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『
開
情
偶
寄
』

考

仁二）

岡

晴

夫

前
稿
で
は
李
漁
の
戯
曲
論
、
す
な
わ
ち
『
開
情
偶
寄
』
全
八
部
の
初
め
に
掲
げ
る

「
詞
曲
部
」

お
よ
び

「
演
習
部
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み

た
。
こ
の
二
部
に
続
く
の
が
「
戸
容
部
」

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
下
こ
れ
を
中
心
に
取
り
挙
げ
て
み
る
。

「
声
容
部
」

は
好
色
な
快
楽
主
義
者
と
し
て
名
に
し
負
う
笠
翁
が
、
女
性
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
そ
の
得
意
と
す
る
H

遊
戯
の
筆
H

を

存
分
に
ふ
る
っ
て
み
せ
た
も
の
で
、
彼
自
身
『
開
情
偶
寄
』
は
ま
ず
こ
の
部
分
か
ら
読
み
始
め
れ
ば
面
白
い
と
人
に
も
奨
め
て
い
る
の
で

（

1
）
 

あ
る
。
従
っ
て
、
な
る
ほ
ど
そ
の

H

面
白
い
υ

箇
所
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
眉
批
の
数
も
全
部
で
二
十
二
、
相
対
的
に
み
て
他
の
部
よ
り
も

の

「
戸
容
部
」
が
最
も
多
い
こ
と
に
な
る
。
「
詞
曲
部
」
「
演
習
部
」

の
二
部
は
表
面
上
は
あ
く
ま
で
も
戯
曲
論
と
し
て
の
体
裁
を
と
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
は
H

遊
戯
の
筆
H

の
あ
や
つ
り
ょ
う
も
あ
る
程
度
は
控
え
目
・
抑
え
気
味
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
え

ト
Eaλ
ノ。

そ
の
点
「
声
容
部
」

に
お
い
て
は
、

よ
り
自
在
に
か
つ
容
易
に
持
ち
前
の
本
領
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ

F、
/ 。

つ
ま
り
こ
れ
を
一
口
に
し
て
括
る
な
ら
ば

H

女
性
美
論
H

と
で
も
呼
ぶ
ほ
か
あ
る
ま
い
が
、
あ
た
か
も
H

戯
曲
論
H

が
ご
く
普
通
の
意
味
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で
の
ま
じ
め
真
当
な
る
戯
曲
論
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
ち
ら
も
同
様
、
ま
じ
め
真
当
な
る
女
性
美
論
な
ど
で
は
断
じ
て
な
い
。
も
と
も

む
だ
ぱ
な
し

と
が
H

聞
か
な
る
情
を
偶
と
寄
せ
H

て
綴
っ
た

H

開
話
ヘ
し
か
も
好
色
の
対
象
と
し
て
の
女
性
に
関
す
る
事
柄
は
笠
翁
得
意
の
分
野
で
も

そ
の
基
本
が
戯
れ
文
た
る
性
格
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
顕
著
濃
厚
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
っ
た
か
ら
、

「
戸
容
部
」
は
全
体
が

「
選
姿
」
「
修
容
（
身
づ
く
ろ
い
）
」
「
治
服
（
服
飾
）
」
「
習
技
（
院
部
事
）
」
の
四
つ
の
章
か
ら
成
る
。
各
章
が
さ
ら
に

幾
つ
か
の
項
目
に
分
れ
て
い
る
が
、
女
性
の
容
姿
魅
力
に
つ
い
て
の
見
分
け
方
・
選
別
法
を
説
く
の
が

「
選
姿
第
二
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の

最
初
の
項
で
「
肌
膚
」
を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
取
り
挙
げ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
笠
翁
は
、
女
性
の
肌
膚
は
色
白
で
あ
る
の
が
一
番
だ
が
、

こ
れ
を
得
る
の
が
難
し
い
、

お
よ
そ
物
の
色
と
い
う
の
は
す
べ
て
根
本
の
色
い
か
ん
に
よ
る
の
だ
と
い
う
「
根
本
説
」
な
る
も
の
を
展
開
し

- 24 

て
、
次
の
よ
う
に
切
り
出
す
。

人
の
根
本
は
維
れ
何
ぞ
や
。
精
な
り
、

成
す
者
は
、

そ
の
人
の
生
る
る
や
必
ず
白
。 血

な
り
。
精
の
色
は
白
を
帯
び
、
血
は
則
ち
紅
に
し
て
紫
な
り
。
多
く
父
の
精
を
受
け
て
胎
を

父
精
母
血
、
交
も
衆
り
て
胎
を
成
す
に
、
或
ひ
は
血
多
く
し
て
精
少
な
き
者
は
、
そ
の
人

の
生
る
る
や
必
ず
黒
白
の
間
に
在
り
。

笠
翁
が
こ
だ
わ
る
の
は

H

新
寄
H

の
二
字
で
あ
っ
た
。
常
に
人
の
意
表
に
出
ん
と
し
て
奇
妙
な
才
気
を
ひ
け
ら
か
し
、
往
々
に
し
て
う
さ

ん
臭
い
言
辞
を
弄
す
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
実
に
い
か
が
わ
し
い
、
眉
唾
な
ま
や
か
し
の
理
屈
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
、

な
る
ほ
ど

そ
の
通
り
だ
と
納
得
し
感
心
す
る
人
が
も
し
い
る
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
あ
り
き
た
り
の
常
識
に
欠
け
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
当
時

の
常
識
だ
っ
た
の
だ
と
し
て
納
得
す
る
余
り
に
も
単
純
素
撲
に
過
ぎ
る
人
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
の
論
理
の
ど
こ
が
ど
の
よ



う
に
ま
や
か
し
で
眉
唾
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
し
も
遂
一
理
詰
め
で
論
難
し
よ
う
と
思
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
で
き
ぬ
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ

を
ま
じ
め
に
試
み
ん
と
す
る
こ
と
自
体
、
愚
の
骨
頂
・
烏
訴
の
沙
汰
を
言
う
べ
き
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
も
そ
も
筆
者
笠
翁
自
身
が
、
こ

こ
で
客
観
的
に
拠
り
所
の
あ
る
然
る
べ
き
ま
じ
め
真
当
な
る
論
議
を
展
開
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
む
し
ろ
逆
に
、
ま
と
も
真
当
を
装
い
な
が
ら
も
全
く
根
拠
も
何
も
な
い
甚
だ
得
手
勝
手
な
む
り
こ
じ
つ
け
の
理
屈
を
、
自
分
の
都
合
の

い
い
よ
う
に
自
由
自
在
に
こ
ね
く
り
回
し
て
遊
ん
で
み
せ
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
が
実
は
、
作
者
の
手
腕
力
量
の
ほ
ど
は
、
そ
れ

を
い
か
に
巧
み
に
こ
ね
く
り
回
し
ひ
ね
く
り
回
し
て
遊
ん
で
み
せ
る
か
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。
そ
う
し
た
理
屈
の
こ
ね
っ
ぷ
り
・
ひ

ね
く
り
っ
ぷ
り
・
遊
び
っ
ぷ
り
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
こ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
種
の
文
章
（
遊
戯
の
筆
・
戯
れ
文
）

の
見
せ
所
で
あ
る

と
同
時
に
、
取
り
も
直
さ
ず
笠
翁
の
文
章
上
の

「古瓦」

の
見
せ
所
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
笠
翁
の

「
根
本
説
」
な
る
も
の
は
、
以
下
次
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
の
だ
が
、

ま
さ
に
右
に
述
べ
た
如
き
観
点
に
立
っ
て
、
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そ
の
し
た
た
か
な
曲
者
戯
作
者
の
言
語
遊
戯
に
お
け
る
「
芸
才
」

と
く
と
拝
見
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ゃ
し
な

そ
の
血
は
浅
紅
、
結
び
て
胎
を
成
す
が
若
き
は
、
黒
白
の
間
に
あ
る
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
生
る
る
に
及
び
て
は
象
ふ
に
美
食
を
以
て
し
、

お

く

ろ

慮
く
に
曲
房
（
密
室
）
を
以
て
せ
ば
、
な
ほ
日
に
淡
に
趨
る
ベ
し
。
脚
地
（
素
地
）
の
い
ま
だ
尽
く
絡
な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
幼
時
は

お
手
並
の
ほ
ど
を
、

白
か
ら
ざ
る
も
、
長
じ
て
始
め
て
白
き
者
あ
る
は
、
こ
の
類
ひ
是
な
り
。
そ
の
血
色
は
深
紫
、
結
び
て
胎
を
成
す
に
至
り
て
は
、
則
ち

そ
の
根
本
す
で
に
絡
く
、
全
く
脚
地
の
漂
す
べ
き
無
け
れ
ば
、

そ
の
生
る
る
に
及
ぶ
や
、

た
と
ひ
服
す
る
に
水
晶
雲
母
を
以
て
し
、
居

た
だ
よ
く
旧
を
守
り
て
遷
さ
ず
、
愈
と
老
い

る
に
玉
殿
現
楼
を
以
て
す
る
も
、

ま
た
そ
の
深
き
よ
り
変
じ
て
浅
く
な
る
を
望
み
難
し
。

の
み

ま
た
幸
ひ
と
云
ふ
会
。
富
貴
の
家
に
生
れ
て
白
か
ら
ず
、
長
ず
る
に
至
り
老
ゆ
る
に
至
り
て
ま
た
か
く

て
愈
と
黒
き
を
致
さ
ず
ん
ば
、

の
若
き
者
有
る
は
、
こ
の
類
ひ
こ
れ
な
り
。



こ
う
い
う
文
章
に
相
い
対
す
る
際
に
至
極
厄
介
な
の
は
、
個
々
の
読
者
の
有
す
る
H

感
覚
H

の
問
題
に
わ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
笠
翁
の
文

芸
を
論
議
の
対
象
と
す
る
際
の
困
難
さ
・
し
ん
ど
き
は
、
実
に
こ
の
点
に
こ
そ
あ
る
。
こ
う
し
た

H

戯
れ
文
H

の
見
せ
所
で
あ
る
ツ
ボ
を
押

え
て
、
作
者
が
こ
ね
く
り
回
し
て
纏
々
展
開
し
て
見
せ
る
そ
の
理
屈
の
こ
ね
っ
ぷ
り
と
、

そ
こ
に
お
い
て
発
揮
し
て
み
せ
る
「
芸
才
」
そ
の

そ
れ
に
つ
い
て
は
読
解
力
の
有
無
と
は
別
個
の
、
あ
る
種
の

H

感

も
の
と
を
、
果
し
て
可
笑
し
が
り
面
白
が
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

覚
H

が
絶
対
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
不
可
欠
の
も
の
に
欠
け
て
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

た
び
た
び
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に
、
そ
の
面
白
さ
が
わ
か
ら
ぬ
朴
念
仁
は
こ
れ
を
術
中
に
は
め
ん
と
す
る
底
意
地
の
悪
さ
を
も
蔵
し
て
い
る
の
が
、
戯
れ
文
と
い
う
も
の
な

の
だ
。
研
究
者
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
は
、
得
て
し
て
真
正
面
か
ら
ま
じ
め
ま
と
も
に
取
り
か
か
ろ
う
と
す
る
か
ら
、

ま
ん
ま
と
そ
の
術
中
に

陥
る
こ
と
に
な
る
。
戯
れ
文
を
戯
れ
文
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
文
章
へ
の
対
応
の
し
か
た
や
評

笹
川
臨
風
氏
は
笠
翁
の
右
の
部
分
を
引
用
紹
介
し
て
の
ち
、

れ
た
。
ま
こ
と
に
お
説
ご
も
っ
と
も
で
、
「
頗
る
奇
に
し
て
採
る
に
足
ら
」

「
其
根
本
説
は
頗
る
奇
に
し
て
採
る
に
足
ら
ず
」

と
、
あ
っ
さ
り
評
定
さ

po 
円
ノ
』

価
と
い
う
問
題
に
な
る
と
、

そ
れ
こ
そ
お
よ
そ
考
え
も
及
ば
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
点
に
お
い
て
些
か
の
疑
い
の
余
地
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
そ
の

「
採
る
に
足
ら
」

ぬ
と
い
う
ほ
か
な
い
無
内
容
デ
タ
ラ
メ
な
、
従
っ
て
お
よ
そ
実
の
な
い

「
頗
る
奇
」
妙
キ
テ
レ
ツ
な
論
議
、

そ
れ
を
ま
た
さ
も
、
も
っ
と
も
ら
し
く
展
開
し
て
み
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
、
だ
か
ら
マ
ジ
メ
に
見
え
て

そ
こ
に
生
ま
れ
る
H

可
笑
し
さ
面
白
さ
H

こ
そ
が
大
事
の
眼
目
な
の
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
可
笑
し
さ
面
白
さ
を
ひ
ね
り

出
し
て
み
せ
た
作
者
の
手
腕
・
修
辞
技
術
を
も
同
時
に
見
つ
め
評
価
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
決
し
て
正
鵠
を
射
た
論
評
に
は
な
ら
ぬ
と
い
う

い
か
が
わ
し
い
、

こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
筆
者
が
腕
に
ヨ
リ
を
か
け
て
殊
さ
ら
バ
カ
バ
カ
し
い
こ
と
を
言
っ
て
み
せ
て
い
る
の
に
、
こ
い
つ
は
パ
カ
パ

カ
し
い
と
し
て
一
蹴
す
る
の
は
、
見
当
ち
が
い
も
甚
だ
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
笹
川
氏
の
論
評
は
し
か
し
私
に
は
ま
だ
よ
く
理
解
で
き



る
。
文
字
通
り
理
解
を
絶
す
る
の
は
、
「
頗
る
奇
に
し
て
採
る
に
足
ら
」

少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
さ
え
わ
か
ら
な
い
人
が
、

笠
翁
の
文
章
に
眉
批
を
与
え
て
い
る
文
人
仲
間
た
ち
は
、
彼
の
そ
う
し
た

H

戯
れ
H

を
大
い
に
可
笑
し
が
り
面
白
が
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
彼
ら
は
、

し
ば
し
ば
勘
所
を
お
さ
え
た
絶
妙
と
も
言
う
べ
き
H

掛
け
声
H

を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
掛
け
声
も
ま
さ
し

く
そ
れ
で
あ
る
。

さ

き

み

や

こ

周
彬
若
云
く
、
此
れ
等
の
妙
論
、
何
慮
よ
り
得
来
れ
る
や
を
知
ら
ず
。
予
向
に
都
門
に
在
り
し
と
き
、
人
訊
ふ
南
方
に
異
人
有
り
や
否

こ
た

や
と
。
予
は
笠
翁
を
以
て
対
ふ
。

又
訊
ふ
怪
物
有
り
や
否
や
と
。
予
は
ま
た
笠
翁
を
以
て
対
ふ
。
試
み
に
此
の
書
を
読
ま
ば
、
即
ち
予

が
言
の
謬
り
な
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
。

い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
、
後
に
述
べ
る
が
「
態
度
」

の
項
で
笠
翁
自
身
が
使
用
し
た
こ
と
ば
を
こ
こ
に
逆
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ー
ー
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「
異
人
」
と
は
、
人
並
み
す
ぐ
れ
た
特
異
な
才
能
の
持
主
の
こ
と
。
「
怪
物
」
は
こ
こ
で
は
説
明
不
可
能
な
怪
し
げ
で
風
変
り
な
る
人
物
と

H

異
人
H

な
ら
ざ
る
常
人
に
は
全
く
思
い
も
及
ば
ぬ
H

根
本
説
H

の

「
妙
論
」

は
、
「
異
人
」
「
怪
物
」

た
る
笠
翁
を
お
い
て
ほ
か
に
誰
が
吐

け
る
も
の
で
も
な
い

（
だ
か
ら
こ
そ
「
何
処
よ
り
得
来
れ
る
や
を
知
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
）
。
こ
の
書
を
読
め
ば
そ
れ
が
納
得
了
解
で
き
よ

ぅ
、
と
大
い
に
感
嘆
し
て
み
せ
て
い
る
わ
け
だ
。
「
根
本
説
」

に
対
す
る
論
評
と
し
て
は
、

ま
こ
と
に
要
を
得
て
妙
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
の
議
論
の
す
ぐ
後
に
続
け
て
笠
翁
は
、

「
此
を
知
れ
ば
、
則
ち
選
材
の
法
を
知
る
、

ま
さ
に
染
匠
の
衣
を
受
く
る
が
ご
と
く
な
る
べ
し
」

と
し
て

い
よ
い
よ
伎
偏
の
冴
え
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
が
、

そ
の
最
初
に
言
う
「
此
」
と
は
、
先
の

「
根
本
説
」
を
指
し
て
い
る
の
は
い



う
ま
で
も
な
い
。
が
果
し
て
、
こ
の
よ
う
な
根
も
葉
も
な
い
戯
れ
の
説
を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
果
し
て
本
当
に
女
性
の
肌
膚
の
素
材
を
選
別

ま
ず
は
そ
れ
を
こ
う
断
言
し
て
み
せ
て
い
る
胡
散
臭
き
と
、
そ
の
胡
散
臭
き
の
も
つ
面
白
さ
と
が

す
る
方
法
が
わ
か
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

感
取
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
染
色
工
が
仕
事
を
引
受
け
る
の
と
同
じ
だ
と
す
る
。

つ
ま
り
衣
服

に
付
着
し
た
色
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
職
人
の
側
で
は
H

漂
白
し
易
い
か
し
難
い
か
H

の
別
が
あ
る
の
だ
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
色
白
で
あ
る

の
を
よ
し
す
る
女
性
の
肌
膚
の
選
別
法
と
、
衣
服
の
漂
白
の
難
易
度
の
問
題
と
は
、

一
見
似
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
ら
れ
は
す
る
も
の
の

特
に
関
係
あ
る
わ
け
で
も
何
で
も
な
い
。
巧
み
な
警
輸
の
導
入
に
よ
っ
て
殊
さ
ら
問
題
の
焦
点
を
ず
ら
し
て
紛
わ
し
く
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
実
は
こ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
ん
と
す
る
戯
れ
文
本
題
に
対
し
て
張
っ
た
用
意
周
到
な
る
伏
線
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

婦
人
の
白
き
者
は
相
し
易
く
、
黒
き
者
も
ま
た
相
し
易
し
。
た
だ
黒
白
の
聞
に
在
る
者
は
、
こ
れ
を
相
す
る
に
易
か
ら
ず
。

面
の
身
よ
り
黒
き
者
は
白
く
し
易
く
、
身
の
面
よ
り
黒
き
者
は
白
く
し
難
し
。
肌
膚
の
黒
く
し
て
搬
き
者
は
白
く
し
易
く
、
黒
く
し
て

三
法
あ
り
。

口
6つ臼

粗
な
る
者
は
白
く
し
難
し
。
皮
肉
の
黒
く
し
て
寛
な
る
者
は
白
く
し
易
く
、
黒
く
し
て
緊
か
つ
実
な
る
者
は
白
く
し
難
し
。

こ
こ
で
笠
翁
は
、
肌
の
白
い
者
と
黒
い
者
は
選
別
し
易
い
が
、
中
間
の
者
は
選
別
し
易
く
な
い
と
言
い
、

そ
こ
に
は

「
有
コ
一
法
罵
」
と
い

う
。
問
題
は
そ
の

三
二
ノ
の
方
法
」

で
あ
る

o
l
l－付
H

面
と
身
υ

の
色
の
違
い
に
よ
っ
て
、
件
付
肌
膚
H

の
色
と
質
（
搬
・
組
）

の
違
い

に
よ
っ
て
、
同
H

皮
肉
H

の
色
と
質
（
寛
・
緊
・
実
）

の
違
い
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
「
白
く
し
易
い
」
か

「
白
く
し
難
い
」

か
の
別
が
あ

る
の
だ
と
す
る
。

つ
ま
り
本
来
問
題
と
し
て
い
た
の
は

「
肌
膚
の
選
別
方
法
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
至
っ
て

「
白
く
し
易
い
か
・
し

難
い
か
（
易
自
・
難
白
ど
と
い
う
別
問
題
に
ず
ら
さ
れ
、
す
り
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
染
色
工
の
漂
白
に
つ
い
て
述

べ
て
お
い
た
意
味
も
、
こ
こ
で
瞭
然
と
し
よ
う
。

つ
ま
り
論
理
を
す
り
換
え
る
た
め
の
伏
線
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
筆
者
笠
翁
の

「
殺
猪

の
伎
偏
」

に
よ
る
H

仕
掛
け
H

の
狙
い
所
が
ま
ず
こ
こ
に
あ
る
。

し
か
も
、
極
力
簡
潔
早
口
に
さ
ら
り
と
述
べ
た
右
の
部
分
が
、
実
は
こ
こ



で
の
議
論
（
戯
れ
文
）

の
い
わ
ば

H

結
論
H

な
の
で
あ
っ
て
、
以
下
は
こ
の

「
三
法
」

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
何
ゆ
え
そ
の
よ
う
に
結
論

し
得
る
か
と
い
う
理
由
を
纏
々
弁
じ
立
て
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
右
の

H

結
論
H

な
る
も
の
、
さ
ら
り
と
読
め
ば
或
い
は
何
と
な
く
そ
れ
ら
し
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
実
は
な
ん
ら
客
観
的
合
理
的
根
拠
を
も
た
ぬ
、
全
く
い
い
気
で
出
ま
か
せ
上
っ
面
の
極
言
極
論
で
し
か
な
い
。
例
え
ば
「
三

法
」
は
さ
て
お
く
と
し
て
、

ま
ず
「
婦
人
之
白
者
易
相
、
黒
者
亦
易
相
、
惟
在
黒
白
之
問
者
、
相
之
不
易
」
と
断
言
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠

は
何
な
の
か
、
な
、
ぜ
こ
う
断
言
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
、

一
切
抜
き
で
ど
こ
に
も
な
い
。
読
み
手
の
側
が
こ
れ
を
も
っ
と
も
の
よ

う
に
錯
覚
さ
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
巧
妙
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ワ
ナ
に
巌
ま
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
相
手
側
が
大
ま
じ
め
め
か
し
て
一
点
の

疑
い
の
余
地
も
な
い
よ
う
に
、

ズ
パ
リ
ズ
パ
リ
と
畳
み
か
け
る
よ
う
に
断
言
し
て
ゆ
く
ス
ピ
ー
ド
と
勢
い
の
よ
さ
ー
ー
そ
の
面
白
さ
を
感
得

nu 

賞
味
す
べ
き
で
あ
る
が
ー
ー
に
う
っ
か
り
呑
ま
れ
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
こ
が
筆
者
に
と
っ
て
は
思
う
ツ
ボ
だ
か
ら
、

そ
う
い
う
呑
ま
れ
乗
せ
ら
れ
が
ち
な
手
合
は
、
こ
い
つ
を
ひ
と
っ
こ
こ
で
巌
め
て
や
ろ
う
と
、
こ
と
さ
ら
狙
い
す
ま
し
た
と
こ
ろ
な
の
だ
。

そ
し
て
次
に
は
以
下
「
コ
一
法
」

に
つ
い
て

H

論
証
μ

し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
当
然
な
が
ら
全
く
得
手
勝
手
で
頻
る
い
い

気
な
理
屈
の
こ
ね
回
し
・
ひ
ね
く
り
回
し
で
あ
る
こ
と
は
、
初
め
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

た
だ
そ
こ
に
お
い
て
笠
翁
が
外
し
て
い
な
い

の
は
、
先
の

H

結
論
H

の
筆
致
の
勢
い
の
後
を
受
け
て
、

お
よ
そ
二
百
八
十
三
一
口
に
及
ぶ
口
舌
を
ふ
る
い
、
次
か
ら
次
へ
と
畳
み
か
け
る
よ
う

に
H

断
言
H

し
て
い
く
ス
ピ
ー
ド
感
で
あ
る
。

付
面
の
身
よ
り
黒
き
者
は
、
面
外
に
在
り
て
身
内
に
在
る
に
以
り
、
外
に
在
れ
ば
則
ち
風
に
吹
か
れ
日
に
晒
さ
る
こ
と
有
り
、
そ
の

や

や

か

く

漸
に
白
く
な
る
や
難
し
と
な
す
。
身
衣
中
に
在
り
、
面
に
較
べ
精
白
け
れ
ば
、
則
ち
：
：
：
そ
の
験
ま
た
是
の
若
し
失
、
故
に
白
く
し
易

あ
や
ぎ
ぬ
う
す
ぎ
ぬ

し
。
身
の
面
よ
り
黒
き
者
は
此
に
反
す
、
故
に
白
く
し
易
か
ら
ず
。

ω肌
膚
の
細
に
し
て
搬
か
き
者
、
綾
羅
紗
絹
の
如
く
、
そ
の
体
は



と

や

や

ほ

ぽ

光
滑
、
故
に
色
を
受
く
る
こ
と
易
く
、
色
を
退
る
も
ま
た
易
く
、
梢
風
に
吹
か
る
る
を
受
け
、
略
日
に
照
ら
さ
る
る
を
経
な
ば
、
則
ち

深
き
者
は
浅
く
し
て
濃
き
者
は
淡
し
会
。
粗
な
れ
ば
則
ち
布
の
如
く
笹
の
如
く
、

そ
の
色
を
受
く
る
の
難
き
は
、
綾
羅
紗
絹
に
十
倍

き
ぬ
お
り
も
の

す
、
：
：
：
故
に
搬
か
き
者
は
白
く
し
易
く
、
粗
な
る
者
は
白
く
し
難
き
を
知
る
。
同
皮
肉
の
黒
く
し
て
寛
な
る
者
は
、
な
ほ
紬
鍛
の
い

く

つ

が

た

も

と

ま
だ
裂
を
経
ざ
る
、
靴
と
履
の
い
ま
だ
棺
一
を
経
ざ
る
者
の
ご
と
く
、
そ
の
簸
よ
り
て
い
ま
だ
直
な
ら
ざ
る
に
因
り
て
、
故
浅
き
者
は

ひ

と

も

ょ

う

た

ち

ま

さ

き

深
き
に
似
、
淡
き
者
は
濃
き
に
似
る
も
、
一
た
び
炭
・
桔
一
を
経
る
の
後
は
、
則
ち
紋
理
陵
ち
変
じ
、
ま
た
曇
時
の
色
相
に
非
ず
失
。
肌

膚
の
寛
な
る
者
は
：
：
：
則
ち
そ
の
血
肉
充
満
す
る
の
後
は
必
ず
此
の
若
く
な
ら
ず
。
故
に
寛
な
る
者
は
白
く
し
易
く
、
緊
に
し
て
実
な

る
者
は
白
く
し
難
き
を
知
る
。
肌
を
相
す
る
の
法
、
此
に
備
は
れ
り
笑
。

も
と
も
と
こ
こ
で
H

結
論
H

と
し
て
い
た
「
三
法
」
な
る
も
の
自
体
が
、

H

戯
れ
H

の
虚
言
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
上
に
立
っ
て
何
を
ど

に
お
い
て
も
、

た
だ
目
立
つ
の
は
相
手
が
納
得
し
よ
う
が
し
ま
い
が
一
切
お
か
ま
い
な
し
で
、
単
に
自
分
の
理
屈
を
都
合
よ
く
運
ん
で
行
っ

の
よ
う
に
言
お
う
と
も
、
所
詮
は
そ
う
し
た
H

戯
れ
H

の
上
塗
り
・
虚
言
の
積
み
重
ね
を
し
て
い
る
に
過
、
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
右
の
文
章

て
次
々
に
断
言
を
重
ね
る
強
引
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
「
む
り
こ
じ
つ
け
の
お
か
し
み
」
を

H

命
H

と
す
る
言
語
遊
戯
に
他
な
ら
な
い
わ
け

で
あ
る
が
、
表
面
上
は
一
見
あ
く
ま
で
も
見
事
き
れ
い
に
辻
つ
ま
を
合
わ
せ
て
い
る
。
が
し
か
し
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
す
な
お
に
何
の
疑
い

も
な
く
真
に
受
け
て
し
ま
う
か
、
或
い
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
H

戯
れ
H

に
発
す
る
理
屈
の
も
て
遊
び
や
ら
言
い
く
る
め
、

お
し
ゃ
べ
り

の
積
み
重
ね
の
僕
舌
で
あ
る
こ
と
を
い
ち
早
く
察
知
し
て
、
そ
う
し
た
筆
者
の
鏡
舌
そ
の
も
の
を
可
笑
し
が
り
面
白
が
る
こ
と
が
で
き
る
か

つ
ま
り
は
虚
言

ど
う
か
｜
｜
そ
こ
を
分
け
る
の
が
や
は
り
読
み
手
の
側
の

H

感
覚
H

の
問
題
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

こ
の
文
中
に
便
宜
上
付
し
た
付

ω同
の
う
ち
、
特
に
同
日
同
に
お
い
て
は
響
輸
を
も
ち
出
し
て
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
か
け
る
、

そ
う
し
た

レ
ト
リ
ッ
ク
の
巧
妙
さ
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
巧
み
な
警
輸
に
よ
る
弁
論
術
は
、
古
来
中
国
人
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、



曲
者
笠
翁
が
こ
れ
に
よ
る
ト
リ
ッ
ク
を
利
用
駆
使
せ
ぬ
筈
が
な
い
。
同
よ
り
も
伺
に
一
層
多
く
用
い
て
い
る
の
も
、
実
は
読
み
手
の
側
の
頭

を
よ
り
一
層
撹
乱
し
よ
う
と
す
る
魂
胆
か
ら
出
た
も
の
で
、
大
い
に
意
の
あ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。

し
か
も
笠
翁
は
、
こ
こ
で
の
議
論
の
結
末

を
「
相
肌
之
法
、
備
乎
此
失
」
と
言
っ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
相
肌
之
法
」
で
は
な
く
て
「
易
白
」
か
「
難
白
」
か
と
い
う
問

題
に
す
り
換
え
る
と
い
う
詐
術
を
弄
し
、
纏
々
延
々
こ
れ
に
つ
い
て
鏡
舌
そ
の
も
の
の
虚
一
一
百
を
列
ね
「
相
肌
之
法
」

に
は
全
く
ふ
れ
ず
に
お

き
な
が
ら
、

ま
た
ヌ
ケ
ヌ
ケ
と
口
を
拭
っ
て
こ
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
み
せ
る
。
ー
ー
い
っ
た
い
こ
れ
は
ま
た
何
と
い
う
手
が
こ
ん
で
ふ
ざ

け
た
い
か
さ
ま
・
ペ
テ
ン
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
そ
こ
を
し
っ
か
り
見
抜
い
て
、

そ
う
し
た
言
語
に
よ
る
見
事
あ
ざ
や
か
な
る
遊
び
っ

ぶ
り
を
可
笑
し
が
り
面
白
が
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
巧
妙
さ
に
内
心
舌
を
捲
か
ず
に
い
ら
れ
ぬ
者
は
、
こ
う
い
う

H

掛

け
声
μ

を
か
け
て
み
た
く
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
こ
れ
は
、

ほ
と
ん
ど
奇
想
天
外
と
も
い
う
べ
き
堂
々
た
る
議
論
で
あ
る
。

い
っ
た
い
笠
翁
な
る
人
物
は
、
尽
き
る
こ
と
な
く
繰

ち
か

余
潜
心
云
く
、
此
の
種
の
議
論
、
石
破
天
驚
に
幾
し
。
笠
翁
は
そ
の
身
に
鶏
紙
を
蔵
し
て
口
は
槍
海
を
翻
す
者
乎
？

り
出
さ
れ
る
蓮
根
の
糸
の
ご
と
き
豊
健
闘
な
る
弁
舌
、

そ
れ
を
も
っ
て
か
の
大
海
原
を
も
引
つ
く
り
返
す
ほ
ど
の
大
法
螺
だ
っ
て
吹
く
こ
と
が

で
き
る
者
で
は
な
か
ろ
う
か
？

先
の

「
根
本
説
」

に
対
す
る
眉
批
の
な
か
で
使
わ
れ
た

「
怪
物
」
と
い
う
こ
と
ば
、
こ
れ
は
「
選
姿
第

・
態
度
」

の
項
に
見
え
る
も
の

で
あ
る
。
往
々
に
し
て
本
文
中
の
笠
翁
自
身
の
用
語
を
逆
に
と
ら
え
て
H

掛
け
声
H

と
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
笠
翁

と
評
者
た
ち
つ
の
問
の
お
互
い
に
ツ

l
カ
！
の
遊
び
感
覚
・
戯
れ
気
分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



」
こ
で
は

「
尤
物
」
と
呼
ば
れ
る
す
ぐ
れ
た
美
貌
の
女
性
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
「
賜
態
」

で
あ
る
と
言
う
。
そ
の

「
娼
態
」
と

は
何
か
。

た

こ
れ
無
形
の
物
に
て
、
有
形
の
物
に
非
ざ
る
な
り
。
惟
だ
其
の
こ
れ
物
に
し
て
物
に
非
ず
、
形
な
き
も
形
あ
る
に
似
る
、
こ
こ
以
て
名

け
て
尤
物
と
な
す
。
尤
物
な
る
者
は
怪
物
な
り
。
解
説
す
べ
か
ら
ざ
る
の
事
な
り
。

こ
こ
に
謂
う
「
怪
物
」
と
は
、
本
来
の
字
義
通
り
「
あ
や
し
い
も
の
、
妖
怪
」
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に

「
行
動
性
情
の
測

り
に
く
い
、
力
量
の
す
ぐ
れ
た
人
物
」
（
大
漢
和
辞
典
）
を
意
味
す
る
こ
と
ば
に
も
な
る
。
前
述
の
眉
批
で
は
、
こ
の
意
味
に
も
絡
ま
せ
て
用
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
文
章
に
続
け
て
、
男
子
が
一
目
見
た
だ
け
で
命
を
か
け
よ
う
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
美
人
は
、
「
皆
怪
物
也
、
不
可
解
説
之
事
也
」
だ
と

わ
れ
「
態
」

の
一
字
に
お
い
て
、
天
地
の
人
を
生
ず
る
の
巧
、
鬼
神
の
物
を
体
す
る
の
工
に
服
す
。

わ
れ
を
以
て
天
地
鬼
神
と
作
さ
し
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繰
り
返
し
て
か
ら

さ
ら
に
こ
う
言
う
。

め
ば
、
形
体
は
わ
れ
能
く
こ
れ
を
賦
し
、
知
識
は
わ
れ
能
く
こ
れ
を
与
ふ
も
、
こ
の
物
に
し
て
物
に
非
ず
、
形
な
き
も
形
あ
る
に
似
た

る
の
態
度
に
至
り
て
は
、

わ
れ
実
に
こ
れ
を
変
じ
こ
れ
を
化
し
、

そ
の
白
づ
か
ら
無
く
て
有
り
、

ま
た
自
づ
か
ら
有
り
て
無
か
ら
し
む

る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

と
一
二
一
口
っ
て
い
る
に
過
、
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
笠
翁
は
、
美
人
た
る
尤
物
を
尤
物
た
ら
し
め
る
娼
態
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
要
す
る
に
自
分
は
全
く
説
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、

た
く
み
さ

さ
す
が
の
自
分
も
こ
の
点
に
お
い
て
は
天
地
鬼
神
の
巧
工

た
だ
単
に
そ
の

「
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、

の
前
に
服
さ
ざ
る
を
得
ぬ
、

た
と
い
天
地
鬼
神
に
さ
れ
た
と
し
て
も
ど
う
の
こ
う
の
と
、
あ
た
か
も
自
分
が
天
地
鬼
神
と
対
等
互
角
の
者
で

あ
る
か
の
如
き
口
吻
を
も
っ
て
、
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
言
い
回
っ
て
み
せ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
で
可
笑
し
み
が
誘
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
か



さ
ず
こ
こ
を
捉
え
た
余
櫓
心
に
よ
る
眉
批
1
1
1

千
古
善
く
美
人
を
状
ぶ
る
者
、
陳
思
王
の
『
洛
神
』

一
賦
に
過
ぐ
る
莫
し
。
軽
雲
月
を
蔽
ひ
、
流
風
雪
を
廻
ら
す
、
な
ほ
い
ま
だ
形
容

こ
れ
に
到
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
笠
翁
は
真
に
尤
物
な
る
哉
！

古
来
美
人
を
形
容
し
て
最
高
傑
作
た
る
『
洛
神
の
賦
』
、
あ
の
優
れ
た
す
ば
ら
し
い
詩
的
描
写
で
す
ら
笠
翁
の
こ
の
表
現
に
は
及
ば
な
い

ょ
う
だ

と
半
墨
を
入
れ
、
笠
翁
は
ま
こ
と
に

「
尤
物
」
だ
と
驚
嘆
し
て
お
ひ
ゃ
ら
か
し
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で
転
用
逆
用
し
た

「尤

物
」
と
は
、
本
来
の
意
味
で
あ
る
H

特
異
な
き
わ
だ
っ
て
す
ぐ
れ
た
人
物
u

を
指
す
。
「
尤
物
」
と
言
い
「
怪
物
」
と
言
い
、

ま
た

「
異
人
」

と
言
い

い
ず
れ
も
普
通
一
般
尋
常
な
ら
ざ
る
者
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
尋
常
で
は
な
い
非
常
に
特
異
な
者
が
披
歴
し
て
み
せ
る
特
異
な

「
芸
才
」
、
そ
れ
に
対
す
る

H

掛
け
戸
H

が
こ
れ
ら
の
眉
批
な
の
で
あ
る
。

芸
」
に
お
い
て
笠
翁
は

み
な
詞
余
を
作
る
を
教
ふ
ベ
し
」
と
し
て
、
こ
れ
を
具
体
的

に
説
き
、
「
詞
余
す
で
に
熟
さ
ば
、
即
ち
短
き
よ
り
長
き
に
す
べ
く
、
拡
げ
て
調
曲
を
為
ら
ば
、
そ
の
勢
ひ
ま
た
易
し
」
と
述
べ
て
の
ち
、
次

「
女
子
の
歌
を
善
く
す
る
者
、
も
し
文
義
に
通
ぜ
ば
、
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同
様
に
本
文
中
の
用
語
を
巧
み
に
批
文
に
逆
用
し
て

H

掛
け
声
H

と
し
て
い
る
例
を
も
う
一
つ
だ
け
挙
げ
て
み
よ
う
。
「
習
技
第
四
・
文

の
よ
う
に
言
う
。

果
し
て
能
く
か
く
の
如
く
に
て
、

そ
の
自
ら
制
り
自
ら
歌
ふ
を
聴
か
ば
、
則
ち
こ
れ
名
土
と
佳
人
と
合
し
て
一
と
な
り
、
千
古
来
の
韻

事
韻
人
は
、

上
界
の
神
仙
み
づ
か
ら
そ
の
楽
し
み
を
齢
し
み
、

せ
ら
る
る
を
欲
し
て
之
に
就
く
を
恐
る
な
り
。
此
の
論
は
前
人
い
ま
だ
道
は
ず
、
実
に
実
に
笠
翁
よ
り
創
む
。
此
れ
に
よ
り
て
妙
境
を

い
ま
だ
此
れ
に
出
づ
る
も
の
有
ら
ず
。

わ
れ
、

み
な
人
賓
に
向
っ
て
諦

得
た
る
者
あ
ら
ば
、
切
に
そ
の
本
づ
く
所
を
忘
る
る
こ
と
勿
か
れ
。

女
を
い
か
に
楽
し
む
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
奥
義
を
極
め
真
髄
に
達
し
て
い
る
の
が
笠
翁
で
あ
っ
た
。

み
ず
か
ら
も
そ
れ
を
自
負
し
、
他



人
も
ま
た
認
め
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
裟
婆
の
人
間
に
と
っ
て
仙
人
こ
そ
は
羨
む
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の

「
上
界
仙

人
」
さ
え
も
羨
む
ほ
ど
の
楽
し
み
が
こ
れ
な
の
だ
と
、

オ
ー
バ
ー
得
意
気
に
言
っ
て
み
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
快
楽
主
義
者
笠
翁
の
真
骨
頂

が
あ
る
。
そ
れ
を
ま
た
ヌ
ケ
ヌ
ケ
と
「
此
論
前
人
未
道
、
実
実
創
自
笠
翁
：
：
：
」
と
大
い
に
鼻
高
々
で
言
つ
て
の
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ

こ
で
こ
の

H

掛
け
声
H

が
あ
る
｜
｜

余
櫓
心
一
五
く
、
世
に
此
の
福
を
享
く
る
者
あ
ら
ば
、

た
だ
宜
し
く
多
く
笠
翁
を
叫
ぶ
ベ
し
！

「
待
っ
て
ま
し
た
、
笠
翁
屋
！
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
批
文
中
の

「
多
叫
笠
翁
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
実
は
「
居
室
部
、
房
舎

第
一
・
取
景
在
借
」

の
初
め
に
得
意
の
笠
翁
節
を
鳴
ら
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
の
用
語
を
踏
ま
え
逆
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
窓
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
の
す
ば
ら
し
い
特
別
の
方
法
を
、
自
分
は
私
せ
ず
に
世
人
に
公
け
に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
果
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し
て
よ
ろ
こ
び
た
け
な
わ
の
折
に
は
、
声
高
ら
か
に
笠
翁
の
名
を
叫
ん
で
（
高
叫
笠
翁
数
声
）
私
の
夢
魂
を
呼
び
ょ
せ
、
共
に
そ
の
楽
し
み

に
与
か
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o
l－
－
こ
の
笠
翁
節
を
、
評
者
余
潜
心
は
念
頭
に
入
れ
下
敷
に
し
て
、
先
の

H

掛
け
声
H

を
発
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
効
果
・
巧
み
さ
も
こ
こ
で
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
言
う
な
ら
ば
、
余
潜
心
は
こ
の
書
『
開
情
偶
寄
』
に
尤
展
成
と
共
に
序
文
を
書
き
、
眉
批
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼

自
身
の
纏
足
に
関
す
る
離
蓄
を
綴
っ
た
「
婦
人
鮭
株
耕
」
と
題
す
る
文
章
が
「
治
服
第
三
・
桂
抹
」
の
項
に
附
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
書
物
に
対
し
て
は
誰
よ
り
も
格
別
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
笠
翁
と
共
に
こ
の
書
物
（
特
に

「
戸
容
部
」
）
の
な
か
で
遊
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
余
櫓
心
は
、
尤
展
成
も
同
じ
く
、
正
統
派
の
文
人
と
し

て
名
が
通
る

「
常
人
」

で
あ
っ
た
し
、
自
己
認
識
と
し
て
も
当
然
そ
う
で
あ
っ
た
。
笠
翁
と
の
差
異
が
こ
こ
に
あ
る
。
笠
翁
は
正
統
派
文
人

た
り
得
な
い

「
異
人
」
「
尤
物
」
「
怪
物
」

で
あ
り
、
自
己
認
識
と
し
て
も
ま
た
当
然
そ
う
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
異
才
異
能
の
帯
開



文
人
と
し
て
、

そ
の
特
殊
な
「
芸
才
」
を
売
り
物
に
し
て
生
き
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
笠
翁
の
、
他
に
比
類
な
い
独
自
の
在
り
ょ
う
が

こ
こ
に
あ
る
。
彼
の
人
と
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
こ
れ
は
外
し
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

四

笠
翁
の

H

遊
戯
の
筆
H

の
あ
や
つ
り
ょ
う
は
、

ま
こ
と
に
巧
妙
か
っ
多
彩
で
あ
る
。

ま
さ
に
変
幻
自
在
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
み
ず
か
ら
が

実
は
こ
れ
を
指
し
て

H

幻
境
の
妙
μ

と
謂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
選
姿
第
二
総
論
の
終
末
部
に
お
い
て
、
有
名
な
「
亙
山
の
夢
」
の
故
事

を
引
合
い
に
出
し
て
こ
れ
を
下
敷
に
し
な
が
ら
、

み
ず
か
ら
そ
の
重
大
な
秘
密
の
一
端
を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
れ
が
、

ま
ず
こ
の

「
声
容
部
」

の
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
、

ぜ
ひ
注
目
し
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、
楚
の
裏
王
が
大
勢
の
官
女
た
ち
と
歓
楽
を
共
に
し
た
こ
と
、

そ
れ
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、

し
か
し

「
実
事
」
と
し
て
は

35 -

伝
え
ら
れ
て
い
な
い

た
だ
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は

「
陽
台
一
夢
」

の
こ
と
だ
け
だ
と
す
る
（
陽
台
と
は
、
懐
王
の
夢
の
な
か
で
神
女
が

朝
に
晩
に
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
亙
山
の
南
に
あ
る
楼
台
の
も
と
に
い
ま
す
、

と
語
っ
た
と
い
う
そ
の
場
所
の
こ
と
）
。

し
か
し
そ
れ
ら
の

跡
形
は
す
べ
て
考
究
し
ょ
う
が
な
く
、
「
実
事
」
と
し
て
は
記
し
ょ
う
が
な
い
。

つ
ま
り
は
「
皆
幻
境
也
」
と
断
じ
て
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述

ベ
て
結
ん
で
い
る
。

幻
境
の
妙
は
真
に
十
倍
す
、
故
に
千
古
こ
れ
を
伝
ふ
。

よ
く
真
に
十
倍
す
る
の
事
を
以
て
、
譜
し
て
法
を
為
ら
ば
、

い
ま
だ
開
情
三
昧

に
入
ら
ざ
る
も
の
有
ら
ず
。
凡
そ
こ
の
書
を
読
む
の
人
、
学
び
し
所
の
従
来
を
考
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
請
ふ
、
楚
国
陽
台
の
事
を

以
っ
て
対
へ
ん
こ
と
を
。

こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
の
は
、

や
は
り
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
理
屈
を
運
ん
で
い
っ
て
問
題
を
極
め
て
暖
味
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る



論
理
の
操
り
・
弄
び
で
あ
る
が
、
暗
に
ほ
の
め
か
し
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
｜
｜
自
分
笠
翁
が
こ
の

書
で
述
べ
ん
と
す
る

H

開
情
コ
一
味
H

は
、
す
べ
て

「
幻
境
の
妙
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
由
来
は
お
よ
そ
考
究
し
よ
う
の
な
い
根
も
葉

も
な
い
こ
と
、
従
っ
て

「
真
・
実
」

で
は
な
い

「
仮
・
虚
」
な
の
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の

「
真
・
実
」

の
到
底
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

い
、
そ
れ
に
H

十
倍
す
る
H

ほ
ど
の
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
虚
事
」
を
い
か
に
「
実
事
」
以
上
の
面
白
い
も
の
に
す
る
か
、
そ
こ
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
伎
偏
が
「
幻
境
の
妙
」
な
の
だ

む
だ
ぱ
な
し

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
笠
翁
が
こ
の
書
物
の
な
か
で
綴
っ
た

H

閑
話
ヘ
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
い
わ
ば
そ
う
し
た

「
幻
境
の
妙
」
な
の
で

あ
っ
た
。
「
幻
」
と
は
、
「
詐
惑
な
り
。
依
な
る
者
の
真
に
似
る
と
き
之
を
幻
と
謂
ふ
」
（
蔽
切
般
的
一
漢
字
典
）
で
あ
る
か
ら
、
「
幻
境
の
妙
」
を
目

指
す
と
な
る
と
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
仮
（
偽
物
）
」
を
「
真
（
本
物
）
」
ら
し
く
見
せ
か
け
て
人
を
詐
り
惑
わ
す
（
舷
惑
す
る
）
た
め
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
・
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
駆
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
挙
げ
て
き
た

い
ず
れ
も
そ
う
し
た
笠
翁
の
手
の
内
の
一
端
を
明
ら
か
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
根
本
説
」
や
ら
「
三
法
」
等
の
例
は

円。
内
〈

U

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
虚
」
と
「
実
」
と
の
両
者
を
巧
み
に
ゴ
チ
ャ
混
ぜ
に
し
て
フ
ザ
ケ
て
み
せ
る
戯
譲
精
神
、
こ
れ
を
基
調
と
し
て
発
す
る

と
こ
ろ
の
笠
翁
独
自
の
表
現
口
吻
の
可
笑
し
さ
面
白
さ
に
こ
そ
、
彼
の

H

遊
戯
の
筆
H

の
妙
締
が
あ
る
。

「
修
容
第
二
」

の
最
終
項
「
点
染
」

で
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
女
性
が
脂
粉
を
施
す
際
の
方
法
に
つ
い
て
説
い
て
お
り
（
こ
の

「
点
染
」
の
語
は
本
来
画
面
に
景
物
を
配
し
た
り
色
づ
け
し
た
り
す
る
こ
と
を
謂
う
）
、
笠
翁
の
観
察
眼
の
非
凡
さ
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
を
特

に
画
工
が
着
色
す
る
際
に
、
或
い
は
煉
瓦
工
が
壁
に
石
灰
を
塗
る
折
の
手
順
に
な
ぞ
ら
え
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
極
め
て
詳
細
に
わ
た

る
。
ま
ず
そ
の
箇
所
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
尤
展
成
に
よ
る
眉
批
｜
｜
「
体
験
こ
こ
に
至
る
、
真
に
温
柔
郷
に
老
ゆ
る
者
な
り
」
。

「
温
柔
郷
」
と
は

H

色
町
遊
里
H

や
H

ね
や
・
閏
一
房
H

の
こ
と
で
、

ま
た

H

色
恋
女
色
に
沈
溺
し
て
い
る
境
地
H

を
も
指
す
。
こ
こ
で
評



者
は
、
こ
と
女
性
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
興
味
を
注
ぎ
観
察
体
験
し
て
い
る
笠
翁
の

H

異
人
異
才
H

ぶ
り
に
対
し
て
、

改
め
て

H

嘆
声
H

を
発
し
て
み
せ
た
わ
け
だ
。
こ
の

「
温
柔
郷
」
と
い
う
語
も
、
本
書
中
で
笠
翁
が
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
の
を
逆
用
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
項
の
結
末
部
（
と
い
う
こ
と
は
こ
の
章
の
結
び
で
あ
る
）

に
至
っ
て
、
笠
翁
は
例
の
得
意
と
す
る
口
舌
を
ふ
る
っ

て
み
せ
る
。

凡
そ
こ
の
編
を
読
む
者
、
批
閲
し
此
に
至
ら
ば
、
す
な
わ
ち
湖
上
の
笠
翁
は
原
毒
物
に
非
ず
、
風
雅
の
功
臣
た
る
に
止
ま
ら
ず
、

き
れ
い
と
こ
ろ

紅
裾
の
知
己
と
謂
ふ
べ
き
を
知
ら
ん
。
初
め
面
容
の
黒
白
を
論
じ
、

ま
た

い
ま
だ
立
説
の
厳
に
過
ぐ
る
を
免
れ
ず
。
厳
に
過
ぐ
る
に
非
ざ

る
な
り
、
病
を
受
く
る
こ
と
実
に
深
き
を
知
り
、

し
か
る
後
に
徳
の
人
を
医
す
る
や
果
し
て
起
死
回
生
の
力
あ
る
を
知
ら
し
む
る
な
り
。

み
ず
か
ら
を
指
し
て
「
原
非
議
物
」
と
言
い
、
ま
た
「
風
雅
功
臣
」
「
紅
裾
知
己
」
だ
と
ヌ
ケ
ヌ
ケ
言
っ
て
み
せ
る
。
先
に
は
「
曲
中
之
老

奴
、
歌
中
之
黙
稗
」
と
称
し
、
或
い
は
ま
た
「
談
笑
功
臣
、
編
摩
志
士
」
と
も
称
し
て
い
る
の
が
併
せ
て
想
起
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

ず

自
分
自
身
を
卑
下
し
て
み
せ
て
ひ
た
す
ら
低
姿
勢
を
装
い
な
が
ら
も
、
そ
の
実
ど
っ
こ
い
、
滅
法
H

頭
が
高
い
μ

の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
面
容
の
黒
白
を
論
じ
」
る
こ
と
厳
で
あ
っ
た
の
は
、
実
は
「
徳
」
に
「
起
死
回
生
の
力
あ
る
を
知
ら
し
む
る
」
た
め
だ
っ
た
と
い
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う
と
こ
ろ
へ
、

ス
ル
ス
ル
と
話
を
も
っ
て
行
く
可
笑
し
さ
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
上
な
く
ご
立
派
な
建
前
看
板
た
る
儒
家
思
想
が
「
徳
」

の
も

つ
感
化
力
を
絶
対
化
し
て
主
張
す
る
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
お
先
棒
を
か
つ
い
で
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
、
実
は
こ

れ
を
す
っ
か
り
茶
に
し
コ
ケ
に
し
て
み
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
徳
」
の
力
の
絶
対
化
を
、
ま
さ
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
の

「
起
死
回
生
」

に
ま
で
、
極
端
に
拡
大
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

ぉ

右
に
引
続
き
、
「
こ
れ
を
舎
き
更
に
二
説
あ
り
、
み
な
此
よ
り
浅
き
も
の
な
る
も
、
然
れ
ど
も
ま
た
知
ら
ざ
る
、
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。



く

ぴ

ぶ

た

い

ゅ

う

れ

い

面
を
勾
ふ
に
は
必
ず
す
べ
か
ら
く
項
を
勾
ふ
ベ
し
。
し
か
ら
ず
ん
ば
前
に
白
く
後
に
黒
く
、
戯
場
の
鬼
験
の
如
き
あ
り
。
面
を
勾
ふ
に

か

す

む

ほ

と

ん

は
必
ず
眉
を
掠
る
を
記
す
。
し
か
ら
ず
ん
ば
霜
花
眼
を
覆
ひ
、
幾
ど
春
生
の
社
婆
（
女
の
白
子
）
に
類
す
。
点
唇
（
口
紅
を
さ
す
）
の
法
に

一
た
び
点
ず
れ
ば
即
ち
成
り
、
始
め
て
桜
桃
の
体
に
類
す
。
も
し
陸
続
増
添
し
、

く
し
ざ
し

れ
手
す
れ
ば
、
即
ち
長
短
寛
窄
の
痕
あ
り
、
こ
れ
成
串
の
桜
桃
を
局
し
て
、

ま
た
面
を
勾
ふ
と
あ
ひ
反
す
。

一
一
三
そ

至
り
て
は

一
粒
に
非
ざ
る
な
り
。

先
に

「徳」

の
も
つ
感
化
力
を
目
い
っ
ぱ
い
拡
大
し
て
み
せ
た
よ
う
に
、
話
を
大
げ
さ
に
極
端
に
し
て
み
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
話
を
面
白

く
す
る
一
つ
の
コ
ツ
で
あ
ろ
う
。
「
戯
場
之
鬼
験
」
「
春
生
之
社
婆
」
と
二
一
一
口
い
、

ま
た

「
成
串
桜
桃
」
と
言
い

い
ず
れ
も
ま
る
で
マ
ン
ガ
絵

を
見
る
よ
う
な
面
白
さ
が
あ
る
が
、

そ
れ
ほ
ど
極
端
に
な
る
ま
で
化
粧
法
を
誤
る
こ
と
が
ホ
ン
ト
に
あ
り
得
る
か
ど
う
か
。
－

l
そ
う
し
た

表
現
は
誇
大
そ
の
も
の

つ
ま
り
は
ウ
ソ
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
甚
だ
も
っ
て
ウ
ソ
ッ
ぽ
い
。
と
こ
ろ
が
H

遊
び
H

に
は
、

そ
も
そ
も
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い
つ
だ
っ
て
ウ
ソ
が
つ
き
も
の
な
の
だ
。
と
同
時
に
、
バ
カ
バ
カ
し
き
み
た
い
な
も
の
だ
っ
て
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
ウ
ソ
や
ら
バ
カ
バ
カ
し

さ
や
ら
を
寛
大
に
許
容
し
、

そ
れ
ら
を
逆
に
い
か
に
巧
み
に
運
用
し
て

H

面
白
く
H

し
て
み
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
初
め
て
遊
び

の
世
界
が
成
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
笠
翁
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
遊
び
の
世
界
に
、
実
に
し
た
た
か
に
遊
ん
で
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
彼
み
ず
か
ら
謂
う
と
こ
ろ
の

H

幻
境
の
妙
μ

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五

右
に
挙
げ
た
例
は

「
修
容
第
二
」

の
結
末
部
分
で
あ
っ
た
。
次
に
は
同
じ
章
の
初
め
に
あ
る
総
論
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
楚
王
細
腰
を
好
め
ば
、
宮
中
皆
餓
死
す
」
と
い
う
歴
史
故
事
を
も
ち
出
し
て
、
こ
れ
が
い
か
に
馬
鹿
げ
た
風
俗
で
あ
っ
た
か

を
指
摘
す
る
。
が
そ
れ
は
結
局
、
楚
王
の
好
み
の
過
ち
で
は
な
く
、

ま
た
宮
女
た
ち
の
過
ち
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
風
俗
自
体
を
し
っ
か
り



答
め
立
て
し
て
著
述
す
る
者
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
こ
と
の
過
ち
な
の
だ
と
し
て
（
こ
れ
も
ま
た

H

我
田
引
水
H

的
な
理
屈
運
び
だ
〉
、
次
の

よ
う
に
言
う
。

吾
れ
今
日
の
修
容
を
観
る
に
、
大
い
に
楚
宮
の
末
俗
に
類
す
る
も
、
著
し
て
章
程
を
為
る
は
、
草
野
（
野
人
・
微
賎
の
者
）
の
矯
す
を
得

そ
の
日
に
趨
り
て
日
に
甚
だ
し
き
を
聴
か
し
む
る
こ

、

は

い

と

す

じ

と
を
経
ず
ん
ば
、
則
ち
生
に
在
り
て
腫
魅
姐
姐
た
る
者
、
す
で
に
死
人
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
。
矧
ん
や
腰
は
一
一
穫
を
成
し
、
餓
ゑ
て

ベ
っ
ぴ
ん

死
を
必
す
る
の
勢
ひ
有
る
を
や
！
わ
れ
修
容
の
潟
に
説
を
立
つ
る
は
、
実
に
此
の
段
の
婆
心
を
具
ふ
。
お
よ
そ
西
子
た
る
者
、
自
ら

つ

ぶ

さ

ゆ

め

に

は

な

ま

め

い

か

ま
さ
に
曲
に
人
情
を
体
す
べ
く
、
万
逮
か
に
矯
か
し
き
噴
り
を
発
し
て
、
そ
の
唐
突
を
罪
む
る
こ
と
母
れ
。

お
き
て

わ
れ
笠
翁
こ
そ
は
今
の
世
の
風
俗
の
乱
れ
に
対
し
て
「
章
程
」
を
つ
く
ら
ん
と
す
る
者
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

る
の
事
に
非
ず
。

た
だ
人
の
提
破
し
、
愛
す
べ
か
ら
ず
し
て
憎
む
べ
き
を
知
り
、

「
修
容
」

の

nHu 
n
d
 

要
す
る
に
、

説
を
立
て
る
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
例
の
得
意
の
笠
翁
節
を
も
っ
て
言
い
回
っ
て
み
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
、

お

よ
そ
ま
や
か
し
の
虚
言
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
項
を
追
っ
て
実
際
に
確
か
め
て
み
る
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
例
え
ば

「
非
草
野
得
潟
之

事
」
と
へ
り
く
だ
っ
て
み
せ
た
り
、
「
腫
魅
姐
幅
四
」
が
ど
う
の
と
オ
ー
バ
ー
に
言
い
立
て
て
み
た
り
、
ま
た
「
実
具
此
段
婆
心
」
と
昂
ぶ
っ
て

み
せ
た
り
し
た
果
て
が
、
譜
誰
の
語
を
も
っ
て
結
び
と
し
て
い
る
、

そ
う
し
た
笠
翁
の
戯
れ
っ
ぷ
り
が
見
所
・
見
せ
所
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

の

掛
け
戸

い
づ
く

尤
展
成
云
く
、
知
ら
ざ
る
者
は
以
て
潮
風
捕
月
の
書
と
震
す
、
烏
ん
ぞ
移
風
易
俗
の
書
た
る
を
知
ら
ん
や
！

「
瑚
風
帰
月
」
は
い
わ
ゆ
る
花
鳥
風
月
の
遊
び
を
指
し
、
戯
れ
に
作
っ
た
詩
文
を
そ
し
る
言
葉
。
す
な
わ
ち
、
世
の
中
の
物
知
ら
ず
の
輩

た

わ

む

れ

は
こ
れ
を
下
ら
ん
瑚
風
噺
月
の
書
だ
と
い
う
。
今
の
世
の
悪
し
き
風
俗
を
移
し
易
え
ん
と
す
る
立
派
な
啓
蒙
書
で
あ
る
こ
と
が
、
な
ん
と
連

じ
よ
う
だ
ん

中
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
！
｜
｜
笠
翁
が
弄
す
る
戯
譲
の
尻
馬
に
す
っ
ぽ
り
乗
っ
か
っ
て
、
「
そ
う
だ
全
く
そ
の
通
り
！
」
と
さ



ら
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
、
こ
の
書
が
ま
、
ぎ
れ
も
な
く
「
瑚
風
輔
月
之
書
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
文
人
仲
間
た
ち
に
と
っ
て
は

も
は
や
当
然
言
わ
ず
も
が
な
の
認
識
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
ま
じ
め
一
辺
倒
の
儒
教
が
唯
一
正
統
の
国
家
思
想
と
し
て
絶
対

そ
う
し
た
ま
じ
め
の
建
前
原
則
か
ら
全
く
は
ず
れ
て

H

瑚
風
輔
月
H

の
遊
び

化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
戯
れ
文
を
弄
す
る
側
に
し
て
み
れ
ば
、

を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
そ
う
し
た

H

ま
じ
め
の
常
識
H

を
逆
手
に
取
り
ダ
シ
に
使
い
、

そ
れ
に
引
掛
け
た
り
絡
め
た

り
し
て
、
実
は
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
勝
手
な
ク
ダ
を
捲
き
ゴ
タ
ク
を
並
べ
て
遊
ん
で
み
せ
る
と
い
う
、
手
の
込
ん
だ
操
作
が
必
要
と

な
る
。
こ
こ
で
は

H

移
風
易
俗
H

と
い
う
ま
じ
め
を
逆
手
に
取
り
、
こ
れ
に
引
掛
け
て
戯
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の

H

戯
れ
H

が
感
取
で
き

な
い
読
み
手
で
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
相
手
の
術
中
に
す
ん
な
り
巌
ま
り
込
み
、
こ
れ
を
「
移
風
易
俗
の
書
と
魚
す
」
と
い
う
ト
ン
チ
ン
カ
ン
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を
お
か
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
他
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
経
書
の
な
か
の
言
葉
を
ダ
シ
に
使
っ
て
戯
れ
て
み
せ
る
の
が
笠
翁
常
套
の
手
で
あ
る
が
、
「
治

服
第
一
三
総
論
に
お
い
て
は
「
富
は
屋
を
潤
し
、
徳
は
身
を
潤
す
」
（
『
大
学
』
）
を
引
合
い
に
出
し
、
例
に
よ
っ
て
独
自
の
論
議
を
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
富
者
の
住
居
は
う
わ
ベ
が
立
派
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
粗
末
な
家
屋
で
あ
っ
て
も
自
ず
と

H

旺
ん
な
気
H

が
感
ぜ
ら
れ
る
も
の

で
、
そ
れ
が
「
潤
」

の
字
の
解
で
あ
る
。
逆
に
落
ち
ぶ
れ
た
者
の
家
は
、
昔
の
ま
ま
の
構
え
で
あ
っ
て
も

H

冷
気
H

が
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
だ

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

従
来
『
大
学
』
を
読
む
者
い
ま
だ
そ
の
解
を
得
、
ず
、
釈
す
に
離
鐘
粉
藻
の
義
を
以
て
す
。
果
し
て
そ
の
言
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
富
人
は

す

べ

つ

も

と

そ
の
旧
居
を
舎
て
、
男
に
新
居
を
覚
め
て
如
ふ
る
に
離
鍍
粉
藻
を
以
て
す
る
な
り
。
則
ち
有
徳
の
人
も
亦
ま
さ
に
そ
の
旧
身
を
棄
て
、

ゆ

た

か

な

し
か
る
後
に
こ
れ
を
心
広
く
体
鮮
か
と
謂
は
ん
と
す
る
か
。
甚
だ
し
き
突
、
読
書
の
難
き
こ
と
。
而
し
て
章
句
訓

男
に
新
身
に
易
へ
、



詰
の
学
は
易
事
に
非
ざ
る
な
り
。

こ
れ
が
警
輸
の
悪
用
を
も
含
め
た
揚
げ
足
と
り
論
法
の
ふ
ざ
け
た
屍
理
屈
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
、
笠
翁
自
身
が
わ
か
っ
て
い
な
い
筈
が
な

し、

つ
ま
り
そ
ん
な
こ
と
は
先
刻
百
も
承
知
の
上
で
殊
さ
ら
理
屈
論
理
を
ひ
ね
く
り
回
し
て
遊
ん
で
み
せ
、
読
者
を
面
白
が
ら
せ
楽
し
ま
せ

ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
笠
翁
の
手
の
内
を
と
う
に
見
透
し
て
い
る
尤
展
成
は

し」

l
l
l思
わ
ず
大
笑
い
さ
せ
ら
れ
る
ご
立
派
な
説
、
か
の
『
大
学
街
義
』
（
宋
・
真
徳
秀
撰
、
四
十
三
巻
）
の
不
足
を
補
う
も
の
だ
、
と
タ
イ

ミ
ン
グ
外
さ
ず
に
余
裕
紳
々
の
半
暑
を
入
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で
、
笠
翁
を
大
ま
じ
め
に
解
釈
す
る
人
は
、
尤
展
成
が
本
気
で
笠
翁
の

だ
か
ら
こ
こ
で
、

「
書
を
説
き
て
願
を
解
く
、
『
大
学
街
義
』
を
補
ふ
べ

説
を
『
大
学
桁
義
』
を
補
う
も
の
だ
と
解
し
て
い
た
、

と
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
「
顕
を
解
く
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
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『
大
学
桁
義
』
の
性
格
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
尤
展
成
を
、
『
大
学
術
義
』
の
文
と
笠
翁
の
文
の
性
格
の
違
い
す

ら
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ほ
ど
の
無
知
無
学
の
輩
、
だ
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
伺
っ
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

笠
翁
は
右
に
読
け
て
さ
ら
に
こ
う
言
っ
て
総
論
を
結
ん
で
い
る
。

あ

ら

は

つ

い

あ

あ

わ
れ
嘗
て
此
の
論
を
以
て
こ
れ
を
説
の
部
に
見
し
、
今
ま
た
叙
で
開
情
に
入
れ
た
り
。
憶
、
此
れ
等
の
詮
解
、
宣
に
開
情
を
好
み
小
説

た

ま

の

み

を
作
す
者
の
よ
く
道
ふ
所
な
ら
ん
や
。
偶
と
寄
す
る
云
爾
。

。。

ま
ず
「
以
此
論
見
之
説
部
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
文
集
巻
三
の

「
説
部
」

に
は
「
名
諸
子
説
」

一
篇
を
収
め
る
だ
け
で
あ
る
。
実
は
『
十

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

二
楼
』
の
な
か
の
小
説
「
生
我
楼
」
第
一
回
に
こ
の
論
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
説
部
」
と
い
う
の
は
「
小
説
」
を
指
し

と
い
う
よ
り
も
ま
や
か
し
の
言
な
の
だ
。
さ
ら
に
い
う
と
こ
ろ
の

ま
こ
と
に
う
さ
ん
臭
い
、

「
此
等
詮
解
」
が
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
戯
れ
な
の
だ
か
ら
、
「
宣
好
関
情
、
作
小
説
者
所
能
道
哉
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
、
ひ
ど
く
ふ
ざ
け
た
可
笑
し
な
言
い
草
だ



と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り

H

開
情
を
好
み
小
説
を
作
す
μ

底
の
輩
が
、
こ
ん
な
立
派
な

H

詮
解
H

を
説
く
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
卑
下
し
謙
り
な
が
ら
も
横
柄
に
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
み
せ
て
い
る
戯
譲
な
の
で
あ
る
。

右
に
示
し
た
の
が

「
治
服
第
三
」

の
総
論
で
あ
る
。
「
選
姿
第
ご
「
修
容
第
三
」

の
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
中
す
で
に
述
べ
た
。
残
り
の

の
総
論
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
た
ご
多
分
に
漏
れ
ず
H

遊
戯
の
筆
H

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
例
え
ば
尤
展
成
と
余
潜
心

が
三
一
ヶ
所
に
わ
た
っ
て
熱
心
な
H

掛
け
戸
川
を
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
す
で
に
あ
る
程
度
察
し
が
つ
く
。
全
四
章
の
各
総
論
が

「
習
技
第
四
」

す
べ
て

H

戯
れ
μ

の
筆
づ
か
い
に
成
る
と
い
う
こ
と
は

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
戸
容
部
」
全
体
の
基
調
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
部
の
冒
頭
「
選
姿
第
ご
総
論
に
お
い
て
「
幻
境
の
妙
」

に
つ
い
て
説
い
て
い
た
こ
と
も
、

極
め
て
示
唆
的
で
意
味
深
長
な
の
で
あ
る
。

次
に
は
そ
の

「
習
技
第
四
」
総
論
の
結
末
部
分
だ
け
を
挙
げ
て
み
る
。
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わ
れ
習
技
を
談
じ
て
女
工
（
裁
縫
・
刺
繍
）
に
及
ば
ざ
る
は
、
描
鷺
刺
鳳
の
事
は
閏
閣
の
人
人
み
な
瞬
り
、
予
が
越
姐
（
己
れ
の
分
を
越
え

し
か
も
の
ほ
そ
の
事
を
鄭
重
し
、
敢
へ
て
克
に
遣
さ
ざ
る

る
）
の
談
を
潟
す
を
侯
つ
こ
と
無
き
を
以
て
な
り
。
そ
の
女
工
に
及
、
ば
ず
、

は
、
後
世
逐
末
（
末
利
追
求
の
商
業
を
営
む
）
の
門
を
聞
き
、
紡
績
蚕
繰
を
講
、
ぜ
ざ
る
に
置
く
を
慮
る
な
り
。
開
情
を
説
く
と
難
も
、
大
道

の
み

を
傷
く
る
無
き
は
、
こ
れ
立
言
を
潟
せ
る
の
初
意
爾
。

こ
の
章
で
取
り
挙
げ
た
の
は
「
文
芸
」
「
称
竹
」
「
歌
舞
」
の
三
項
で
あ
っ
た
。
「
女
工
」
に
つ
い
て
は
右
の
文
章
の
前
で
簡
略
に
例
の
戯
誰

口
調
を
も
っ
て
述
べ
る
に
止
め
た
こ
と
へ
の
言
い
訳
を
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
簡
単
な
が
ら
も
触
れ
て
お
い
た
理
由
、

そ
れ
は

う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た

「
慮
開
後
世
逐
末
之
門
、
置
紡
績
蚕
繰
於
不
講
也
」
だ
と
言
う
。
そ
の
ご
大
層
な
ま
じ
め
ぶ
っ
た
言
い
草
に
可
笑
し
味
を
感
取
で
き
る
か
ど

む
だ
ぱ
な
し

H

閑

話
H

が

「
難
説
開
情
、
無
傷
大
道
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、

お
よ
そ
何
の
益
体
も
な
い

「大



道
」
を
傷
つ
け
た
り
な
ん
ぞ
す
る
は
ず
も
わ
け
も
な
い
と
こ
ろ
を
、
殊
さ
ら
に
取
り
立
て
て
こ
う
言
っ
て
み
せ
る
か
ら
、

そ
れ
で
コ
ッ
ケ
イ

に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
例
え
ば
、
女
性
の
髪
飾
り
に
は
宝
石
を
用
い
る
よ
り
も
髪
を
も
っ
て
し
た
方
が
よ
い
の
だ
と
い
う
理
屈
を
、
ひ
と
し
き
り
こ
ね
た
後

の
み

で
は
、
「
わ
れ
宣
に
能
く
高
世
（
世
俗
を
超
越
す
る
）
の
論
を
潟
さ
ざ
ら
ん
や
。
そ
の
人
情
に
禅
す
る
無
き
を
慮
る
耳
」
と
二
一
日
う
（
「
治
服
第
三
・

首
飾
」
）
。
こ
れ
も
全
く
同
様
で
あ
っ
て
、
表
面
上
は
こ
う
い
う
理
屈
に
よ
る
恰
好
を
付
け
て
ま
じ
め
ぶ
り
正
人
君
子
ぶ
っ
て
み
せ
る
と
い
う

そ
の

H

瑚
風
帰
月
H

の
大
き
な
特
色
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ま
じ
め
ぶ
り
ょ
う
・
恰
好
の
付
け
よ
う
に
、
可
笑
し
み
面
白
み
を
感

の
が
、

取
で
き
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
自
分
の
ユ
一
一
口
説
が

「
人
情
に
禅
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
タ
テ
に
取
り

「
高
世
之
論
」
だ
っ
て
為
す
こ
と
お
茶
の
子
さ
い
さ
い
な
の
だ
が
：
：
：
、

と
実
に
奇
妙
な
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
し
て
み
せ
る
。
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つ
ま
り
筆
者
笠
翁
に
し
て
み
れ
ば
、
相
手
を
つ
ね
に
ケ
ム
に
捲
き
舷
惑
し
よ
う
と
し
て
、
煙
幕
を
張
っ
た
り
迷
彩
を
施
そ
う
と
し
た
り
す

る
。
だ
か
ら
そ
の
筆
に
か
か
る
文
章
は

一
言
も
っ
て
こ
れ
を
蔽
え
ば
、
い
つ
で
も
非
常
に

H

う
さ
ん
臭
い
ヘ
そ
し
て
そ
う
し
た
う
さ
ん
臭

さ
の
も
つ
面
白
さ
こ
そ
、
実
は
笠
翁
が
故
意
に
意
識
的
に
狙
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

め
い
た
言
辞
を
弄
し
て
み
せ
る
こ
と
だ
っ
て
出
来
る
わ
け
だ
。

そ
こ
で
例
え
ば
、

次
の
よ
う
な
用
意
周
到
の
弁
解

覚
ゆ
、

し
め

予
を
詰
る
者
は
日
は
ん
、
す
で
に
態
度
の
震
に
立
言
す
る
も
、
又
人
に
指
す
に
法
を
以
て
せ
ず
、
終
に
首
鼠
（
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
暖
昧
）
を

ゃ

な
ん
ぞ
ま
た
精
を
舎
て
粗
を
言
ひ
、
女
を
相
す
る
者
に
略
一
不
す
る
に
意
を
以
て
せ
ざ
る
や
、
と
。
予
は
日
は
ん
、
己
む
を
得
ず

て

ほ

ん

つ

く

た
だ
所
見
を
直
書
す
る
あ
り
て
、
柳
か
傍
様
を
為
り
た
る
の
み
、
と
。
（
「
選
姿
第
一

し
て
言
を
信
用
し
、

・
態
度
」
）

こ
れ
も
笠
翁
が
、
本
気
ま
じ
め
に
然
る
べ
き
弁
解
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
き
ら
き
ら
な
い
。
至
る
所
で
さ
ん
ざ
っ
ぱ
ら
ひ
ど
く

手
の
込
ん
だ
イ
カ
ガ
ワ
し
い
弓
一
P
説
を
振
り
回
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
た
だ
所
見
を
率
直
に
著
し
て
（
止
有
直
書
所
見
〉
：
：
：
」
な
ど
と
二
一
一
口
う
か



ら

フ
ザ
ケ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
読
み
手
の
側
、
が
、

ま
ず
そ
う
し
た
フ
ザ
ケ
気
分
ゃ
う
さ
ん
臭
さ
を
感
取
す
る

と
同
時
に
、

そ
れ
を
面
白
が
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
こ
で
そ
の

H

弁
解
H

を、

な
る
ほ
ど
至
極

も
っ
と
も
だ
と
納
得
し
て
し
ま
う
読
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
笠
翁
の
思
う
ツ
ボ
な
の
だ
。
こ
う
い
う
戯
れ
文
を
弄
す
る
こ
と
が
で

き
る
人
物
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
厄
介
で
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
ク
セ
モ
ノ
な
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の

「
戸
容
部
」

は
H

異
人
・
尤
物
・
怪
物
H

た
る
笠
翁
が
、

ま
さ
し
く
そ
う
呼
ば
れ
る
に
足
る
異
才
異
能

ぶ
り
を
十
二
分
に
発
揮
し
て

H

遊
戯
の
筆
H

を
ふ
る
っ
て
み
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
が
描
き
出
し
た
H

幻
境
の
妙
H

を、

評
者
た
ち
と
全
く
同
様
の

H

感
覚
H

を
も
っ
て
面
白
が
り
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
の
書
の
真
の
読
者
た
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

「
戸
容
部
」

に
続
く
他
の
部
分
に
つ
い
て
み
て
も
、

や
は
り
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
別
に
改
め
て
見
て
い
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な
の
で
あ
る
。

く
こ
と
に
し
た
い
。

注（

l
）
 

「
輿
劉
使
君
書
」
（
『
笠
翁
文
集
』
巻
二
一
）
の
な
か
に
、
「
惟
開
情
偶
寄
一
種
、
其
新
人
耳
目
、
較
他
刻
矯
尤
甚
。
昨
経
面
訊
、
答
云
未
見
。
今
特
自
他

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

友
慮
索
来
、
請
自
第
六
巻
聾
容
部
閲
起
、
可
破
旅
次
中
十
日
山
今
寂
。
其
一
巻
至
五
巻
、
則
車
論
填
詞
一
道
、
猶
為
可
緩
、
侯
終
篇
後
、
補
閲
何
如
」

と
あ
る
。
伊
藤
激
平
氏
「
『
李
漁
の
戯
曲
小
説
の
成
立
と
そ
の
刊
刻
』
補
正
」
（
『
二
松
』
第
二
集
）
の
注
（
幻
）
に
も
こ
の
部
分
の
引
用
が
あ
る
。

『
支
那
文
学
大
綱
・
巻
一
二
』
（
大
日
本
図
書
株
式
会
社
・
明
治
三
十
年
）
一
七
一
頁
。

黄
麗
貞
氏
『
李
漁
研
究
』
（
純
文
学
出
版
社
・
一
九
七
四
年
）
に
は
「
笠
翁
女
性
観
」
と
い
う
章
を
立
て
「
声
容
部
」
を
六
頁
に
わ
た
っ
て
詳
し
く
紹

（

2
）
 

（

3
）
 



（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

介
し
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述
は
笠
翁
の
言
説
を
こ
と
ご
と
く
真
に
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
顔
天
佑
氏
『
開
情
偶
寄
』
（
時
報
文
化
出
版
・
一
九
八
五

年
）
で
は
、
序
文
に
お
い
て
こ
の
部
は
「
立
論
較
潟
狭
陸
、
観
黙
也
不
壷
合
今
日
、
便
大
謄
地
将
官
H

割
愛
川
不
寓
了
、
一
這
是
必
須
先
作
説
明
的
」

と
断
わ
っ
て
省
略
し
て
い
る
が
、
同
書
が
大
ま
じ
め
な
H

観
点
H

に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
前
掲
書
と
何
ら
変
り
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
李
漁
評
価
に
関
す
る
考
察
』
（
『
童
文
研
究
』
第
五
十
四
号
）
一
二
七
頁
以
下
に
詳
述
し
た
。

『
洛
神
賦
』
原
文
・
・
「
努
索
令
若
軽
雲
蔽
月
、
瓢
揖
守
若
流
風
廻
雪
」
。

こ
の
余
懐
の
文
章
に
対
し
て
は
、
笠
翁
自
身
が
眉
批
を
附
し
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

「
演
習
部
・
授
曲
第
三
」
。
前
稿
（
『
開
情
偶
寄
』
考
け
）
九
二
頁
参
照
。

「
輿
陳
学
山
少
宰
書
」
。
編
摩
は
編
輯
に
同
じ
。
笠
翁
に
は
『
尺
膿
初
徴
』
『
尺
屑
二
徴
』
『
四
六
初
徴
』
『
新
四
六
初
徴
』
『
笠
翁
詩
韻
』
『
笠
翁
詞
韻
』

『
資
治
新
書
初
集
・
二
集
』
『
古
今
尺
膿
大
全
』
ほ
か
多
く
の
編
輯
書
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も

H

工
具
書
H

の
類
で
あ
る
。

注
（
4
）
拙
稿
第
四
章
参
照
。

（

9
）
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