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『
唐
鍾
埴
全
伝
』
小
考

｜
｜
鍾
埴
故
事
の
変
遷
を
背
景
と
し
て
｜
｜

植
松

公
彦

初
め
に
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『
唐
鍾
旭
全
伝
」
は
魔
除
け
の
神
と
し
て
知
ら
れ
る
鍾
旭
を
主
人
公
と
し
た
中
国
古
典
通
俗
小
説
に
お
け
る
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
本
稿

で
は
こ
れ
を
中
心
に
信
仰
が
原
初
的
な
故
事
を
生
み
出
し
そ
の
故
事
の
内
容
が
次
第
に
整
理
あ
る
い
は
展
開
さ
れ
て
行
く
過
程
を
背
景
と
し

て
、
そ
れ
ら
が
古
典
通
俗
小
説
と
い
う
文
学
形
式
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
刊
行
お
よ
び
成
立
時
期

鍾
旭
を
主
人
公
と
す
る
古
典
通
俗
小
説
に
は
明
代
の
『
唐
鍾
旭
全
伝
」
、
清
代
の
『
斬
鬼
伝
』
、
『
唐
鍾
埴
平
鬼
伝
』
の
三
書
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
孫
指
第
氏
の
『
中
国
通
俗
小
説
童
監
』
で
は
巻
七
明
清
小
説
部
乙
の
「
菰
喰
第
四
」
に
、
大
塚
秀
高
氏
の
「
増
補
中
国
通
俗
小
説

書
目
』
で
は
巻
二
小
説
長
篇
部
の
「
霊
怪
・
神
仙
・
妖
術
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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の
内
容
に
は
確
か
に
菰
喰
と
見
な
し
得
る
要
素
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
内
容
全
体
か
ら
見
れ
ば
前
者
の
判
断
に
は
少

(4
) 

な
か
ら
ず
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
鍾
旭
故
事
を
主
題
と
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
分
類
す
る
後
者
の
判
断
は
よ
り
実
情
に
即
し
て

(5
) 

い
ト
ぞ
っ
。

『
唐
鍾
埴
全
伝
』

ま
た
前
者
に
お
け
る
上
記
三
書
の
書
誌
事
項
を
比
較
す
る
と
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
に
つ
い
て
の
み
版
式
に
関
す
る
記
述
が
全
く
見
ら
れ
な

い
。
そ
こ
に
挙
げ
る
日
本
内
閣
文
庫
蔵
の
明
刊
本
は
部
分
的
に
欠
落
が
あ
る
と
は
い
え
決
し
て
版
式
を
判
別
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
孫
氏
は
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
を
実
際
に
手
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
現
存
す
る
刊
本
は
こ
れ
ま
で
日
本
内
閣
文
庫
蔵
の
も
の
の
み
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
封
面
と
巻
三
第
三
葉
お
よ
び

巻
四
第
一
九
葉
以
下
が
欠
落
し
て
い
る
。

『
古
本
小
説
集
成
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
）
、
『
古
本
小
説
叢
刊
』
（
中
華
書
局
）
、
『
明
清
善
本
小
説

叢
刊
初
編
』
（
天
一
出
版
社
）

」
れ
ら
は
全
て
日
本
内
閣
文
庫
本
に
よ
る
も
の
で
あ

に
『
唐
鍾
嫡
全
伝
」
の
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

る
そ
の
後
磯
部
彰
氏
に
よ
っ
て
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
葵
文
庫
内
の
久
能
文
庫
に
日
本
内
閣
文
庫
本
と
同
版
の
刊
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

そ
の
影
印
が
刊
行
さ
れ
た
。
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
本
に
は
封
面
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
巻
一
第
二O
葉
b

面
の
巻
尾
題

と
が
確
認
さ
れ
、

お
よ
び
巻
二
第
一
O
葉
b

面
の
後
半
二
分
の
一
が
欠
落
し
て
は
い
る
も
の
の
日
本
内
閣
文
庫
本
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
箇
所
を
補

う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
上
記
二
つ
の
同
版
刊
本
を
用
い
れ
ば
ほ
ぽ
完
全
に
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
『
唐
鍾
埴
全
伝
』

の
書
誌
事
項
を
簡
潔
に
ま
と
め
次
に
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
み

ょ
う
と
思
、
っ
。
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四
巻
三
三
則
。
序
践
、
序
目
な
し
。
封
面
題
「
全
像
唐
鍾
描
出
身
桧
妖
伝
」
お
よ
び
刊
記
「
安
正
堂
板
」
、
「
書
林
劉
双
松
梓
行
」
（
静
岡

県
立
中
央
図
書
館
本
の
み
）
。
巻
一
巻
首
題
「
鼎
鎮
全
像
按
鑑
唐
鍾
旭
全
伝
」
お
よ
ぴ
刊
記
「
書
林
安
正
堂
補
正
」
、
「
後
街
劉
双
松
梓
行
」
。

一
巻
尾
題
「
鼎
銀
全
像
按
鑑
唐
鍾
埴
斬
妖
伝
」
。
巻
二
巻
首
、
巻
三
巻
首
、
巻
四
巻
首
お
よ
び
巻
尾
題
「
鼎
銀
全
像
按
鑑
唐
鍾
旭
降
妖
伝
」
。

二
巻
尾
題
「
鼎
銀
唐
鍾
旭
斬
妖
伝
」
。
巻
三
巻
尾
題
「
鍾
旭
伝
」
。
上
図
下
文
、
図
の
左
右
に
四
字
の
題
辞
、
半
葉
一O行
、
行
一
七
字
。
序

次
な
し
、
本
文
中
の
四
i

八
字
か
ら
な
る
則
自
の
上
方
に
黒
点
を
配
す
。
各
則
末
に
は
「
且
聴
下
回
分
解
」
あ
る
い
は
「
又
聴
下
回
分
解
」

の
句
お
よ
び
七
言
四
句
の
詩
。

孫
、
大
塚
両
氏
と
も
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
を
四
巻
三
三
則
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
文
中
に
見
ら
れ
る
則
目
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

(7
) 

た
だ
し
第
一
則
「
鍾
恵
夫
婦
花
園
遊
玩
」
（
便
宜
上
則
目
に
番
号
を
付
す
、
以
下
同
じ
）
の
途
中
に
「
又
聴
下
回
分
解
」
の
句
が
あ
り
、
続

い
て
「
施
捨
沙
門
費
万
銭
、
広
提
衆
信
結
良
縁
、
蒙
天
巳
賜
蝦
麟
子
、
皆
為
前
生
怖
福
田
」
と
七
言
四
句
の
詩
が
置
か
れ
て
い
る
点
に
は
注
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意
を
要
す
る
。

(8
) 

こ
の
詩
の
直
後
に
本
文
の
「
却
説
浬
氏
幸
産
一
嬰
児
」
の
句
が
続
い
て
い
る
が
こ
の
直
前
に
は
則
自
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
か
孫
、

大
塚
両
氏
と
も
こ
の
箇
所
を
則
目
と
し
て
数
え
て
い
な
い
。
こ
の
箇
所
の
前
後
の
内
容
を
見
る
と
前
半
部
は
鍾
恵
の
妻
漕
氏
が
男
児
を
出
産

す
る
と
い
う
も
の
、
後
半
部
は
二
人
の
神
僧
が
現
れ
て
そ
の
男
児
の
将
来
を
予
言
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
内
容
の
明
ら
か
な
相
違
か
ら
後

半
部
を
独
立
し
た
一
則
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

則
自
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
孫
、
大
塚
両
氏
の
記
述
が
誤
り
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
何
ら

か
の
事
情
に
よ
っ
て
則
目
が
欠
落
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
上
記
の
箇
所
を
第
二
則
「
（
則
目
な
し
）
」
と
見
な
し
、
全
体
と
し
て
は
四

(9
) 

巻
三
四
則
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

(346) 



ま
た
第
八
則
と
第
一

O
則
に
は
「
帝
試
鍾
旭
」
と
い
う
同
一
の
則
目
が
見
ら
れ
る
。
第
八
則
に
は
則
目
通
り
玉
帝
が
鍾
埴
の
人
物
を
試
す

(345) 

と
い
う
内
容
が
見
ら
れ
る
が
、
第
一
O
則
の
内
容
は
父
鍾
恵
五
十
歳
の
誕
生
日
の
祝
宴
で
鍾
旭
が
詞
を
詠
む
と
い
う
も
の
で
あ
り
則
目
と
の

関
連
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
上
述
し
た
則
自
の
欠
落
と
同
様
に
何
ら
か
の
事
情
で
則
目
に
混
乱
が
生
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
則
自
の
欠
落
と
混
乱
お
よ
び
書
誌
事
項
に
挙
げ
た
封
面
と
各
巻
首
巻
尾
題
に
見
ら
れ
る
書
名
の
不
整
合
は
、
現
存
す
る
『
唐
鍾

旭
全
伝
』
が
原
刊
本
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

胡
万
川
氏
は
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
の
刊
行
時
期
に
つ
い
て
、
先
ず
者
－
F
－
E
O
B
m
H、
。
－g
u
E
σ

ユ
巳
問
。
両
氏
に
よ
る
万
暦
年
間
に
建
陽
一

帯
で
刊
行
さ
れ
た
他
の
古
典
通
俗
小
説
と
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
版
式
の
類
似
を
指
摘
す
る
説
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
刊
記
に
「
補

い（正
る~」
。グ〉

三五
ロロ

カf

見
ら
れ
る

と
か
ら

こ
の
版
本
は
原
刊
本
で
は
な
く
か
っ
万
暦
年
間
に
建
陽
一
帯
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て

「
明
代
版
刻
綜
録
』
に
よ
れ
ば
安
正
堂
は
劉
宗
器
が
聞
い
た
建
陽
の
書
林
で
あ
る
。そ
の
刊
行
書
数
は
多
く
最
も
早
い
時
期
の
も
の
で
弘

（
日
）

（
二
ハ
一
一
）
年
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
同
書
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
安
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治
一
六
（
一
五
O
三
）
年
、
最
も
遅
い
時
期
の
も
の
で
万
暦
三
九

正
堂
の
刊
行
書
に
は
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
と
思
わ
れ
る
書
名
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
例
え
ば
『
丹
渓
先
生
金
匿
良
方
」
三
巻
に
「
明
弘
治
十
六
（
一
五
O
三
）
年
建
陽
書
林
劉
宗
器
安
正
堂
刊
」
（
傍
点
は
筆
者
に
よ

る
、
以
下
同
じ
）
、
「
集
注
分
類
東
坂
先
生
詩
』
二O
巻
に
「
明
正
徳
十
一
（
一
五
二
ハ
）
年
建
陽
書
林
劉
宗
器
安
正
堂
刊
」
、
『
詩
経
疏
義
会

通
』
二
O
巻
に
「
明
嘉
靖
二
（
一
五
二
三
）
年
建
陽
書
林
劉
宗
器
安
正
堂
刊
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
弘
治
、
正
徳
、
嘉
靖
年
間
の
刊
行
書
に

は
劉
宗
器
の
名
が
見
ら
れ
る
。

一
方
で
『
新
編
古
今
事
文
類
来
前
集
』
六
O
巻
に
「
明
万
暦
三
十
五

こ
六
O
七
）
年
建
陽
書
林
劉
双
松
安
正
堂
刊
」
な
ど
と
あ
る
よ
う



（
ロ
）

に
、
万
暦
年
間
の
刊
行
書
に
は
劉
双
松
の
名
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
先
に
引
い
た
胡
氏
の
説
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
ら

を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
現
存
す
る
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
の
刊
行
時
期
は
万
暦
年
間
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
胡
氏
は
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
成
立
時
期
と
作
者
に
つ
い
て
、
古
典
通
俗
小
説
に
お
け
る
分
章
分
回
は
嘉
靖
年
間
以
降
に
始
ま
り
白
話

を
主
体
と
す
る
傾
向
は
万
暦
年
間
以
降
に
見
ら
れ
る
と
い
う
鄭
西
諦
氏
の
考
証
を
引
き
つ
つ
も
、
先
の
の
ぽ
ロ
ロ
邑
可
正
常
氏
の
説
を
援
用

し
て
文
体
は
「
浅
俗
的
文
言
」
で
は
あ
る
が
そ
の
成
立
時
期
は
や
は
り
万
暦
年
間
で
あ
り
、
作
者
は
万
暦
年
聞
の
建
陽
一
帯
の
人
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。

し
か
し
則
自
の
欠
落
と
混
乱
お
よ
び
封
面
と
巻
首
巻
尾
の
書
名
の
不
整
合
は
「
補
正
」
の
語
と
と
も
に
現
存
す
る
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
が
原

刊
本
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、

ま
た
そ
の
刊
記
に
は
作
者
の
名
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
参
考
と
な
り
得
る
序
肢
も
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
万
暦
年
間
に
建
陽
一
帯
で
刊
行
さ
れ
た
古
典
通
俗
小
説
と
版
式
、
形
式
お
よ
び
文
体
が
類
似
し
て
い
る
と
い

う
理
由
の
み
で
、
そ
の
成
立
時
期
を
万
暦
年
間
と
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
作
者
ま
で
も
万
暦
年
聞
の
建
陽
一
帯

の
人
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
早
ま
っ
た
見
解
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
こ
こ
で
は
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
の
成
立
時
期
は
万
暦
年
間
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
糊
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
止

kJ

’-
30 

凶
タ
ル
J
ハ
l
v

二
、
唐
代
か
ら
一
万
代
ま
で
の
鍾
旭
信
仰
の
変
遷

（
日
）

鍾
旭
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
文
献
上
に
見
ら
れ
る
の
は
唐
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
鍾
旭
信
仰
の
起
源
に
つ
い
て
は
宋
代

以
降
歴
代
の
硯
学
に
よ
っ
て
数
多
く
の
考
証
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
説
は
「
終
葵
」
あ
る
い
は
「
鍾
葵
」
が
音
通
に
よ
っ
て
鍾
旭
に

29-(344) 



（
日
）
（
凶
）

転
読
し
た
と
い
う
説
、
「
終
菱
」
が
音
通
に
よ
っ
て
鍾
旭
に
転
読
し
た
と
い
う
説
、
古
代
の
大
髄
の
主
役
で
あ
る
「
方
相
氏
」
を
起
源
と
す

（
口
）

る
説
の
三
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
は
鍾
埴
は
ど
の
よ
う
な
形
で
信
仰
を
受
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
唐
玄
宗
の
時
代
に
は
宮
中
で
鍾
旭
の
神
像
が
描
か
れ
て
そ
れ
を
暦
と

（
日
）
（
凹
）

合
わ
せ
て
臣
下
に
下
賜
し
た
と
い
う
。
ま
た
唐
末
に
は
鍾
旭
の
神
像
を
門
に
掛
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
は
す
で
に
後
世
の

玄
宗
を
巡
る
鍾
旭
故
事
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。

（
却
）

北
宋
の
都
沖
京
で
は
年
末
が
近
く
な
る
と
街
中
で
門
神
、
桃
板
、
桃
符
、
財
門
鈍
騒
な
ど
に
混
じ
っ
て
鍾
旭
が
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

鍾
埴
は
民
間
に
お
い
て
も
門
神
な
ど
と
と
も
に
年
画
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
年
末
の
魔
除
け
の
神
と
し
て
信
仰
を
受
け
て
い
た
の
で

（
幻
）
（
幻
）

あ
る
。
ま
た
宮
中
に
お
い
て
大
晦
日
に
行
わ
れ
る
大
灘
の
儀
式
で
は
鍾
旭
の
扮
装
を
し
た
者
が
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
幻
）

南
宋
の
都
臨
安
で
は
鍾
埴
は
民
間
で
行
わ
れ
る
大
備
に
も
そ
の
姿
を
現
し
て
い
た
。
ま
た
十
二
月
末
に
な
る
と
庶
民
の
家
で
は
そ
の
大
小

(M
) 

を
間
わ
ず
門
前
に
水
を
撒
き
地
面
を
掃
い
て
撮
れ
を
清
め
、
門
神
を
貼
り
替
え
た
り
鍾
旭
の
絵
を
掛
け
た
り
な
ど
し
た
と
い
う
。
宋
代
の
幾

（
お
）

つ
か
の
文
献
に
は
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
鍾
埴
信
仰
が
宮
中
民
間
を
問
わ
ず
広
範
に
流
行
し
て
い
た
こ
と

-30-

が
分
か
る
。

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
鍾
埴
が
唐
玄
宗
の
夢
に
現
れ
て
悪
鬼
を
食
ら
う
と
い
う
内
容
の
故
事
が

『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
な
ど
の
宋
代
の

文
献
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
の
鍾
旭
信
仰
の
流
行
が
人
々
の
想
像
力
を
刺
激
し
て
次
第
に
鍾
旭
故
事
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

筆
者
の
管
見
に
よ
れ
ば
元
代
に
は
唐
宋
代
の
よ
う
に
鍾
旭
信
仰
の
具
体
的
な
状
況
を
記
述
し
た
文
献
は
少
な
い
。
し
か
し
む
し
ろ
元
代
は

鍾
埴
故
事
に
よ
り
豊
か
な
想
像
が
加
え
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
元
代
の
画
工
に
も
鍾
埴
は
画
題
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ



（
部
）
（
訂
）

ら
れ
て
い
た
。
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
鍾
旭
を
描
い
た
元
代
の
画
家
に
は
陳
琳
、
王
蒙
が
い
る
と
い
う
。
ま
た
王
振
鵬
に
「
鍾
旭
嫁
妹
」
を
画

（
却
）

題
と
し
た
作
品
が
あ
り
顔
輝
に
は
「
鍾
埴
元
夜
出
遊
図
」
巻
が
あ
る
と
い
う
。

当
時
人
々
が
脳
裏
に
描
い
て
い
た
鍾
埴
の
形
象
の
一
端
を
表
し
て
い
る
文
学
作
品
に
薩
都
刺
「
終
南
進
士
行
和
李
五
峰
題
馬
麟
画
鍾
旭

図
」
詩
が
あ
る
。
そ
の
鍾
埴
に
対
す
る
描
写
は
非
常
に
具
体
的
で
あ
り
従
来
の
鍾
旭
に
関
す
る
記
述
に
は
決
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で

ゑ
γ
。
。

「
お
天
道
様
に
光
は
な
く
雷
が
突
然
ガ
ラ
ガ
ラ
と
轟
く
、天
宮
か
ら
は
ゼ
イ
ゼ
イ
と
息
を
切
ら
し
て
陰
鬼
を
追
う
声
が
聞
こ
え
る
、
陰
鬼

は
裸
足
で
空
を
走
り
竜
の
尾
を
う
っ
か
り
踏
み
付
け
て
、
盗
み
出
し
た
紅
の
蓮
の
花
を
ハ
ラ
ハ
ラ
と
秋
雨
に
散
ら
す
、
終
南
進
士
の
鍾
旭
の

髪
は
怒
り
で
逆
立
っ
て
冠
を
刺
し
貫
き
、
身
に
は
緑
の
上
着
を
纏
っ
て
帯
を
締
め
黒
い
靴
を
ゆ
っ
た
り
と
履
い
て
い
る
、
口
か
ら
赤
い
血
を

ボ
ト
ボ
ト
と
滴
ら
せ
て
陰
鬼
の
肝
を
食
ら
い
、
破
鐘
の
よ
う
な
声
は
秋
風
に
グ
ワ
ン
グ
ワ
ン
と
響
い
て
凄
ま
じ
い
、
大
き
な
鬼
は
恐
ろ
し
き

で
跳
ぴ
上
が
り
小
さ
な
鬼
は
泣
き
叫
ぶ
、
安
禄
山
の
化
し
た
諸
龍
が
飢
え
て
黄
金
の
殿
屋
を
噛
み
砕
い
た
時
の
よ
う
、
今
で
も
な
お
鍾
旭
の

（
却
）

怒
り
は
収
ま
る
こ
と
な
く
、
戟
の
よ
う
に
鋭
い
髭
は
ギ
ザ
ギ
ザ
で
両
の
眼
は
吊
り
上
が
っ
て
い
る
」

宮
中
や
民
間
で
行
わ
れ
て
い
た
大
傑
の
儀
式
に
お
け
る
鍾
埴
の
扮
装
や
年
画
に
見
ら
れ
る
鍾
埴
像
が
画
工
の
創
作
意
欲
を
か
き
立
て
、

ら
に
彼
ら
が
描
く
鍾
埴
像
が
文
人
の
想
像
力
を
飛
躍
き
せ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
詩
で
は
鍾
旭
が
悪
鬼
を
捕
ら
え
て
食
ら
う
と

い
う
以
外
に
唐
玄
宗
を
巡
る
故
事
に
関
わ
る
内
容
は
全
く
見
ら
れ
な
い
が
、
単
純
素
朴
な
信
仰
か
ら
故
事
と
し
て
の
体
裁
を
持
つ
に
至
る
過

程
を
示
し
て
く
れ
る
文
学
作
品
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。
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一一
一、

宋
代
か
ら
明
代
ま
で
の
鍾
旭
故
事
の
変
遷

宋
代
の
沈
括
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
に
は
以
下
の
内
容
が
見
ら
れ
る
。

「
禁
中
に
呉
道
子
が
描
い
た
鍾
旭
の
神
像
が
あ
り
巻
首
の
唐
人
の
題
記
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
、
『
明
皇
は
開
元
年
間
に
臓
山
で
武
事
を

講
じ
ら
れ
た
、

そ
の
年
明
皇
は
宮
廷
に
お
帰
り
に
な
る
と
ご
気
分
が
優
れ
な
く
な
り
嬉
を
患
わ
れ
た
、翌
月
に
な
ろ
う
と
す
る
頃
に
な
っ
て

も
厭
一
女
も
医
者
も
病
を
快
方
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
晩
ふ
と
天
子
は
夢
に
二
人
の
鬼
を
ご
覧
に
な
っ
た
が
一
人
は
大

き
く
一
人
は
小
さ
か
っ
た
、
小
き
な
鬼
は
深
紅
の
衣
に
樟
姿
、
一
方
の
足
に
は
靴
を
履
き
も
う
一
方
の
足
は
裸
足
で
そ
の
靴
を
ぶ
ら
下
げ
て

一
本
の
大
き
な
竹
骨
の
扇
子
を
差
し
挟
み
、
楊
貴
妃
の
紫
香
嚢
と
天
子
の
玉
笛
を
盗
ん
で
殿
内
を
駆
け
回
っ
て
い
た
。
大
き
な
鬼
は
帽
子
を

頂
き
、
藍
色
の
衣
を
着
て
一
方
の
肩
を
肌
脱
ぎ
革
靴
を
両
足
に
履
い
て
、
小
き
な
鬼
を
捕
ら
え
る
と
そ
の
目
を
扶
り
体
を
引
き
裂
い
て
食
っ

て
し
ま
っ
た
。

天
子
は
大
き
な
鬼
に
『
お
ま
え
は
何
者
だ
』
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
、
す
る
と
大
き
な
鬼
は
『
私
の
名
は
鍾
旭
氏
、
武
挙
に
落

第
し
た
進
士
で
ご
ざ
い
ま
す
、
陛
下
の
た
め
に
天
下
の
妖
魔
を
除
く
こ
と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
ま
す
』
と
答
え
た
、
夢
が
覚
め
る
と
嬉
は
た

ち
ど
こ
ろ
に
癒
え
て
お
体
は
益
々
お
元
気
に
な
ら
れ
た
、
そ
こ
で
画
工
の
呉
道
子
を
召
さ
れ
て
夢
の
中
の
出
来
事
を
お
告
げ
に
な
り
『
朕
の

た
め
に
夢
の
有
様
を
そ
っ
く
り
に
描
い
て
く
れ
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
旦
ハ
道
子
は
詔
を
奉
じ
た
と
た
ん
頭
が
ぼ
ん
や
り
と
し
て
ま
る
で
眼
前

に
そ
の
夢
を
見
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
筆
を
執
っ
て
描
き
終
わ
る
と
天
子
に
奉
っ
た
、

天
子
は
暫
く
の
間
目
を
見
張
っ
て
こ
れ
を
ご
覧
に
な

る
と
机
を
撫
で
な
が
ら
『
お
お
、
あ
な
た
は
朕
と
同
じ
夢
を
見
た
の
か
、
夢
と
瓜
二
つ
で
は
な
い
か
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
呉
道
子
は
進
み

出
て

「
陛
下
が
苦
労
し
て
政
務
に
当
た
ら
れ
、そ
の
大
才
の
あ
ま
り
に
食
事
が
疎
か
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
症
が
陛
下
の
お
体
を

犯
し
た
の
で
す
、
す
る
と
果
た
し
て
邪
を
除
き
去
る
も
の
が
現
れ
て
陛
下
の
御
徳
を
守
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
』
と
申
し
上
げ
、
舞
踏
の
礼
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を
し
て
天
子
の
永
遠
の
御
齢
を
お
祝
い
申
し
上
げ
た
、
天
子
は
大
い
に
喜
ば
れ
呉
道
子
を
労
っ
て
金
百
両
を
下
賜
し
『
霊
紙
夢
に
応
ず
る

に
、
販
の
疾
全
く
謬
え
り
、
烈
士
の
妖
を
除
け
る
は
、
実
に
須
ら
く
称
奨
す
べ
し
、
因
り
て
異
状
を
図
き
、
有
司
に
頒
け
て
顕
わ
す
、
歳
暮

に
駆
除
し
て
、
宜
し
く
遍
く
識
ら
し
め
る
べ
し
、
以
て
邪
魅
を
桧
い
、
兼
ね
て
妖
気
を
静
め
、
の
も
天
下
に
告
げ
て
、
悉
く
知
委
せ
し
め

（
却
）

ん
』
と
評
語
を
お
付
け
に
な
っ
た
」
。

こ
れ
は
後
世
の
鍾
埴
故
事
の
基
礎
と
な
る
内
容
を
持
つ
最
も
早
い
例
で
あ
る
。
唐
玄
宗
の
治
世
以
前
か
ら
す
で
に
鍾
旭
信
仰
は
存
在
し
て

い
た
。
特
に
宋
代
以
降
そ
の
広
範
な
流
行
を
背
景
と
し
て
、
鍾
旭
の
神
像
が
唐
玄
宗
か
ら
臣
下
に
下
賜
き
れ
た
と
い
う
史
実
に
鬼
神
を
善
く

描
き
か
っ
唐
玄
宗
に
寵
愛
さ
れ
た
と
い
う
画
工
呉
道
子
を
結
び
付
け
る
な
ど
し
て
、
鍾
旭
故
事
と
し
て
の
内
容
が
整
理
あ
る
い
は
展
開
さ
れ

始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

宋
代
の
高
承
『
事
物
紀
原
』
と
明
代
の
陳
耀
文
『
天
中
記
』
所
引
の
『
唐
逸
史
』
に
見
ら
れ
る
鍾
旭
故
事
は
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』

も
の
と
基
本
的
に
は
同
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
書
に
見
ら
れ
る
鍾
埴
故
事
の
内
容
に
お
い
て
注
意
を
要
す
る
相
違
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
以

下
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
点
は
鍾
旭
の
出
自
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
に
は
鍾
埴
は
武
挙
に
落
第
し
た
進
士
で
あ
る
と
の
み
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
『
事
物
紀
原
』
に
は
鍾
旭
の
出
身
は
終
南
山
で
あ
り
、
唐
玄
宗
を
救
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
科
挙
に
落
第
し
た
の
で
宮
中
の
階

に
頭
を
打
ち
付
け
て
自
害
し
た
が
唐
玄
宗
が
詔
を
発
し
緑
砲
を
下
賜
し
て
弔
っ
て
く
れ
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
唐
逸
史
』

に
は
鍾
旭
は
唐
高
祖
の
武
徳
年
間
に
科
挙
に
落
第
し
た
進
士
で
あ
り
科
挙
に
落
第
し
て
自
害
し
た
の
は
故
郷
に
帰
る
の
を
恥
じ
た
た
め
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
点
は
鍾
埴
が
食
ら
っ
た
悪
鬼
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』

で
は
小
き
な
鬼
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
『
事 グ〉
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物
紀
原
』
で
は
鬼
は
虚
耗
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
唐
逸
史
』
に
は
虚
は
虚
空
を
見
渡
し
て
人
の
物
を
盗
む
と
い
う
こ
と
、
耗
は
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人
の
慶
事
を
憂
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
そ
の
名
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

き
て
沈
括
は
北
宋
の
嘉
祐
八
（
一
O
六
三
）
年
に
進
士
、
県
寧
（
一
O
六
八
1

一
O
七
七
）
年
間
に
翰
林
学
士
、
竜
図
閣
待
制
に
な
っ

た
人
、
高
承
は
北
宋
の
元
豊
（
一
O
七
八
1

一
O
八
五
）
年
聞
の
人
で
あ
る
た
め
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
の
成
立
時
期
は
『
事
物
紀
原
』

に
先
ん
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
『
唐
逸
史
』
は
侠
書
で
あ
り
そ
の
作
者
と
成
立
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
書
名
か
ら
推
測
す
る

な
ら
ば
宋
代
以
降
に
唐
代
の
逸
聞
や
俗
説
を
収
集
し
て
編
纂
き
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
上
記
三
種
の
文
献
に
見
ら
れ
る
鍾
旭
の
出
自
に
関
す
る
記
述
を
比
較
す
る
な
ら
ば
『
唐
逸
史
』
に
「
武

徳
中
応
挙
し
て
捷
ば
ざ
る
」
と
あ
る
の
は
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
」
の
「
武
挙
捷
ば
ざ
る
」
と
『
事
物
紀
原
』
の
「
応
挙
し
て
捷
ば
ぎ
る
」

鍾
埴
が
悪
鬼
を
食
ら
っ
て
唐
玄
宗
を
救
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
、
『
事
物
紀
原
』
、
『
唐
逸
史
』の
順
に
そ
の
記
述

-34-

と
い
う
記
述
の
相
違
を
整
理
し
よ
う
と
試
み
た
、
あ
る
い
は
混
同
し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。

は
よ
り
具
体
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
悪
鬼
に
つ
い
て
も
同
様
の
順
で
そ
の
記
述
は
よ
り
詳
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
鍾
旭
故
事
は
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
、
『
事
物
紀
原
』
、
「
唐
逸
史
』
の
順
に
そ
の
内
容
が
整

理
あ
る
い
は
展
開
さ
れ
て
行
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
唐
逸
史
」
で
は
鍾
埴
を
武
徳
年
聞
の
人
と
し
た
た
め
に
鍾
埴
と
唐
玄
宗
の
関
係
は
『
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
と
『
事
物
紀
原
』

の
記
述

よ
り
も
か
え
っ
て
暖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
字
句
の
異
同
を
整
理
す
る
こ
と
に
の
み
注
意
を
奪
わ
れ
た
結
果
で
あ

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
上
記
三
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
鍾
旭
故
事
の
時
間
的
な
前
後
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る



明
刊
本
と
さ
れ
る
『
三
教
源
流
聖
帝
仏
祖
捜
神
大
全
』
に
も
若
干
の
字
句
の
異
同
は
あ
る

も
の
の
『
唐
逸
史
』
と
ほ
ぼ
同
文
の
鍾
埴
故
事
が
見
ふ
的
、
明
刊
本
と
さ
れ
る
『
新
刻
出
像
増
補
捜
神
記
大
全
」
に
は
『
唐
逸
史
』
以
下
の

記
述
を
簡
略
に
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
ら
札
一
日
。
後
世
の
鍾
旭
故
事
は
宋
代
に
端
を
発
し
そ
の
内
容
が
徐
々
に
整
理
あ
る
い
は
展
開
さ

元
刻
本
と
さ
れ
る
『
新
編
連
相
捜
神
広
記
』
、

れ
な
が
ら
、
元
代
を
経
て
明
代
に
至
る
頃
に
は
一
篇
の
故
事
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

き
て
明
代
に
は
題
目
を
「
賀
新
正
喜
賞
三
陽
宴
」
、
正
名
を
「
慶
豊
年
五
鬼
間
鍾
埴
」
と
す
る
従
来
の
鍾
旭
故
事
に
大
幅
な
脚
色
を
加
え

た
雑
劇
が
あ
る
。
そ
の
巻
尾
に
は
「
乙
卯
七
月
廿
七
日
校
内
本
清
常
道
人
」
と
い
う
署
名
が
見
ら
れ
る
。
清
常
道
人
と
は
万
暦
年
間
の
人
、

越
埼
美
の
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
越
埼
美
が
万
暦
四
三
ご
六
一
五
）
年
に
内
府
本
を
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
署
名
に

よ
れ
ば
そ
の
成
立
時
期
は
万
暦
年
間
あ
る
い
は
そ
れ
を
湖
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
雑
劇
の
流
行
が
明
代
に
な
る
と
と
も
に
衰
退
す
る
こ
と
を

考
え
る
と
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
成
立
に
先
ん
ず
る
可
能
性
が
強
い
。

「
慶
豊
年
五
鬼
悶
鍾
旭
」
は
基
本
的
に
鍾
旭
故
事
の
内
容
を
踏
ま
え
て
は
い
る
も
の
の
、
登
場
人
物
に
は
鍾
埴
の
応
挙
を
阻
む
敵
役
と
し

て
唐
の
権
臣
楊
国
忠
を
配
し
唐
玄
宗
を
殿
頭
官
に
置
き
換
え
る
な
ど
雑
劇
と
い
う
比
較
的
自
由
な
表
現
が
可
能
な
文
学
形
式
を
通
じ
て
、
鍾

旭
の
活
躍
振
り
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

従
来
の
文
献
に
見
ら
れ
る
単
純
素
朴
な
故
事
が
雑
劇
と
い
う
娯
楽
性
の
高
い
表
現
手
段
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
ら
に
起
伏
に
富
ん
だ
内

容
を
持
つ
に
至
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
と
同
時
期
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
ん
ず
る
文
学
作
品
と
い
う
意
味
で
も
「
慶
豊
年

五
鬼
間
鍾
埴
」
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
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四
、
鍾
旭
故
事
と
『
唐
鍾
旭
全
伝
』

明
末
に
至
っ
て
古
典
通
俗
小
説
が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
鍾
埴
信
仰
お
よ
び
鍾
旭
故
事
を
背
景
と
し

（
犯
）

て
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
は
成
立
す
る
。
以
下
に
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の
全
則
目
を
挙
げ
る
。
則
自
番
号
は
〈
〉
内
に
示
す
。

（
幻
）

第
一
巻
〈
一
〉
鍾
恵
夫
婦
花
園
遊
玩
、
〈
二
〉
（
回
目
無
し
）
、
〈
三
〉
鍾
恵
夫
婦
与
児
取
名
、
〈
四
〉
鍾
恵
夫
婦
議
児
就
学
、
〈
五
〉
鍾
恵
入

館
従
師
、
〈
六
〉
遊
玩
竜
舟
、
〈
七
〉
習
学
挙
業
、
〈
八
〉
帝
試
鍾
旭
、
〈
九
〉
求
医
療
病
、
〈
一

O
〉
帝
試
鍾
埴

第
二
巻
〈
一
一
〉
帝
賜
筆
剣
、
〈
一
一
一
〉
送
礼
求
婚
、
〈
一
一
二
〉
雷
撃
維
精
、
〈
一
四
〉
立
斬
石
馬
、
〈
一
五
〉
収
除
篭
精
、
〈
一
六
〉
赴
試

不
捷第

三
巻
〈
一
七
〉
超
度
秀
英
、
〈
一
八
〉
刀
山
地
獄
、
〈
一
九
〉
寒
氷
地
獄
、
〈
二O〉
鋸
解
地
獄
、
今
二
〉
磨
々
地
獄
、
〈
一
二
一
〉
沸
油

地
獄
、
〈
二
三
〉
櫨
揚
地
獄
、
〈
二
四
〉
割
舌
地
獄
、
〈
二
五
〉
称
秤
地
獄

第
四
巻
会
ヱ
ハ
〉
木
櫨
地
獄
、
〈
二
七
〉
転
輪
十
殿
、
〈
二
八
〉
回
転
天
宮
、
〈
二
九
〉
諒
毅
山
魁
、
〈
三
O
〉
捉
獲
小
鬼
、
〈
三
一
〉
収
捉

編
幅
、
〈
三
二
〉
証
除
元
弼
、
〈
三
三
〉
対
証
盆
寛
、
〈
三
四
〉
簡
撃
五
通

『
唐
鍾
旭
全
伝
』
は
内
容
に
よ
っ
て
〈
一
〉
j

〈
一O
〉
鍾
埴
出
生
、
〈
一
一
〉
i

〈
三
ハ
〉
応
挙
落
第
、
〈
一
七
〉j

〈
二
八
〉
地
獄
巡

り
、
〈
二
九
〉
1

〈
三
四
〉
妖
魔
退
治
の
四
段
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
各
段
ご
と
の
梗
概
を
述
べ
る
。

鍾
旭
出
生
。
海
州
に
隠
棲
す
る
元
唐
朝
の
大
臣
鍾
恵
の
妻
揮
氏
が
神
託
を
受
け
て
一
人
の
男
児
を
出
産
し
鍾
旭
と
命
名
す
る
。
鍾
旭
は
父

母
の
訓
戒
を
守
っ
て
刻
苦
勉
励
し
人
々
は
そ
の
神
童
ぶ
り
を
称
讃
す
る
。
玉
帝
は
鍾
旭
の
人
物
を
試
し
て
善
士
で
あ
る
と
称
え
、
鍾
旭
に
後

日
こ
の
世
の
善
悪
を
掌
り
天
下
の
妖
魔
を
治
め
さ
せ
か
つ
金
楊
に
そ
の
名
を
登
ら
せ
る
こ
と
を
決
め
る
。
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応
挙
落
第
。
玉
帝
が
鍾
旭
に
人
聞
の
善
悪
を
記
す
筆
と
天
下
の
妖
魔
を
払
う
剣
を
授
け
る
。
鍾
埴
は
張
憲
夫
妻
の
娘
秀
英
を
要
る
。
雑

精
、
石
馬
、
篭
精
を
退
治
し
つ
つ
応
挙
の
た
め
都
に
赴
く
が
落
第
し
て
失
意
の
ま
ま
終
南
山
へ
向
か
う
。
そ
の
途
中
親
不
孝
の
李
克
義
夫
婦

を
天
に
訴
え
て
雷
死
さ
せ
る
。
鍾
旭
は
終
南
山
で
勉
学
に
励
み
再
度
応
挙
し
て
殿
試
に
ま
で
至
る
が
、
そ
の
容
貌
の
醜
き
を
唐
玄
宗
に
嫌
わ

れ
て
落
第
し
憤
慨
し
て
自
害
す
る
。
そ
の
魂
は
天
宮
に
昇
り
玉
帝
に
よ
っ
て
冥
司
の
監
察
官
に
任
命
き
れ
冥
府
の
査
察
に
向
か
う
。

地
獄
巡
り
。
万
山
地
獄
、
寒
氷
地
獄
、
鋸
解
地
獄
、
磨
々
地
獄
、
沸
油
地
獄
、
磁
掲
地
獄
、
割
舌
地
獄
、
称
秤
地
獄
、
木
櫨
地
獄
、
転
輪

（ω
）
 

殿
を
査
察
す
る
。

妖
魔
退
治
。
鍾
旭
は
天
宮
に
戻
り
査
察
報
告
書
を
作
成
し
て
玉
帝
に
復
命
す
る
。
玉
帝
は
鍾
旭
に
降
妖
鉄
簡
を
賜
い
掌
理
陰
陽
降
妖
都
元

帥
に
封
ず
る
。
鍾
旭
は
下
界
に
降
り
る
と
山
魁
、
唐
玄
宗
の
夢
に
現
れ
た
虚
耗
、
煽
幅
の
妖
怪
を
退
治
し
、
証
人
と
し
て
包
公
の
裁
判
を
助

け
た
後
、
五
通
神
を
追
い
払
う
。

『
唐
鍾
埴
全
伝
』
は
従
来
の
鍾
埴
故
事
が
脚
色
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
ほ
と
ん
ど
新
た
に
創
作
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
肝
心
な
従
来

の
唐
玄
宗
を
巡
る
故
事
の
内
容
は
第
三
O
則
「
捉
獲
小
鬼
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
前
半
部
は
多
少
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
も
の
の
『
唐
逸

史
』
以
下
の
文
献
の
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
。

後
半
部
に
は
夢
か
ら
覚
め
た
唐
玄
宗
が
翌
日
群
臣
に
夢
の
中
の
出
来
事
を
語
る
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
前
半
部
の
内

容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
呉
道
子
を
召
し
て
鍾
旭
の
神
像
を
描
か
せ
る
と
い
う
内
容
が
従
来
の
鍾
埴
故
事

の
記
述
よ
り
も
や
や
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
後
半
部
は
前
半
部
が
『
唐
逸
史
』
以
下
の
文
献
に
見
ら
れ
る
記
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
た
た
め
に
生
じ
た
簡
略
に
過
ぎ
る
点
を
補
お
う
と
す
る
意
図
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
前
半
部
の
内
容
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
「
主
席
で
状
元
に
合
格
い
た
し
ま
し
た
が
、
唐
王
が
私
の
容
貌
が
醜
い
の
を
お
嫌
い
に
な
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（
日
）

り
資
格
を
奪
っ
て
用
い
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
故
郷
に
帰
る
の
を
恥
じ
て
殿
中
の
階
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
自
害
い
た
し
ま
し
た
」

と
鍾
埴
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
唐
玄
宗
が
鍾
埴
の
容
貌
が
醜
い
の
を
嫌
っ
て
鍾
旭
か
ら
状
元
の
資
格
を
奪
っ
た
と
い
う
内

(335) 

容
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
そ
の
枕
と
な
る
内
容
が
第
一
七
則
「
超
度
秀
英
」
に
見
ら
れ
る
。
鍾
旭
は
一
度
目
の
科
挙
に
失
敗
し
た
後
に
再
び

応
挙
し
状
元
と
し
て
殿
試
に
望
む
が
「
唐
王
は
そ
の
容
貌
が
醜
い
の
を
嫌
い
つ
い
に
彼
を
退
け
て
用
い
な
か
っ
た
。
鍾
旭
は
進
み
出
て
『
当

今
は
文
才
に
よ
っ
て
士
を
招
く
と
私
は
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
容
貌
に
よ
っ
て
人
を
退
け
る
と
は
聞
い
た
こ
と
が
ご
ぎ
い
ま
せ
ん
』
と
弁

じ
た
、
鍾
旭
は
唐
王
に
こ
う
言
う
と
階
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
自
害
し
た
、
後
に
唐
王
は
後
悔
し
て
鍾
旭
に
緑
砲
を
下
賜
し
厚
礼
を
も
っ
て
彼

（
叫
）

を
弔
っ
た
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
『
唐
逸
史
』
以
下
の
文
献
の
記
述
を
踏
襲
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
第
三O
則
「
捉
獲
小
鬼
」
に
第
一
七
則
「
超
度
秀
英
」
に
お
け

ー 38-

る
上
記
の
場
面
を
枕
と
し
て
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
鍾
旭
故
事
に
見
ら
れ
る
鍾
旭
が
唐
玄
宗
を
助
け
る
ま
で
の
顛
末
が
あ
る
程
度

整
え
ら
れ
た
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鍾
旭
の
容
貌
が
醜
い
と
い
う
描
写
は
従
来
の
鍾
埴
故
事
お
よ
び
「
慶
豊
年
五
鬼
悶
鍾
旭
」
雑
劇
に
は
見
ら
れ
な
い
。
鍾
旭
と
唐
玄
宗
を
巡

（
品
）

る
故
事
に
お
い
て
鍾
埴
が
容
貌
の
醜
き
の
ゆ
え
に
科
挙
に
落
第
す
る
と
い
う
内
容
が
現
在
に
至
る
ま
で
最
も
一
般
的
な
形
で
流
布
し
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
に
見
ら
れ
る
一
連
の
内
容
は
鍾
旭
故
事
の
形
成
過
程
で
一
つ
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
一
七
則
「
超
度
秀
英
」
の
鍾
埴
が
科
挙
に
落
第
し
て
自
殺
す
る
場
面
と
第
三
O
則
「
捉
獲
小
鬼
」
の
鍾
旭
が
唐
玄
宗
の
夢
に
現
れ
て
悪

鬼
を
食
ら
う
場
面
の
間
に
は
、
鍾
旭
が
玉
帝
の
命
に
よ
っ
て
冥
府
を
査
察
し
そ
れ
を
経
て
神
格
に
列
せ
ら
れ
る
と
い
う
内
容
が
設
け
ら
れ
て

（
必
）

お
り
、
従
来
の
鍾
旭
故
事
を
大
幅
に
引
き
延
ば
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
地
獄
巡
り
の
一
段
を
設
け
た
こ
と
に
は
様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ



る
が
、

鍾
埴
故
事
の
変
遷
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
は
や
は
り
従
来
の
内
容
を
さ
ら
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

ま
た
例
え
ば
第
一
一
則
「
帝
賜
筆
剣
」
に
は
玉
帝
の
使
者
が
鍾
埴
の
夢
に
現
れ
て
「
玉
帝
は
汝
に
宝
剣
一
振
と
神
筆
一
本
を
下
賜
さ
れ

た

こ
の
筆
は
上
は
天
宮
に
達
し
下
は
地
府
に
通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
も
し
こ
の
世
に
善
悪
の
行
い
が
あ
れ
ば
こ
の
筆
で
そ
れ
を
記
す
こ

と
が
で
き
る
の
だ
、
剣
は
天
下
の
邪
魅
を
除
き
天
下
の
虚
耗
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
も
し
こ
の
世
に
妖
魔
が
い
れ
ば
こ
の
剣
で
そ
れ
を

（
幻
）

降
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
述
べ
る
場
面
が
あ
る
。

玉
帝
の
神
託
と
い
う
因
果
応
報
的
な
構
成
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
鍾
旭
の
神
格
に
権
威
を
付
与
す
る
と
同
時
に
、
後
の
展
開
に
合
理
性
を

持
た
せ
よ
う
と
い
う
意
識
は
古
典
通
俗
小
説
に
も
広
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
に
も
や
は
り
従
来
の
鍾
埴
故
事
の
極

め
て
簡
潔
な
内
容
を
整
理
あ
る
い
は
展
開
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
唐
鍾
埴
全
伝
』
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
大
半
を
新
た
に
創
作
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
作
品
も
や
は
り
鍾
旭
故
39-

事
の
変
遷
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
宋
代
以
降
の
鍾
旭
故
事
に
関
す
る
記
述
と
同
様
に
そ
の
基
本
的
な
内
容
を
保

ち
な
が
ら
も
そ
れ
を
さ
ら
に
整
理
あ
る
い
は
展
開
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

鍾
旭
に
つ
い
て
言
え
ば
そ
の
魔
除
け
の
神
と
し
て
の
信
仰
が
普
遍
的
で
あ
る
た
め
か
、
か
え
っ
て
そ
の
型
肘
を
強
く
受
け
て
故
事
と
し
て

多
様
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
容
の
大
部
分
を
新
た
に
付
け
加
え
た
と
は
い
え
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
も
決
し
て
そ

の
例
外
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
鍾
埴
故
事
の
変
遺
の
中
に
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
を
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
が
鍾
旭
故
事
の
内
容
の
成
立
に
与
え
た
影
響
は
(334) 



決
し
て
小
き
く
は
な
い
。
信
仰
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
故
事
が
古
典
通
俗
小
説
に
題
材
を
提
供
し
つ
つ
も
そ
の
展
開
に
制
限
を
加
え
、ま
た
逆

(333) 

つ に
そ
の
作
品
が
題
材
の
性
格
を
限
定
し
て
行
く
と
い
う
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
は
好
例
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
思

本
稿
で
は
「
唐
鐘
旭
全
伝
』
と
清
代
の

『
唐
鐘
旭
平
鬼
伝
』
と
の
関
連
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

『
斬
鬼
伝
』
、

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

、
迂

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 5 

清
、
劉
埠
『
斬
鬼
伝
』
四
巻
一
O
因
。
清
、
東
山
雲
中
道
人
『
唐
鍾
埴
平
鬼
伝
』

孫
措
第
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）
。

大
塚
秀
吉
同
『
増
補
中
国
通
俗
小
説
書
目
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）
。

胡
万
川
『
鍾
旭
神
話
与
小
説
之
研
究
』
（
文
史
哲
学
集
成
、
丈
史
哲
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
に
は
孫
氏
が
『
唐
鍾
埴
全
伝
』
、
『
斬
鬼
伝
』
、

『
唐
鍾
埴
平
鬼
伝
』
を
「
菰
喰
第
四
」
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
這
是
由
於
未
曽
獲
読
『
鍾
旭
全
伝
』
所
引
起
的
誤
解
。
若
照
他

編
目
分
類
的
標
準
而
言
、
『
鍾
旭
全
伝
』
応
当
帰
於
霊
怪
類
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
二
一
八
i

一
二
九
頁
。

大
塚
氏
は
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
、
『
斬
鬼
伝
』
、
『
唐
鍾
旭
平
鬼
伝
』
が
鍾
埴
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
「
霊
怪
・
神
仙
・
妖
術
」
に

分
類
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
注
（
3

）
前
掲
書
、
一
七
頁
。

磯
部
彰
編
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
「
鼎
銀
全
像
按
鑑
唐
鍾
埴
斬
妖
伝
』

て
は
同
書
解
題
を
参
照
。

『
唐
鍾
埴
全
伝
』
巻
一
第
四
葉
a

面
二
行
目
。

「
鍾
恵
夫
婦
与
児
取
名
」
、
「
遊
玩
龍
舟
」
、
「
習
学
挙
業
」
、

に
つ
い
て
は
本
稿
第
四
節
を
参
照
。

八
巻
二
ハ
回
。

-40-

6 

（
明
清
出
版
機
構
研
究
会
、
一
九
九
一
年
）
。久
能
文
庫
に
つ
い

8 7 

「
捉
獲
小
鬼
」
以
外
の
各
則
は
全
て
冒
頭
に
「
却
説
」の
語
を
置
く
。
則
目
番
号



9 

江
蘇
省
社
会
科
学
院
明
清
小
説
研
究
中
心
文
学
研
究
所
編
『
中
国
通
俗
小
説
総
目
提
要
』
（
中
国
文
聯
出
版
公
司
、
一
九
九

O
年
）
は
「
唐

鍾
旭
全
伝
』
を
四
巻
三
五
回
と
す
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
で
指
摘
す
る
第
二
則
「
（
則
目
な
し
ご
と
日
本
内
閣
文
庫
本
の
巻
三
第
三
葉
の
欠
落

を
回
目
数
に
入
れ
て
い
る
が
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
本
に
よ
れ
ば
後
者
を
則
目
数
に
入
れ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
な
お
古
本
小
説
集
成
所

収
の
「
唐
鍾
旭
全
伝
」
影
印
本
の
前
言
で
は
子
世
明
氏
が
三
八
回
と
し
て
い
る
が
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。

注
（4
）
前
掲
書
、
二
一
九
i

二
ニ
O
頁
。

杜
信
字
「
明
代
版
刻
綜
録
』
（
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
、
一
九
八
三
年
）
巻
二
、
二
八
「
安
正
堂
」
条
。

磯
部
氏
は
「
劉
宗
器
と
劉
双
松
は
父
子
か
、
祖
父
・
孫
の
関
係
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
注
（

6

）
前
掲
書
、
解
題
、
七
頁
。

注
（4
）
前
掲
書
、
二
二O
i

二
二
一
頁
。

敦
燈
出
土
の
唐
写
本
『
切
韻
』
残
巻
「
旭
」
字
の
注
に
「
鍾
雄
、
神
名
な
り
」
と
あ
る
の
が
最
初
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

古
代
天
子
の
持
つ
大
圭
の
頭
部
は
「
終
葵
」
あ
る
い
は
「
鍾
葵
」
の
、
つ
ま
り
椎
の
形
を
し
て
お
り
悪
鬼
を
払
う
霊
力
を
持
っ
て
い
た
、
あ

る
い
は
大
憐
の
儀
式
に
お
い
て
悪
鬼
を
払
う
た
め
に
「
終
葵
」
あ
る
い
は
「
鍾
葵
」
が
、
つ
ま
り
椎
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
明
楊
慎
『
丹

鉛
総
録
』
巻
二
二
「
鍾
葵
鍾
旭
終
葵
」
条
、
清
顧
炎
武
『
日
知
録
』
巻
一O

「
終
葵
」
条
な
ど
数
多
く
の
論
考
が
見
ら
れ
る
。
日
本
で
は
永

尾
竜
造
氏
が
著
書
『
支
那
民
俗
誌
」
（
支
那
民
俗
誌
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）
の
中
で
大
圭
が
人
形
に
見
立
て
ら
れ
て
鍾
旭
に
な
っ
た
と
い

う
説
を
立
て
て
い
る
。
同
書
第
一
巻
、
三
O
五
1

一
二
一
二
頁
。

明
、
胡
王
麟
『
少
室
山
房
筆
叢
』
巻
二
二
「
鍾
旭
」
条
で
は
陳
心
叔
の
説
を
引
い
て
「
終
」
字
に
は
「
死
滅
き
せ
る
」
、
「
費
」
字
に
は
「
妖

魔
」
の
意
味
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

胡
氏
、
注
（
4

）
前
掲
書
、
六
一
頁
i

一
二
六
頁
。
ま
た
蒋
晴
琴
「
大
慨
考l
起
源
及
其
舞
踏
演
変
之
研
究
｜
』
（
蘭
亭
書
店
、
一
九
八
七
年
）

は
鍾
旭
と
方
相
氏
の
関
連
に
言
及
し
て
い
る
。
同
書
、
六
八
1

八
九
頁
。

唐
、
張
説
「
謝
賜
鍾
旭
及
歴
日
表
」
（
『
欽
定
全
唐
文
」
巻
二
二
三
）
。
ま
た
唐
、
劉
再
錫
「
為
李
中
丞
謝
賜
鍾
旭
歴
日
表
」
、
「
為
准
南
杜
相

公
謝
賜
鍾
旭
歴
日
表
」
（
『
欽
定
全
唐
文
』
巻
六O
二
）
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

唐
、
活
捕
『
雲
渓
友
議
』
巻
七
。

宋
、
孟
一
五
老
「
東
京
夢
華
録
』
巻
一O

「
十
二
月
」
条
。

宋
『
広
韻
』
巻
一
、
脂
第
六
「
旭
」
字
の
注
に
「
鍾
旭
の
俗
以
て
悪
を
砕
く
」
と
あ
る
。
注
（
U
）
前
掲
書
の
記
述
に
比
べ
て
鍾
埴
信
仰
に
対
(332) 

（
叩
）

（
日
）

（
ロ
）

（
日
）

(H
) 

（
日
）

41 

16 17 18 （
日
）

（
初
）

（
幻
）



（
幻
）

（
お
）

(M
) 

（
お
）

（
お
）

（
幻
）

す
る
記
述
は
や
や
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

注
（
初
）
前
掲
書
、
巻
一O

「
除
タ
」
条
。

宋
、
呉
自
牧
「
夢
梁
録
』
巻
六
「
十
二
月
」
条
。

注
（
お
）
前
掲
書
、
巻
六
「
除
夜
」
条
。

宋
、
周
密
『
武
林
旧
事
』
巻
三
「
歳
除
」
条
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

馬
書
田
「
華
夏
諸
神
』
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
一
九
九O
年
）
二
七
五
頁
。

衰
珂
編
『
中
国
神
話
大
詞
典
』
（
四
川
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
「
鐘
埴
嫁
妹
」
項
に
よ
れ
ば
、
清
、
張
大
復
「
天
下
楽
」
伝
奇
に
「
鍾

旭
嫁
妹
」
と
い
う
一
幕
が
あ
り
、
見
劇
、
京
劇
、
川
劇
、
濃
劇
な
ど
に
も
こ
の
劇
目
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

蒋
氏
、
注
（
口
）
前
掲
書
、
八
一
頁
。

元
、
薩
都
刺
「
終
南
進
士
行
和
李
五
峰
題
馬
麟
画
鍾
埴
図
」
（
『
元
詩
選
』
戊
集
所
収
）
。

宋
、
沈
括
「
夢
渓
筆
談
・
補
筆
談
』
巻
三
。

宋
『
宣
和
画
譜
』
巻
二
「
道
釈
」
二
に
呉
道
子
の
伝
が
あ
る
。
ま
た
宋
、
景
焼
「
野
人
間
話
』
（
『
太
平
広
記
』
巻
二
一
四
、
「
雑
編
」
所
引
）

に
よ
れ
ば
呉
道
子
が
鍾
埴
の
神
像
を
描
い
た
と
い
う
故
事
が
五
代
の
頃
に
は
す
で
に
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

宋
、
高
承
『
事
物
紀
原
』
巻
八
。
『
唐
逸
史
』
（
明
陳
耀
文
『
天
中
記
』
巻
四
、
「
夢
鍾
旭
」
条
所
引
）
。

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一
二O
、
子
部
三
O
、
雑
家
類
四
「
夢
渓
筆
談
二
十
六
巻
補
筆
談
二
巻
続
補
筆
談
一
巻
」
条
。

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一
三
五
、
子
部
四
五
、
類
書
類
一
「
事
物
紀
原
十
巻
」
条
。

元
、
秦
子
晋
『
新
編
連
相
捜
神
広
記
』
後
集
「
鍾
埴
」
条
。
明
「
三
教
源
流
聖
帝
仏
祖
捜
神
大
全
」
巻
三
「
鍾
旭
」
条
。

明
『
新
刻
出
像
捜
神
記
大
全
』
巻
六
「
鍾
旭
」
条
。

王
季
烈
校
「
孤
本
元
明
雑
劇
』
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
六
年
）
巻
一O
所
収
。
同
書
の
提
要
に
は
「
明
人
撰
、
姓
名
未
詳
」
と
あ
る
。

そ
の
形
式
か
ら
見
て
雑
劇
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

『
唐
鍾
埴
全
伝
』
の
成
立
時
期
お
よ
び
刊
行
時
期
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一
節
を
参
照
。

本
稿
第
一
節
を
参
照
。

桜
井
幸
江
氏
は
「
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
に
つ
い
て
｜
包
公
説
話
と
の
関
連
を
中
心
に
｜
」
（
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
学
会
報
』
第
五
号
、

-42 (331) 

（
お
）

（
却
）

（
却
）

（
訂
）

（
詑
）

（
お
）

(M
) 

（
お
）

（
お
）

（
幻
）

（
お
）

（
却
）

（
刊
）



一
九
八
六
年
）
で
「
十
王
経
」
「
玉
暦
紗
伝
」
や
「
七
七
宝
巻
」
「
十
殿
宝
巻
」
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。

注
（
訂
）
前
掲
書
、
巻
一O
所
収
の
「
慶
豊
年
五
鬼
間
鍾
埴
」
雑
劇
で
は
鍾
埴
は
死
後
玉
帝
に
よ
っ
て
「
天
下
管
領
邪
魔
鬼
怪
」
に
封
ぜ
ら
れ

ヲ
。胡

氏
は
注
（4
）
前
掲
書
、
二
二
一
i

二
二
二
頁
で
特
に
包
公
説
話
に
見
ら
れ
る
「
烏
盆
子
」
と
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
第
三
三
則
「
対
証
盆
寛
」

と
の
関
連
に
言
及
し
て
お
り
、
桜
井
氏
は
注
（
判
）
前
掲
論
文
で
そ
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
い
る
。

『
唐
鍾
埴
全
伝
』
第
三O
則
「
捉
獲
小
鬼
」
、
「
臣
乃
終
南
山
進
士
也
、
因
中
頭
名
状
元
、
唐
王
嫌
臣
貌
醜
、
遂
知
職
不
用
、
差
帰
故
里
、
触

殿
階
而
死
」
。

「
唐
鍾
埴
全
伝
』
第
一
七
則
「
超
度
秀
英
」
、
「
至
殿
前
謝
恩
、
唐
王
嫌
其
貌
醜
、
遂
損
棄
之
而
不
用
、
旭
進
前
弁
日
、
当
今
天
下
、
臣
聞
以

文
羅
士
、
未
聞
以
貌
棄
人
者
也
、
与
唐
王
弁
論
一
番
、
触
階
而
死
、
唐
王
後
亦
悔
悟
賜
其
緑
砲
、
厚
札
以
葬
之
」
。

『
唐
鍾
埴
全
伝
』
第
二
則
「
（
回
目
な
し
ご
な
ど
に
は
鍾
旭
は
生
ま
れ
つ
き
「
面
貌
奇
異
、
体
格
非
常
」
で
あ
っ
た
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
も
広
く
知
ら
れ
る
「
鐘
旭
嫁
妹
」
故
事
な
ど
の
鍾
旭
が
応
試
に
赴
く
途
中
悪
鬼
に
美
貌
を
妬
ま
れ
て
顔
を
傷
付
け
ら
れ
る
と

い
っ
た
内
容
と
は
異
な
る
。
文
彦
生
選
編
『
中
国
鬼
話
』
（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
「
鐘
埴
」
項
を
参
照
。

古
典
通
俗
小
説
に
見
ら
れ
る
こ
の
種
の
内
容
で
は
「
西
遊
記
』
に
お
け
る
唐
太
宗
の
地
獄
巡
り
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
『
唐
鍾
旭
全
伝
』
の

地
獄
の
描
写
に
見
ら
れ
る
影
響
に
関
し
て
は
桜
井
氏
、
注
（
判
）
前
掲
論
文
を
参
照
。

「
唐
鍾
旭
全
伝
』
第
一
一
「
帝
賜
筆
剣
」
、
「
上
帝
賜
体
宝
剣
一
把
、
神
筆
一
枝
、
筆
可
以
上
達
天
庭
、

此
筆
紀
之
、
剣
可
以
除
天
下
之
邪
魅
、
可
以
収
天
下
之
虚
耗
、
人
間
如
有
妖
魔
、
可
以
此
剣
降
之
」
。
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下
通
地
府
、
人
間
如
有
善
悪
、

-43-

可
以

(330) 


