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唐

代

の

一、
は
じ
め
に

中
国
の
旧
社
会
の
、

艶

』情

、、
E
E
E
J
 

，r
 

説

子

佳

と

新

谷

樹

雅

い
わ
ゆ
る
恋
愛
小
説
お
よ
び
恋
愛
劇
は
、
題
材
上
か
ら
日
比
て
、
才
子
佳
人
の
属
が
過
半
を
占
め
る
、
と
こ
う
す
一
口
っ
て

も
一
一
一
一
口
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
口

ひ
と
く
ち
に
才
子
佳
人
の
主
題
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
人
気
の
あ
る
テ

l
マ
で
、

な
お
か
つ
非
常
に
」
長
い
問
、
人
々
に
愛
好
さ

れ
て
き
た
。

こ
の
種
の
テ

l
マ
は
、

主
と
し
て
小
説
戯
曲
の
中
で
、
飽
く
こ
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
本
格
的
な
様
式
、
一
二
n
い
換
え
る

と
一
応
こ
う
考
え
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

と
、
小
説
ら
し
い
体
裁
を
取
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
唐
代
の
頃
か
ら
で
あ
る
、

「
一
代
の
奇
」
（
宋
・
洪
遇
）

も
と
よ
り
唐
代
は
、
中
国
小
説
史
上
記
念
す
べ
き
時
代
で
、

い
さ
さ
か
言
い
古
さ
れ
た
評
誌
で
は
あ
る
が
、
こ
の
と
き
詩
律
と
並
ん
で
、

そ
れ
は
一
般
に
「
伝
奇
」
と
総
称
さ
れ
、

と
評
さ
れ
る
、
新
た
な
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
が
発
生
す
る
口

い
ま
だ
お
話
し
の
域
を
出
な
い
、
従
前
の
志
怪
・
志
人
小
説
に
く
ら
べ
る
と
、
プ
ロ
ッ
ト
ら
し
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い
プ
ロ
ッ
ト
を
備
え
、
ぐ
っ
と
物
語
的
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
。

」
の
伝
奇
小
説
の
主
要
な
テ
l
マ
の
一
つ
が
、
恋
愛
で
あ
っ
た
。

な
か
ん
ず
く
佳
人
才
子
の
恋
愛
誇
（
い
わ
ゆ
る
艶
情
伝
奇
）

は
、
よ
う
や
く
六
朝
志
怪
の
余
習
を
脱
し
て
、
作
中
に
は
一
般
の
人
性
を
備

え
た
男
女
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
恋
愛
故
事
の
中
に
は
、
そ
の
恋
の
ゆ
く
え
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
気
で
恋
を
す
る
女
が
い
た
り
、

男
が
い
た
り
し
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、

か
か
る
男
女
の
悲
歓
離
合
を
通
じ
て
、
人
間
と
い
う
も
の
の
認
識
に
到
る
道
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
試

み
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
種
の
小
説
の
眼
目
で
あ
っ
た
。

そ
の
代
表
的
な
作
品
が
、
『
震
小
玉
伝
』
で
あ
り
、
『
李
賠
伝
』
で
あ
り
、
『
鴬
鴛
伝
』
で
あ
る
。

ハ
2
v

も
ち
ろ
ん
、
「
才
子
」
と
か
「
佳
人
」
と
か
い
う
呼
称
は
、
唐
以
前
に
も
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
し
か
し
、
「
才
子
佳
人
」
と
併
称
さ
れ
る

よ
う
な
、

一
組
の
望
ま
し
い
男
女
が
、
物
語
の
中
に
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
唐
代
の
伝
奇
作
者
の
創
意
や
趣
向
に
侠
つ
も
の
と
忠
わ

-114-
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し
て
、

か
か
る
才
子
佳
人
の
物
語
の
様
式
、

な
い
し
唐
代
伝
奇
中
の
艶
情
の
概
念
は
、
後
世
の
戯
曲
小
説
の
有
力
な
主
題
と
な
り
、
時

に
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
時
に
は
形
を
変
え
て
、
根
強
く
生
き
残
る
c

が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
言
っ
て
、

さ
ほ
ど
の
変
容
を
蒙
ら
ず
に
、
山
本

元
を
通
じ
、
特
に
明
代
に
お
け
る
盛
行
を
経
て
、
清
末
の
鴛
鴛
胡
蝶
派
に
至
る
ま
で
、
ざ
っ
と
勘
定
し
た
だ
け
で
も
、
ゅ
う
に
一
千
年
に
な

ろ
う
か
と
い
う
永
き
に
わ
た
っ
て
踏
襲
さ
れ
つ
守
つ
け
て
き
た
。

そ
れ
は
ま
こ
と
に
、
特
殊
な
発
展
と
謂
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
旧
容
に
飽
食
し
な
い
精
神
に
は
一
慨
を
喫
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

や
、
む
し
ろ
中
国
人
は
、
好
ん
で
こ
れ
ら
の
物
語
を
語
り
つ
や
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
体
、

い
か
な
る
種
類
の
共
鳴
を
人
々
の
心
の
中
に
よ
び
さ
ま
す
の
か
。



こ
れ
ら
の
物
語
の
異
常
な
成
功
か
ら
み
て
も
、
才
子
佳
人
と
い
う
主
題
に
は
、
中
国
人
の
心
の
琴
線
に
ふ
れ
る
、
何
か
が
あ
る
ら
し
い
こ

と
は
明
か
で
あ
る
ロ

鴛
驚
と
い
い
、
比
翼
と
い
い
、
連
理
と
い
う
、
何
事
に
も
ま
れ
中
国
人
は
、
物
事
を
対
偶
を
以
て
理
解
し
把
握
す
る
な
ら
い
だ
が
、
要
す

る
に
、
才
子
佳
人
と
い
う
極
く
好
ま
し
い
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
思
考
様
式
を
も
っ
人
々
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
恰
好
な
恋
愛
の
主

題
、
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

D

一一、
神
話
か
ら
世
俗
へ

ま
だ
唐
初
の
清
新
の
気
あ
ふ
れ
る
則
天
武
后
の
治
世
（
六
九

O
l七
O
五

に
、
あ
え
て
通
俗
を
お
そ
れ
ぬ
、

し
た
た
か
な
軽
薄
才
子
が

い
た
。
そ
の
名
は
張
驚
（
字
は
文
成
）
。
こ
の
騒
児
の
型
は
ず
れ
な
小
説
『
遊
仙
窟
』
は
、
彼
の
才
名
を
一
時
に
冠
絶
さ
せ
る
に
足
る
も
の

J

－つ
n

－o

』

j

J

i
し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
よ
う
に
、
古
く
か
ら
我
が
国
に
も
舶
載
さ
れ
、

い
ま
な
お
現
存
す
る
こ
の
小
説
は
、
中
国
本
国
で
は
か
え
っ
て

半
く
侠
書
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
中
国
小
説
史
上
孤
立
し
た
作
品
と
目
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
六
朝
の
志
怪
か
ら
唐
の
伝
奇
に
い
た
る
過
程
に
出
現
し

た
過
渡
的
な
小
説
で
あ
る
、

と
い
う
文
学
史
的
事
実
を
確
認
し
て
お
け
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
後
、
中
晩
唐
の
頃
に
黄
金
期

を
む
か
え
る
唐
代
伝
奇
中
、

と
り
わ
け
艶
情
類
の
作
品
の
先
縦
と
考
え
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
若
干
の
注
意
を
払
っ
て
お
こ

う
さ
て
、
こ
の
『
遊
仙
窟
』
に
目
を
通
す
と
、

ま
ず
餅
文
体
の
叙
述
の
派
手
さ
、
神
人
相
恋
の
物
語
の
絢
嫡
さ
に
舷
惑
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ



の
小
説
の
舞
台
「
神
仙
の
窟
」
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
る
主
人
公
た
ち

（
下
官
文
成
と
仙
女
十
娘
）

の
閣
情
は
、

か
え
っ
て
生
々
し
く
、
俗
間

の
男
女
の
そ
れ
と
寸
分
も
た
が
わ
な
い
。
こ
う
い
う
淫
蕩
な
特
色
の
た
め
に
、
こ
の
書
は
従
来
、
淫
吉
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
き
た
。

と
は
い
え
、

主
人
公
た
ち
の
恋
愛
が
、
選
ば
れ
た
も
の
た
ち
の
恋
愛
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
向
一
一
称
揚
セ
一
ブ
レ
シ
ト
キ
、
謂
ヘ
ラ
ク
一
一
言
ノ
虚
依
ナ
ラ
ン
ト
。
誰
カ
知
ラ
ン
、
而
ヲ
的
ス
ル
ト
キ
、
恰
モ
神
仙
ナ
ラ
ン
ト
ハ
。
此
ハ
是

レ
神
仙
ノ
窟
ナ
リ
」

と
、
文
成
が
三
口
う
と
、

（

3
）
 

「
向
ニ
詩
篇
ヲ
見
シ
ト
キ
、
謂
へ
ラ
ク
凡
俗
一
一
非
ラ
ズ
ト
。
今
玉
貌
一
一
逢
フ
ニ
、
．
史
一
一
文
章
一
一
勝
レ
タ
リ
。
此
ハ
是
レ
文
章
ノ
窟
ナ
リ
」

と
、
十
娘
が
答
え
る
口

こ
の
際
立
っ
て
対
照
的
な
恋
人
た
ち
。
男
は
誰
よ
り
も
才
識
非
凡
、
女
は
誰
よ
り
も
容
姿
秀
一
腿
、
そ
の
限
り
で
は
、
二
人
の
恋
人
の
心
理

po 

的
肉
体
的
特
徴
は
、
才
子
佳
人
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
懸
隔
は
な
い
と
よ
口
っ
て
い
い
。

け
れ
ど
も
、
二
人
の
色
恋
沙
汰
は
、

至
っ
て
退
屈
で
あ
る
。
お
び
た
だ
し
い
詩
の
応
酬
に
よ
っ
て
進
行
す
る
冗
漫
な
ロ
マ
ン
ス
、

や
が
て

訪
れ
る
快
楽
を
極
端
に
強
調
し
た
濡
場
、

そ
し
て
型
通
り
の
感
傷
的
な
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
。

l
l
こ
う
し
た
他
愛
も
な
い
筋
書
の
実
に
は
、

誰
に
で
も
そ
れ
と
分
る
通
俗
性
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
仙
境
と
い
う
彼
岸
の
舞
台
設
定
も
、
こ
こ
で
は
す
で
に
立
味
を
失
い
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
近
米
の
研
究
が
教
え
て
く
れ
る

よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
「
神
仙
の
窟
」
な
る
も
の
も
、
単
に
世
俗
の
遊
里
の
仮
忽
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
識
ら
れ
よ
う

D

い
ま
仙
女
十
娘
の
素
性
は
、
こ
と
さ
ら
問
う
ま
い
。
た
だ
、
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
マ
店
仙
窟
』
に
見
ら
れ
る
よ



う
な
神
人
婚
嬬
の
主
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

唐
代
の
散
文
物
語
を
通
観
す
る
と
、
神
女
と
青
年
と
の
ロ
マ
ン
ス
の
主
題
も
、
当
時
そ
う
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
り
ふ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

試
み
に
そ
の
祖
型
を
さ
ぐ
る
と
、
そ
れ
は
遠
く
『
位
辞
』
の
女
神
探
求
の
主
題
に
求
め
ら
れ
る
。
お
よ
そ
文
献
に
徴
し
得
る
限
り
、
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
神
婚
説
話
の
原
型
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
と
い
え
ば
、
『
楚
辞
』
の
宗
教
的
性
格
か
ら
考
え
て
み
て
も
、

お
そ
ら
く
、
古
代

シ
ャ

l
マ
ン
の
神
お
ろ
し
の
習
俗
よ
り
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
が
祭
杷
と
い
う
直
哉
な
行
動
で
あ
っ
た
古
代
人
に
と
っ
て
、
神
と
の

悦
惚
と
し
た
一
体
化
の
感
受
と
と
も
に
、
祭
儀
の
高
潮
が
お
と
ず
れ
る
と
す
る
な
ら
、
神
へ
の
求
愛
は
す
な
わ
ち
、
美
怠
識
以
前
の
、
直
接

感
覚
に
訴
え
る
、
最
も
始
源
的
な
祈
掃
の
情
熱
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
楚
辞
』
を
経
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
う
し
た
原
始
い
仰
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
学
の
様
式
と
し
て
で
あ
っ

『

i’ai
 

’ai
 

た
。
す
で
に
屈
原
の
賦
に
お
い
て
す
ら
、
女
神
た
ち
に
は
、
文
学
的
紛
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
奈
漢
の
神
仙
説
の
流
行
を
経
て
、
十
附
朝
風
の
貴
族
趣
味
が
風
脱
す
る
に
い
た
る
と
、
特
権
的
な
存
在
で
あ
っ
た
女
神
た

ち
も
、

し
だ
い
に
人
間
化
し
世
俗
化
し
て
、
そ
の
肉
体
的
属
性
は
、
言
的
な
も
の
か
ら
、

よ
り
誘
惑
的
な
も
の
肉
感
的
な
も
の
へ
と
変
貌
し

て
ゆ
く
。

な
か
で
も
西
王
母
は
、
最
も
あ
ざ
や
か
な
変
身
ぶ
り
を
示
し
た
。
こ
の
上
代
に
い
仰
さ
れ
た
女
神
は
、

た
と
え
ば
『
山
海
経
』
（
西
山
経
）

の
中
で
は
、
半
人
半
獣
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
「
豹
尾
虎
歯
一
一
シ
テ
、
善
ク
州
キ
、
蓬
髪
一
一
勝
ヲ
戴
ク
」
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
容
易
に
近
、
つ

き
が
た
い
、
邪
悪
な
相
貌
を
も
っ
半
獣
神
も
、
時
を
経
て
絶
世
無
双
の
美
貌
を
か
ち
得
、
あ
ま
つ
さ
え
人
間
の
帝
王
と
交
歓
す
る
ま
で
に
い

（
た
と
え
ば
『
漢
武
内
伝
』
な
ど
）
。

た
る



も
っ
と
も
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
神
々
が
人
間
の
欲
求
を
や
す
や
す
と
交
け
容
れ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
『
燈
辞
』
以
来
の
神
婚
説
話

の
正
系
を
踏
む
と
い
わ
れ
る
、
末
玉
の
「
高
唐
賦
」
で
あ
れ
、
曹
植
の
「
洛
神
賦
」
で
あ
れ
、
神
と
人
と
の
な
ま
め
か
し
い
や
り
と
り
は
あ

っ
て
も
（
そ
れ
は
大
抵
、
暖
昧
模
糊
と
し
た
形
で
示
さ
れ
る
が
）
、
結
局
、
神
人
の
恋
は
成
就
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
口
『
楚
辞
』
以
来
、

」
れ
が
聖
な
る
神
婚
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、
こ
れ
よ
り
高
踏
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
人
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
も
の
に
、
誠
仙
の
題
材
が
あ
っ
た
口

L
古品

は
女
仙
の
場
合
に
限
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
中
国
の
美
し
い
天
衆
た
ち
は
、
汚
濁
に
満
ち
た
俗
界
に
降
り
立
つ
こ
と
も
一
一
再
で
は
な
か
っ

た
。
多
く
の
場
合
、
仙
女
た
ち
は
天
界
で
罪
を
得
て
、

こ
の
地
上
に
配
流
さ
れ
る
。
そ
の
滞
留
期
間
は
そ
う
長
い
も
の
で
は
な
い
が
、
仙
女

た
ち
の
天
界
に
お
け
る
失
寵
は
、
こ
の
地
上
で
の
役
割
を
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
る
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
大
体
に
お
い
て
、
仙
女
た
ち
が
人

間
界
の
異
性
と

（
性
的
な
も
の
も
含
め
て
）
何
ら
か
の
交
渉
を
も
っ
点
で
は
、

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

。。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
神
人
相
恋
の
主
題
に
は
、
人
間
の
い
さ
さ
か
邪
な
愉
悦
が
、
微
妙
な
窮
を
落
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
あ
た
る
c

そ
こ
で
美
化
さ
れ
理
想
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
官
能
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
女
神
の
人
間
化
と
は
、
逆
に
現
実
の
女

性
の
理
想
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
現
実
の
女
性
に
神
話
的
人
格
を
与
え
る
こ
と
。
｜
｜
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
希

求
さ
れ
、
祈
念
さ
れ
、
空
想
さ
れ
た
も
の
は
、
女
性
な
る
も
の
の
天
上
的
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
神
の
現
世
的
模
写
に
よ
る
女
人
讃
仰
の
好
尚
は
ま
た
、

そ
の
間
の
経
緯
を
陳
寅
格
は
簡
潔
に
こ
う
説
明
し
て
い
る
。

よ
り
通
俗
的
な
形
で
、
唐
代
に
も
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
口

六
朝
人
は
、
仙
女
杜
蘭
香
・
事
緑
華
の
俗
縁
を
盛
ん
に
語
っ
た
。
そ
れ
が
流
伝
し
て
唐
代
に
至
り
、
仙
（
女
性
）

の
一
名
は
、
妖
関
の



婦
人
、
あ
る
い
は
風
流
放
誕
の
女
道
士
の
代
称
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

つ
い
に
は
、
そ
れ
を
以
て
娼
妓
と
目
す
る
者

も
あ
っ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
す
ぐ
れ
て
美
し
く
悩
ま
し
い
女
人
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
そ
れ
を
神
女
や
仙
女
に
見
立
て
る
こ
と
な
ど
、
唐
代
で
は
す

で
に
定
型
化
し
た
着
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
と
同
様
の
事
例
は
、
唐
代
艶
情
伝
奇
の
中
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
『
震
小
玉
伝
』
の
中
で
、
媒
婆
が
美
妓
小
玉
を
ほ
め

。。

そ
や
し
て
、
「
一
仙
人
有
リ
、
論
サ
レ
テ
下
界
一
一
在
リ
」
と
い
っ
た
遣
手
風
の
口
吻
を
も
ら
す
の
も
、
ま
た
『
鷺
鷺
伝
』
の
中
で
、
ヒ
ロ
イ

ン
鴬
鴬
の
据
態
を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
張
生
が
、
「
且
ク
神
仙
ノ
徒
カ
ト
疑
ヒ
、
人
間
ヨ
リ
至
レ
ル
ヲ
謂
ハ
ズ
」
と
讃
嘆
す
る
の
も
、

陳

氏

の
い
わ
ゆ
る
「
仙
の
一
名
」
と
同
断
の
着
想
で
あ
る
。

」
こ
に
、

神
婚
説
話
の
残
存
を
認
め
る
論
者
も
少
な
く
な
い
。
が
、

レ

ミ

ニ

サ

シ

ス

そ
れ
が
遠
い
神
話
の
無
意
識
的
自
覚
か
、

メ
タ
フ
ァ

l

そ
れ
と
も
単
な
る
陪
除

か
、
に
わ
か
に
は
判
定
し
難
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
「
仙
」
と
い
う
響
除
を
用
い
る
こ
と
で
、
人
間
的
な
恋
愛
の
表
現
が
、

天
界
の
も
の
に
対
す
る
讃
仰
の
念
に
転
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
な
ま
ぐ
さ
い
人
間
的
な
愛
の
行

為
は
、
秘
儀
化
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
は
全
く
紋
切
り
型
の
修
辞
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
そ
う
い
う
隠
除
も
し
く
は
象
徴
の
格
下
げ
は
、
神
話
的
空
想
の
衰
え
を
示
す
と
と
も
に
、
神
話
自
体
が
堕
落
し
、
世
俗
化

し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
極
端
な
見
本
が
、
張
文
成
の
『
遊
仙
窟
』
で
あ
ろ
う
。
あ
か
ら
さ
ま
に
言
え
ば
、
凱
落
し
て
人
間
の
享
楽
の
対
象
と
な
り
さ
が
っ
た

女
神
の
、
あ
ら
れ
も
な
い
姿
が
そ
こ
に
あ
る

（
仙
女
十
娘
が
遊
女
に
擬
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
）
。

こ
の
よ
う
に
、
古
い
神
話
と
新
し
い
世
俗
（
遊
里
）

と
の
奇
妙
な
混
浴
の
た
め
に
、
『
楚
辞
』
よ
り
来
源
す
る
、
夢
幻
的
幻
想
的
な
神
婚



説
話
の
形
態
も
、
こ
こ
で
は
怠
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
古
い
川
話
は
、
新
し
い
物
品
の
は
な
や
か
さ
に
奉
仕
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

J

－守、、

中
れ
，
刀

そ
れ
は
ま
た
、

新
し
い
一
つ
の
型
を
示
し
て
い
た
。

な
ぜ
な
ら
、

ソ

ア

シ

タ

ス

ア

イ

ー

ク

日

マ

ン

ア

f
y
ク

怪
奇
幻
想
風
な
も
の
か
ら
物
語
風
な
も
の
へ
と
、

興
iw 
や

閃
dし、

の
対
象
を
移
行
さ
せ
て
い
る
の
が
、
唐
代
小
説
に
著
し
い
傾
向
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
唐
代
伝
奇
は
六
朝
志
怪
の
後
を
襲
う
も
の
だ
が
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
与
え
ら
れ
た
呼
称
が
、
「
奇
を
伝
え
る
」
と
い
う
ぷ
味

に
も
と
づ
く
こ
と
は
、
そ
の
内
容
と
形
式
に
明
確
な
特
徴
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

伝
奇
全
体
を
通
観
す
れ
ば
、
そ
の
「
奇
」
な
る
も
の
と
は
、
奇
異
な
こ
と
特
異
な
こ
と
を
怠
味
し
、
そ
れ
は
お
お
づ
か
み
に
百
っ
て
、
志

慌
同
様
、
超

FH然
の
事
柄
に
属
し
て
い
る
が
、
二
義
的
に
現
実
の
め
ず
ら
し
い
出
来
事
を
も
包
括
し
て
い
る
。

い
や
、
む
し
ろ
、
現
実
の
特

mハ
な
事
件
を
幻
想
や
空
想
の
領
域
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
品
に
あ
る
種
の
ふ
く
ら
み
を
も
た
せ
る
の
が
、
こ
の
シ
ャ
ン
ル
に

特
有
な
仮
構
の
手
法
の
一
つ
だ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
屯
女
と
の
愛
の
物
証
川
『
柳
毅
伝
』
、
狐
妖
と
の
恋
の
物
川
川
「
任
氏
伝
』
な
ど
を
見
る
と
よ
い
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
府
代
小

説
に
普
迦
的
に
見
ら
れ
る
テ
l
マ
の
一
つ
だ
っ
た
異
類
婚
嬬
説
話
に
想
を
得
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
、

主
人
公
た
ち
の
恋
愛
は
、
本
来
相

子
の
女
性
が
具
形
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
現
実
の
も
の
と
何
ら
変
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
終
始
人
間
界
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
こ

の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
ぬ
美
貌
に
め
ぐ
ま
れ
た
女
主
人
公
た
ち
は
、

か
り
に
魔
力
を
使
え
ば
ど
ん
な
悪
性
さ
え
犯
す
こ
と
が
で
き
る
特
な

の
に
、
彼
女
た
ち
は
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
非
人
間
的
な
魔
性
の
美
的
存
在
で
は
な
い
。
彼
女
た
ち
は
あ
ま
り
に
人
間
く
さ
く
、
時
に
は
人

間
の
女
よ
り
善
良
で
さ
え
あ
る
。
逆
説
的
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
の
種
の
物
語
で
は
、
人
間
の
女
性
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
具
類

の
女
性
に
お
い
て
こ
そ
、
女
ら
し
い
美
徳
が
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
常
に
減
ら
ぬ
情
愛
と
か
、
捨
身
の
献
身
と
か

l
i



つ
ま
り
彼
釘
た
ち
は
、
人
間
の
女
性
に
は
稀
に
し
か
望
み
え
ぬ
、
あ
る
美
し
い
も
の
の
化
生
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
こ
に
唐
代
伝
奇
の
豊
な
ロ

l
マ
ン
性
が
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
く
唐
代
伝
奇
は
、
中
国
の
ロ

l
マ
ン
の
発
祥
と

ユ
一
一
口
わ
れ
る
が
、
以
上
に
あ
げ
た
数
例
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
は
神
話
・
伝
説
・
民
却
・
説
話
な
ど
に
材
を
取
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
辺
り

に
も
、
唐
代
伝
奇
が
ア
ネ
ク
ド
l
ト
的
な
志
怪
小
説
か
ら
成
長
し
て
き
た
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
、
そ
こ
に
融
通
無
作

な
荒
唐
無
稽
さ
は
あ
っ
て
も
、
神
秘
主
義
的
な
要
素
は
稀
で
あ
る
。

フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
か
ら
ロ
マ
ン
テ
ィ
ヅ
ク
な
も
の
へ
ー
ー
ー
こ
れ
は
ま
た
、
志
怪
か
ら
伝
奇
に
い
た
る
過
程
に
見
い
だ
さ
れ

る
、
ジ
ャ
ン
ル
上
の
法
則
で
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

ミ
う
し
た
傾
向
を
さ
ら
に
推
し
進
め
れ
ば
、
作
者
の
興
味
も
お
の
づ
と
、
現
実
の
小
説
的
江
出
来
事
に
も
向
け
ら
れ
る
は
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ず
で
あ
る
。

い
ま
恋
愛
の
主
題
に
限
っ
て
み
て
も
、
小
説
の
関
心
は
、
彼
岸
の
恋
か
ら
現
世
の
恋
へ
と
、
ご
く
什
然
に
移
行
し
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。

も
は
や
神
女
で
も
呉
、
類
の
も
の
で
も
な
い
世
俗
の
恋
人
、
そ
し
て
、
異
郷
で
も
仙
境
で
も
な
く
、
市
井
に
お
い
て
叶
え
ら
れ
る
逢
瀬
c
l
l
i

つ
ま
り
、
現
世
の
愛
の
主
題
は
、
や
が
て
才
子
佳
人
と
い
う
気
持
よ
く
整
っ
た
様
式
と
し
て
、
文
学
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ

こ
こ
に
至
っ
て
、
中
国
の
小
説
は
、
純
然
と
世
態
人
情
を
描
き
は
じ
め
、
生
身
の
男
交
の
脊
恋
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
性
の
川
へ

新
た
な
一
行
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
。

一一、

伝
奇
の
勃
興

唐
代
伝
奇
の
ほ
ん
と
う
の
季
節
は
、
上
述
の
『
遊
仙
窟
』
に
お
く
れ
る
こ
と
約
半
世
紀
の
後
、

つ
ま
り
代
宗
の
大
暦
年
間
（
七
六
六
l
七



九
）
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
。

そ
れ
は
し
か
し
、
唐
朝
政
治
の
大
転
換
期
と
な
っ
た
安
史
の
大
乱
（
七
五
五
l
六一二）

以
後
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
王
朝
の
興
隆
と
と
も

に
あ
っ
た
唐
詩
の
盛
行
に
く
ら
べ
る
と
、
唐
代
伝
奇
は
ま
こ
と
に
多
難
な
時
代
に
出
発
し
た
と
謂
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
黄
梁
一
炊
の
夢
を
は

か
な
ん
だ
、
沈
既
済
の
名
高
い
伝
奇
『
枕
中
記
』
な
ど
は
、
こ
の
空
前
の
壬
朝
を
支
え
た
官
僚
主
義
に
対
し
て
、
秘
か
な
失
望
と
市
念
を
吐

露
し
て
い
る
。
容
貌
魁
偉
の
混
血
児
、
安
禄
山
の
謀
叛
に
よ
っ
て
尾
台
骨
を
ゆ
る
が
さ
れ
た
唐
朝
は
、
以
後
つ
い
に
加
勢
を
挽
回
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
口

に
も
拘
ら
ず
、

か
か
る
時
代
の
変
動
は
、
新
し
く
興
っ
た
伝
奇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
不
幸
と
は
限
ら
な
か
っ
た
口

な
ぜ
な
ら
、

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
大
乱
以
降
、
従
来
の
宮
廷
貴
族
の
権
威
の
衰
微
に
乗
じ
て
、

い
わ
ゆ
る
科
挙
出
身
の
新
興
士
族
の
政
治
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的
進
出
が
め
ざ
ま
し
く
な
る
こ
と
c

伝
奇
の
作
者
た
ち
は
、

お
お
む
ね
こ
の
階
層
に
印
刷
し
て
お
り
、
多
く
の
文
学
史
家
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
勃
興
は
、
そ
う
し
た
新
し
い
気
運
と
無
縁
で
は
な
い
。

そ
し
て
第
二
に
、
唐
朝
の
政
治
的
衰
退
と
は
別
に
、
商
業
市
民
の
拾
頭
に
と
も
な
う
都
市
生
活
の
向
上
、

な
ら
び
に
享
楽
機
関
の
発
注
に

し
た
が
っ
て
、
巷
聞
に
洗
練
さ
れ
た
享
楽
的
な
文
化
が
栄
え
た
こ
と
。

な
か
ん
ず
く
、
盛
時
に
は
人
口
百
万
を
超
え
た
と
い
う
国
部
長
安
の
ご
と
き
大
都
市
は
、

お
そ
ら
く
当
時
の
世
界
に
比
類
を
見
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
す
で
に
古
典
的
な
完
成
を
遂
げ
て
い
た
こ
の
都
市
は
、
唐
代
に
至
り
、
商
工
業
の
発
達
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
都
市
経
済
の
伸
張

に
つ
れ
、

か
つ
て
な
い
ほ
ど
活
発
な
都
市
生
活
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
。
唐
代
の
文
化
と
は
、
こ
の
首
都
長
安
の
文
化
で
あ
る
と
一
一
↓
一
口
つ
で
も
、

お

そ
ら
く
過
一
一
一
口
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
国
際
都
市
的
性
格
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
各
国
か
ら
の
来
唐
者
は
、
多
く
こ
の
首
都

に
湊
集
し
た
が
、
そ
の
繁
華
を
極
め
た
都
市
の
景
観
は
、
唐
朝
の
国
家
経
内
の
規
模
の
大
い
さ
を
、
四
海
に
誇
示
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の



で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
頻
繁
な
交
易
は
、
あ
ま
た
の
物
資
を
流
通
さ
せ
、
あ
ま
た
の
人
間
を
移
動
さ
せ
る
。
め
ま
ぐ
る
し
く
生
産
と
消
費
を

繰
り
返
す
都
市
経
済
の
発
展
は
ま
た
、
世
界
像
の
飛
躍
的
な
拡
大
を
も
た
ら
し
た
。
都
大
路
に
は
、
諸
外
国
か
ら
訪
れ
た
商
人
・
遊
芸
人
・

留
学
生
・
外
交
使
節
な
ど
が
足
繁
く
往
来
し
、
市
場
に
は
、
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
珍
ら
し
い
物
産
が
あ
ふ
れ
、
歓
楽
街
で
は
、
西
域
渡
来

の
管
絃
の
音
が
さ
ざ
め
き
、
時
世
粧
の
胡
姫
が
し
な
を
作
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
過
剰
と
氾
濫
は
、
都
の
人
々
に
停
滞
を
許
さ
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

当
然
、

か
か
る
新
し
い
生
活
の
内
容
や
事
実
は
、
そ
れ
を
盛
る
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
形
式
ま
た
は
様
式
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。

一
般
に
文
学
は
、
小
説
の
出
現
に
よ
っ
て
、
人
間
や
社
会
を
描
く
可
能
性
を
高
め
た
が
、
こ
の
公
式
ど
お
り
、
新
た
に
興
隆
し
た
都
市
の
人

げ
ん
に
伝
奇
の
登
場
人
物
は

（
端
役
ま
で
含
め
る
と
）
、
官
吏
・
書
生
・
尚
人
・
職
人
・
娼
優
・
遊
治
郎
・
外
国
人
・
無
頼
ま
た
は
任
侠
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間
観
世
界
観
を
盛
り
こ
む
の
に
適
し
て
い
た
の
が
、
雅
文
短
編
と
い
う
形
式
な
が
ら
、
伝
奇
と
呼
ば
れ
る
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
。

の
徒
、

は
て
は
乞
食
・
犯
罪
者
に
い
た
る
ま
で
、
極
め
て
多
彩
だ
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
都
市
の
雑
踏
の
中
に
容
易
に
見
い
だ
せ
る
人
々

で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
雑
階
級
の
集
団
の
形
成
が
都
市
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
人
間
の
豊
富
な
生
が
、
き
ら
び
や
か
に
展

関
さ
れ
る
。

そ
の
点
で
、
伝
奇
の
多
く
の
作
品
に
、
背
景
を
、
題
材
を
、
そ
し
て
生
命
を
与
え
て
い
る
の
は
、
都
市
の
多
様
な
生
活
で
あ
っ
た
。
お
そ

ら
く
、
小
説
と
風
俗
（
ひ
い
て
は
都
市
と
文
学
）

と
の
交
渉
の
密
切
さ
に
お
い
て
、
唐
代
文
学
は
、
そ
の
最
初
の
開
花
則
に
あ
た
る
と
一
一
一
口
え

る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
都
市
生
活
の
余
剰
は
、
こ
の
伝
奇
と
い
う
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
の
発
生
を
促
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
逸
し
て
な
ら
な
い
の



は
、
新
興
知
識
人
た
る
伝
奇
作
者
の
大
半
が
、
都
市
生
活
者
あ
る
い
は
そ
の
経
験
者
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
皆
が
皆
（
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ

い
ほ
ど
二

弱
年
な
い
し
壮
年
の
頃
に
、
高
等
文
官
試
験
受
験
の
た
め
、

出
京
も
し
く
は
在
京
し
た
経
験
の
持
主
だ
っ
た
。
学
問
も
あ
り
、

ま
た
若
い
進
取
の
気
象
に
富
ん
だ
彼
ら
が
、
そ
こ
で
じ
か
に
触
れ
え
た
も
の
は
、
活
気
に
満
ち
た
は
な
や
か
な
都
市
の
空
気
で
あ
る
。
さ
ら

に
ま
た
、
比
較
的
行
動
の
自
由
に
め
ぐ
ま
れ
た
遊
学
中
の
彼
ら
は
、
都
会
の
享
楽
的
な
文
化
、
娯
楽
の
享
受
者
で
あ
っ
た

（
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
後
で
触
れ
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
）
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
こ
と
は
、
伝
奇
小
説
の
あ
る
隠
の
作
品
の
形
態
を
、

は
な
や
い
だ
部
会
的

な
も
の
に
し
て
い
る
。

さ
て
、
あ
る
意
味
で
、
叙
土
の
こ
と
を
最
も
よ
く
具
現
し
て
い
る
の
が
、
佳
人
才
子
の
風
流
部
事
を
描
く
と
こ
ろ
の
、

い
わ
ゆ
る
間
的
伝

奇
の
諸
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
小
説
は
、

は
な
は
だ
情
緒
的
な
恋
愛
を
措
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
物
一
品
が
円
満
な
終
局
に
導
か
れ
る
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
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不
本
怠
な
終
局
に
導
か
れ
る
に
し
ろ
、
こ
こ
で
は
も
う
超
自
然
の
力
を
借
り
て
日
的
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
他
の
志
怪
風
の
作
品
と
は
違

・
別
離
・
川
内
会
と
い
っ
た
、

い
ず
れ
も
小
川
な
が
ら
、
プ
ロ
ッ
ト
の
起
伏
は
、
避
近

（

G
J
 

い
わ
ば
短
編
小
説
的
な
人
事
の
偶
然
に
よ
っ
て
操
ら
れ
て
い
る
。

い
、
小
説
の
構
成
は
、
荒
唐
無
稽
な
筋
に
よ
っ
て
無
理
強
い
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
唐
代
伝
奇
中
、
最
も
波
淵
に
富
ん
だ
物
古
川
『
李
娃
伝
』
を
例
に
引
こ
う
。

才
貌
と
も
に
傑
出
し
た
常
州
刺
史
策
陽
公
の
息
子
は
、
科
挙
受
験
の
た
め
出
京
し
た
が
、

ほ
ど
な
く
長
安
の
名
妓
李
蛇
を
見
初
め
る
。
こ

の
芸
妓
に
入
れ
あ
げ
た
青
年
は
、
潤
沢
な
学
資
を
務
尽
し
た
挙
旬
、
女
か
ら
も
見
限
ら
れ
、
路
頭
に
迷
っ
て
、

つ
い
に
は
乞
食
に
ま
で
身
を

落
す
。
だ
が
、
偶
然
青
年
と
再
会
し
た
不
純
は
、
前
非
を
悔
い
て
彼
を
窮
地
か
ら
救
い
、
学
業
に
専
念
さ
せ
、
科
挙
に
優
等
で
及
第
さ
せ

る
。
や
が
て
二
人
は
め
で
た
く
結
婚
す
る
。



以
上
は
ご
く
粗
略
な
梗
概
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
中
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
人
間
の
運
命
を
左
右
す
る
力
と
し
て
、

お
金
が
決
し
て
小

き
く
な
い
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
甘
か
さ
れ
た
ぽ
っ
と
出
の
青
年
は
、
「
百
万
ト
雌
モ
何
ゾ
惜
マ
ン
」
と
、
少
し
も

川
伐
を
惜
ま
な
か
っ
た
た
め
に
長
安
の
名
妓
と
馴
染
み
、
そ
の
結
果
、
資
財
蕩
然
と
し
て
女
か
ら
見
棄
て
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
青
年
は
さ
ま

ざ
ま
な
辛
酸
を
な
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
結
局
、
直
で
勝
気
な
李
娃
の
、
健
気
な
献
身
に
よ
っ
て
、
こ
の
い
さ
さ
か
優
柔
不
断
な
青
年
は
立

ち
直
っ
た
。
こ
う
し
て
最
終
的
に
、
人
間
の
運
命
は
人
間
の
手
の
中
に
取
り
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
合
理
的
な
精
神
は
、
ど
こ
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
伝
奇
の
担
い
手
で
あ
っ
た
新
興
知
識
人
の
、
既
成
の
習
慣
・
道
徳
に
囚
わ
れ
な
い
、

旺
椛
な
進
取
の
気
質
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
そ
れ
は
す
で
に
明
か
な
よ
う
に
、
都
市
の
人
間
観
位
界
観
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
c

迷
信
と
か
、
因
襲
と
か
、
頑
迷
固
附
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な
も
の
か
ら
遠
い
精
神
1

i
そ
れ
は
甚
だ
実
際
的
な
力
、
す
な
わ
ち
経
済
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
た
都
市
の
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
精

神
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四

経
済
と
好
色

以
上
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
才
子
佳
人
の
主
題
を
見
直
す
と
き
、
そ
の
発
生
の
基
盤
が
い
っ
そ
う
理
解
し
や
す
く
な

る
。
そ
の
た
め
に
も
、
こ
こ
で
、
『
柳
氏
伝
』
、
『
塞
小
玉
伝
』
、
『
李
娃
伝
』
、
『
魚
台
伝
』
の
諸
作
に
つ
き
、
そ
の
人
物
造
型
を
ひ
と
わ
た
り

検
討
し
て
お
く
の
が
筋
だ
ろ
う
。

ま
ず
才
子
と
は
、
何
よ
り
も
人
に
抜
き
ん
で
た
詩
文
の
才
を
有
す
る
こ
と
。

昌
繁
ノ
韓
初
詩
名
有
リ
、
：
：
：
韓
秀
才
文
章
特
異
、
：
：
：
明
年
、
間
部
向
郎
楊
度
ハ
朔
ヲ
上
第
一
一
擢
キ
ン
デ
シ
モ
、
界
居
シ
テ
歳
ヲ



開
ッ
、

（
柳
氏
伝
）

臨
西
ノ
李
生
名
ハ
益
、
年
二
十
一
一
シ
テ
、
進
士
ヲ
以
テ
第
一
一
擢
キ
ン
デ
ラ
ル
、
共
ノ
明
年
、
抜
不
セ
ラ
レ
テ
、
試
ヲ
天
宮
一
一
侠
ッ
、
・
：

：
・
生
ハ
門
族
清
華
、
少
ク
シ
テ
才
思
有
リ
、
麗
詞
嘉
旬
、
時
一
一
無
愛
ト
謂
ハ
レ
、
生
達
丈
人
、
倉
然
ト
シ
テ
推
服
ス
、
（
冨
小
玉
伝
）

佑
郎
一
一
シ
テ
詞
藻
有
リ
、
組
然
ト
シ
テ
輩
セ
ズ
、
深
ク
時
輩
－
一
推
伏
セ
ラ
ル
、
：
：
：
郷
賦
秀
才
ノ
理
一
一
路
ジ
、
：
：
：
生
モ
亦
自
負
シ
、

上
第
ヲ
視
ル
コ
ト
掌
ヲ
指
ス
ガ
如
シ
、
（
李
娃
伝
）

張
大
イ
ニ
喜
ピ
、
立
ド
コ
ロ
ニ
春
詞
二
首
ヲ
綴
リ
テ
以
テ
之
一
一
授
ク
、
：
：
：
明
年
文
戦
勝
タ
ズ
、
張
遂
ニ
京
一
一
止
マ
ル
、
（
党
々
伝
）

云
う
ま
で
も
な
く
、
才
子
の
H

才

u
が
さ
ま
で
明
確
に
詩
文
の
才
を
指
す
こ
と
は
、
唐
代
文
学
推
進
の
原
動
力
と
な
っ
た
只
挙
の
制
と
無

関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
才
子
と
は
、

お
お
む
ね
当
時
の
知
的
選
良
で
あ
っ
た
進
士
、
も
し
く
は
科
挙
及
第
を
め
ざ
す
若
い
書
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生
の
謂
で
あ
っ
た
。

孔
子
以
来
の
文
の
尊
重
、
加
わ
う
る
に
、
有
能
な
士
君
子
の
政
治
へ
の
参
両
と
い
っ
た
理
念
は
、
唐
代
に
至
り
、
科
挙
に
よ
っ
て
制
度
化

さ
れ
た
が

（
も
っ
と
も
、
古
典
的
な
意
味
で
、
官
僚
制
は
漢
代
す
で
に
一
応
の
完
成
を
見
て
い
た
が
）
、
爾
来
、
文
人
官
僚
は
、
恒
久
的
に

社
会
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
り
つ
と
つ
け
る
。
こ
の
こ
と
は
謂
う
な
れ
ば
、
中
国
文
明
社
会
の
特
殊
性
で
あ
り
、
そ
の
立
味
で
、
男
の
典
型
的
理
想

と
し
て
N

文

μ
が
尊
重
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
種
の
小
説
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
中
国
的
な
特
色
と
な
る
。

こ
の
他
に
も
、
才
子
ら
し
い
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
彼
ら
が
い
わ
ゆ
る
風
流
を
解
す
る
才
覚
の
持
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

才
子
と
い
う
美
的
生
活
者
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
資
格
で
あ
る
。
が
、
そ
の
趣
味
性
は
、
男
の
好
き
心
と
一
脈
相
通
じ
て
い
る
。
た
と
え

ば
こ
ん
な
風
に
。

風
流
才
子
春
思
多
シ
、
（
色
々
伝
）



毎
ニ
風
調
ヲ
衿
リ
、
佳
偶
ヲ
得
ン
コ
ト
ヲ
思
ヒ
、
博
ク
名
妓
ヲ
求
ム
：
：
：
（
震
小
玉
伝
）

結
局
そ
れ
は
、
有
り
体
に
言
っ
て
、
佳
人
の
華
容
嫡
郷
の
態
を
愛
づ
る
温
柔
の
才
賦
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
禁
欲
的
要
素
は
ほ

と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。

一
方
、
佳
人
と
は
、
そ
う
し
た
才
子
の
熱
い
注
意
を
ひ
く
た
め
に
、
も
ち
ろ
ん
絶
位
の
美
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
概
し
て
娼
妓

か
、
そ
れ
と
覚
し
い
女
た
ち
だ
っ
た
。

其
ノ
幸
姫
ヲ
柳
氏
ト
日
ヒ
、
監
ナ
ル
コ
ト
一
時
一
一
絶
ス
、
談
諮
ヲ
喜
ビ
、
誠
一
詠
ヲ
善
ス
、
（
柳
氏
伝
）

姿
質
穣
鑑
、

一
生
未
ダ
見
ズ
、
高
情
逸
態
、
事
事
人
一
一
過
グ
、
音
楽
詩
書
、
通
解
セ
ザ
ル
無
シ
、
：
・
妾
ハ
本
侶
家
、
（
冨
小
玉
伝
）

済
園
夫
人
李
娃
ハ
、
長
安
ノ
侶
女
ナ
リ
：
：
：
妖
姿
要
妙
、
絶
代
未
ダ
有
ラ
ズ
、

顔
色
艶
異
、
光
輝
人
ヲ
動
カ
ス
、
（
鷺
々
伝
）

（
李
娃
伝
）
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こ
こ
で
再
び
、
『
遊
仙
窟
』
の
場
合
と
同
様
に
、
娼
妓
の
問
題
に
立
ち
い
た
る
の
も
、
あ
な
が
ち
偶
然
と
は
一
一
一
一
口
え
ま
い
。

そ
れ
と
言
う
の
も
、
恋
愛
そ
の
も
の
が
大
ぴ
ら
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
社
会
で
は
、
結
局
そ
れ
が
遊
戯
的
な
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
に
し

て
も
、
恋
愛
の
自
由
が
あ
り
、

か
つ
男
女
が
対
等
に
渡
り
合
え
る
場
所
と
い
え
ば
、
遊
里
に
お
い
て
ほ
か
に
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
妓
女
た
ち
は
、
恋
愛
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
花
柳
界
が
か
え
っ
て
、
魚
玄
機
・
醇
濯
の
閏
秀
を

生
み
だ
す
ほ
ど
に
、
洗
練
さ
れ
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
才
子
の
敵
娼
あ
る
い
は
匹
配
と
し
て
、
彼
女

た
ち
は
決
し
て
役
者
不
足
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
じ
じ
っ
、
才
智
・
容
貌
あ
る
い
は
詩
文
・
音
曲
の
才
を
以
て
一
世
に
鳴
り
、
賢
雅
の
土
の
春

顧
を
こ
う
む
っ
た
女
た
ち
も
、
唐
代
に
は
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
好
一
対
の
理
想
的
男
女
の
組
合
せ
が
成
立
し
、
そ
し
て
、

か
か
る
男
女
の
む
つ
み
あ
う
物
語
の
典
型
的
な



様
式
が
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
才
子
佳
人
の
艶
情
の
概
念
は
、

ま
ず
、
物
語
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
当
時
の
社
会
の
花
形
で
あ
っ
た

進
土
と
妓
女
と
の
生
き
た
現
実
の
関
係
と
し
て
存
し
て
い
た
。

そ
の
具
体
的
事
例
は
、
当
時
の
詩
文
あ
る
い
は
数
種
の
記
録
の
中
に
断
片
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
こ
の
さ
い
参
考
に
な
る
の
は
、
竹
迅

の
以
下
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。

唐
人
は
科
挙
及
第
の
後
、
多
く
花
柳
の
遊
び
に
興
じ
た
。
そ
れ
が
風
習
と
な
っ
て
伝
わ
り
、
佳
話
と
考
え
ら
れ
た
。
だ
か
ら
妓
家
の
故

事
は
、
文
人
も
ま
ま
こ
れ
を
篇
章
に
著
わ
し
た
。
（
『
中
国
小
説
史
略
』
第
二
十
六
篇
）

右
の
所
論
は
、
唐
代
の
進
士
妓
女
の
風
流
歓
会
の
あ
り
よ
う
と
、
そ
れ
が
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
要
約
し
て
い
て
同

然
と
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
実
際
に
、
中
晩
唐
期
に
及
ん
で
、
そ
う
し
た
進
士
浮
華
の
風
潮
は
、

一
種
の
時
代
現
象
と
も
称
す
べ
き
も
の
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だ
っ
た
。
唐
末
の
翰
林
学
士
孫
欧
米
は
、
『
北
町
ぃ
一
志
』
の
自
序
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

大
中
ヨ
リ
皇
帝
儒
術
ヲ
好
ミ
、
特
一
一
科
第
ヲ
重
ン
ズ
、
（
中
略
）
故
一
一
進
上
此
ヨ
リ
尤
モ
盛
ン
ニ
シ
テ
、
瞭
古
無
停
、
（
中
略
）
是
レ
ヨ

リ
僕
馬
豪
華
、
宴
出
川
小
修
、

唐
代
、
進
士
科
（
科
挙
の
一
科
）

は
、
土
林
の
華
選
で
あ
り
、
あ
ま
た
の
穎
才
が
こ
の
門
よ
り
輩
出
さ
れ
た
。
李
焼
の
「
唐
国
史
補
』
に

も
い
う
、
「
進
士
ハ
時
ノ
尚
ブ
一
昨
ト
為
ル
コ
ト
久
シ
突
、
是
ノ
故
一
一
俊
父
宮
一
一
其
ノ
中
ニ
集
ル
、
此
レ
由
リ
出
ヅ
ル
者
ハ
、
終
身
文
人
為
リ
」

と
。
そ
れ
だ
け
に
、
登
第
に
得
忌
絶
頂
の
輩
が
、
修
牒
の
風
に
流
さ
れ
る
の
も
、

ま
た
止
め
が
た
い
趨
勢
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
ら

は
、
い
さ
さ
か
時
代
に
甘
や
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。（

9
）
 

と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
『
北
聞
に
志
』
は
、
「
風
流
の
薮
津
」
と
喧
伝
さ
れ
た
大
唐
長
安
の
艶
跡
、
平
康
坊
に
関
す
る
逸
事
を
録
し
た
も
の
で



あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
有
力
な
媒
客
は
、
官
僚
・
挙
人
（
科
挙
受
験
生
）
な
い
し
新
及
第
者
、

お
よ
び
富
商
の
三
種
に
大
別
さ

れ
る
。
客
筋
が
官
僚
・
富
商
で
あ
っ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
い
さ
さ
か
興
味
を
覚
え
る
の
は
、
新
及
第
の
進
士
た
ち

が
、
盛
ん
に
遊
里
に
出
入
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
語
り
草
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
「
北
里
志
』
の
作
者
は
、

そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
こ
う
伝
え
て
い
る
。

裳
思
謙
状
元
及
第
ノ
後
、
紅
牒
ノ
名
紙
十
数
ヲ
作
ツ
テ
、
平
康
坊
一
一
詣
リ
、
因
ツ
テ
里
中
一
一
宿
ス
、

鄭
合
敬
先
輩
及
第
ノ
後
、
平
康
坊
ニ
宿
ス
、

こ
れ
と
同
種
の
逸
話
は
ま
た
、

王
定
保
の
『
唐
掠
」
一
一
一
日
』
、

（
川
山
）

王
仁
裕
の
「
開
元
天
宝
遺
事
』
に
も
散
見
す
る
。

」
の
こ
と
か
ら
、
当
時
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
新
興
知
識
人
の
同
に
、

一
種
の
遊
び
人
気
質
が
め
ば
え
て
い
た
ど
う
か
、

い
ま
は
速
断
を
慎

日
刊
Uヮ“

し
む
が
、
こ
こ
で
最
も
人
目
を
ひ
く
現
象
は
、
新
及
第
の
進
士
た
ち
が
、
自
分
の
成
功
の
最
も
甘
美
な
確
認
の
た
め
に
、

い
さ
ん
で
遊
里
に

赴
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
級
官
僚
の
キ
ャ
リ
ア
を
約
束
さ
れ
た
彼
ら
は
、
そ
の
中
で
遊
蕩
三
昧
に
耽
っ
た
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と

も
許
容
さ
れ
て
い
た
。
「
曲
中
ノ
常
債
、

一
席
四
鎧
、
燭
ヲ
見
レ
パ
即
チ
倍
ス
、
新
郎
君
ハ
其
ノ
数
ヲ
倍
ス
」
（
北
里
志
）
。

つ
ま
り
新
及
第

者
は
、
遊
里
の
上
客
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
遊
興
費
は
、
普
通
よ
り
数
倍
も
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
唐
代
の
進
土
た
ち
の
、
華
か
な
押
妓
遊
宴
の
あ
り
よ
う
と
、
唐
代
艶
情
伝
奇
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幾
人
か
の
研
究

者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
才
子
佳
人
の
愛
の
様
式
を
、
あ
る
程
度
規
定
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

物
ハ
柳
氏
ノ
色
ヲ
仰
ギ
、
柳
氏
ハ
吻
ノ
才
ヲ
慕
フ
、
（
柳
氏
伝

小
娘
子
才
ヲ
愛
シ
、
郁
夫
色
ヲ
重
ン
ズ
、
（
震
小
玉
伝
）

い
わ
ば
、
こ
れ
が
才
子
佳
人
の
典
型
的
な
愛
の
あ
り
か
た
で
あ
る
口
こ
こ
に
「
仰
色
」
と
い
い
、
「
重
色
」
と
い
う
、
そ
れ
を
「
好
色
」



と
言
い
換
え
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
閏
閣
の
事
は
、
多
く
遊
蕩
的
な
情
緒
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

点
、
温
柔
の
性
を
賦
与
さ
れ
た
才
子
の
心
を
唆
る
も
の
は
、
常
に
佳
人
の
色
な
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、
本
能
充
足
の
場
で
あ
る
遊
里
が
、
こ
の
時
代
の
小
説
に
富
豊
な
題
材
を
提
供
し
え
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
も

ち
ろ
ん
当
時
の
花
柳
界
の
発
達
が
あ
っ
た
。
再
び
『
北
里
志
』
に
つ
い
て
見
る
と
、
唐
代
の
都
市
経
済
の
急
速
な
成
長
と
相
侠
っ
て
、
中
晩

唐
の
頃
に
は
、
遊
里
は
す
で
に
充
分
な
発
達
を
遂
げ
て
い
た
。
「
費
ス
所
ヲ
伝
マ
ザ
レ
パ
、
則
チ
下
車
水
陸
備
レ
リ
失
」
（
北
里
志
）
。
要
す

る
に
、
こ
の
世
界
で
は
、
出
費
さ
え
惜
し
ま
な
け
れ
ば
、
酒
色
と
も
ど
も
、
思
い
の
ま
ま
に
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

経
済
と
好
色
｜
｜
云
う
ま
で
も
な
く
こ
の
二
つ
は
、
遊
里
を
基
底
か
ら
支
え
る
こ
つ
の
主
軸
で
あ
る
。
唐
代
の
欄
熟
し
た
都
市
文
明
は
、

た
と
え
ば
『
北
里
志
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
遊
里
の
発
達
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
銭
り
集
っ
た
の
は
、
官
僚
・
挙
人
・
進

土
・
富
商
と
い
っ
た
時
代
の
選
良
た
ち
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
警
え
て
き
口
う
な
ら
ば
、
遊
里
と
は
、
時
代
の
繁
栄
と
開
会
し
た
、
特
殊
な
風
俗
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だ
っ
た
。
そ
の
華
美
な
、

し
か
も
美
的
情
趣
に
富
ん
だ
風
俗
に
対
し
て
、
小
説
は
決
し
て
冷
淡
で
は
い
ら
れ
ま
い
。

五

立
身
と
愛
と

『
枕
中
記
』
と
い
う
伝
奇
が
あ
る
。
「
郎
郎
の
夢
」
あ
る
い
は
「
黄
梁
一
炊
の
夢
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
あ
の
有
名
な
故
事
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
物
語
の
中
で
、

ひ
と
く
さ
り
身
の
不
遇
を
か
こ
っ
た
若
い
虚
生
が
、
胸
中
に
わ
だ
か
ま
る
青
年
ら
し
い
抱
負
を
、
道
土

日
翁
に
こ
う
告
げ
る
く
だ
り
が
あ
る
。

士
ノ
世
一
一
生
マ
ル
ル
ヤ
、
首
一
一
功
ヲ
建
テ
名
ヲ
樹
テ
、
出
デ
テ
ハ
将
入
リ
テ
ハ
相
、
鼎
ヲ
列
ネ
テ
食
ラ
ヒ
、
聾
ヲ
選
ピ
テ
聴
キ
、
族
ヲ

シ
テ
盆
ミ
昌
エ
テ
家
ヲ
シ
テ
丞
ミ
肥
エ
シ
ム
ベ
シ
。



こ
こ
に
幅
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
蛾
烈
な
立
身
出
世
の
願
望
で
あ
る
。
出
世
の
あ
か
つ
き
に
は
、
美
食
を
く
ら
い
、
美
妓
の
歌
戸
に
聴
き

ほ
れ
る
の
だ
と
い
う

D

我
々
こ
こ
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
遊
里
に
刺
を
投
じ
て
そ
の
中
を
遊
謁
し
た
と
い
う
、
あ
の
新
及
第
の
進
士
た

ち
の
稚
気
を
想
い
出
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
進
士
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
慮
生
の
夢
」
に
お
け
る
栄
華
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
、
右
の
よ
う
な
虚
生
の
口
吻
は
、
科
挙
及
第
を
め
ざ
す
、
当
時
の
新
興
土
人
階
級
の
、

一
般
的
な
青
年
の
抱
く
立
身
出
枇
主

義
思
想
を
、

は
か
ら
ず
も
代
弁
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
は
、
往
々
に
し
て
立
身
出
世
を
望
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
に
と
っ

て
、
立
身
出
世
を
願
う
こ
と
は
、
社
会
に
重
要
な
役
割
を
果
し
、

そ
の
見
返
り
と
し
て
、
名
誉
や
地
位
を
手
に
入
れ
、
世
間
か
ら
尊
敬
を
買

ぅ
、
ひ
と
か
ど
の
人
物
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

「
升
官
発
財
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
高
官
に
の
ぼ
れ
ば
、
財
産
も
名
誉
も
地
位
も
権
力
も
、

一
挙
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
。

円

δ

ど
こ
の
国
で
も
、
事
情
は
そ
う
変
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
、
官
僚
に
な
る
こ
と
は
、
富
を
得
る
こ
と
に
等
し
か
っ
た
。

ま
し
て
こ
の
国
の
知
識
人
は
、
儒
教
の
理
念
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
官
僚
た
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
も
、
唐
代
の
知
識
人
に
と
っ
て
幸
便
な
こ
と
に
、
惰
代
に
創
設
さ
れ
た
科
挙
の
制
度
は
、
こ
の
短
命
な
王
朝
の
後
を
受
け
た
唐
朝
に

も
踏
襲
さ
れ
、
そ
れ
は
制
度
と
し
て
さ
ら
に
整
備
拡
充
さ
れ
て
い
た
。

元
来
こ
の
制
度
は
、
門
関
貴
族
に
対
抗
す
る
た
め
、
そ
れ
に
替
る
新
た
な
人
材
を
補
給
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
開
設
さ
れ
、
あ
く
ま
で
原

則
的
な
話
だ
が
、
門
戸
を
広
く
世
に
向
け
て
聞
い
て
い
た
。

こ
の
登
竜
門
に
集
っ
た
の
は
、
多
く
名
族
の
子
弟
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
寒
門
の
子
弟
の
員
数
も
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
中
唐
の
韓

愈
、
白
居
易
な
ど
は
、
寒
門
よ
り
出
で
て
高
官
に
ま
で
の
ぼ
っ
た
典
型
的
な
文
人
官
僚
の
例
で
あ
る
。
貴
族
全
盛
の
六
朝
時
代
な
ら
ば
、
歯



．
分
に
も
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
寒
門
の
若
者
た
ち
に
も
、
栄
達
の
道
は
聞
か
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
の
立
身
出
世
主
義
思
想
に
は
、
こ
れ
ら
若
き
俊
英
た
ち
の
、

主
流
の
価
値
観
が
反
映
し
て
い
た
警
で
あ
る
。
ち

ょ
う
ど
、
我
が
明
治
時
代
の
立
身
出
世
主
義
思
想
が
、
青
年
た
ち
の
モ
ラ
ル
に
支
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
。

も
っ
と
も
、
そ
こ
に
大
き
く
功
利
が
働
い
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
口
そ
れ
は
、
声
高
に
経
世
済
民
を
説
く
立
身
出
世
主
義
思
想
に
、
常

に
つ
き
ま
と
う
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
国
家
有
用
の
人
材
を
非
る
と
い
う
科
挙
の
理
念
も
、
あ
の
い
さ
さ
か
功
名
心
に
は

ゃ
っ
た
虚
生
の
よ
う
な
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
支
持
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
再
三
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
唐
代
伝
奇
の
担
い
手
は
、
そ
う
し
た
新
興
士
族
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
多
く
は
官
途
に
め
ぐ
ま
れ
ぬ

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

ま
た
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
任
官
に
野
心
を
抱
く
こ
の
階
層
の
晴
好
が
、
反
映

ワ白

知
識
人
で
あ
っ
た
。

し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

も
と
よ
り
才
子
佳
人
の
物
語
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

い
や
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
よ
く
、
こ
の
階
層
の
哨
好
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
－
一
一
一
口

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
最
大
の
関
心
事
が
、
立
身
と
愛
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

」
の
二
つ
は
何
時
も
、
両
立
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
愛
を
全
う
し
た
女
も
い
た

（
例
え
ば
李
娃
、
柳
氏
の
よ
う
に
）
。
だ
が
、
そ
の
反
面
、
男
の
立
身
出
此
の
犠
牲
に
な
っ
た
女

も
い
た

（
例
え
ば
冨
小
玉
、
崖
笹
川
鴬
の
よ
う
に
）
。
こ
れ
ら
の
物
語
で
は
、
愛
の
叙
述
は
と
も
す
る
と
、
薄
命
な
佳
人
の
方
に
傾
き
が
ち
だ



が
、
彼
女
の
愛
の
勝
利
も
敗
北
も
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
立
身
か
愛
か
と
い
う
二
者
択
一
に
か
か
っ
て
い
る
。

才
子
の
方
は
い
い
、

い
ず
れ
社
会
は
彼
を
官
吏
と
し
て
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
女
た
ち
は
ど
う
か
。
す
で
に
前
節
で
検
討
し
た
と

お
り
、
佳
人
と
は
、

お
お
む
ね
賎
業
に
従
事
す
る
女
た
ち
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
常
に
、
彼
女
た
ち
の
愛
を
阻
む
こ
と
に
な
る
。

山
刀
た
ち
は
官
僚
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
利
益
の
た
め
に
、
多
く
名
族
の
子
女
を
要
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
身
の
ほ

ど
を
知
っ
た
女
た
ち
は
、
恋
人
に
向
っ
て
こ
う
打
ち
明
け
る
。

立
宜
シ
ク
濯
涜
ノ
賎
ヲ
以
テ
、
採
蘭
ノ
美
ヲ
稽
ム
ベ
ケ
ン
ヤ
、
（
柳
氏
伝
）

支
ハ
本
侶
家
、
白
ラ
匹
ニ
非
ザ
ル
ヲ
知
ル
、
（
冨
小
玉
伝
）

中
外
婚
嬬
、
白
ラ
鯖
ス
コ
ト
無
レ
、
（
李
娃
伝
）
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こ
の
夏
炉
冬
扇
の
懸
念
、
自
ら
の
賎
業
ゆ
え
に
、
男
の
出
世
の
妨
げ
に
な
る
ま
い
と
願
う
女
の
意
識
。
そ
の
あ
り
ょ
う
を
通
じ
て
、
男
の

胤
し
て
い
る
社
会
の
一
端
が
た
ま
た
ま
透
け
て
見
え
る
の
も
、
こ
の
い
向
々
相
容
れ
る
こ
と
の
困
難
な
、
立
身
と
愛
と
の
問
題
の
た
め
に
は
か

《
ム
‘
「
ノ
戸
ム

1

0

’r
j
p
v
f
f
i
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そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
才
子
佳
人
の
物
語
の
判
り
や
す
さ
は
、
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

多
く
の
場
合
、

こ
れ
ら
の
物
語
は
、

そ
う
複
雑
な
手
だ
て
を
必
要
と
す
る
訳
で
は
な
い
。
将
来
有
望
な
青
年
が
い
て
、

た
と
え
よ
う
も
な

く
美
し
い
女
が
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
物
語
は
始
ま
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
が
、
凡
人
に
望
み
え
ぬ
よ
う
な
恋
に
お
ち
れ
ば
中
し
分
な

い
。
彼
は
才
子
、
彼
女
は
佳
人
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
単
純
化
さ
れ
た
二
つ
の
類
型
の
た
め
に
、
人
間
関
係
は
複
雑
に
も
つ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
な
く
、
こ
の
た
め
小
説
の
構
成
は
判
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、

い
さ
さ
か
整
い
す
ぎ
た
き
ら
い
が
な
い
で
も
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
場
合
に
見
落
せ
な
い
の
は
、
唐
代
伝
奇
の
作
者
と
読
者
が
同
じ
一
つ
の
階
層
に
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

Q



伝
奇
の
勃
興
が
、
韓
柳
を
領
袖
と
す
る
中
唐
の
古
文
運
動
と
呼
応
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
文
学
史
の
常
識
だ
が
、
伝
奇
の
文
体
は
つ

ま
り
、
こ
の
由
緒
正
し
い
文
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
古
文
と
い
う
文
体
自
体
が
、
中
唐
以
後
に
実
力
を
蓄
え
つ
つ
あ
っ
た
新
興
知
識
人
の
専
有

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
唐
代
伝
奇
文
壇
な
る
も
の
が
、
出
目
、
教
養
、
生
活
様
式
を
同
じ
く
す
る
仲
間
う
ち

の
、
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
た
め
、
作
者
と
読
者
は
、
相
互
の
趣
味
・
晴
好
を
知
悉
し
て
い
た
し
、
そ
の
な
味
で
、
両
者
の
関
係
は
、

は
な
は
だ
風
通
し
の
よ
い

も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
伝
奇
作
者
の
人
間
観
、
社
会
観
も
、
決
し
て
こ
の
階
層
の
埼
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
典
型
を
描
く
こ
と
は
、
小
説
の
本
筋
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
社
会
で
は
、
人
間
の
類
型
は
た
や

す
く
典
型
化
さ
れ
、
そ
し
て
普
遍
性
を
穫
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
進
士
と
妓
女
と
い
う
二
つ
の
社
会
的
な
タ
イ
プ
も
、
単
純
に
才

子
佳
人
の
類
型
に
あ
て
は
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
才
子
佳
人
の
奇
縁
も
、
多
く
立
身
出
世
主
義
の
枠
組
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
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あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
判
然
と
整
っ
た
構
造
を
も
ち
、
類
型
化
さ
れ
や
す
い
性
質
を
も
っ
て
い
た
潜
在
的
な
原
因
は
、

」

F
」

に
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
唐
代
の
澗
熟
し
た
都
市
文
明
は
、
伝
奇
と
い
う
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
の
水
準
を
高
め
る
条
件
を
準
備
し
て
い
た
か
に
見

え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
伝
奇
の
発
展
に
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
。
も
っ
と
も
、
米
代
に
も
数
多
く
の
伝
奇
は
作
ら
れ
は
し
た
が
、
そ

れ
は
公
平
に
一
一
一
口
っ
て
、
低
迷
不
振
に
お
わ
っ
た
と
言
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
む
し
ろ
中
国
の
小
説
は
、
単
一
な
知
識
人
階
級
の
子
を
離
れ

て
、
た
と
え
ば
宋
代
、
盛
場
で
大
衆
に
物
語
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
説
話
人
が
登
場
す
る
に
及
ん
で
、
新
た
な
展
開
を
示
し
は
じ
め
る
。

つ
ま

り
、
古
文
と
い
う
文
体
の
重
荷
を
棄
て
た
と
き
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
、
唐
代
伝
奇
は
、

店
一
代
に
花
開
い
た
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



ムノ

お
わ
り
に

し
か
し
、
小
説
の
主
人
公
と
し
て
、
才
子
佳
人
の
よ
う
に
一
般
の
人
性
を
備
え
た
男
女
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
唐
代
伝
奇
作
者
の
手
柄
の
一

つ
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
唐
代
艶
情
伝
奇
が
後
世
の
戯
曲
小
説
に
与
え
た
影
響
は
、
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。

唐
代
以
後
、
こ
の
才
子
佳
人
の
主
題
は
、
次
の
二
様
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
て
発
展
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
若
き
書
生
と
妓
女
、
あ
る
い

は
良
家
の
子
女
と
の
、
二
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
才
子
佳
人
の
愛
の
様
式
は
、
女
を
描
き
つ
つ
男
を
描
く
技
法
と
し
て
、
最
も
完

成
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

し
か
し
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
才
子
佳
人
小
説
は
、
絶
え
ざ
る
繰
り
返
し
で
、
そ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
筋
書
を
幾
重
に
も
反
復
し
て
い
る
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に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
常
に
漁
ら
ぬ
形
式
的
な
主
題
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
才
子
佳
人
小
説
者
流
の
優
柔
不
断
を
棄
却
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
た
と
え
ば
『
金
瓶
梅
』
の
よ
う
に
凄
味
の
あ
る
小
説
が
、
明
代
に
忽
如
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
才
子
佳
人
小
説
の
流

行
を
念
頭
に
お
く
と
き
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
並
い
る
才
子
佳
人
の
生
温
さ
を
剛
笑
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
一
体
、
こ
の
よ
う
に
常
套
に
す
ぎ
た
主
題
が
、
中
国
人
の
心
に
ど
ん
な
感
興
を
も
よ
お
さ
せ
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
物
語
の
異
常
な
成
功
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
は
万
人
の
心
を
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な
い
魅
力
を
も
つ
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
ま

た
、
こ
の
こ
と
は
、
中
国
人
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
！
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
国
で
、

ハ
ピ
イ
l
・
エ
ン
ド

の
物
語
の
異
常
な
人
気
が
、
人
々
の
熱
狂
的
な
喝
釆
に
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
。

私
が
あ
ら
た
め
て
才
子
佳
人
の
主
題
と
取
り
組
ん
だ
の
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
か
く
ま
で
愛
好
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
に
端
を
発
す

る
。
本
稿
は
し
か
し
、
そ
の
問
い
か
け
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
答
え
切
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
愛
好
の
理
由
の
解
明
は
、
今
後
の
宿
題
と
し
て
残
さ



れ
て
い
る
。註

恥
谷
凱
博
士
は
、
『
中
同
小
説
の
研
究
』
第
三
節
に
お
い
て
、
山
代
の
小
説
を
、
ハ
門
別
い
い
、
け
剣
快
、
臼
艶
情
、
制
神
怪
の
阿
種
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
は
便
宜
上
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
い
る
。
な
お
同
時
士
は
、
艶
情
類
の
作
品
と
し
て
、
以
下
の
五
作
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
『
震
小
玉
伝
』
（
蒋
防
撰
）
、
『
李
喧
伝
』
（
ム
日
行
筒
撲
）
。
『
柳
氏
伝
』
（
許
占
叫
ん
佐
撰
）
、
『
皆
川
党
伝
』
（
一
五
一
棋
撰
）
、
『
遊
仙
窟
』
（
張
文
成

撰
）
の
五
つ
で
あ
る
。

唐
代
艶
情
伝
奇
の
主
人
公
た
ち
を
、
単
純
に
「
才
子
佳
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
い
く
ぶ
ん
賠
踏
を
覚
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
作
者
が
明
確
に
そ
れ

と
意
識
し
た
と
い
う
証
拠
が
見
当
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
呼
称
は
後
世
の
も
の
で
あ
ろ
う
ω

し
か
し
、
他
に
よ
い
呼
び
名
を

思
い
つ
か
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
「
才
子
住
人
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

引
用
は
、
王
辞
麗
校
録
の
『
唐
人
小
説
』
に
よ
っ
た
。
な
お
、
以
下
の
唐
代
伝
奇
の
引
用
も
こ
れ
に
よ
っ
た
。

『
山
海
経
』
は
、
中
国
古
代
神
話
の
宝
庫
で
あ
る
が
、
そ
の
制
作
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
神
話

研
究
に
欠
せ
な
い
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
問
遭
い
な
い
。
ま
た
、
『
漢
武
内
伝
』
は
、
後
漢
の
一
班
回
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
後
世
の
偽
託
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
貌
晋
の
作
で
あ
ろ
う
と
一
一
コ
川
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
漢
武
内
伝
』
の
両
国
母
に
関
す
る
主
だ
っ
た
記

述
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
視
之
可
年
三
十
許
、
修
一
日
得
中
、
天
安
時
高
、
特
顔
絶
世
、
克
洋
人
也
」

「
山
調
鷺
鴬
侍
」
、
『
陳
寅
倍
先
生
文
史
論
集
』
下
巻
所
収
。

も
っ
と
も
、
『
冨
小
玉
伝
』
で
は
、
旧
刀
の
負
心
を
怨
ん
で
死
ん
だ
ヒ
ロ
イ
ン
小
玉
の
た
た
り
の
せ
い
で
、
そ
の
後
、
男
の
夫
婦
生
活
が
円
満
に

ゆ
か
な
か
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
唐
代
艶
情
伝
奇
の
中
で
、
唯
一
見
い
だ
さ
れ
る
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
部
分
で
あ
る
。

L
か

し
、
こ
の
小
説
の
世
間
成
に
お
い
て
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
重
要
な
場
面
で
は
な
く
、
単
な
る
後
日
諸
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
小
説
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
常
々
は
、
店
代
の
名
家
の
一
つ
在
氏
の
女
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
本
稿
に
と
っ
て
好
都
合
な
こ
と

に
、
常
々
は
実
は
妓
女
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
お
そ
ら
く
陳
寅
怖
の
論
文
「
議
鷺
鷺
侍
」
で
あ
ろ
う

U

劉
開
栄
の
『
唐
人
小
説
』
（
第
五
章
）
、
李
長
之
の
『
中
同
小
説
史
稿
』
（
第
．
二
巻
）
も
、
陳
氏
の
説
に
従
っ
て
、
抗
日
々
を
娼
妓
と
見
な
し
て
い

る
ο
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こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
論
旨
だ
が
、
張
亮
采
の
以
下
の
指
摘
（
『
中
同
風
俗
史
』
第
三
編
）
も
ま
た
、
有
誌
で
あ
る
ω

「
且
白
六
朝
以
来
、
土
大
夫

侠
妓
飲
酒
賦
詩
、
本
属
尋
常
之
事
、
唐
代
重
視
進
士
、
進
士
之
所
翫
押
、
首
時
弁
侍
局
佳
話
、
故
進
士
贈
妓
之
詩
、
店
人
濁
多
」

『
開
元
天
宝
遺
事
』
に
見
え
る
。
註
の
（
刊
）
参
照
。

本
文
に
引
用
し
た
『
北
里
志
』
の
記
述
と
全
く
同
様
の
も
の
が
、
『
出
川
掠
－

J

一
日
』
（
第
二
一
巻
）
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
『
開
元
天
宝
遺
事
』
の

記
載
は
、
以
ド
の
如
し
。
「
長
安
有
平
康
坊
、
妓
女
所
居
之
地
也
、
京
都
侠
少
、
平
集
子
此
、
旅
毎
年
新
進
士
、
以
紅
股
名
紙
、
遊
謁
其
中
、

時
人
謂
此
坊
、
局
風
流
薮
搾
」

8 !9 ~ 
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