
民
諌
と
「
志
異
」
の
話
と
の
対
照
、
考
察
を
し
た
が
、
「
志
異
」
の
他
の
多
く
の
篇
が
ど
う
い
う
型
式
の
民
需
と
同
類
の
も

の
か
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
対
照
さ
せ
る
べ
き
資
料
の
関
係
で
、
充
分
な
考
察
を
す
る
に
は
困
難
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
担
）
（
お
〉
（
部
）

「
超
自
然
的
懐
妊
」
型
や
「
飛
行
布
」
型
の
資
料
の
中
に
「
志
異
」
中
か
ら
二
篇
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、

エ
パ
ハ
ル
ト
氏
の
挙
げ
て
い
る

n
d
 

」
れ
は
ど
う
も
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
「
意
芳
」
帥
は
山
東
省
青
州
の
話
で
、
馬
と
い
う
撲
柄
な
男
の
も
と
へ
天
女
が
お
し
か
け
て
女
房
に
な
り
男
に
富
と
幸
福
と
を
与
え
る
と
い

（
幻
〉

ぅ
、
「
捜
神
氾
」
の
董
永
に
関
す
る
話
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
。
蒲
松
齢
は
主
人
公
の
馬
に
あ
っ
て
い
て
、
こ
の
一
篇
の
終
り
に
は
、
「
現
在
馬
は
六
十
余
り

で
、
そ
の
人
柄
は
た
だ
撲
納
な
だ
け
で
あ
り
、
ほ
か
に
こ
れ
と
言
っ
た
長
所
は
な
い
。
」
と
誌
し
て
い
る
か
ら
、実
際
に
お
こ
っ
た
話
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
き
っ
と
古
く
か
ら
「
天
女
の
お
し
か
け
女
房
」
型
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
民
誇
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
型
を
ば
「
羽
衣
伝

（
お
）

説
」
の
類
型
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
私
は
同
じ
く
天
女
に
関
す
る
話
で
は
あ
っ
て
も
、
別
の
独
立
し
た
型
と
み
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
現
在
で
も
相
当
広
く
分
布
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
明
確
な
資
料
に
接
し
て
い
な
い
の
で
、
断
定
は
し
ば
ら
く
さ
し
控
え

て
置
き
た
い
。

今
後
、
中
国
民
語
の
型
式
が
い
ま
ま
で
よ
り
は
る
か
に
広
範
囲
に
亘
り
、

か
つ
全
体
的
に
統
一
し
て
体
系
的
に
研
究
さ
れ
た
暁
に
は
、
「
志
異
」
の
物
語
の



民
曹
と
し
て
の
面
が
い
ま
よ
り
も
は
る
か
に
明
確
に
把
握
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

終
り
に
一
言
触
れ
て
置
き
た
い
の
は
、
「
志
異
」
中
の
狐
の
説
話
と
幽
明
交
渉
の
説
話
の
こ
と
で
あ
る
。
「
志
異
」
の
民
間
伝
承
的
考
察
と
し
て
は
、
是
非
と

も
こ
の
二
つ
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
私
も
す
で
に
あ
る
程
度
ま
で
の
研
究
は
し
て
き
た
が
、
い
ま
一
つ
不
充
分
と
思
わ
れ
る
し
、
と

く
に
狐
の
説
話
に
つ
い
て
は
「
太
平
広
記
」
所
収
の
も
の
以
外
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
調
査
が
進
渉
し
て
い
な
い
し
、
そ
れ
に
与
え
ら
れ
た
本
論
文
の
紙
数
に
も
満

ち
る
の
で
、
ま
た
の
機
会
に
そ
の
方
面
の
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

後

コ
・U

z－
－
ロ

私
が
「
珊
斎
志
異
」
の
民
間
伝
承
的
考
察
を
は
じ
め
た
の
は
二
十
年
も
前
の
こ
と
で
、
今
は
亡
き
凱
南
奥
野
信
太
郎
先
生
の
お
勧
め
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

先
生
は
こ
の
研
究
が
「
志
異
」
研
究
の
重
要
な
一
分
野
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
度
先
生
の
遺
文
を
整
理
し
た
時
、
は
か
ら
ず
も
「
志
異
」

の
物
語
の
特
色
が
蒲
松
齢
の
民
謹
採
集
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
一
文
を
発
見
し
た
。
こ
れ
は
先
生
御
自
身
が
印
刷
に
な
っ
た
も
の

を
切
り
抜
か
れ
て
保
存
さ
れ
て
お
か
れ
た
も
の
で
、
「
柳
斎
志
異
」
と
題
し
、
そ
の
下
に
「
東
車
古
典
研
究
」
と
誌
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
戦
争
中
に
書
か
れ
た
一
文
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
掲
載
誌
が
何
で
あ
っ
た
か
、
調
べ
が
つ
か
な
い
。
そ
の
中

の
次
の
記
述
は
、
先
生
が
私
に
民
間
伝
承
的
考
察
を
勧
め
ら
れ
た
も
と
に
な
っ
て
い
る
お
考
え
で
あ
っ
た
。

「
お
よ
そ
民
曹
の
一
番
大
切
な
特
徴
と
い
え
ば
、
そ
の
中
に
現
わ
れ
て
く
る
樹
木
で
も
花
で
も
徴
風
で
も
狐
狸
で
も
、
そ
の
す
べ
て
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
感

情
の
な
か
に
生
き
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
樹
木
の
空
洞
が
太
い
低
音
で
話
し
か
け
て
く
る
と
き
、
花
が
愛
婿
よ
く

微
笑
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
畏
怖
や
懐
疑
の
念
を
起
す
代
り
に
、
端
的
に
親
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
語
、
昔
ぱ
な
し
の
尊
さ
は
ま
こ
と
に
こ
こ

に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

こ
の
一
文
は
先
生
が
「
志
異
」
に
つ
い
て
専
述
さ
れ
た
唯
一
の
文
章
と
い
う
点
で
、
「
志
異
」
研
究
を
先
生
か
ら
勧
め
ら
れ
た
私
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に

得
難
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
一
文
を
読
み
、
先
生
亡
き
現
在
、
ひ
と
し
お
深
い
感
慨
を
も
よ
お
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
が
亡
き
先
生
の
追

悼
論
文
集
的
意
味
を
も
と
も
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
本
号
の
論
文
と
し
て
柳
斎
民
諒
考
を
と
り
あ
げ
た
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
因
縁
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
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な
ら
な
い
。
で
き
あ
が
っ
た
も
の
は
充
分
に
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
、
先
生
に
対
し
て
も
は
ず
か
し
い
思
い
が
す
る
が
、
以
前
に
み
て
頂
い
た
研
究
成
果

に
多
少
な
り
と
も
そ
の
後
の
新
ら
し
い
成
果
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
自
分
自
身
、
慰
め
と
す
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

注
1 

「
柳
斎
志
異
研
究
序
説
」
（
「
芸
文
研
究
」E
所
収
）0

こ
の
話
は
今
本
「
捜
神
記
」
に
は
み
ら
れ
ず
、
「
太
平
賀
宇
記
」
一
二
六
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
小
説
旧
文
抄
」
（
一
九
五
二
年
人
民
文
学
出
版
社
本
）
九
七
頁
「
柳
斎
志
異
」
の
項
。

柳
田
国
男
著
「
伝
説
」
（
岩
波
新
書
）
一
一
一
ニ
頁
。

南
方
熊
楠
著
「
続
南
方
随
筆
」
（
岡
書
院
）
二
二
二
頁
。

「
太
平
広
記
」
巻
二
八
六
幻
術
類
三
所
収
。

林
四
娘
の
残
し
た
詩
の
前
に
誌
さ
れ
た
「
有
詩
一
巻
長
山
李
五
絃
司
冠
有
写
本
又
程
周
量
会
元
記
其
一
詩
云
」
と
い
う
記
述
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

「
康
照
六
年
補
任
江
南
駅
伝
道
為
余
述
其
事
属
余
記
之
」0

記
述
中
に
は
「
小
官
人
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
小
猟
犬
」
の
誤
り
。

「
民
俗
学
」
第
五
巻
第
一
一
号
所
収
。

叶
吋
司
一
開z
n
回
目
ム
開
印
同ω（U回
開
河
〈
O
F
同
∞
冨
〉
岡
山
ハ
U回
開
Z
・
回
開F
ω
H
Z同
H
Z
ω
叶
・

「
満
洲
の
故
事
と
昔
話
」
（
昭
和
一
八
年
拓
文
社
）
一
七
六
頁
。

「
捜
神
記
」
二
O
巻
本
巻
一
所
収
。

「
民
間
文
芸
週
刊
」
（
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史
学
研
究
所
編
刊
）
第
五
期
所
収
。

「
満
洲
の
故
事
と
昔
話
」
一
五
O
頁
。

「
満
洲
の
故
事
と
昔
話
」
一
五
三
頁
。

叶
M
4】
巴
A
F
U
4
0民
o
－m
gロ
m
p
H円
。
F
巳
ロ
O
H
H
吋
o
g
ロ
m
巴
ω
件
（
原
本
一
七
二
頁
）
0

エ
バ
ハ
ル
ト
氏
の
挙
げ
た
資
料
の
b

に
ピ
g

’
の
『
巳n
F
E
E－
と
あ
る
だ
け
で
そ
の
篇
名
は
誌
さ
れ
て
い
な
い
。

→
3
E
N
H
巴
R
E
R
F
2

ロ
包
仏

2
4
『g
混
同

m
巳
巳
（
原
本
一
九
一
頁
）
。

叶
M
ぷ
》
同
ω
ω
日
ロ
σ
円
。
巴
ω

件
。
同
立
の
伊
丹
ゆ
円
（
原
本
一
九
二
頁
）
。
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幻
吋
uよ
】
E
O
H

回
g
R

丘
ロ
ロ
m
J
『O
ロ
印
。
F
己
門
同
（
原
本
二
O
O
頁
）
。

明
“
叶
3
g
h

ロ
2

ロ
店
。
F
S
E
E
m
R
E
－
－
仲
巳
ロg
d

『
ロ
ロω
各
（
原
本
六
四
頁
）o

m

寸
ω
よ
》H
C
ω一
宮

o
N
巳
仲
4
0
吋

m
o
F同
（
原
本
一
五
六
頁
）
。

引
位
吋
》
可
同
v
m
H
H
U
5
2
u
o同H
M
m
w
g
己
宵
F
O
明
日
間
｝
窓
口
m
E
ω
（
原
本
九
一
頁
）
。

お
川
門
司U
H
∞
ω
H
U
m
w
ω出
目
指σロ
品
。
叶
ロ
のH
H
（
原
本
二
三
八
頁
）
。

初
、
吋
ωよ
｝
巴
で
は
「
雷
曹
」
附
を
、
叶ωよ
｝
同
∞
ω

で
は
「
仙
人
島
」

ω
を
そ
れ
ぞ
れ
資
料
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
型
式
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
モ
チ

ー
フ
は
、
い
ず
れ
も
「
志
異
」
の
二
篇
で
は
わ
ず
か
な
部
分
し
か
占
め
て
い
な
い
の
で
、
エ
パ
ハ
ル
ト
氏
の
よ
う
に
こ
の
こ
篇
を
こ
れ
ら
二
型
式
の
資

料
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
は
嬉
踏
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

幻
「
捜
神
記
」
ニ
O
巻
本
巻
一
所
収
。

お
竹
田
晃
訳
「
捜
神
記
」
（
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
本
）
解
説
l

三
九
三
頁
｜
。


