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「
鼓
吹
」考

表
野

和
江

明
代
刊
行
の
『
世
説
新
語
』
の
中
に
は
、

そ
の
序
に
「
世
説
新
語
鼓
吹
」
と
題
す
る
一
刊
本
が
あ
る
。
『
中
国
古
籍
善
本
書
目
』
に
『
世

説
新
語
三
巻
附
補
四
巻
』
と
著
録
さ
れ
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
（
以
下
、
鼓
吹
本
と
略
称
）

の
刊
行
者
凌
濠
初
（
一
五
八
O
｜
一
六
四
四
）

白
話
短
編
小
説
集
「
二
拍
」
（H

『
拍
案
驚
奇
」
、
「
二
刻
拍
案
驚
奇
」
）の作
者
、
ま
た
戯
曲
家
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時

に
、
万
暦
年
間
末
か
ら
崇
禎
年
間
に
か
け
て
「
套
印
本
」
と
よ
ば
れ
る
多
色
刷
り
の
豪
華
本
を
中
心
に
数
多
く
の
書
籍
を
刊
行
し
た
、
旦
ハ
興

(1
) 

（
今
の
漸
江
省
湖
州
市
）
凌
氏
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
。

凌
氏
が
刊
行
し
た

『
世
説
新
語
」
に
は
、
鼓
吹
本
を
含
め
て
四
種
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

の
主
要
な
テ

そ
れ
ら
は
現
在
『
世
説
新
語
』

、J
I－
－
‘
ス
ト
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
先
に
「
呉
興
凌
氏
刻
『
世
説
新
語
』
四
種
に
つ
い
て
」
（
二

0
0
0

年
、
『
日
本
中

国
学
会
報
』
第
五
十
二
集
）
と
題
す
る
小
論
の
中
で
、
そ
れ
ら
四
種
の
版
本
の
先
後
関
係
を
主
と
し
て
考
察
を
行
い
、

そ
の
際
、
鼓
吹
本
の
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十
品
、

(302) 



確
か
な
刊
年
に
つ
い
て
は
不
明
な
が
ら

つ
と
に
王
重
民
が
「
万
暦
末
刊
」
と
推
定
し
た
論
を
受
け
て
こ
れ
を
検
証
し
「
妥
当
で
あ
ろ
う
」

と
判
断
し
た
が
、

と
こ
ろ
が
小
論
発
表
の
後
、
泰
昌

そ
の
決
定
的
な
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
は
つ
い
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

元
年
（
一
六
二
O
）
自
序
を
も
っ
郁
承
燥
『
潅
生
堂
蔵
書
目
』
巻
七
に
「
世
説
新
語
補
鼓
吹
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
れ

が
万
暦
年
間
中
の
刊
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
従
兄
凌
漏
初
が
の
ち
に
刻
し
た
套
印
本
「
世
説
新
語
』
の
序
に
は
、
鼓
吹

本
は
凌
濠
初
が
友
入
場
夢
禎
の
死
後
、
そ
の
秘
蔵
す
る
劉
辰
翁
・
劉
雁
登
両
家
批
注
本
を
入
手
し
て
重
刻
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

っ
て
鼓
吹
本
は
、
場
夢
禎
の
亡
く
な
っ
た
万
暦
三
十
三
年
（
一
六

O
五
）
を
上
限
と
し
て
、
遅
く
と
も
万
暦
末
年
の
四
十
七
年
（
一
六
一

九
）
ま
で
に
は
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
凌
濠
初
が
出
版
に
関
わ
っ
た
書
で
、
現
在
そ
の
刊
年
が
確
認
で
き
る
も
の
に
は
万
暦
刊
本
は
わ
ず
か
に
一
種
、
万
暦
三
十
四
年

(4
) 

ご
六
O
六
）
金
陵
周
氏
刊
行
の
凌
濠
初
輯
『
後
漢
書
纂
』
十
二
巻
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
凌
濠
初
刻
本
の
大
部
分
を
占
め
る
套
印
本

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
刊
年
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
凌
氏
が
套
印
本
出
版
を
開
始
し
た
の
は
呉
興
で
最
初
の
套
印
本
が
刻
さ
れ
た
と
さ
れ

(5
) 

る
万
暦
四
十
四
年
に
遅
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
つ
づ
く
天
啓
年
聞
か
ら
崇
禎
年
間
に
か
け
て
の
刊
行
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
鼓
吹
本
は
、
凌
濠
初
自
身
が
刊
行
し
た
書
の
中
で
は
唯
一
確
認
で
き
る
万
暦
刊
本
な
の
で
あ
り
、

そ
し
て
お
そ
ら
く

は
、
彼
が
刊
行
し
た
最
も
早
い
書
の
一
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。

今
回
、
鼓
吹
本
の
刊
行
時
期
と
、
凌
濠
初
刻
本
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
論
で
は
言
及

で
き
な
か
っ
た
そ
の
『
世
説
新
語
』
刊
本
と
し
て
の
独
自
性
、
ま
た
附
刻
さ
れ
た
凌
濠
初
に
よ
る
序
や
凡
例
の
内
容
に
関
し
て
も
、
よ
り
限

定
さ
れ
た
時
代
に
テ
キ
ス
ト
を
置
き
直
し
た
う
え
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
以
下
、

そ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
鼓
吹
本
出

版
の
背
景
を
考
察
し
て
み
た
い
。

(301) 
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『
世
説
新
語
』
は
周
知
の
ご
と
く
、
南
朝
宋
の
臨
川
王
劉
義
慶
が
編
集
し
梁
の
劉
孝
標
が
註
を
加
え
た
、
貌
晋
の
代
表
的
人
物
に
関
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
集
で
あ
る
。
鼓
吹
本
（
南
京
図
書
館
蔵
本
）
の
序
文
冒
頭
に
見
え
る
次
の
一
節
は
、
凌
濠
初
が
こ
れ
を
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ

た
動
機
が
、
当
時
『
世
説
新
語
』
版
本
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
言
す
る
も
の
で
あ
る
。み

だ
り

蓋
し
稗
官
家
は
濁
だ
『
世
説
」
の
み
絶
と
称
せ
り
。
何
元
朗
は
之
れ
を
街
い
て
『
語
林
』
を
作
る
も
、
『
語
林
』
は
漫
に
し
て
雑
な

お
こ
よ

一
た
び
出
ず
れ
ば
、
学
士
大
夫
は
争
い
侃
び
て
罵
れ
を
諦
む
。
（
中
略
）
乃
ち

わ
れ

一
再
伝
じ
て
後
、
海
内
に
復
た
臨
川
有
る
を
知
ら
ず
。
余
は
慨
然
と

れ
ば

王
元
美
は
剛
潤
し
て
『
補
』
と
化
せ
り
。
「
補
』

臨
川
本
は
流
侍
巳
に
少
な
く
、
濁
だ
「
補
』

の
み
世
に
盛
行
す
。

し
て
旧
を
思
う
も
、
顧
み
て
新
を
喜
ぶ
者
の
口

一
時
の
耳
目
を
満
た
さ
ざ
る
を
恐
る
。

『
補
』
と
は
『
世
説
新
語
補
」
（
以
下
、
『
世
説
補
」
と
略
称
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
ご
と
く
、

こ
の
書
は
明
の
何
良
俊
、
字
は
元
朗
が

『
世
説
新
語
』
を
増
補
し
て
作
っ
た
『
何
氏
語
林
』
を
、
王
世
貞
、
字
は
元
美
が
耐
定
し
二
十
巻
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
め
嘉
靖
間
に

刊
行
き
れ
た
が
間
も
な
く
散
落
し
、
そ
の
後
万
暦
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
張
文
柱
が
校
注
刊
行
し
た
テ
キ
ス
ト
が
広
く
行
わ
れ
た
。
右
の

序
に
は
『
世
説
補
』
が
刊
行
以
来
大
い
に
盛
行
し
た
こ
と
、

と
こ
ろ
が
皮
肉
に
も
そ
の
人
気
が
本
家
た
る
『
世
説
新
語
」
の
読
者
を
す
っ
か

り
奪
い
、
た
め
に
「
世
説
新
語
』
諸
本
の
衰
退
が
急
速
、
か
つ
深
刻
に
進
行
し
て
い
た
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
凌
濠
初
は
こ
う
し
た
状

況
を
憂
い
、
『
世
説
新
語
』
を
復
活
さ
せ
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
「
新
を
喜
ぶ
者
」
、
す
な
わ
ち
「
世
説
補
』
を
好
む
読
者
の

反
応
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
刊
行
者
と
し
て
の
実
際
的
な
立
場
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
『
世
説
新
語
」
の
刊
本
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
、
『
世
説
新
語
」
の
古
型
を
伝
え
る
と
さ
れ

-69-(300) 



た
の
は
、
南
宋
陸
瀧
刊
本
を
嘉
靖
十
四
年
に
重
刻
し
た
哀
襲
嘉
趣
堂
刻
本
に
代
表
さ
れ
る
、
上
中
下
三
巻
を
各
巻
上
下
に
分
け
た
テ
キ
ス
ト

で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
『
世
説
新
語
』
諸
本
は

こ
れ
に
き
わ
め
て
い
い
加
減
な
改
編
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

(299) 

を
、
凌
濠
初
は
批
判
を
込
め
て

う
れ
な
け
ず

翻
本
す
る
者
は
巻
少
な
け
れ
ば
利
を
射
難
き
を
患
い
、
遂
に
分
か
ち
て
八
巻
と
為
せ
り
。
巻
首
に
徐
行
有
れ
ば
強
い
て
之
れ
を
剛

あ
つ

り
、
少
な
き
も
の
を
し
て
相
い
湊
め
、
巻
首
に
融
行
有
れ
ば
強
い
て
之
れ
を
増
し
、
多
き
も
の
を
し
て
相
い
接
げ
り
。
鶴
の
頚
は
遂
に

短
く
、
売
の
頚
は
遂
に
長
し
。
（
凡
例
）

す

こ
の
よ
う
な
改
編
が
く
り
返
さ
れ
た
結
果
、
「
「
世
説
』
に
は
夙
に
善
本
有
る
も
、
耳
食
者
は
多
く
舎
で
重
ね
て
補
い
、

琴
た
る
こ
と
長
星
の
若
し
」
（
凡
例
）
と
い
う
有
様
と
な
っ
た
た
め
、
自
ら
旧
本
を
重
刻
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

と
記
し
、

旧
本
の
琴

つ
ま
り
鼓
吹
本
は
、
『
世
説

新
語
』
を
本
来
の
姿
（
旧
本
）
に
一
民
す
こ
と
を
意
図
し
て
刊
行
き
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
『
前
世
説
」

の
陽
九

-70-

己
に
極
ま
れ
り
」
（
凡
例
）
、
「
臨
川
を
陽
九
よ
り
脱
せ
ん
」
（
序
）と
見
え
る
の
は
、
「
陽
九
」
す
な
わ
ち
災
難
の
極
ま
っ
た
『
世
説
新
語
』

を
現
状
よ
り
救
い
出
さ
ん
と
い
う
彼
の
決
意
を
表
明
し
た
言
葉
に
他
な
る
ま
い
。

か
く
旧
本
へ
の
回
帰
を
標
楊
し
て
出
版
さ
れ
た
鼓
吹
本
に
つ
い
て

の
ち
の
清
人
は
、
「
凌
初
成
（
濠
初

は
既
に
『
世
説
』
原
本
を
刻

し
、
以
て
宋
刊
の
旧
第
に
復
せ
り
」
（
『
鄭
堂
読
書
記
』
巻
六
五
「
世
説
新
語
補
四
巻
」
の
条
。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
の
補
記
）
、
ま
た
「
惟
だ

(7
) 

呉
興
凌
初
成
の
原
刻
の
み
、
悉
く
古
本
を
遵
る
」
（
承
徳
堂
刊
『
世
説
新
語
補
四
巻
』
康
照
十
五
年
章
紋
序
）
等
と
、
お
お
む
ね
凌
濠
初
の

功
を
評
価
す
る
。
け
れ
ど
も
同
じ
「
鄭
堂
読
書
記
』
が
、
「
尚
お
未
だ
俗
を
免
れ
る
こ
と
能
わ
ず
」
（
巻
六
三
「
世
説
新
語
三
巻
」
の
条
）と

不
満
を
も
ら
す
の
は
、

そ
の
刊
本
が
「
旧
本
」
に
は
無
い
要
素
を
付
加
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

冒
頭
に
記
し
た
ご
と
く
、
鼓
吹
本
は
『
世
説
新
語
』
三
巻
に
『
世
説
補
』
四
巻
を
併
せ
て
一
映
と
し
た
書
で
あ
る
。旧
本
か
ら
鼓
吹
本
へ



と
付
加
さ
れ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
世
説
補
』
四
巻
と
、

き
ら
に
『
世
説
新
語
』
三
巻
の
欄
上
に
附
刻
さ
れ
た
評
、

と
こ
ろ
で
『
世
説
新
語
』
三
巻
の
前
附
け
に
は
眉
批
の
諸
家
名
を
列
挙
し
て
「
鼓
吹
諸
家
姓
氏
」
（
傍
点
筆
者
）

た
『
世
説
補
』
四
巻
の
各
巻
首
に
も
「
世
説
新
語
補
巻
之
幾
鼓
吹
一
」
と
題
す
る
こ
と
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
眉
批

で
あ
っ
た
。

と
言
い
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
序
題
で
あ
る
「
世
説
新
語

鼓
吹
」
の
「
鼓
吹
」
は

そ
も
そ
も
「
鼓
吹
」
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う

こ
れ
ら
眉
批
と
『
世
説
補
』
を
指
す
語
と
知
れ
る
。
で
は
、

力、

序
に
は
、
「
鼓
吹
と
は
『
世
説
』
の
語
に
取
り
て
之
れ
を
名
づ
く
な
り
。
按
ず
る
に
、
孝
標
は
鼓
吹
を
解
し
て
羽
翼
と
為
せ
り
」
と
あ
り
、

『
世
説
新
語
』
文
学
篇
の
「
三
都
二
京
、五
経
鼓
吹
」
に
劉
孝
標
が
「
羽
翼
」
す
な
わ
ち
補
助
す
る
の
意
と
注
す
る
の
に
よ
っ
て
命
名
し
た
、

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
眉
批
と
『
世
説
補
』
は
、
旧
本
「
世
説
新
語
」
を
補
助
す
る
と
い
う
役
割
を
担
い
、
敢
え
て
鼓
吹
本
に
附

さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
下
、
眉
批
か
ら
順
に
や
や
詳
し
く
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「
鼓
吹
諸
家
姓
氏
」
に
は
、
「
世
説
新
語
』
評
を
も
っ
て
小
説
評
点
の
開
祖
と
さ
れ
る
宋
の
劉
辰
翁
の
ほ
か
、
明
人
十
一
名
と
そ
の
引
用
書

目
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

お
よ
そ
古
今
の
主
要
な
『
世
説
新
語
』
評
を
集
大
成
し
た
も
の
と
知
れ
る
。
今
、
巻
上
之
上
の
眉
批
を
数
え
る

王
世
啓
三
十
三
、
凌
濠
初
三
十
、
劉
本
註
三
十
、
王
世
貞
と
楊
慎
各
二
、
そ
の
他
六
と
、

と
、
劉
辰
翁
八
十
六
条
を
最
多
と
し
て
、
以
下
、

ほ
ほ
上
位
四
名
の
評
で
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、

し
か
も
相
当
数
配
さ
れ
て
い
る
点
は

こ
こ
に
濠
初
自
身
の
評
が
、

注
目
さ
れ
る
。

本
文
に
評
や
圏
点
を
附
刻
す
る
「
評
点
本
」
は
、
宋
代
に
始
ま
り
明
代
に
は
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
明
末
に
至
っ
て
凌
氏

(9
) 

ら
が
刻
す
よ
う
に
な
る
套
印
本
の
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
形
式
と
も
な
っ
た
。
現
在
確
認
で
き
る
凌
濠
初
刻
本
お
よ
そ
三
十
種
の
す
べ
て
は
、

墨
印
・
套
印
を
間
わ
ず
こ
の
評
点
本
で
あ
り
、
評
は
彼
の
刻
書
に
お
い
て
一
貫
し
て
重
要
か
つ
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

宇
4
F
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う
。
し
か
し
な
が
ら
凌
濠
初
自
身
が
評
を
附
し
た
書
と
な
る
と
、
そ
の
数
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。
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管
見
の
限
り
凌
濠
初
評
を
附
す
書
は
、
凌
刻
本
以
外
の
刊
本
を
入
れ
て
も
全
部
で
七
種
、
し
か
も
こ
の
う
ち
四
種
は
自
著
で
あ
り
、
鼓
吹

本
の
ご
と
く
名
家
に
よ
る
既
存
の
評
が
あ
る
中
で
彼
自
ら
が
筆
を
執
っ
た
の
は
、
他
に
『
西
廟
記
』
『
琵
琶
記
』
の
戯
曲
本
二
種
が
あ
る
の

（
叩
）
わ
れ
あ
ぎ
な
た
令
い

み
で
あ
る
。
鼓
吹
本
に
は
「
不
倭
濠
初
、
字
は
初
成
も
聞
に
一
二
の
都
見
の
例
有
り
。
諸
君
子
に
従
い
字
を
上
方
に
構
す
」
（
「
鼓
吹
諸
家

姓
氏
」
）
、
あ
る
い
は
「
諸
家
の
指
陳
も
皆
、
余
離
を
発
明
す
る
に
足
れ
り
。
不
倭
の
参
孜
も
頗
る
亦
功
有
ら
ん
」
（
凡
例
）と、
そ
の
『
世

説
新
語
』
諸
家
評
の
集
大
成
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
自
評
を
交
え
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
戯
曲
家
で
も
あ
っ
た
凌
濠
初
が
、
戯

曲
以
外
に
自
評
を
加
え
た
と
い
う
事
実
は
、
『
世
説
新
語
』
評
に
対
す
る
彼
個
人
と
し
て
の
関
心
の
高
き
、
特
別
な
こ
だ
わ
り
の
あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
も
う
一
つ
の
「
鼓
吹
」
、『
世
説
補
』
四
巻
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
各
巻
首
に
「
鼓
吹
ご
と
題
す
る
の
は
、
」
れ
が
「
鼓
吹
の
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部
」
で
あ
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
「
世
説
補
』
一
辺
倒
の
状
況
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
は
ず
の
凌
濠
初
が
こ
れ
を
附
刻
し
た
理
由
に
つ

い
て

序
文
に
は

ち
か

の
操
触
は
椿
葉
に
幾
し
。
其
の
『
世
説
（
補
）
』
を
以
て
『
世
説
』
を
乱
す
は
可
な
ら
ざ
る
も
、
其
の
『
世
説

わ
れ
ひ
と

（
補
）
』
を
以
て
『
世
説
』
と
為
す
は
可
な
れ
ば
、
余
は
特
に
録
し
て
別
巻
と
為
せ
り
。
臨
川
は
一
え
に
其
の
旧
に
因
り
、
元
美
の
改
窟

お
わ

せ
し
も
の
は
故
に
復
し
、
元
美
の
斐
除
せ
し
も
の
は
収
め
畢
れ
り
。

元
美
（
王
世
貞
）

と
、
「
世
説
補
』
は
「
椿
葉
」
つ
ま
り
物
マ
ネ
に
よ
っ
て
真
を
乱
す
も
の
な
の
で
、
世
説
新
語
』
と
一
つ
に
合
わ
せ
て
お
く
の
は
い
け
な
い

が
『
世
説
』
と
す
る
の
は
構
わ
な
い
、
そ
こ
で
『
世
説
新
語
』
の
方
は
旧
本
通
り
に
戻
し
、
『
世
説
補
』
は
特
別
に
別
巻
に
収
録
し
た
と
説

明
し
て
い
る
。
『
世
説
補
』
が
本
来
二
十
巻
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
凌
濠
初
は
そ
こ
か
ら
『
世
説
新
語
』
の
本
文
と
重
複
す
る
箇



所
を
除
き
、
残
り
を
四
巻
と
し
て
『
世
説
新
語
』
に
配
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
言
い
分
に
は
『
世
説
補
』

の
積
極
的
意
義
が
何
ら
語
ら
れ
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
も
と

よ
り
詣
晦
の
辞
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
序
文
冒
頭
に
「
余
は
慨
然
と
し
て
旧
を
思
う
も
、
顧
み
て
新
を
喜
ぶ
者
の
口
、

時
の
耳
目
を
満
た
き
ざ
る
を
恐
る
」
（
前
出
）
と
『
世
説
補
』
人
気
へ
の
脅
威
を
告
白
し
た
の
は
、
は
か
な
ら
ぬ
凌
濠
初
そ
の
人
だ
っ
た
か

ほ
と
ん
た
だ
か

ら
で
あ
る
。
「
幾
ど
百
年
来
家
絃
戸
請
さ
れ
、
梨
裏
（
版
木
）
は
音
に
数
十
た
ぴ
易
え
る
の
み
な
ら
ず
」
（
『
世
説
新
語
補
』
康
照
十
五
年
章

お
も

紋
序
）
と
い
う
ほ
ど
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
、
凌
濠
初
は
刊
行
者
と
し
て
看
過
で
き
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
な
お
、
序
文
に
は
き
ら
に
「
意

う
に
元
美
は
『
世
説
」
を
羽
翼
す
る
に
足
れ
ど
も
、
『
世
説
』
に
は
非
ざ
る
な
り
。
合
わ
さ
れ
ば
両
つ
な
が
ら
傷
つ
き
、
離
れ
れ
ば
並
に
美

み
だ

は
鶏
肋
な
り
。
之
れ
を
剛
す
る
は
惜
し
む
可
く
、
之
れ
を
留
め
れ
ば
親
ち
凋
れ
る
。
枯
出
し
て
別
映
と
為
せ

し

ま
た
凡
例
に
も
「
「
補
』

き
て
以
上
に
よ
り
、
鼓
吹
本
の
出
版
が
当
時
「
世
説
新
語
』
版
本
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
鼓
吹
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り
」
と
『
世
説
補
』
附
刻
の
理
由
を
述
べ
る
が
、
そ
の
内
容
は
先
の
消
極
的
言
の
く
り
返
し
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

本
に
お
け
る
「
鼓
吹
」
の
実
体
は
、
お
そ
ら
く
は
、
も
っ
ぱ
ら
眉
批
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
お
よ
そ
確
認
さ
れ
た
。
『
世
説
補
」
の
盛

の
衰
退
に
つ
い
て
は
、
他
の
資
料
に
も
同
様
の
記
述
が
見
え
、
明
末
が
『
世
説
新
語
」
旧
本
に
と
っ
て
受
難
の
時

行
に
伴
う
『
世
説
新
語
』

代
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
遥
か
貌
晋
を
内
容
と
す
る
『
世
説
新
語
』
よ
り
も
、
宋
元
と
い
う
、
明
代
か
ら
見
た
「
近

代
」
に
ま
で
時
代
を
広
げ
て
そ
の
精
粋
を
集
め
た

『
世
説
補
』の
ほ
、
フ
が
、よ
り
読
者
の
興
味
を
引
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
こ
、
っ
l
v
た

（
口
）

で
あ
る
。

「
世
説
補
』
の
流
行
は
中
国
の
み
な
ら
ず
日
本
や
朝
鮮
に
も
及
び
、
そ
の
文
化
に
広
範
な
影
響
を
与
え
た
の
は
周
知
の
事
実

し
か
し
凌
濠
初
も
述
べ
る
よ
う
に
、
『
世
説
新
語
』
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
折
か

(296) 



ら
の
出
版
文
化
隆
盛
の
波
に
も
乗
り
、

の
流
行
に
触
発
さ
れ
た
「
改
編
さ
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
が
次
々
と
出
版
さ
れ
た
の
も
こ
の

『
世
説
補
』

時
代
で
あ
っ
た
。
外
で
も
な
い
鼓
吹
本
自
体
、
「
眉
批
」
を
加
え
『
世
説
補
』
を
附
す
と
い
う
点
で
は
そ
う
し
た
版
本
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
点
を
当
時
の
『
世
説
新
語
」
諸
本
の
中
で
具
体
的
に
と
ら
え
直
し
、
鼓
吹
本
出
版
の
背
景
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
加
え
た

し 3
0 

明
代
刊
行
の
『
世
説
新
語
』
は
改
編
の
手
を
加
え
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
版
本
の
特
徴
も
一
様
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は

評
点
の
有
無
に
よ
り
「
普
通
本
系
」
、
「
批
点
本
系
」
と
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
分
け
、
日
本
の
内
閣
文
庫
（
内
）
、
東
大
東
洋
文
化
研
究
所

上
述
の
ご
と
く
、

（
東
）
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
（
人
）
、
中
国
の
北
京
図
書
館
（
北
）
、
北
京
大
学
図
書
館
（
北
大
）
、
上
海
図
書
館
（
上
）
等
に
蔵
さ
れ
る

明
刊
本
『
世
説
新
語
』
を
、
刊
年
の
わ
か
る
も
の
は
そ
の
順
に
列
記
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
番
号
が
同
じ
も
の
は
同
版
で
あ
り
、
ま
た
覆
刻

の
関
係
に
あ
る
書
は
知
見
の
限
り
で
そ
の
旨
を
注
記
し
た
。

＊
印
を
附
す
所
蔵
機
関
名
は
『
中
国
古
籍
善
本
書
目
』
の
記
載
に
拠
る
。

A
普
通
本
系

① 

（
中
国
科
学
院
図
書
館
＊
）

正
徳
四
年
越
俊
刊

八
巻

②
a

嘉
靖
十
四
年
呉
郡
哀
襲
趣
堂
刻
刊

（
人
・
上
）

三
巻

b

万
暦
四
年
雲
間
王
氏
湘
雲
堂
修
補

上

巻

③ 

（
静
嘉
堂
文
庫
・
北
大
）

嘉
靖
四
十
五
年
太
倉
曹
氏
沙
渓
覆
②
a

重
刊

三
巻

④ 

嘉
靖
問
毛
氏
金
亭
覆
②
a

重
刊

三
巻

北
大
）
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⑤ 

万
暦
七
年
管
大
勲
刊

三
巻
（
北
）

八
巻

無
注
巾
箱
本

北
・
北
大
）

⑥ 

万
暦
二
十
四
年
呉
瑞
徴
序
刊

三
巻

上
* 

⑦ 

万
暦
二
十
五
年
越
氏
野
鹿
園
刊

三
巻

上

⑧ 

万
暦
三
十
二
年
楚
藩
覆
②
a

重
刊

中
国
西
北
大
学
＊

巻

早
稲
田
大
・
北
・
北
大

⑨ 

万
暦
三
十
二
年
部
原
岳
刊

三
巻

上

東！？上

北
大

⑬ 

六
巻

『
世
説
新
語
」
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
主
要
な
機
関
が
蔵
す
る
も
の
で
こ
れ
だ
け
の
種
類
が
あ
り
、

地
域
は
、
江
蘇
｜
｜
ふ
宙

a
、

b

③
⑥
⑬
、
斯
江
｜
｜
⑤
⑫
⑬
、

⑬ 

万
暦
三
十
七
年
周
氏
博
古
堂
覆
④
重
刊

。

万
暦
間
覆
②
a

重
刊

六
巻

し
か
も
そ
の
大
部

分
が
旧
本
通
り
三
巻
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鼓
吹
本
等
資
料
の
記
述
に
照
ら
し
て
や
や
意
外
な
印
象
で
あ
る
。

⑫ 

万
暦
間
新
安
呉
勉
皐
校
刊

六
巻

と
も
に
こ
の
時
代
出
版
の
盛
ん
で
あ
っ
た
土
地
と
し
て
知

そ
の
他
①
四
川
、
⑧
湖
北
、
⑨
福
建
と
、で

あ
る
他
は
、
⑧
は
藩
刻
本
、
ま
た
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
が

家
刻
本
（
自
費
出
版
書
）

万
暦
間
新
安
呉
中
桁
校
刊

以
上

評
点
の
無
い

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
詳
細
に
見
れ
ば
、
⑬
が
坊
刻
本
（
商
業
出
版
書
）

と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
広
く
流
布
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
凌
濠
初
が
鼓
吹
本
の
出

版
を
企
図
し
た
万
暦
間
に
あ
っ
て
『
世
説
新
語
』
は
、

旧
本
の
ま
ま
、

ま
た
は
そ
れ
に
近
い
刊
本
は
趣
味
的
に
刊
行
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
商
業

こ
こ
か
ら
も
お
お
よ
そ
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
覆
刻
の
目
立
つ
②a

ベ
ー
ス
に
乗
る
ほ
ど
の
人
気
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
が

哀
楽
嘉
趣
堂
刻
本
（
四
部
叢
刊
収
）
は
先
述
し
た
通
り
、
南
宋
刊
本
の
重
刻
本
で
、
以
後
刊
行
さ
れ
る
『
世
説
新
語
」
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
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こ
の
系
統
に
出
る
と
き
れ
る
善
本
で
あ
る
。
そ
の
覆
刻
本
が
多
い
の
は
、
こ
れ
が
早
く
か
ら
珍
重
き
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

で
は
次
に
、
鼓
吹
本
を
含
む
評
点
を
附
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

(293) 

B

批
点
本
系

(2) (1) 

万
暦
九
年
序
（
喬
懸
敬
）
刊

（
万
暦
十
年
）
呉
興
凌
漏
初
校
覆
川
重
刊

王
世凡
貞7 巻

警五
怒
t比
占

（
中
国
南
京
図
書
館
）

三
巻

王
世
態
批
点

上

（
内
・
北
・
上
）

万
暦
十
四
年
余
碧
泉
覆
ω
重
刊

凌
漏
初
校

八
巻

(6) (5) (4) (3) 
a 
呉
興
｛麦
j競
争刀
刊

凌
濠
初
訂

劉
辰
翁
等
批
稗

（
人
・
上
）

万
暦
間
旦
ハ
輿
凌
濠
初
刊
三
巻
附
補
四
巻

（
内
・
東
・
上
）

『
劉
須
渓
評
黙
九
種
書
』
収

劉
辰
翁
批
稗

天
啓
三
年
序
（
韓
敬
）
小
築
刊

三
巻
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四
色
套
印
本

（
上
）

六
巻

劉
辰
翁
等
批
点

b

呉
興
凌
漏
初
修
補

四
色
套
印
本

（
内
・
北
・
北
大
・
上

八
巻

劉
辰
翁
等
批
点

(7) 

張
懲
辰
刊

劉
辰
翁
等
批
点

（
上

張
感
辰
訂

八
巻
附
補
四
巻

(8) 

王
世
態
批
点

上

覆
ω
重
刊

八
巻

劉
辰
翁
批
稗

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
凌
濠
初
が
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
、
巻
数
を
水
増
し
し
、

旧
本
に
改
編
を
加
え
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
に

b

や
そ
の
覆
刻
本
ω
側
、

系
統
に
お
け
る
凌
氏
刻
本
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

さ
ら
に
は
的
も
凌
氏
刻
本
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
こ
の

も
、
凌
氏
刻
本
四
種

ω
山
則
的
問
a

、

今
、
評
点
に
注
目
し
て
み
る
と
、
附
鼓
吹
本
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
ω
i
ω
が
王
世
懲
批
点
の
み
を
附
す
の
に
対
し
、
鼓
吹
本
以
降
の
テ
キ

ス
ト
は
ひ
と
し
く
劉
辰
翁
評
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
劉
辰
翁
ご
二
三
二
｜
一
二
九
七
）
、
字
は
舎
孟
、
競
は
須
渓
、
江
西



吉
安
の
人
、
南
宋
景
定
三
年
の
進
士
。
元
代
を
代
表
す
る
評
点
家
で
あ
り
、明
代
に
は
そ
の
主
要
な
評
点
本
を
ま
と
め
た
伺
『
劉
須
渓
評
貼

九
種
書
』
が
出
版
さ
れ
る
な
ど
、
人
気
の
高
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
凌
濠
初
が
そ
の
刻
書
活
動
に
お
い
て
、
劉
辰
翁
評
点
本
を
意
識
的

（
同
）

に
収
集
出
版
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
以
前
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
鼓
吹
本
は
そ
う
し
た
彼
の
刻
書
の
方
向

性
が
ご
く
初
期
の
段
階
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

b

、
ま
た
例
も
凌
濠
初
評
が
配
さ
れ
、
鼓
吹
本
に
拠
っ

（
凹
）

た
こ
と
の
確
か
な
刊
本
で
あ
る
。
な
お
山
間
は
韓
敬
序
に
よ
っ
て
楊
識
西
の
刊
行
と
知
れ
る
が
、
杜
信
字
編
「
明
代
版
刻
綜
録
」
に
よ
れ
ば
楊

き
て
、

こ
れ
ら
の
う
ち
刊
行
時
期
が
特
定
で
き
な
い
倒
は
措
く
と
し
て
、
仙
川
a

、

識
西
は
凌
氏
と
同
じ
呉
興
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
そ
の
刊
行
に
際
し
鼓
吹
本
の
存
在
は
当
然
意
識
さ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
、
っ
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
は
明
代
に
お
け
る
『
世
説
新
語
』

へ
の
劉
辰
翁
評
の
附
刻
が
、
鼓
吹
本
の
出
版
を
機
と
し
て
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

-77-

っ
た
可
能
性
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

わ
ず
か
十
種
足
ら
ず
の
現
存
テ
キ
ス
ト
の
み
で
速
断
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
が

全
く
の
憶
測
と
も
思
わ
れ
な
い
の
は
、
当
の
鼓
吹
本
の
凡
例
に
「
「
世
説
』
は
補
剛
を
為
す
も
の
に
は
、
遂
に
須
渓
の
批
無
し
。
今
、須
渓

本
を
孜
じ
上
方
に
増
入
す
」
と
い
う
一
則
が
見
え
、

少
な
く
と
も
凌
濠
初
の
知
る
範
囲
で
は
、
当
時
流
通
し
て
い
た
改

（
加
）

の
中
に
劉
辰
翁
評
を
附
す
テ
キ
ス
ト
は
す
で
に
無
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
的
問
套
印
本
の
凌
誠
初
序
文
に
は
、
喝
夢
禎
秘

む
か
し

蔵
の
劉
辰
翁
・
劉
謄
登
両
家
批
注
本
を
入
手
し
て
鼓
吹
本
を
刊
行
し
た
凌
濠
初
が
、
「
向
年
嚢
簡
残
編
巳
に
娘
燈
と
成
る
も
、
今
其
の
全
き

を
搾
掠
す
る
を
獲
た
り
。
良
に
快
事
為
り
」
と
「
欣
然
と
し
て
」
言
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
右
の
凡
例
一
則
が
単
に
宣
伝
効
果
を
狙
っ
た

こ
れ
を
信
じ
れ
ば
、

編
本
『
世
説
新
語
』

だ
け
の
言
で
は
な
い
こ
と
の
傍
証
た
り
得
ょ
う
。

と
す
る
な
ら
ば
、
鼓
吹
本
へ
の
眉
批
の
附
刻
も
ま
た
、
「
世
説
新
語
』
テ
キ
ス
ト
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
の
一
面
を
敏
感
に
捉
え
、
反
映
(292) 



し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
兄
凌
漏
初
が
聞
い
た
「
良
に
快
事
為
り
」
と
い
う
濠
初
の
感
嘆
は
、
評
の
附
刻
も
鼓

吹
本
刊
行
の
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

い
み
じ
く
も
わ
れ
わ
れ
の
前
に
明
示
し
て
い
る
。
濠
初
に
と
っ
て
は
眉
批
の
附
刻
も
、

説
新
語
』
を
復
元
す
る
作
業
と
し
て
、
「
旧
本
」
に
返
す
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
旧
本
」への
回
帰
を
標
梼
し

つ
つ
、
眉
批
を
指
す
「
鼓
吹
」
の
語
を
と
く
に
序
に
冠
し
す
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
行
為
も
、
」
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
よ
く
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

以
上
、
鼓
吹
本
出
版
の
背
景
に
つ
い
て
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
も
う
一
つ
、
鼓
吹
本
の
凡
例
の
中
に
は
筆
者
が
か
ね

て
よ
り
不
明
に
思
っ
て
い
た
箇
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
一
別
で
あ
る
。

諸
書
に
は
評
有
る
可
か
ら
ず
。
評
は
沈
賛
為
り
、
指
枝
（
余
分
な
指
）
為
り
。
濁
だ
『
世
説
』
の
単
詞
片
語
の
み
、
本
も
と
是
れ

も
ち
ま
え
は
な

資
を
語
す
も
の
、
月
旦
陽
秋
（
人
物
批
評
）
な
れ
ば
鏡
舌
を
妨
げ
ず
。
（
中
略
）
前
賢
は
濁
だ
其
の
評
を
為
す
を
悪
め
ば
、
之
れ
に
易

え
る
に
鼓
吹
を
以
て
す
。
鼓
吹
は
評
に
非
ぎ
る
な
り
。

評
に
対
す
る
こ
の
否
定
的
発
言
が
、
鼓
吹
本
の
み
な
ら
ず
、
評
点
本
ば
か
り
を
刊
行
し
た
凌
濠
初
の
刻
書
の
実
状
に
全
く
そ
ぐ
わ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
体
、
評
点
本
の
凡
例
に
こ
の
よ
う
な
評
批
判
の
一
則
を
わ
ざ
わ
ざ
加
え
る
こ
と
自
体
は
な

は
だ
奇
妙
で
あ
り
、
何
よ
り
「
鼓
吹
は
評
に
非
ざ
る
な
り
」
と
は
余
り
に
牽
強
附
会
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
凌
濠
初
自
身
の
考
え
を
、少
な
く

と
も
率
直
に
反
映
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
「
評
を
為
す
を
悪
む
」
と
い
う
「
前
賢
」

の
存
在
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
当
時
彼
の
周
囲
に
、
評
に
対
し
て
批

世
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判
的
意
見
を
も
っ
人
物
が
い
た
こ
と
を
言
う
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
し
か
も
こ
こ
に
述
べ
る
ご
と
く
、

そ
の
「
前
賢
」
の
た
め
に
評
を
「
鼓

吹
」
に
替
え
た
と
す
れ
ば
、
実
は
「
鼓
吹
」
の
称
は
最
初
か
ら
「
評
」
の
代
替
語
と
し
て
、
「
前
賢
」
の
非
難
を
か
わ
す
た
め
に
掲
げ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
『
世
説
新
語
」
中
の
「
羽
翼
」
の
意
は
後
か
ら
の
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
凌
濠
初
の
刊
行
し

た
数
々
の
評
点
本
と
こ
の
凡
例
内
容
と
の
矛
盾
、
ま
た
「
前
賢
」
と
は
誰
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。

こ
の
疑
問
を
解
く
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
が
、
鼓
吹
本
が
高
暦
刊
本
で
あ
る
と
い
う
、
今
回
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実

に
よ
り
鼓
吹
本
は
凌
濠
初
が
刊
行
し
た
最
初
期
の
一
本
と
推
定
き
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
『
世
説
新
語
』
以
外
の
書
に
対
す
る
評
の

一
切
を
否
定
し
た
右
の
一
則
は
、
す
な
わ
ち
鼓
吹
本
が
、
彼
の
他
の
評
点
本
に
先
ん
じ
て
刊
行
さ
れ
た
確
証
と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
な

ら
ば
「
前
賢
」
は
、
そ
の
頃
の
彼
の
刻
書
活
動
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
人
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
人
物
と
思
わ
れ
る
の
が
王
梶
登

で
あ
る
。

の
人
。

一
生
布
衣
で
あ
っ
た
が
能
詩
で
知
ら
れ

文
徴
明
亡
き
あ

王
梶
登
（
一
五
三
五
｜
一
六
一
二
）
、
字
は
百
穀
、
武
進
（
江
蘇
省
）

の
文
壇
に
君
臨
す
る
こ
と
三
十
余
年
に
及
ん
だ
。
凌
氏
と
は
、
濠
初
の
父
で
や
は
り
多
く
の
刻
書
の
あ
る
通
知
（
嘉
靖
三

と
呉
門
（
蘇
州
）

十
五
年
の
進
士
）
以
来
の
付
き
合
い
で
、

れ
て
「
凌
大
夫
侍
」
を
撰
し
、

の
著
『
鳳
笠
閣
簡
抄
』
四
巻
を
刊
行
し
た
際
に
は
乞
わ

そ
こ
に
「
通
家
子
王
梶
登
」
と
署
す
な
ど
、
家
同
士
代
々
交
際
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
王
梶
登

迫
知
が
父
約
言
（
嘉
靖
十
九
年
の
挙
人
）

が
濠
初
の
た
め
に
序
を
撰
し
た
の
が
、
刊
年
の
わ
か
る
唯
一
の
万
暦
刊
本
と
し
て
先
に
紹
介
し
た
万
暦
三
十
四
年
二
六

O
六
）
金
陵
周
氏

刊
行
の
『
後
漢
書
纂
」
で
あ
る
。
時
に
濠
初
は
二
十
七
歳
、
父
通
知
の
死
に
よ
り
凌
家
の
主
人
と
な
っ
て
六
年
目
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、

の
王
梶
登
の
序
は
、
正
し
く
評
に
対
す
る
激
し
い
弾
劾
の
文
章
で
あ
っ
た
。

『
後
漢
書
纂
』
は
劉
宋
活
躍
の
正
史
『
後
漢
書
』
を
、
凌
濠
初
が
「
纂
」
す
な
わ
ち
摘
録
編
輯
し
た
書
で
あ
る
。
濠
初
を
幼
名
で
「
余
が
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友
凌
玄
房
」
と
呼
ぶ
王
梶
登
序
は
ま
ず
、
六
朝
人
が
漢
史
を
撰
し
た

と
『
漢
書
』
は
「
之
れ
を
一
分
増
せ
ば
則
ち
太
だ
長
く
、
之
れ
を
一
分
減
ぜ
ば
則
ち
太
だ
短
し
」
と
い
う
完
壁
な
も
の
な
の
で

『
後
漢
書
』
は
誤
り
も
多
く
「
纂
」
し
て
も
よ
い
が
、
漢
人
に
よ
る

『
史
記
」

「
纂
」
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
、
『
史
記
』
「
漢
書
』
に
対
す
る
「
纂
」
を
否
定
す
る
。つ
い
で
『
後
漢
書
纂
』
に
お
け
る
濠
初
の
功
を
宣

揚
し
て
か
ら
、
議
論
は
以
下
の
ご
と
く
再
び
『
史
記
』
『
漢
書
』
へ
と
戻
り

か
く
一
一
一
日
う
。

子
長
（
司
馬
遷
）
、

（
班
国
）

の
文
は
、
其
の
史
を
文
と
す
。
其
の
史
を
文
と

の
史
は
、
其
の
文
を
史
と
し
、
蔚
宗
（
沼
嘩
）

孟
堅

す
る
者
は
、
纂
せ
ら
る
る
は
文
に
在
り
て
史
に
在
ら
ず
、
故
に
之
れ
を
纂
す
る
は
可
な
り
。
其
の
文
を
史
と
す
る
者
は
、
纂
せ
ら
る
る

は
史
に
在
り
て
文
に
在
ら
ず
、

ば
、
史
氏
の
陽
九
に
厄
し
む
こ
と
甚
し
。

竺千
巳ほ略
lヨをふ 」J

害IJ；鳴
か呼
れ

史

「例
官量E L_ー

はあ竺
~~l主「
；纂

専ui 」

しぎ言
林

故

之
れ

問主
己る
組員は
臨3 可
否な

れら
ず

且
つ

ー一寸

評
林の
」書

に出
黙主づ
墨1 れ

支
」
ヲh
v。

「
例
」
は
文
体
を
論
じ
た
書
、
「
抄
」
と
「
纂
」
は
節
略
本
、
「
評
林
」
は
諸
家
評
の
集
成
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
無
事
の
歴
史
書
ひ
い
て
は

史
官
に
五
刑
を
科
す
悪
玉
と
さ
れ
、
ま
た
こ
こ
に
は
『
史
記
』
『
漢
書
』
は
事
実
を
記
す
「
史
」であ
っ
て
「
文
」
で
は
な
い
、
「
史
」
に
は

手
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
王
梶
登
の
文
章
観
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
と
よ
り
序
の
論
旨
は
『
史

記
」
『
漢
書
』
へ
の
批
評
行
為
を
非
難
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論
を
急
げ
ば

『
史
記
評
林
」
「
漢
書
評
林
』
『
史
記
纂
』
『
漢
書
纂
』
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ

こ
こ
に
攻
撃
を
受
け
て
い
る
の
が

ま
い
。
こ
の
う
ち
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
『
史
記
評
林
』
こ
そ
は
「
評
林
本
」
の
鴫
矢
で
あ
り
、
そ
の
影
響
は
明
末
の
白
話
歴
史
小
説
ま
で
及

（
お
）

ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
万
暦
年
刊
初
め
に
こ
れ
ら
の
書
を
次
々
と
編
輯
刊
刻
し
た
の
は
凌
稚
隆
、
迫
知
は
そ

の
長
兄
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
濠
初
の
叔
父
で
あ
っ
た
。
『
後
漢
書
纂
』
は
明
ら
か
に
叔
父
稚
隆
の
『
漢
書
纂
』
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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右
の
よ
う
な
序
を
書
い
た

王
梶
登
の
意
図
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

鼓
吹
本
の
刊
行
に
当
た
っ
て
こ
の
王
梶
登
序
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
右
に
見
え
る
「
陽
九
」

れ
た
現
状
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

の
語
が
鼓
吹
本
に
は
旧
本
の
置
か

（
叫
）

い
く
つ
か
の
語
句
の
引
用
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
若
く
し
て
父
を
亡
く

し
後
ろ
盾
を
失
っ
た
凌
濠
初
に
と
っ
て
、
文
壇
の
大
立
者
で
も
あ
っ
た
王
梶
登
の
存
在
は
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
公
私
に
わ
た
っ
て
影
響
を
受

け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
先
の
凡
例
で
の
苦
し
い
弁
解
は
、
こ
う
し
た
彼
の
立
場
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
弁
解
を
し
て
ま
で
評
を
附
刻
し
た
と
こ
ろ
に
、
鼓
吹
本
の
評
に
対
す
る
濠
初
の
並
々
な
ら
ぬ
執
着
が
改
め
て
確
認
き
れ
る

の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
後
漢
書
纂
』
は
王
梶
登
序
を
承
け
、
評
や
圏
点
は
「
並
に
敢
え
て
せ
ず
」
（
凡
例
）
と
す
る
が
、
実
は
鼓
吹
本
に
も
「
圏
点
」

は
附
さ
れ
て
い
な
い
。
濠
初
刻
本
の
中
で
圏
点
を
附
き
な
い
書
は
他
に
例
が
な
く
、
従
兄
漏
初
は
後
に
套
印
本
を
刊
行
し
た
理
由
を
、
鼓
吹

本
が
圏
点
を
欠
く
こ
と
が
「
未
だ
遺
珠
の
嘆
有
る
こ
と
を
免
れ
ず
」
（
套
印
本
『
世
説
新
語
』
序
）で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
評

と
圏
点
ふ
た
つ
な
が
ら
の
附
刻
は
、
凌
濠
初
も
き
す
が
に
少
し
気
が
引
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
王
梶
登
序
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
王
梶
登
が
非
難
す
る
「
史
」
を
「
文
」
と
見
な
す
意
識
は
、
「
文
は
必
ず
秦
漢
、
詩
は
必
ず
盛

（
お
）

唐
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
明
代
古
文
辞
派
に
始
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
『
史
記
評
林
」
『
漢
書
評
林
』
『
史
記
纂
』
に
古
文
辞
派

の
領
袖
王
世
貞
の
序
が
附
さ
れ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
で
王
世
貞
は
王
梶
登
と
親
し
い
交
際
の
あ
っ
た
こ
と
が

（
羽
）

知
ら
れ
、
し
か
も
『
穿
州
山
人
績
稿
』
巻
三
「
四
十
詠
」
に
、
詩
文
の
仲
間
・
同
類
と
見
な
す
「
四
十
子
」
の
一
人
と
し
て
王
梶
登
を
挙
げ

つ
ね
こ

興
文
白
締
歳
」
に
つ
い
て
、
「
賞
歎
恒
を
遜
ゆ
。
顧
み
る
に
五
子
の
列

て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
『
明
詩
記
事
』は
そ
の
詩
「
百
穀
命
世
才
、

に
録
き
ぎ
る
は
殊
に
解
す
可
か
ら
ず
」
（
己
畿
巻
十
六
「
王
梶
登
」
）と
、
王
梶
登
が
古
文
辞
派
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
「
五
子
」
に
列
せ
ら
れ

-81-(288) 



王
梶
登
が
文
学
観
の
上
で
古
文
辞
派
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
史
記
』
「
漢
書
』
に
対
す
る
先
の
発
言

や
、
李
翠
龍
選
『
唐
詩
選
』
に
参
評
を
加
え
て
い
る
こ
と
等
に
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
右
序
に
見
え
る
王
梶
登
の
主
張
は
、
古
文
辞
派
周
辺

て
い
な
い
の
を
詩
る
が
、

(287) 

の
人
士
の
間
で
も
「
文
」
に
対
す
る
意
識
に
は
か
な
り
較
差
の
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
最
後
に
鼓
吹
本
に
関
連
し
て
簡
単
に
記
せ
ば
、
明
代
ほ
ど
の
活
気
を
失
っ
た
清
代
刊
行
の

（
お
）

鼓
吹
本
は
承
徳
堂
、
賓
旭
斎
と
い
う
こ
つ
の
書
煙
か
ら
そ
の
覆
刻
本
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
共
に
、
『
世
説
補
』
に
『
世
説

『
世
説
新
語
』
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
て

新
語
』
を
附
刻
し
、
「
増
訂
世
説
新
語
補
」の
封
面
を
附
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
万
暦
問
、
本
家
『
世
説
新
語
」
の
衰
退
を
嘆
い

て
刊
行
さ
れ
た
鼓
吹
本
は
、
「
新
を
喜
ぶ
者
の
口

一
時
の
耳
目
を
満
た
ざ
る
を
恐
れ
」
て
附
刻
し
た

『
世
説
補
』
に
よ
っ
て
、
今
度
は
主

従
逆
転
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
清
人
の
前
に
再
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
ー
ー
と
の
テ
キ
ス
ト
を
し
て
「
宣
に
黒
白
を
識
る
者
の
為
す
所
な
ら

（
却
）

の
言
葉
を
、
凌
濠
初
は
果
た
し
て
い
か
な
る
感
慨
を
も
っ
て
聞
く
で
あ
ろ
う
か
。

82 

ん
や
」
と
磯
る
『
四
庫
提
要
』

、
迂

(1 
4 3 

凌
濠
初
の
刻
書
活
動
に
つ
い
て
は
、

十
集
）
参
照
。

鼓
吹
本
の
他
に
、
凌
滅
初
刻
『
世
説
新
語
八
巻
』
、
同
『
世
説
新
語
六
巻
』

ヲ
Q王

重
民
『
中
国
善
本
書
提
要
』
（
一
九
八
三
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
子
部
小
説
類
「
世
説
新
語
六
巻
」
の
条
。

『
後
漢
書
纂
』
の
ほ
か
刊
年
が
わ
か
る
も
の
に
は
順
に
、
天
啓
一
五
年
刊
『
東
域
禅
喜
集
』
（
套
印
本
）
、
天
啓
二
年
刊
『
詩
逆
』
、
崇
禎
一
五
年
刊

『
拍
案
驚
奇
』
、
崇
禎
二
年
刊
『
札
者
翁
』
、
崇
禎
三
年
刊
『
孔
門
両
弟
子
言
詩
翼
』
、
崇
禎
四
年
刊
『
聖
門
侍
詩
嫡
家
」
、
崇
禎
五
年
刊
『
二

刻
拍
案
驚
奇
』
が
あ
る
。

拙
論
「
明
末
呉
興
凌
氏
刻
書
活
動
考
｜
凌
濠
初
と
出
版
｜
」
（
一
九
九
八
年
、『
日
本
中
国
学
報
』
第
五

2 

（
四
色
套
印
本
）
、

（
四
色
套
印
本
）カf

あ

同
「
世
説
新
語
八
巻
』



5 

泰
昌
一
克
年
凌
啓
康
刊
の
套
印
本
『
蘇
長
公
合
作
』
の
凡
例
に
「
朱
評
之
錆
、
創
之
問
遇
五
」
と
あ
り
、
呉
興
で
の
套
印
本
刊
行
が
関
斉
依

（
競
は
遇
五
）
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
。
万
暦
四
十
四
年
刊
『
春
秋
左
惇
』
が
そ
の
書
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

王
世
貞
序
に
は
「
『
世
説
』
之
所
去
不
過
十
之
二
、
而
『
何
氏
』
之
所
采
則
不
過
十
之
三
耳
」
と
あ
る
。

東
京
内
閣
文
庫
蔵
本
に
よ
る
。

眉
上
の
按
語
に
よ
る
と
「
劉
本
註
」
と
し
た
の
は
劉
謄
登
本
中
に
載
せ
る
も
の
で
、
｛
木
劉
謄
登
の
白
注
か
劉
孝
標
の
原
注
か
が
は
っ
き
り
し

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

評
点
に
つ
い
て
は
高
津
孝
「
宋
元
評
点
考
」
（
一
九
九
一
年
、
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要
『
人
文
学
科
論
集
』
第
三
一
号
）
、
同
「
明
代
評

点
考
」
（
一
九
九
七
年
、
『
東
方
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
東
方
皐
論
集
』
）
参
照
。

凌
濠
初
が
評
を
附
す
白
著
四
種
は
、
戯
曲
本
の
『
識
英
雄
紅
梯
奔
揮
配
』
と
『
南
音
三
績
』
、
小
説
「
二
拍
」
が
あ
る
。

明
末
張
感
辰
訂
刊
「
世
説
新
語
八
巻
』
王
思
任
序
に
は
「
白
穿
州
伯
仲
補
批
以
来
、
欲
極
玄
暢
而
績
尾
漸
殻
聾
漸
失
、
『
新
語
』
遂
不
能
自

主
」
、
ま
た
道
光
七
年
紛
欣
閣
刊
『
世
説
新
語
三
巻
』
周
心
如
序
に
も
「
其
書
（
リ
『
世
説
補
』
）
盛
行
而
『
世
説
』
原
本
侍
者
寝
少
」
と
見

え
る
。

大
矢
根
文
次
郎
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
世
説
新
語
に
つ
い
て
」
（
一
九
八
三
年
、
『
世
説
新
語
と
六
朝
文
学
』
収
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
。

ま
た
問
寛
東
『
中
国
古
典
小
説
在
韓
国
之
伝
播
』
（
一
九
九
八
年
、
学
林
出
版
社
）
第
二
章
「
版
本
考
略
」
お
よ
び
二
四
一
頁
、
四
一
二
頁

参
照
。

王
能
憲
『
世
説
新
語
研
究
」
（
一
九
九
二
年
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
）
第
二
章
「
《
世
説
新
語
》
的
版
本
、
筆
注
輿
批
貼
」
に
お
け
る
分
類
を
参

考
と
し
た
。

東
文
研
蔵
本
は
、
そ
の
内
容
と
合
わ
な
い
「
劉
須
渓
先
生
纂
輯
／
世
説
新
語
補
／
三
畏
堂
梓
行
」
の
封
面
を
持
つ
。
し
か
し
韓
国
高
麗
大
学

漢
籍
目
録
に
も
同
封
面
の
呉
中
桁
刊
本
が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
簡
単
に
誤
配
と
は
言
い
難
い
。
な
お
北
京
師
範
大
学
図
書
館
の
書
目
に
も
三

畏
堂
刊
の
『
世
説
新
語
六
巻
』
が
著
録
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
呉
中
桁
刊
本
か
否
か
は
不
明
。

こ
の
刊
本
が
凌
漏
初
套
印
本
の
序
に
見
え
る
官
刻
本
「
珠
章
刻
本
」
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
拙
論
「
呉
興
凌
氏
刻
『
世
説
新
語
』
四
種

に
つ
い
て
」
（
二0
0
0

年
、
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
十
二
集
）
で
論
じ
た
が
、
そ
の
後
、
上
海
図
書
館
に
蔵
さ
れ
るω
と

ω
の
刊
本
を

調
査
し
、
二
本
が
覆
刻
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
刊
年
の
近
い
江
西
布
政
司
刊
本
で
あ
る
万
暦
六
年
刊
「
古
文
需
』
十
六
(286) 
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巻
と
そ
の
後
修
本
、
お
よ
び
万
暦
七
年
刊
『
山
谷
老
人
万
筆
』
二
十
巻
に
附
刻
さ
れ
る
刻
工
名
が

ω
の
そ
れ
と
多
く
共
通
す
る
こ
と
も
更
に

確
認
さ
れ
、
料
紙
（
白
棉
紙
）
の
特
徴
も
含
め
、
こ
れ
が
「
環
章
刻
本
」
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

凌
読
初
刊
套
印
本
『
世
説
新
語
』
（
削a

、

b

）
序
に
「
壬
午
秋
、
嘗
命
之
梓
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

東
文
研
本
、
上
海
図
書
館
本
は
と
も
に
単
行
本
と
し
て
蔵
き
れ
、
ま
た
封
面
も
失
わ
れ
て
い
る
が
、
内
閣
文
庫
癒
『
劉
須
渓
評
貼
九
種
書
』

中
の
『
世
説
新
語
』
と
同
版
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
天
保
二
年
（
一
八
三
ご
覆
刻
刊
行
さ
れ
た
和
刻
本

（
官
版
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
専
ら
『
世
説
補
』
が
流
行
し
た
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
、
唯
一
和
刻
さ
れ
た
『
世
説
新
語
』
で
あ
る
。

注
（1
）
所
掲
論
文
。

東
京
内
閣
文
庫
蔵
本
の
封
面
に
見
え
る
「
小
築
」
が
、
楊
識
西
の
室
名
（
あ
る
い
は
書
坊
名
）
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
不
明
。
小
築
が
、
天

啓
三
年
楊
識
西
刊
本
を
重
刻
し
た
刊
本
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

現
在
所
在
が
確
認
で
き
る
劉
辰
翁
評
『
世
説
新
語
』
の
な
か
で
鼓
吹
本
よ
り
確
実
に
古
い
も
の
で
は
、
東
京
内
閣
文
庫
蔵
の
元
刊
八
巻
本
が

あ
る
。
阿
部
隆
一
『
中
国
訪
書
志
』
（
一
九
七
六
年
、
汲
古
書
院
）
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
劉
雁
登
の
校
刊
本
に
劉
辰
翁
の
批
語
を
補
入
増
刻

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
小
侍
』
丁
集
中
。

こ
の
他
、
通
知
が
編
纂
刊
行
し
た
万
暦
七
年
刊
『
古
今
寓
姓
統
譜
』
百
四
十
巻
、
万
暦
十
年
刊
「
国
朝
名
公
翰
藻
』
五
十
二
巻
に
は
序
を
附

し
、
ま
た
万
暦
三
年
刊
「
国
朝
名
世
類
苑
』
四
十
六
巻
と
『
古
今
高
姓
統
譜
』
で
は
校
訂
の
一
部
を
手
伝
っ
て
い
る
。
な
お
凌
氏
と
王
梶
登

の
関
係
に
つ
い
て
は
荒
木
猛
「
凌
濠
初
の
家
系
と
そ
の
生
涯
」
（
一
九
八
O
年
、
『
文
化
』
第
四
四
巻
第
一
・
二
号
）
に
指
摘
が
あ
る
。

注
（9
）
所
掲
高
津
孝
「
明
代
評
点
考
」
、
丸
山
浩
明
「
評
林
本
隆
盛
史
略
」
（
一
九
九
五
年
、
二
松
学
舎
大
学
『
人
文
論
叢
』
第
五
十
四
輯
）

参
照
。

鼓
吹
本
の
「
評
者
為
沈
賛
、
為
指
枝
」
（
凡
例
）
、
「
鶴
頚
遂
短
、
自
冗
頚
遂
長
」
（
同
）
お
よ
び
「
合
而
両
傷
、
離
而
並
美
」
（
序
）
は
、
そ
れ

ぞ
れ
王
序
の
「
研
癌
磯
晶
之
余
」
「
亮
非
鶴
績
、
既
不
両
傷
。
魚
以
熊
損
、
遂
濁
美
」
に
依
拠
し
て
い
よ
う
。

注
（9
）
所
掲
論
文
。

王
世
貞
「
穿
州
山
人
四
部
稿
』
に
は
王
梶
登
に
贈
っ
た
詩
や
書
簡
が
多
く
収
め
ら
れ
る
。
ま
た
『
列
朝
詩
集
小
侍
』
丁
集
中
「
王
較
書
梶

登
」
に
は
、
王
世
員
の
死
後
、
そ
の
息
子
士
繍
が
あ
る
事
件
に
連
座
し
て
獄
に
繋
が
れ
た
際
、
王
調
停
登
が
力
を
尽
く
し
て
こ
れ
を
救
援
し
た -84- (285) 
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（
幻
）

（
お
）

（
却
）

と
記
す
。

明
間
氏
刊
套
印
本
、
李
掌
龍
選
訂
、
王
梶
登
参
評
『
唐
詩
選
七
巻
町
上
海
復
旦
大
学
蔵
。

二
種
と
も
に
康
照
十
五
年
章
紋
序
を
附
す
。
な
お
賓
旭
斎
刊
本
は
韓
国
高
麗
大
学
の
漢
籍
目
録
に
著
録
が
見
え
る
。

『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一
四
三
子
部
小
説
家
類
存
目
「
世
説
新
語
補
四
巻
」
の
条
。

(284) 


