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唐
代
の
講
唱
文
学
i
「
説
話
」
と
「
百
戯
」
の
関
係
を
中
心
に
し
て

渋

谷

誉

郎

は
じ
め
に

唐
代
の
講
唱
文
学
を
伝
え
る
資
料
は
少
な
い
。
そ
の
少
な
い
資
料
を
も
と
に
、
実
相
の
再
現
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
解
明
さ

れ
て
い
な
い
点
も
多
い
。
あ
る
い
は
資
料
の
貧
困
は
、
唐
代
講
唱
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
民
衆
の
娯
楽
に

対
す
る
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
活
動
と
し
て
講
唱
文
芸
が
成
立
し
た
の
は
宋
代
で
あ
り
、
唐
代
は
過
渡
期
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
資
料
に
乏

し
い
の
で
あ
る
、
と
。
近
来
の
唐
講
唱
研
究
は
、
敦
憧
よ
り
発
見
さ
れ
た
俗
文
学
文
献
を
根
本
資
料
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
類
型
を
抽
出
し
、

分
類
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
代
に
行
わ
れ
た
講
唱
の
類
型
を
探
る
と
い
う
形
態
論
的
な
研
究
が
中
心
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
が

試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
最
終
的
な
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
研
究
は
今
後
も
継
続
し
て
行
わ
れ
、
さ
ら
に
精
密
で
合
理
的
な

も
の
に
整
理
さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
比
し
て
、
お
そ
ら
く
は
資
料
の
少
な
さ
を
最
大
の
理
由
と
し
て
、
作
品
を
産
み
出
し
、
育
ん

だ
時
代
的
・
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
講
唱
文
学
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
語

り
、
唱
い
、
演
．
す
る
と
い
う
動
的
側
面
を
本
来
的
に
有
し
て
い
る
。
古
典
の
場
合
、
そ
れ
を
完
全
な
形
で
再
現
す
る
の
は
も
と
よ
り
不
可
能

ー
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
・
状
況
で
、
ど
の
よ
う
な
者
が
演
じ
て
い
た
か
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
は
、
講
唱
の
本
体
を
解
明
す
る
の
に
重

zu 

円

d



要
な
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
唐
代
講
唱
を
概
観
す
る
一
環
と
し
て
、
中
唐
期
に
視
点
を
据
え
、

「
説
話
」

と
称
さ
れ
る
講
唱

を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
唐
講
唱
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

「
説
話
」
と
い
う
語
が
、
講
唱
文
芸
と
し
て
一
定
の
概
念
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
唐
代
に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
郭
淀
『
高
力
士
外

伝
』
に

（
前
略
〉
講
経
、
論
議
、
轄
費
、
説
話
、
不
近
文
律
。

許
園
祭
編
『
敦
憧
雑
録
b

に
録
さ
れ
る
「
辞
道
場
文
」
に

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、

「
説
話
」

と
い
う
語
が
単
に
「
話
を
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て

n
b
 

円

t

講
経
直
作
爺
娘
相
、
説
話
還
同
父
母
因
。

い
る
。
こ
の
「
説
話
」
が
宋
代
の
瓦
市
と
い
う
遊
楽
街
の
、
瓦
舎
と
称
さ
れ
る
演
芸
場
で
盛
行
し
た
「
説
話
」
と
ま
っ
た
く
等
し
い
概
念
で

あ
る
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
少
な
く
と
も
一
語
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
唐
代
講
唱
文
学
な
い
し
は

伝
奇
小
説
に
関
連
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
元
積
（
七
七
九
i
八
三
一
〉
の
『
酬
翰
林
白
学
士
代
書
一
百
韻
』
が

あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
翰
墨
題
名
輩
、

光
陰
聴
話
移
」
と
い
う
句
に
附
せ
ら
れ
た
自
注
に
、

「
説
話
」
を
動
賓
構
造
と
し
て
用
い
た
例
が
み

え
る
。

祭
天
毎
興
予
遊
従
、
無
不
書
名
屋
壁
。
又
嘗
於
新
昌
宅
、
説
一
枝
花
話
、
自
寅
至
巳
、
猶
未
畢
詞
也
。

楽
天
は
い
つ
も
私
と
同
行
し
、
屋
壁
に
署
名
し
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
か
つ
て
新
昌
里
の
宅
で
、

一
枝
花
の
物
語
を
語
っ
た
こ



と
が
あ
っ
た
。
寅
の
刻
か
ら
巳
の
刻
に
至
る
も
、
語
り
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

「
一
枝
花
」
と
い
う
の
は
、
元
・
羅
倖
『
酔
翁
談
録
』
葵
集
巻

「
李
亜
仙
不
負
鄭
元
和
」
に
、

「
李
娃
は
長
安
の
娼
女
な
り
、

字
は
亜

仙
、
嘗
名
は
一
枝
花
な
り
」
と
見
え
、
し
た
が
っ
て
「
説
一
枝
花
話
」
と
は
、
白
行
簡
の
伝
奇
小
説
『
李
娃
伝
』
に
描
か
れ
る
鄭
元
和
と
李

娃
の
物
語
を
題
材
と
し
て
語
っ
た
も
の
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
「
一
枝
花
話
」
を
語
っ
た
の
は
、
文
脈
か
ら
み
れ
ば
白
居
易
そ
の
人
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
常
識
的
に
考
え
て
寅
（
午
前
四

i
五

時
〉
よ
り
巳
（
午
前
十
｜
十
一
時
）
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
六
時
間
に
わ
た
っ
て
士
大
夫
が
語
り
続
け
た
と
は
考
え
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
は
一
体
誰
が
語
っ
た
の
か
。
こ
の
場
に
白
居
易
と
元
積
の
ほ
か
に
誰
が
同
席
し
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
長
時
間
に
わ
た
っ

て
物
語
を
聞
か
せ
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
力
量
を
も
っ
た
者
の
存
在
を
想
定
し
て
、
芸
人
と
妓
女
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
芸
人
を
挙
げ
た
の
は
、
唐
代
に
お
い
て
は
季
節
祭
や
祖
先
祭
、
私
的
な
宴
席
に
、
芸
人
を
私
邸
に
呼
ん
で
伎
芸
を
上
演
す
る
風
習
が
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あ
っ
た
こ
と
、

ご
枝
花
話
」
が
語
ら
れ
た
「
新
昌
宅
」
と
い
う
の
は
、
当
時
長
安
の
新
昌
里
に
あ
っ
た
白
居
易
の
私
邸
で
あ
る
こ
と
が
つ

と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

元
・
白
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
段
成
式
（
？
｜
八
六
三
）
の
『
酉
陽
雑
但
』
続
集
巻
四
「
反
誤
」
に
、

予
太
和
末
、
因
弟
生
日
観
雑
戯
、
有
市
人
小
説
、
呼
扇
鵠
作
編
鵠
、
字
上
聾
。
予
令
任
道
昇
字
正
之
、
市
人
言
、
二
十
年
前
嘗
於
上
部

賛
曾
設
此
、
有
一
秀
才
甚
賞
某
呼
肩
字
興
福
岡
聾
、
一
五
世
人
皆
誤
。

私
は
太
和
の
末
ハ
八
三
五
〉
、

弟
の
誕
生
日
に
雑
戯
を
観
た
。

あ
る
市
人
が
小
説
を
演
じ
た
が
、
扇
鵠
を
言
う
の
に
編
鵠
と
、
上
声
に

発
音
し
た
。
私
は
任
道
昇
に
そ
れ
を
訂
正
さ
せ
た
。
市
人
は
、
二
十
年
前
に
長
安
の
斎
会
で
こ
れ
を
演
じ
ま
し
た
が
、
あ
る
秀
才
が
私

が
扇
を
椋
と
同
じ
よ
う
に
発
音
す
る
の
を
褒
め
て
く
だ
さ
り
、
世
人
は
み
な
誤
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
、
と
言
っ
た
。



と
記
さ
れ
て
る
。
こ
の
記
事
で
は
次
の
点
に
注
目
し
た
い
。
誕
生
祭
に
「
雑
戯
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
の
雑
戯
に
「
市
人
小
説
」
と
い
う

伎
芸
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
、

コ
一
十
年
前
嘗
て
上
都
の
斎
会
に
於
て
此
を
設
く
」
と
あ
る
か
ら
、

「
市
入
小
説
」
が
演
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
誕
生
祭
に
芸
人
を
私
邸
に
呼
ん
で
伎
芸
を
行
う
の
は
、
少
し
時
代
が
下
る
が
、
五
代
・
花
質

『
玉
堂
閑
話
』
に
、

斎
会
に
お
い
て
も
「
雑
戯
」
あ
る
い
は

又
毎
年
五
月
、
値
生
辰
、
頗
有
破
費
、
召
僧
道
清
鑑
、
伶
倫
百
戯
畢
備
。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
毎
年
五
月
に
な
る
と
、
誕
生
日
を
祝
う
の
に
大
金
を
は
た
い
て
、
僧
侶
や
道
士
を
招
き
、
斎
径
を
開
く
。
そ
の
時
に

は
芸
人
（
伶
倫
〉
を
呼
ん
で
百
戯
を
盛
大
に
行
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
斎
経
、
百
戯
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
酉
陽
雑
但
』

に
い
う
斎

会
、
雑
戯
と
同
義
と
み
て
よ
い
。
二
つ
の
記
事
を
併
せ
て
み
る
と
、
誕
生
祭
に
は
私
邸
に
僧
侶
や
道
土
を
招
い
て
斎
会
・
斎
径
を
開
き
、
ま

た
芸
人
を
呼
ん
で
百
戯
・
雑
戯
を
催
し
、
百
戯
の
一
つ
と
し
て
「
市
人
小
説
」
と
い
う
伎
芸
が
演
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
状
況
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が
浮
か
ん
で
く
る
。

芸
人
を
私
邸
に
呼
ん
で
来
て
百
戯
を
催
す
風
習
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
た
が
、
彼
ら
は
「
説
話
」
を
演
ず
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
『
酉
陽
雑
但
』
に
見
え
る
「
市
人
小
説
」
の
「
市
人
」
を
芸
人
と
解
し
、
「
小
説
」
を
「
説
話
」
と
同
じ
と
み
な
せ
ば
、
私
邸
に
お
い
て

芸
人
が

L

「
説
話
」
を
演
じ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
推
論
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
実
状
か
ら
離
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
市
人
小
説
」

の
解
釈
に
つ
い
て
少
し
く
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
「
市
人
」
と
は
、
胡
士
堂
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
・
高
承
『
事
物
紀
源
』

「
仁
宗
時
市
人

能
談
三
国
事
者
（
仁
宗
の
時
、
市
人
の
能
く
三
国
の
事
を
談
ず
る
者
〉
」

を
指
す
と
解
釈
す
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
張
鴻
助
氏
は
、
唐
代
に
お
け
る
「
市
人
」
と
は
一
般
の
商
買
（
商
人
）
の
こ
と
で
あ
り
、
芸
人
の

と
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
般
市
民
の
こ
と
で
は
な
く
、

都
市
の
芸
人

み
を
指
す
の
で
は
な
い
と
す
る
。
張
氏
の
示
さ
れ
た
唐
代
に
お
け
る
「
市
人
」
と
い
う
語
の
用
例
を
見
る
と
、

「
市
人
」

と
称
さ
れ
る
人
々



は
「
売
芸
」
ば
か
り
を
生
業
に
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
通
の
商
売
に
従
事
し
て
い
た
者
が
「
市
人
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
解
す

る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
唐
代
に
お
け
る
「
市
人
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
胡
氏
の
説
は
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
話
芸
を
市
る
人
、
商
売
と
し
て
話
芸
を
売
っ
て
い
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
市
人
」
は
宋
代

い
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
市
人
小
説
」

以
降
顕
著
と
な
る
「
説
話
」
を
専
業
と
す
る
芸
人
に
つ
ら
な
る
存
在
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
後
の
「
説
話
人
」
と
称
さ
れ
る

説
唱
芸
人
と
の
関
連
が
視
野
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
い
「
市
人
」
が
芸
人
で
、

「
市
人
小
説
」

が
芸
人
に
よ
る
講
唱

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
説
話
」

と
結
び
つ
け
る
積
極
的
な
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
唐
代
に
お
い
て
「
説
話
」
を
専
業
と
す
る
芸
人
が
存
在

し
た
か
ど
う
か
、

い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
別
の
観
点
か
ら
「
説
話
」
と
「
市
人
小
説
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
酉
陽
雑
但
』
の
中
で
、
「
市
人
」
は
「
二
十
年
前
嘗

先
に
挙
げ
た
『
玉
堂
閑
話
』
に
も
斎
経
に
お
い
て
百
戯
が
演
ぜ
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
芸
能
は
、
そ
の
起
源
を
宗
教
や
祭
柁
儀
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て
上
都
の
斎
会
に
て
此
を
設
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
べ
つ
の
斎
会
に
お
い
て
も
雑
戯
を
催
し
、
「
小
説
」
を
演
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

礼
に
求
め
ら
れ
る
が
、
斎
会
・
斎
籍
に
お
い
て
百
戯
や
市
人
小
説
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
正
し
く
そ
の
反
映
で
あ
り
、
そ
の
痕
跡
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
斎
廷
」
「
斎
会
」
と
「
説
話
」
の
関
係
に
注
目
す
る
と
、
北
宋
の
王
君
玉
『
雑
纂
続
』
「
冷
淡
」
に
、
「
斎
廷
聴

説
話
ハ
斎
経
に
説
話
を
聴
く
）
」

と
あ
り
、

北
宋
に
も
斎
建
に
お
い
て
「
説
話
」
が
演
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
宋
・
孟
元
老

『
東
京
夢
華
録
』
巻
六
「
元
宵
」
に
、
開
封
府
で
は
元
宵
節
に
「
山
棚
」
を
組
ん
で
「
歌
舞
百
戯
」
を
行
う
が
、
そ
の
中
に
「
予
常
賓
の
五

代
史
（
語
り
と
が
録
さ
れ
て
お
り
、
巻
八
「
六
月
六
日
程
府
君
生
日
二
十
四
日
神
保
観
神
生
日
」

に
は
、
濯
口
二
郎
神
の
廟
に
お
い
て
行

わ
れ
る
各
種
奉
納
伎
芸
に
混
じ
っ
て
「
説
誇
話
」
の
名
が
見
え
る
。
宋
代
に
お
い
て
も
季
節
祭
な
ど
の
祭
記
活
動
に
講
唱
が
行
わ
れ
て
い
た

の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
講
唱
は
宋
代
に
至
っ
て
大
き
く
発
展
し
、
北
宋
に
お
い
て
は
開
封
を
始
め
と
す
る
都
市
に
瓦
合



と
称
さ
れ
る
専
門
の
演
芸
場
が
設
け
ら
れ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
話
芸
を
専
業
と
す
る
芸
人
が
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
『
東
京

夢
華
録
』
な
ど
の
よ
く
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唐
代
の
講
唱
と
同
日
に
論
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
少
な
く
と
も

「
斎
経
」
の
席
で
「
説
話
」
と
称
さ
れ
る
伎
芸
が
演
ぜ
ら
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
市
人
小
説
」
と
「
説
話
」
は
、

お
そ
ら
く
両
者
と
も
話
芸
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
斎
会
」
「
斎
縫
」
と
い
う
同
じ
場
、
状
況
で
演
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
じ
性

質
の
伎
芸
で
あ
っ
た
か
、
き
わ
め
て
関
連
性
の
強
い
伎
芸
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
「
市
人
小
説
」
を
、
宋
代
の

「
説
話
」
に
発
展
し
て
行
く
伎
芸
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
発
展
段
階
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
小
説
」

と
い
う

語
は
、
北
宋
で
は
『
東
京
夢
華
録
』
巻
五
「
京
瓦
伎
芸
」
に
「
李
位
、
楊
中
立
、
張
十
一
、
徐
明
、
趨
世
亨
、
買
九
の
小
説
」
と
し
て
、
各

種
伎
芸
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
南
宋
に
な
る
と
「
説
話
」
は
芸
人
の
専
業
化
が
さ
ら
に
進
み
、
い
わ
ゆ
る
「
説
話
四
家
」
と
い
う
四

つ
の
専
門
分
野
に
分
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
家
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
小
説
」
で
あ
り
、
話
芸
の
中
心
的
存
在
に
発
展
し
て
行
く
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の
で
あ
る
。
「
小
説
」
が
唐
代
に
お
い
て
伎
芸
の
名
称
と
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
即
断
は
許
さ
れ
な
い
が
、
如
上
の
推
論
か
ら
見
れ
ば
、
「
説

話
」
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、

『
雑
纂
続
』
の
「
賛
延
聴
説
話
」
と
い
う
記
事
が
、

「
冷
淡
（
し
ら
け
る
と
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
こ
れ
は
宋
代
の
「
説
話
」
は
、

斎
廷
で
行
わ
れ
る
と
、

し
ら
け
て
し
ま

ぅ
、
つ
ま
り
斎
経
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
変
質
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
唐
代
か
ら
み
れ
ば
、
少
な
く

と
も
「
市
人
小
説
」
は
斎
経
、
斎
会
に
ふ
さ
わ
し
い
伎
芸
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

き
て
、
当
初
の
目
的
で
あ
っ
た
「
一
枝
花
話
」
を
語
っ
た
者
と
し
て
、
百
戯
の
芸
人
の
可
能
性
で
あ
る
が
、
百
戯
を
行
い
「
市
人
小
説
」

と
い
う
形
式
で
演
ず
る
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
一
枝
花
話
」
が
語
ら
れ
た
の
は
、
誕
生
祭
や
季
節
祭

な
ど
、
特
別
の
節
目
で
あ
っ
た
と
は
－
記
さ
れ
て
い
な
い
し
、
百
戯
が
行
わ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
そ
こ
で
次
に
妓
女
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
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V妓
女
は
も
と
よ
り
講
唱
を
専
業
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
伎
芸
の
担
い
手
、
物
語
・
作
品
の
伝
承
媒
体
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
宋
・
趨
令
時
の
『
崖
鴬
鴬
商
調
蝶
恋
花
鼓
子
詞
』
は
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
「
鼓
子
詞
」
と
い
う
講
唱
文
学
の
形
式
を
借

り
て
、
元
棋
の
『
鴬
鴬
伝
』
を
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
、

夫
停
奇
者
、
唐
元
徴
之
所
述
也
。
以
不
載
於
本
集
、
市
出
於
小
説
、
或
疑
其
非
是
。
今
観
其
詞
、
自
非
大
手
筆
、
執
能
輿
於
此
。
至

今
士
大
夫
極
談
幽
玄
、
訪
奇
述
異
、
無
不
翠
此
以
魚
美
話
。
至
於
娼
優
女
子
、
皆
能
調
説
大
略
、
惜
乎
不
被
之
以
音
律
、
故
不
能
播
之
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聾
柴
、
形
之
管
絃
。
好
事
君
子
極
飲
躍
歌
之
際
、
願
欲
一
聴
其
説
、
或
皐
其
末
而
忘
其
本
、
或
紀
其
略
而
不
及
終
篇
、
此
吾
曹
之
所
共

恨
者
。伝

奇
と
い
う
の
は
唐
の
元
徴
之
の
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
集
に
収
録
せ
ず
、
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
者

は
そ
れ
が
真
作
で
は
な
い
と
疑
っ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
こ
と
ば
を
見
る
と
、
す
ぐ
れ
た
力
量
が
な
け
れ
ば
、
と
て
も
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
近
ご
ろ
、
士
大
夫
た
ち
は
幽
玄
を
語
り
、
人
々
の
不
思
議
な
縁
に
つ
い
て
話
を
す
る
た
び
に
、
誰
も
が
こ
れ
を
素
晴
ら
し
い

話
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
妓
女
た
ち
に
至
っ
て
は
、
戯
れ
に
お
お
よ
そ
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
音
楽
が
つ
い
て
い

な
い
の
で
、
楽
器
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
歌
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
好
事
家
た
ち
は
宴
た
け
な
わ
と
な
っ
て
、
こ
の
話
を
聞
き
た
い
と
思

つ
で
も
、
あ
る
も
の
は
話
の
枝
葉
末
節
ば
か
り
で
本
体
を
忘
れ
、
あ
る
も
の
は
そ
の
大
略
を
記
憶
し
て
い
る
だ
け
で
全
篇
に
及
ば
な

い
。
こ
れ
は
我
々
が
み
な
残
念
に
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
序
は
、
妓
女
と
講
唱
の
関
係
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
「
娼
優
女
子
に
至
っ
て
は
、

皆
能
く
〈
鴬

鴬
伝
の
〉
大
略
を
調
説
す
」
と
は
っ
き
り
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
調
説
」
と
は
、
戯
れ
に
語
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
が
、

趨
令
時
は
音
曲
が
伴
わ
な
い
の
が
惜
し
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
妓
女
の
語
り
は
伎
芸
の
一
種
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ

う
。
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
妓
女
が
伎
芸
と
し
て
元
棋
の
伝
奇
小
説
『
鴬
鴬
伝
』
を
語
っ
た
の
で

あ
る
。
唐
伝
奇
小
説
は
、
す
べ
て
の
作
品
が
『
李
娃
伝
』
の
よ
う
に
語
り
も
の
の
影
響
を
受
け
て
創
作
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
鴬
鴬

伝
』
に
つ
い
て
は
、
伎
芸
と
し
て
語
り
得
る
性
格
を
本
質
的
に
そ
な
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
の
ち
に
『
諸
宮
調
西
廟
記
』
や
戯
曲
『
西
廟

記
』
に
改
編
、
継
承
さ
れ
て
い
く
の
は
、
理
由
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

伝
奇
小
説
は
中
唐
に
至
っ
て
、
白
居
易
を
中
心
に
し
た
文
芸
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
盛
ん
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
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た
、
こ
の
時
期
の
伝
奇
小
説
の
特
徴
と
し
て
、
同
じ
題
材
を
散
文
（
小
説
）
と
韻
文
の
二
つ
の
形
式
に
創
作
す
る
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
陳
鴻
「
長
恨
歌
伝
」
と
白
居
易
「
長
恨
歌
」
、
元
積
「
鴬
鴬
伝
」
と
李
紳
「
鴬
鴬
歌
」
、
白
行
簡
「
李
娃

伝
」
と
元
積
「
李
娃
行
」
、
沈
既
済
「
任
氏
伝
」
と
白
居
易
「
任
氏
行
」
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
活
躍
し
た
中
唐
に
は
、
語
り

と
唱
い
が
交
互
に
現
わ
れ
る
「
転
変
」
と
い
う
講
唱
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
い
ま
、
伝
奇
小
説
と
「
転
変
」
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る

余
裕
は
な
い
が
、
伝
奇
小
説
と
同
じ
題
材
を
韻
文
に
も
創
作
す
る
と
い
う
風
潮
は
、
伝
奇
と
「
転
変
」
の
関
係
を
探
る
一
つ
の
手
掛
か
り
と

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
転
変
」

の
台
本
な
い
し
は
筆
録
と
さ
れ
る
変
文
は
、
散
文
説
白
と
韻
文
唱
詞
が
交
互
に
現
わ
れ
る
形
式
を
持
つ

が
、
散
文
で
述
べ
た
内
容
を
韻
文
で
も
う
一
度
敷
街
し
て
繰
り
返
す
の
と
い
う
が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
内
容
を
散

文
と
韻
文
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
が
講
唱
文
学
の
中
で
は
こ
と
に
変
文
に
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
、
同
じ
題
材
を
小
説
と
韻

文
と
い
う
異
な
っ
た
形
式
に
創
作
す
る
と
い
う
風
潮
が
文
学
史
上
こ
の
時
期
に
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
両
者
を
比
較
検
討



す
る
意
義
は
十
分
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
韻
散
混
合
体
と
い
う
形
式
と
、
散
文
に
四
六
餅
騒
文
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
文
体
上
の
共

通
点
か
ら
、
『
遊
仙
窟
』
と
変
文
の
関
係
を
指
摘
す
る
説
が
あ
る
が
、

同
じ
韻
散
混
合
体
と
い
っ
て
も
、

韻
文
と
散
文
の
内
容
に
つ
い
て
見

れ
ば
『
遊
仙
窟
』
と
変
文
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
関
係
は
む
し
ろ
薄
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
、
『
波
仙
窟
』
を
伝
奇
小
説
の
流
れ
に
位
置
付
け
、
『
滋
仙
窟
』
と
変
文
を
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
奇
小
説
と
変
文
に
代
表

さ
れ
る
唐
講
唱
を
結
び
つ
け
て
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
如
上
の
理
由
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。
伝
奇
小
説
と
講
唱
の
関

係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

さ
て
、
元
・
白
か
ら
や
や
後
れ
る
が
、
専
ら
当
時
の
妓
女
に
つ
い
て
記
し
た
書
に
、
孫
築
『
北
里
志
』
（
八
八
四
）
が
あ
る
。

そ
の
序
に

当
時
の
妓
女
の
特
徴
を
述
べ
て
、

そ
の
中
の
妓
女
た
ち
は
、
お
し
ゃ
べ
り
が
上
手
で
、
書
や
こ
と
ば
を
よ
く
知
っ
て
い
る
者
が
い
る
。
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其
中
諸
妓
、
多
能
談
吐
、
頗
有
知
書
言
語
者
。

と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
の
「
言
韮
巴
は
「
説
話
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
読
み
換
え
を
し
な
く
と
も
、
妓

女
の
属
性
と
し
て
話
し
上
手
と
い
う
の
は
納
得
の
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
『
北
里
志
』
に
録
さ
れ
た
妓
女
を
見
て
行
く
と
、

天
水
健
寄
、
字
緯
真
、
住
於
南
曲
中
、
善
談
語
能
歌
令
。

鄭
血
中
患
者
、
居
曲
中
、
亦
善
令
章
。
嘗
輿
絡
真
互
矯
席
糾
、
而
充
博
非
貌
者
、
但
負
流
品
、
巧
談
話
。

楊
妙
見
者
、
居
前
曲
中
東
第
四
五
家
、
：
：
：
但
利
口
巧
言
、
萩
譜
藻
妙
、
陳
設
居
止
慮
、
如
好
事
士
流
之
家
。

王
園
児
、
前
曲
自
西
第
一
家
也
。
巳
魚
俣
母
、
有
女
数
人
。
：
：
：
次
回
福
娘
、
字
宜
之
、
甚
明
白
、
豊
約
合
度
、
談
論
風
雅
、
且
有
陸

裁。



王
蘇
蘇
在
南
曲
中
、
屋
室
寛
博
、
庖
撲
有
序
。
女
昆
仲
数
人
、
亦
頗
善
諮
龍
。
（
傍
点
筆
者
）

な
ど
、
妓
女
の
特
徴
を
紹
介
す
る
の
に
、
ウ
イ
ッ
ト
に
富
む
話
し
ぶ
り
を
第
一
に
挙
げ
る
例
が
自
に
つ
く
。
王
書
奴
『
中
国
娼
妓
史
』
で

じ t土
て 、
い『
~ 北
三里
τ志
ζ．色＝

をげ
挙 V」

yぷ見
’、ぇ

後る
妓

世
m 女
話の
惜特
量 徴
の

を
よ

抽
さ 出
を

し
最

たも。玉
重相果
視
す

最
る

もの
重

と ん
大

ぜき
らく

異れ
た た
ごの

さは

啓量一、諺
てョ・

~I き
官で
~あ
門り
の
妓
女
は

ま

ず
話

し

上

つ
い
で
「
音
律
」
に
通

手
、
そ
し
て
歌
の
う
ま
さ
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
北
里
志
』
に
は
、
残
念
な
が
ら
妓
女
た
ち
の
話
し
の
内
容
に
つ
い
て
伝
え
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
詰
諺
に
富
む
話
し
ぶ
り
と
い
う
の
は
、

客
と
の
会
話
に
お
い
て
話
術
に
巧
み
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
ま
ま
講
唱
の
よ
う
な
話
芸
と
同
じ
に
は
な
ら
な
い
。

ご
枝
花
話
」

は
、
六

時
間
語
り
続
け
て
も
語
り
終
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
長
時
間
に
わ
た
っ
て
一
つ
の
物
語
を
聞
か
せ
続
け
る
の
は
、
話
し
上
手
と
い

う
だ
け
で
は
ま
ず
無
理
で
あ
ろ
う
。
話
芸
に
は
、
間
と
か
呼
吸
、

メ
リ
ハ
リ
な
ど
、
独
特
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
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か
、
少
な
く
と
も
見
聞
き
し
た
体
験
が
な
け
れ
ば
、
聞
き
手
の
関
心
を
繋
い
で
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
話
芸
に
は
話
題
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

一
般
に
講
唱
芸
人
は
そ
の
場
の
状
況
に
応
じ
て
話
し
を
長
く
も
短

く
も
で
き
る
と
い
わ
れ
る
が
、
話
し
を
伸
ば
す
に
は
そ
れ
な
り
の
話
題
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
妓
女
た
ち
に
は
話
芸
に
触

れ
た
り
、
実
際
に
講
唱
を
見
聞
き
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
話
題
、

つ
ま
り
講
唱
の
ネ
タ
に
な
る
よ
う
な
話
し
を
仕
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
推
測
さ
れ
る
が
、
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
彼
女
た
ち
に

は
、
当
時
で
は
最
高
水
準
に
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
講
唱
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
寺
院
で
行
わ
れ
る
説
教
の
類
の
場

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
俗
講
」
と
い
う
。

一
般
に
妓
女
と
い
え
ば
、
寵
の
鳥
と
い
う
比
喰
が
あ
る
よ
う
に
、
行
動
に
著
し
い
制
限
を
受
け
る

も
の
で
あ
る
。
中
唐
の
妓
女
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寺
院
で
行
わ
れ
る
「
俗
講
」
に
は
、
比
較
的
自
由
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
た



ょ
う
で
あ
る
。
『
北
里
志
』
「
泥
論
三
曲
中
事
」
に
、

諸
奴
以
出
里
賑
難
、
毎
南
街
保
唐
寺
有
講
席
、
多
以
月
之
八
日
、
相
牽
率
聴
鷲
。

妓
女
た
ち
が
居
住
地
区
か
ら
出
る
の
は
自
由
で
な
か
っ
た
が
、
南
街
の
保
唐
寺
で
講
席
が
あ
る
毎
月
八
の
日
に
は
、
み
な
つ
れ
だ
っ
て

聞
き
に
行
っ
た
。

と
あ
る
。
保
唐
寺
で
講
席
が
聞
か
れ
る
ご
と
に
、
妓
女
た
ち
は
つ
れ
だ
っ
て
聞
き
に
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
講
席
は
よ
り
正
確
に
は
「
尼

講
」
で
あ
り
、

「
尼
講
」
と
い
う
の
は
、

「
俗
講
」
の
一
種
と
み
な
し
て
よ
い
。
「
俗
講
」
と
い
う
の
は
、
講
唱
文
学
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、

当
時
と
し
て
は
非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
仏
教
語
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
か
さ
ず
聞
き
に
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
「
俗
講
」
と
併
せ
て
後
に
述
べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
中
唐
の
妓
女
た
ち
が
、
講
唱
の
担
い
手
と
な
り
得
る
能
力
を
養
う
こ
と
の
で
き
る

当
時
の
文
人
た
ち
と
妓
女
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
賛
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
北
里
志
』
を
は
じ
め
、

『
雲
諮
友
議
』
『
封
民
間
見

。。

環
境
に
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

録
』
な
ど
の
筆
記
を
緒
け
ば
、
文
人
と
妓
女
た
ち
の
聞
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
風
流
需
や
醜
聞
な
ど
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
中
唐
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
伝
奇
小
説
『
李
娃
伝
』
や
『
任
氏
伝
』
な
ど
は
妓
女
を
中
心
に
据
え
た
作
品
で
あ
る
し
、
い
わ
ゆ

る
艶
情
類
に
属
す
る
作
品
に
登
場
す
る
女
性
の
形
象
が
、
妓
女
の
投
影
で
あ
る
と
い
う
の
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
伝
奇
作

者
と
妓
女
と
の
交
流
の
反
映
で
あ
っ
て
、
伝
奇
小
説
の
作
家
た
ち
が
、

い
か
に
妓
女
と
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ

い
ま
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
元
・
白
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
掲
『
中
国
娼
妓
史
』
で
は
、
唐
代
の
官
吏
で
の
な
か
で
、
文
官
と
し

て
は
元
穏
と
白
居
易
を
風
流
の
第
一
に
挙
げ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
元
積
は
当
時
を
代
表
す
る
名
妓
で
、
ま
た
詩
人
と
し
て
も
有
名
な
醇
簿
や
歌

し
て
、

妓
の
玲
璃
と
の
関
係
、
白
居
易
は
杭
州
刺
史
時
代
の
蘇
小
小
と
の
間
の
逸
話
が
こ
と
に
有
名
で
あ
る
。



唐
代
に
お
け
る
妓
女
に
は
話
術
や
歌
の
技
術
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
彼
女
た
ち
が
質
の
高
い
講
唱
に
接
す
る
機
会
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
、
妓
女
が
講
唱
の
技
術
面
お
よ
び
故
事
・
物
語
の
伝
承
媒
体
と
な
り
得
る
資
質
を
養
う
の
に
恰
好
の
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
た
と
い
彼
女
た
ち
は
講
唱
を
専
業
と
し
て
お
ら
ず
と
も
、

（日）

い
う
可
能
性
は
十
分
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

「
説
話
」

の
よ
う
な
講
唱
を
援
用
し
て
ご
枝
花
話
」
を
語
っ
た
と

コ
枝
花
話
」
を
語
っ
た
の
は
誰
か
と
い
う
問
題
を
考
察
の
端
緒
と
し
て
、
芸
人
と
妓
女
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
資
料
的
制
約
を
受

け
て
、
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
資
料
的
制
約
と
は
、
状
況
証
拠
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
序
言
に
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
講
唱
は
ま
こ
と
に
そ
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を
容
易
に
許
し
て
く
れ
な
い
。
そ
こ
で
も
う
少
し
視
野
を
広
げ

向。

て
、
中
唐
期
の
芸
能
・
伎
芸
全
般
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
さ
き
に
述
べ
た

推
論
を
補
強
し
て
み
た
い
。

唐
代
で
は
現
存
文
献
に
よ
る
限
り
、
宮
廷
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
散
楽
、
百
戯
が
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
芸
能
・
伎
芸
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
百
戯
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
本
稿
に
お
い
て
最
初
に
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
百
戯
芸
人
で
あ
っ
た
。
次
に

取
り
上
げ
た
妓
女
は
、
唐
代
に
お
い
て
は
主
に
官
妓
で
あ
り
、
宮
中
で
は
教
坊
と
い
う
芸
能
組
織
に
属
し
て
い
た
。
そ
し
て
教
坊
は
妓
女
の

み
を
収
容
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
百
戯
と
称
さ
れ
る
各
種
伎
芸
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
百
戯
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
伎
芸
全
般
を
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
芸
人
や
妓
女
に
つ
い
て
の
考
察
を
補
う
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。



近
来
、
中
国
古
典
芸
能
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
に
と
も
な
っ
て
、
百
戯
に
つ
い
て
の
専
著
や
論
考
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
、
百
戯
の
諸

相
、
歴
史
的
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
唐
代
の
百
戯
の
変
遷
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た

し、。
唐
朝
建
国
当
初
は
、
惰
と
の
抗
争
の
余
波
を
受
け
て
、
宮
中
で
は
祭
把
・
儀
式
に
と
も
な
う
、
い
わ
ゆ
る
散
楽
、
百
戯
に
代
表
さ
れ
る
楽

舞
に
も
人
材
を
欠
く
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
が
、
経
済
復
興
に
つ
と
め
、
国
力
が
充
実
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
民
間
の
芸
人
が
宮
中
に
集
ま

り
、
徐
々
に
格
式
が
整
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
唐
代
随
一
の
文
化
を
極
め
た
玄
宗
〈
在
位
七
一
二
i
七
五
六
）
に
至
っ
て
、
百
戯
は
最
盛
期

を
迎
え
る
。
開
元
二
年
（
七
一
四
〉
、
玄
宗
の
歌
舞
に
対
す
る
噌
好
も
手
伝
い
、

宮
中
に
歌
妓
・
楽
工
を
収
容
し
、

養
成
・
管
理
を
専
門
的

に
行
う
機
関
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
を
教
坊
と
い
う
。
こ
の
時
、
教
坊
に
は
「
散
楽
三
百
八
十
二
人
、
僅
内
散
楽
一
千
人
、
音
聾
一
寓
二
十
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七
人
」
（
『
唐
書
』
礼
楽
志
）
を
擁
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
相
当
な
規
模
で
あ
る
。
こ
の
間
、
安
史
の
乱
（
七
五
五
｜
七
六
三
）
に
よ
っ
て

教
坊
は
崩
壊
の
危
機
に
瀕
す
る
が
、
続
く
粛
宗
（
在
位
七
五
六

l
七
六
二
）
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
代
宗
、
徳
宗
の
時
期
に
も
、
な
ん
と
か

宮
中
活
動
の
格
式
を
維
持
し
続
け
た
。
し
か
し
、
徳
宗
が
崩
ず
る
や
、
財
政
緊
迫
を
理
由
に
、
教
坊
の
冗
員
整
理
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
、

順
宗
の
貞
元
二
十
一
年
（
八

O
五
〉
三
月
に
は
宮
女
三
百
人
、
披
庭
・
教
坊
の
女
楽
人
六
百
人
（
『
旧
唐
書
』
順
宗
紀
〉
が
放
出
さ
れ
、
次
の

憲
宗
（
在
位
八

O
六
｜
八
二

O
〉
の
元
和
年
間
に
は
、
そ
れ
ま
で
は
長
安
と
洛
陽
の
両
都
に
そ
れ
ぞ
れ
左
右
二
つ
の
教
坊
を
設
置
し
て
い
た

の
を
一
所
に
縮
小
し
（
『
楽
府
雑
録
』
〉
、

文
宗
の
宝
暦
二
年
（
八
二
六
〉
十
二
月
に
は
、

教
坊
の
楽
官
が
翰
林
待
詔
・
伎
術
官
な
ど
と
併
せ

て
一
千
二
百
七
十
人
（
『
旧
唐
書
』
文
宗
紀
・
上
）

の
職
を
廃
し
支
給
を
停
止
す
る
詔
、

お
よ
び
諸
道
よ
り
献
ぜ
ら
れ
た
音
声
女
人
を
送
り

返
す
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
お
よ
そ
二
十
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
大
規
模
な
人
員
整
理
に
よ
っ
て
、
教
坊
は
衰
退
の
道
を
歩
み
始
め

る
の
で
あ
る
。



教
坊
の
衰
退
は
、
正
し
く
唐
王
朝
の
没
落
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
視
点
を
民
間
に
転
ず
れ
ば
、
宮
中
か
ら
一
時
期
に
こ
れ
だ
け
大
量

に
放
出
さ
れ
た
妓
女
や
楽
工
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
民
間
の
文
化
・
文
芸
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
岡
村
繁
氏
は
「
唐
末
に
お
け
る
曲
子

詞
文
学
の
成
立
」
に
お
い
て
、
教
坊
の
衰
退
に
と
も
な
う
妓
女
の
大
量
放
出
が
、
曲
子
詞
文
学
の
成
立
を
促
し
た
過
程
を
考
証
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
曲
子
詞
は
は
じ
め
宮
中
に
お
い
て
、
就
中
教
坊
に
お
い
て
積
極
的
に
創
作
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
た
こ
と
を
考
察
さ
れ
、
順
宗

以
降
、
宮
中
か
ら
解
放
さ
れ
た
歌
妓
・
楽
工
に
よ
っ
て
広
く
民
間
に
伝
播
し
た
。
そ
れ
を
文
人
た
ち
が
享
受
し
、
創
作
に
手
を
染
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

教
坊
の
衰
退
は
百
戯
に
携
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
芸
人
の
放
出
を
意
味
す
る
。
宮
中
か
ら
野
に
放
た
れ
た
の
は
楽
工
や
歌
妓
の
み
で
は
な
か
っ

た
。
中
晩
唐
を
通
じ
て
、
百
戯
芸
人
は
地
方
の
藩
鎮
に
割
拠
す
る
有
力
者
た
ち
の
庇
護
の
下
に
入
り
、
伎
芸
を
継
承
し
洗
練
を
加
え
て
行
く

る
都
市
芸
能
の
基
礎
は
、
こ
の
よ
う
な
芸
人
た
ち
に
よ
っ
て
着
実
に
築
か
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

O
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者
、
ま
た
民
間
に
下
っ
て
庶
民
の
娯
楽
活
動
の
中
心
的
役
割
を
担
う
者
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ
と
な
る
。
こ
れ
以
降
、
次
の
宋
代
に
開
花
す

さ
て
、
宮
中
で
は
講
唱
に
類
す
る
伎
芸
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
百
戯
の
中
に
講
唱
芸
能
は
含
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
宮
中
に
お
い
て
、
講
唱
が
百
戯
の
一
つ
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
記
録
は
見
出
せ
な
い
。
演
ぜ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
唐
代
講
唱
の
性
格
を
う
か
が
う
材
料
と
も
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
記
録
も
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
教
坊
だ
け
で
な
く
、
宮

中
の
娯
楽
活
動
と
い
う
面
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
さ
き
に
掲
げ
た
『
高
力
士
外
伝
』
の
記
載
が
講
唱
の
痕
跡
を
伝
え
て
い
る
。

上
元
元
年
七
月
太
上
皇
移
伎
西
内
安
置
：
：
：
毎
日
上
皇
興
高
公
親
着
掃
除
庭
院
、
菱
薙
草
木
、
或
講
経
、
論
議
、
縛
第
、
説
話
、
不
近

文
律
、
終
翼
悦
聖
情
。

上
元
元
年
（
七
六

O
〉
に
、
玄
宗
は
長
安
の
西
に
位
置
す
る
太
極
官
に
移
り
、
毎
日
高
力
士
と
庭
の
掃
除
や
手
入
れ
を
眺
め
、
講
経
、
論



議
、
転
変
、
説
話
を
聞
い
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
四
種
の
講
唱
を
演
じ
た
の
は
高
力
士
と
読
む
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、
ほ
か
に
玄
宗
み

ず
か
ら
演
じ
た
と
い
う
説
、
講
唱
芸
人
に
行
わ
せ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
高
力
士
が
行
っ
た
と
す
る
と
興
が
深
い
。
講
唱
芸
能
の
起
源
を
漢

代
の
保
儒
や
俳
優
に
求
め
る
説
が
あ
る
が
、
彼
ら
に
は
機
知
に
富
む
話
術
を
得
意
と
し
た
道
化
、
脅
間
と
し
て
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
点
は
先
に
述
べ
た
妓
女
の
属
性
と
共
通
す
る
。
妓
女
と
同
様
に
、
講
唱
に
直
接
か
か
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
力
士
の
よ
う

な
存
在
も
、
伎
芸
の
継
承
、
故
事
・
物
語
の
伝
承
媒
体
と
し
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
載
か
ら
は
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
講

唱
し
た
か
明
確
に
し
得
な
い
が
、
宮
中
は
講
唱
と
ま
っ
た
く
接
点
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
る
。

宮
中
の
教
坊
で
の
講
唱
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
中
唐
期
に
始
ま
っ
た
教
坊
の
人
員
整
理
は
、
民
間
の
芸
能
、
ひ
い
て
は
娯
楽
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
岡
村
繁
「
唐
末
に
お
け
る
曲
子
詞
文
学
の
成
立
」
が
こ
の
推
論
に
対
す

る
一
つ
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
講
唱
に
対
し
て
現
わ
れ
た
影
響
と
は
、
状
況
的
な
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
上
に
述
べ
た
「
説
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話
」
「
市
人
小
説
」
、
ま
た
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
「
転
変
」
と
い
っ
た
講
唱
の
記
録
が
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
講
唱
に
対
し
て
、
記
録
す
る
に
値
す
る
価
値
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
講
唱
が
こ
の
時
期
に
活
発
化
し
て
き
た

こ
と
、
ま
た
、
講
唱
そ
の
も
の
に
質
的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
教
坊
に
属
し
て
い
た
伎
芸
の
専
門
家

た
る
百
戯
芸
人
や
妓
女
た
ち
が
、
こ
の
時
期
に
民
間
に
大
量
放
出
さ
れ
た
と
い
う
動
き
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
は
、
次
に
講
唱

に
対
す
る
影
響
が
ど
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
か
、
別
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

四

唐
代
の
百
戯
は
、
儀
式
や
祭
犯
に
と
も
な
っ
て
宮
中
で
行
わ
れ
る
ほ
か
、
私
邸
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ



る
が
、
民
間
で
は
一
般
に
戯
場
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
戯
場
は
、
寺
院
の
境
内
か
附
近
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
宋
・
銭
易
『
南
部
新
書
』
に

長
安
戯
場
、
多
集
於
慈
恩
、
小
者
在
青
龍
、
其
次
春
福
、
永
幸
問
。
尼
講
盛
於
保
唐
、
名
徳
緊
之
安
園
、
土
大
夫
之
家
入
道
謹
在
成
宜
。

長
安
の
戯
場
は
慈
恩
寺
に
集
り
、
小
規
模
な
も
の
は
青
龍
寺
で
、
そ
れ
に
次
ぐ
の
は
蓉
福
寺
、
永
害
時
寺
で
あ
る
。
尼
講
は
保
唐
寺
で
盛

行
し
、
地
位
も
名
誉
も
あ
る
よ
う
な
人
た
ち
は
安
園
寺
に
あ
つ
ま
り
、
士
大
夫
の
家
柄
で
出
家
す
る
者
は
み
な
威
宜
寺
で
あ
っ
た
。

と
見
え
る
。
向
達
「
唐
代
俗
講
考
」
で
は
、
保
唐
寺
は
も
と
菩
提
寺
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
会
昌
六
年
（
八
四
六
）
に
改
名
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
記
事
は
大
中
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
き
に
引
い
た
『
北
里
志
』
は
、
大
中
年
間
（
八
四
六
l
八
六

O
〉
の
妓
女
の

逸
事
を
記
し
た
書
で
あ
る
が
、
妓
女
が
毎
月
八
の
日
に
「
保
唐
寺
」
で
聞
か
れ
る
「
講
席
」
に
こ
ぞ
っ
て
出
か
け
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
記

さ
て
、
戯
場
が
寺
院
の
周
辺
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
六
朝
か
ら
の
伝
統
で
あ
る
。
停
起
鳳
・
停
騰
龍
『
中
国
雑
技
史
』
で
は
、
こ
れ
ら
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事
の
「
尼
講
は
保
唐
（
寺
〉
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
」
と
い
う
の
と
符
合
す
る
。

の
寺
院
は
お
そ
ら
く
寺
院
の
前
の
広
場
を
利
用
し
て
百
戯
を
催
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
当
時
、
仏
教
が
盛
行
し
て
い

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
俗
講
を
行
う
こ
と
で
観
衆
を
集
め
る
の
は
、
南
北
朝
以
来
の
風
俗
と
な
っ
て
お
り
、
『
俗

（
げ
）

講
』
で
は
た
だ
経
典
を
講
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、
百
戯
も
上
演
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
俗
講
」
と
は
仏
教
や
道
教
の
、
僧
侶
以
外
の
人
々
に
対
し
て
行
わ
れ
た
布
教
活
動
の
一
種
で
あ
る
。
六
朝
に
起
こ
り
唐
代
に
盛
行
し

た
。
「
俗
」
は
、
通
俗
、
低
俗
の
意
で
は
な
く
、
「
釈
」
「
僧
」
に
対
す
る
「
俗
」
、
つ
ま
り
出
家
に
対
す
る
俗
家
を
指
し
、
皇
帝
か
ら
庶
民
ま

で
幅
広
い
階
層
を
含
ん
で
い
る
。
当
初
は
宗
教
儀
礼
の
一
種
と
し
て
荘
厳
な
格
式
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
教
団
組
織
の
拡
大
化
に
と
も
な
っ

て
、
信
者
を
増
や
す
と
い
う
宗
教
内
部
の
欲
求
と
財
政
面
の
必
要
か
ら
、
人
々
・
を
集
め
引
き
つ
け
て
お
く
た
め
に
、
娯
楽
化
の
傾
向
が
現
れ



て
く
る
。
唐
代
、
こ
と
に
中
唐
に
お
い
て
は
、
詔
款
に
よ
る
荘
厳
な
儀
式
と
し
て
挙
行
さ
れ
る
一
方
、
民
衆
の
レ
ベ
ル
で
は
娯
楽
と
し
て
人

気
を
博
す
る
と
い
う
二
面
性
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
前
者
の
例
と
し
て
、
我
が
国
の
入
唐
僧
門
仁
の
著
し
た
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
の
記

載
を
挙
げ
て
お
く
。

開
成
六
年
正
月
九
日
五
更
時
奔
南
部
了
、
早
朝
関
城
、
幸
在
丹
鳳
棲
、
改
年
披
、
改
開
成
六
年
矯
曾
昌
元
年
。
及
救
於
左
、
右
街
七
寺

開
俗
講
。
左
街
四
慮
、
此
質
聖
寺
、
令
雲
花
寺
賜
紫
大
徳
海
岸
法
師
講
花
巌
経
。
保
書
寺
、
令
左
街
僧
録
三
教
講
論
賜
紫
引
駕
大
徳
睦

虚
法
師
講
法
花
経
。
菩
提
寺
、
令
招
福
寺
内
供
奉
三
経
講
論
大
徳
費
高
法
師
講
浬
撲
経
。
景
公
寺
、
令
光
影
法
師
講
。
右
街
三
慮
、
曾

昌
寺
、
令
内
供
奉
三
教
講
論
賜
紫
引
駕
起
居
大
徳
文
淑
法
師
講
法
花
経
。
城
中
俗
講
、
此
法
師
免
第
一
。

会
昌
元
年
（
八
四
一
〉
、

長
安
の
七
寺
に
お
い
て
俗
講
を
聞
く
救
令
が
下
さ
れ
、

立
派
な
称
号
を
も
っ
高
僧
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
こ
と

た
。
こ
の
記
事
の
、
会
昌
寺
で
『
法
華
経
』
を
講
じ
、
俗
講
第
一
と
称
さ
れ
た
文
淑
と
い
う
僧
に
注
目
し
た
い
。
「
俗
講
」

の
芸
能
化
、
娯
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が
記
さ
れ
て
い
る
。
円
仁
は
さ
ら
に
「
俗
講
」
の
あ
り
さ
ま
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
高
い
格
式
を
そ
な
え
た
、
荘
厳
な
儀
式
で
あ
っ

楽
化
を
示
す
資
料
と
し
て
次
に
挙
げ
る
越
務
『
因
話
録
』
巻
四
「
角
部
」
に
、
当
時
の
人
気
の
高
か
っ
た
俗
講
僧
の
文
淑
に
対
す
る
批
判
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

有
文
淑
僧
者
、
公
魚
緊
衆
談
説
、
俣
托
経
論
、
所
言
無
非
淫
械
部
衰
之
事
。
不
逗
之
徒
轄
相
鼓
扇
扶
樹
、
愚
夫
治
婦
柴
聞
其
説
、
聴
者

填
咽
寺
舎
、
謄
膿
崇
奉
、
呼
矯
和
尚
。
教
坊
効
其
聾
調
、
以
信
用
歌
曲
。

文
淑
と
い
う
僧
侶
が
い
た
。
公
然
と
人
々
を
集
め
て
話
を
し
、
経
や
論
に
借
り
て
、
淫
械
で
部
衰
な
こ
と
ば
か
り
を
話
し
て
い
た
。
不

還
の
輩
の
人
気
が
高
く
、
愚
か
な
男
女
は
そ
れ
を
聴
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し
、
寺
院
は
そ
れ
を
聴
き
に
来
る
者
で
埋
め
つ
く
さ
れ
た
。

彼
ら
は
文
淑
を
敬
っ
て
、
和
尚
と
呼
ん
だ
。
教
坊
で
は
そ
の
歌
い
方
を
ま
ね
て
歌
曲
を
作
っ
た
。



越
務
は
開
成
二
年
（
八
三
七
）
の
進
士
、
官
は
大
中
年
間
（
八
四
七

i
八
六

O
）
に
衛
州
刺
史
で
あ
る
。
『
唐
書
』
「
芸
文
志
」
に
録
さ
れ

て
い
る
趨
瑛
『
棲
賢
法
簡
一
巻
』

F

」
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「
僧
恵
明
興
西
川
節
度
判
官
鄭
愚
、
漢
州
刺
史
越
瑛
論
併
書
」
と
い
う
注
が
附
さ
れ
て
お
り
、
趨

瑛
は
仏
教
に
つ
い
て
一
家
言
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
趨
瑛
の
批
判
は
い
く
ぶ
ん
過
度
に
な
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
文
淑
の
俗
講
は
「
淫
械
部
裏
」
の
言
辞
に
満
ち
て
お
り
、
「
不
逗
之
徒
」
や
「
愚
夫
冶
婦
」
が
好
む
よ
う
な
も
の
に
堕
落
し

た
と
あ
る
の
は
、
俗
講
が
人
々
の
歓
迎
を
得
る
た
め
に
き
わ
め
て
通
俗
化
し
、
娯
楽
の
要
素
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
て
、
上
の
二
つ
の
資
料
と
も
に
名
を
記
す
文
淑
（
淑
）
で
あ
る
が
、
表
記
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
そ
の
名
を
記
す
資
料

が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
『
酉
陽
雑
但
』
続
集
巻
五
「
寺
塔
記
」
や
『
歴
代
名
画
記
』
巻
三
「
菩
提
寺
」
に
は
、
元
和
末
年
に
文
淑
ハ
『
名

画
記
』
は
「
淑
」
〉
が
菩
提
寺
に
維
摩
変
や
菩
藤
の
壁
画
を
修
復
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
楽
府
雑
録
』
「
文
叙
子
」
や
『
太

い
う
楽
工
や
文
宗
み
ず
か
ら
が
「
文
淑
子
」
と
い
う
曲
を
作
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

王
君
玉
『
雑
纂
続
』
の
「
凡
悪
」
の
条
に
も
「
卓
子
を
敵
い
て
文
序
（
淑
）
子
を
唱
う
」
と
見
え
て
い
る
。
『
因
話
録
』

「
文
淑
子
」

と
い
う
俗
曲
名
は
、
時
代
が
下
っ
て
宋
・

q
G
 

Q
U
 

平
広
記
』
巻
二

O
四
「
文
宗
」
所
引
『
直
氏
雑
説
』
に
は
、
歌
に
た
く
み
で
あ
っ
た
文
淑
（
『
楽
府
』
は
「
叙
」
）
に
ち
な
ん
で
、
黄
米
飯
と

を
含
め
て
こ
れ
ら

の
記
事
は
、
俗
講
が
芸
能
化
、
娯
楽
化
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、

原
因
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
因

話
録
』
『
直
氏
雑
説
』
に
よ
れ
ば
、
文
淑
は
罪
を
得
て
数
回
に
わ
た
っ
て
辺
境
に
流
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

文
淑
は
ま
た
一
方
で
、
奉
款

に
よ
る
俗
講
も
行
っ
て
い
る
の
は
上
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
三
に
は
、
唐
の
敬
宗
が
興
福
寺
に
お
い
て
文
淑
の

俗
講
を
聞
い
た
と
い
う
記
事
を
載
せ
て
お
り
、
ま
た
『
盛
氏
雑
説
』
に
よ
る
と
、
文
宗
の
時
、
文
淑
は
宮
中
に
入
内
大
徳
と
し
て
召
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
文
淑
の
人
生
は
き
わ
め
て
波
乱
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
の
文
淑
の
経
歴
は
、
正
し
く
「
俗
講
」
の
も
つ

宗
教
儀
式
と
芸
能
、
娯
楽
と
い
う
こ
面
性
を
体
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
金
岡
照
光
氏
は
『
敦
煙
の
民
衆
』
の
中
で
、
如
上
の
記
録
を
基



礎
と
し
、
さ
ら
に
関
連
資
料
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
文
淑
の
歩
み
を
次
の
よ
う
に
再
構
成
し
て
い

M
V
「
元
和
末
年
（
入
二

O
ご
ろ
）

長
安
に
文
淑
と
い
う
僧
が
い
て
壁
画
等
の
修
復
を
し
て
い
た
が
長
慶
年
間
（
八
二
一
ー
ー
八
二
四
〉
そ
の
吟
戸
が
た
く
み
な
の
で
、
楽
工
の
黄

米
飯
が
真
似
し
て
そ
の
曲
を
作
る
に
至
っ
た
。
そ
の
吟
芦
が
た
く
み
な
こ
と
は
上
聞
に
達
し
、
敬
宗
の
宝
暦
二
年
（
入
二
六
）
興
福
寺
で
、

そ
の
俗
講
が
台
覧
の
栄
に
浴
し
た
。
文
宗
在
位
（
八
二
七

l
八
三
五
）
中
、
彼
は
そ
の
名
声
に
よ
り
入
内
大
徳
と
し
て
、
宮
中
に
召
さ
れ
た

が
、
あ
る
と
き
罪
を
得
て
流
さ
れ
、
太
和
九
年
（
八
三
五
）
俗
講
は
一
時
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
頃
俗
講
僧
の
名
戸
、
収
入
が
た
か
ま
る
に
つ

れ
、
そ
の
行
き
方
に
非
難
の
戸
が
お
こ
っ
て
い
た
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
処
置
が
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

ぅ
。
や
が
て
会
昌
元
年
（
八
四
一
）
俗
講
は
復
活
し
、
文
淑
は
、
ふ
た
た
び
登
用
さ
れ
、

俗
講
第
一
と
な
っ
た
」
。

八
二

O
年
よ
り
八
四
一

年
に
か
け
て
、

ほ
ぽ
二
十
年
の
あ
い
だ
に
文
淑
が
味
わ
っ
た
起
伏
の
激
し
い
経
験
は
、
そ
の
ま
ま
「
俗
講
」
の
変
遷
お
よ
び
評
価
の
反
映
で

あ
ろ
う
。
金
岡
氏
も
「
こ
の
中
に
は
単
に
一
人
の
僧
侶
の
運
命
の
み
な
ら
ず
、

『
俗
講
』

と
い
う
も
の
の
、
質
的
な
ち
が
い
や
、
あ
る
い
は
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そ
れ
に
対
す
る
評
価
が
き
わ
め
て
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
二

O
年
よ
り
八
四
一
年
に
わ
た
る
二
十
年
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
宮
中
で
は
教
坊
の
人
員
整
理
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い

た
時
期
（
八

O
五

l
八
二
六
〉
及
び
、
そ
の
直
後
に
相
当
す
る
。
こ
の
時
期
に
楽
工
や
官
妓
を
は
じ
め
と
し
て
、
百
戯
に
携
わ
る
大
量
の
人

々
が
宮
中
か
ら
民
間
に
放
出
さ
れ
、
彼
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い
て
民
間
の
文
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ

た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
、
社
会
的
背
景
が
、

「
俗
講
」

に
も
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
文
淑
の
起
伏
の
激
し
い
生

涯
、
彼
に
対
す
る
評
価
の
揺
れ
は
、
正
し
く
こ
の
よ
う
な
時
代
の
潮
流
を
反
映
し
て
い
る
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



む
す
ぴ

以
上
、
「
説
話
」
を
中
心
と
し
て
、
お
よ
そ
二
つ
の
観
点
か
ら
唐
講
唱
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
。
第
一
に
「
説
話
」
の
演
者
に
つ

い
て
検
討
し
た
が
、
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
百
戯
芸
人
と
妓
女
は
講
唱
の
担
い
手
と
し
て
の
資
質
、
条
件
は
充
分
に
そ
な
え
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
は
講
唱
を
専
業
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
に
「
説
話
」
を
演
ず
る
芸
人
と
し
て
「
市
人
」
が
想
定
で

き
る
が
、
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
唐
代
の
伎
芸
を
眺
め
る
と
、
代
表
的
な
伎
芸
で
あ
る
百
戯
は
誕
生
祭
や
斎
会
・
斎
経
な
ど
の
祭
紀
、
儀
礼

に
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
、
ま
た
、
寺
院
の
周
辺
に
設
け
ら
れ
た
戯
場
で
演
ぜ
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
で
「
説
話
」
は

「
市
人
小
説
」
と
い
う
形
式
で
演
ぜ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、

「
説
話
」
は
ま
だ
独
立
し
た
一
つ
の
伎
芸
と
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し
て
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
祭
杷
や
儀
礼
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
か
、
百
戯
の
一
つ
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
る
か
、
何
か
ほ
か
の

活
動
、
娯
楽
の
要
素
と
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
る
性
質
の
伎
芸
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
中
唐
期
の
伎
芸
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
こ
の
時
期
、
宮
中
か
ら
妓
女
を
含
む
芸
人
が
大
量
に
解
放
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
を
歩
み
始
め
た
が
、
多
く
は
宮
中

で
培
っ
た
伎
芸
に
た
よ
っ
て
民
間
に
生
活
の
糧
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。
宮
中
の
教
坊
と
い
う
伎
芸
の
専
門
機
関
で
腕
を
磨
い
た
芸
人
た
ち

が
、
大
挙
し
て
民
間
に
下
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
伎
芸
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

「
一
枝
花
話
」

を
語
っ

た
の
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
六
時
間
以
上
か
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
話
芸
を
演
者
が
身
に
つ
け
て
い
た
表
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
伎

芸
の
変
質
は
、
そ
の
評
価
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
俗
講
僧
文
淑
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
は
「
俗
講
」
に
対
す
る
評
価
の
反
映
で
あ

り
、
正
に
こ
の
時
代
の
伎
芸
の
変
質
、
評
価
を
体
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
中
唐
期
に
認
め
ら
れ
る
伎
芸
の
変
質
は
、
次
の
宋

代
に
開
花
す
る
都
市
芸
能
の
萌
芽
で
あ
り
、
ま
た
講
唱
文
学
の
成
長
を
大
き
く
促
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。



注（
1
〉
戴
不
凡
「
読
李
娃
伝
」
（
『
小
説
鹸
曲
論
集
』
所
収
。
一
九
五
八
、
作
家
出
版
社
）
な
ど
を
参
照
。

（
2
〉
白
居
易
は
新
昌
里
に
二
度
邸
を
構
え
て
い
る
。
一
度
目
は
元
和
一
ニ
年
ハ
八

O
八
〉
、
翰
林
学
士
の
時
で
、
こ
の
時
に
あ
た
る
。
朱
金
城
『
白
居
易

年
譜
』
（
一
九
八
二
、
上
海
古
籍
出
版
〉
参
照
。

（
3
）
「
市
人
小
説
」
に
つ
い
て
は
後
述
。
ひ
と
ま
ず
括
弧
を
つ
け
て
、
そ
の
ま
ま
挙
げ
て
お
く
。

（
4
）
『
太
平
広
記
』
巻
二
五
七
所
収
「
陳
顕
子
、

（
5
〉
胡
士
筆
『
話
本
小
説
概
論
』
（
一
九
八

O
、
中
華
書
局
）
、
第
一
章
、
第
三
節
「
民
間
的
説
話
」
参
照
。

〈
6
〉
張
鴻
助
「
敦
埋
講
唱
伎
葱
搬
演
考
略
｜
唐
代
講
唱
文
学
論
叢
之
ご
（
『
敦
煙
学
輯
刊
』
一
一
一
、
所
収
〉
。
氏
の
挙
げ
る
「
市
人
」
の
用
例
は
左
の
通

h
ソ
。

『
啓
顔
録
』
「
昏
士
山
」
。
其
子
至
市
、
於
鏡
行
中
度
行
、
人
列
鏡
於
市
、
顧
見
其
影
、
少
而
且
壮
、
調
言
市
人
欲
貰
好
奴
、
而
蔵
在
鏡
中
：
：
：
。

『
太
平
広
記
』
巻
一
三
四
「
王
会
師
」
所
引
『
法
苑
珠
林
』
。
東
京
都
西
市
北
店
、
王
会
師
者
、
母
亡
、
服
制
己
畢
、
其
家
乃
産
一
青
黄
牝
狗
：
：
：

乃
手
市
北
己
店
大
塘
後
、
作
小
舎
安
置
。
毎
日
送
食
、
市
人
及
行
客
就
観
者
極
衆
。

『
太
平
広
記
』
巻
二
四
三
「
王
志
情
」
所
引
『
朝
野
愈
載
』
。
行
客
有
一
課
、
日
行
三
百
里
、
曽
三
十
千
不
買
、
市
人
報
告
債
云
四
十
千
。

（
傍
点
筆
者
〉

（
7
〉
胡
士
堂
『
話
本
小
説
概
論
』
〈
前
掲
書
〉
で
は
、
「
調
説
と
は
た
ぶ
ん
説
唱
芸
人
が
演
ず
る
と
き
、
高
低
、
速
い
遅
い
な
ど
の
調
子
を
調
節
し
て
歌

唱
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
二
八
三
頁
）
。
本
稿
の
解
釈
と
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
妓
女
の
語
り
は
伎
芸
で
あ
ろ
う
と

い
う
の
は
本
稿
と
等
し
い
。

〈
8
〉
葉
徳
均
「
宋
元
明
講
唱
文
学
」
（
『
戯
曲
小
説
叢
考
』
下
、
所
収
。
一
九
五
二
、
中
華
書
局
）
で
は
、
講
唱
文
学
に
現
わ
れ
る
散
文
と
韻
文
の
関
係

を
三
種
に
分
類
し
て
い
る
。
一
、
散
文
で
一
段
述
べ
た
後
、
韻
文
を
用
い
て
再
度
そ
の
内
容
を
敷
街
す
る
（
複
用
〉
。
二
、
散
文
韻
文
と
も
に
ス
ト

ー
リ
ー
の
展
開
に
作
用
す
る
（
連
用
〉
。
一
ニ
、
韻
文
は
歌
唱
部
分
を
増
加
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
（
挿
用
）
。
一
に
つ
い
て
、
鼓
子
詞
、
諸
宮

調
、
宝
巻
を
挙
げ
る
が
、
実
は
変
文
が
最
も
こ
の
項
目
に
合
致
す
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
9
〉
民
国
二
三
年
三
九
三
四
〉
初
版
、
上
海
生
活
書
店
。
い
ま
、
一
九
八
八
、
一
ニ
聯
書
店
上
海
分
店
影
印
に
よ
る
。

ハ
叩
）
注
9
参
照
。
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ハ
ロ
〉
妓
女
と
俗
文
学
、
講
唱
文
芸
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
犬
木
康
「
鴻
夢
龍
と
妓
女
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
八
、
所
収
）
が
興
味
深
い
論

考
で
あ
り
、
啓
発
を
受
け
た
。

（
ロ
〉
『
文
学
研
究
』
（
九
州
大
学
、
六
五
、
一
九
六
八
）
、
所
収
。

（
日
〉
郭
淀
は
、
『
唐
書
』
「
芸
文
志
」
に
録
す
『
高
力
士
外
伝
』
の
注
に
、
「
淀
、
大
暦
〈
七
六
六

l
七
七
九
）
大
理
司
直
」
と
見
え
る
か
ら
、
代
宗
（
在

位
七
六
二

l
七
七
九
〉
の
頃
の
人
で
あ
る
。

（
U
〉
「
説
話
」
を
除
い
た
三
種
の
講
唱
に
つ
い
て
、
侃
鐘
之
『
中
国
曲
芸
史
』
（
一
九
九
一
、
春
風
文
芸
出
版
社
）
の
説
を
紹
介
し
て
お
く
。
「
講
経
」

は
「
俗
講
」
の
こ
と
で
、
「
講
経
文
」
を
演
唱
す
る
。
「
論
議
」
は
「
一
二
教
諭
衡
」
に
類
す
る
哲
理
問
答
。
「
転
変
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
変
文
」
の

演
唱
。

〈
日
〉
『
教
煙
変
文
論
文
録
』
収
録
（
一
九
八
二
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
よ
る
。

（
時
）
徐
松
『
唐
両
京
城
坊
考
』
で
は
『
長
安
志
』
に
よ
っ
て
菩
提
寺
が
保
唐
寺
に
改
名
し
た
の
を
大
中
六
年
と
し
て
い
る
が
、
向
達
氏
は
『
旧
唐
書
』

「
宜
宗
紀
」
に
基
づ
い
て
会
昌
六
年
五
月
に
改
め
て
い
る
。
注
目
参
照
。
本
稿
は
こ
れ
に
従
う
。

（
げ
）
一
九
八
九
、
上
海
人
民
出
版
社
。
第
五
章
「
宮
廷
雑
技
盛
極
而
衰
」
、
第
四
節
「
雑
技
由
宮
廷
転
向
民
間
」
、
一
八
四
頁
。

（
日
）
「
俗
講
」
に
つ
い
て
は
代
表
的
な
論
考
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。
福
井
文
雅
「
俗
講
の
意
味
に
つ
い
て
」
（
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
五
三
、
一
九
六

八
）
。
同
「
唐
代
俗
講
儀
式
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
五
四
三
金
岡
照
光
「
文
叙
法
師
再
論
」
（
『
東
洋
学
研
究
』
三
、

一
九
六
八
〉
。
金
岡
照
光
『
敦
埋
の
文
学
』
（
一
九
七
一
、
大
蔵
出
版
）
。
金
岡
照
光
『
敦
煙
の
民
衆
』
（
一
九
七
二
、
評
論
社
）
。
向
達
「
唐
代
俗
講

考
」
（
『
敦
煙
変
文
論
文
録
』
所
収
。
一
九
八
二
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
。
孫
棺
第
「
唐
代
俗
講
之
科
範
与
体
裁
」
（
同
前
）
。

ハ
m
m
）
「
和
尚
」
と
「
教
坊
」
を
つ
な
げ
て
「
和
尚
教
坊
」
と
い
う
読
み
方
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
ら
な
い
。
注
目
の
諸
論
を
参
照
。

（
初
〉
引
用
書
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。

『
酉
陽
雑
組
』
続
集
巻
五
、
「
寺
塔
記
」
。
悌
殿
内
槽
東
壁
維
摩
費
、
舎
利
弗
角
市
轄
膝
。
元
和
末
俗
講
僧
文
淑
装
之
、
筆
蹟
量
失
。

『
歴
代
名
画
記
』
巻
三
、
「
菩
提
寺
」
。
殿
西
東
西
北
壁
並
列
呉
輩
。
其
東
壁
有
菩
薩
轄
目
視
人
。
法
師
文
淑
亡
何
令
工
人
布
色
損
会
。

『
楽
府
雑
録
』
「
文
叙
子
」
。
長
慶
中
俗
講
僧
文
叙
善
吟
経
、
其
聾
宛
暢
、
感
動
里
人
。
築
工
黄
米
飯
依
其
念
四
壁
観
世
音
菩
薩
、
乃
撰
此
曲
。

『
屋
氏
雑
説
』
（
『
太
平
広
記
』
巻
二

O
四
「
文
宗
」
）
。
文
宗
善
吹
小
管
。
時
法
師
文
淑
馬
入
内
大
徳
、
一
日
得
罪
流
之
。
弟
子
入
内
収
拾
院
中
籍

入
家
具
輩
、
猶
作
法
師
講
盤
。
上
採
其
聾
鳥
文
淑
子
。
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ハ
幻
〉

『
因
話
録
』
。
近
日
庸
僧
以
名
繋
功
徳
使
、
不
健
基
省
府
勝
、
以
士
流
好
窺
其
所
局
、
視
衣
冠
過
於
仇
儲
。
市
淑
最
甚
、
前
後
杖
背
、
流
在
港
地
致

実。
『
雑
纂
続
』
「
凡
悪
」
。
敵
卓
子
唱
文
序
子
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
三
。
（
賓
暦
二
年
〉
己
卯
、
上
幸
興
福
寺
、
観
沙
門
文
淑
俗
講
。

注
目
参
照
。
第
二
章
「
敦
健
民
衆
の
宗
教
と
生
活
」
、
第
二
節
「
敦
埋
仏
教
の
布
教
・
俗
講
と
い
う
も
の
」
。
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