
「
残
唐
五
代
史
演
義
」

に
お
け
る
黄
集
物
語
に
つ
い
て

ー
|
〔
抄

一
明
末
に
出
版
さ
れ
た
小
説
「
残
唐
五
代
史
演
義
し
は
、

一
永
い
聞
に
亘
る
伝
説
説
話
の
集
大
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
黄

一
集
に
関
す
る
話
は
、
黄
巣
が
宝
剣
を
得
て
力
を
得
、
宝
剣
を
失
っ
て
落
命
す

童基

五
代
・
米
以
来
の

る
と
い
う
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、

7
K
代
史
平
話
」
や
「
目

蓮
三
世
宝
巻
し
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
書
に
お
け
る
黄
出
来
物

語
は
微
妙
に
異
な
る
。

小
論
で
は
、
ま
ず
こ
の
三
書
に
お
け
る
黄
山
果
物
語
の
差
異
に
つ
い
て
考
察

は
じ
め
に

所
謂
、
黄
山
栄
の
反
乱
は
、
唐
第
十
八
代
皇
帝
信
宗
の
乾
符
三
年
(
八
七
六
)
に

お
こ
り
、
中
和
四
年
(
八
八
四
)
六
月
雁
門
節
度
使
李
克
用
を
中
心
と
す
る
官
軍

に
追
わ
れ
、
山
東
泰
山
附
近
の
狼
虎
谷
で
黄
出
来
が
白
到
し
て
絶
命
す
る
こ
と
で
終

来
す
る
。
こ
の
問
、
応
明
元
年
(
八
八

O
)
十
二
月
に
、
五
十
万
の
兵
を
率
い
て

都
長
安
に
入
り
、
倍
宗
帝
に
代
っ
て
自
ら
皇
帝
と
な
り
、
国
号
を
斉
、
年
号
を
金

文
学
部
論
集

第
九
十
-
号
(
二

O
O七
年
三
月

荒

木

猛

し
、
こ
の
よ
う
な
黄
巣
物
語
は
ど
の
よ
う
に
作
り
出
さ
れ
た
か
、
席
末
五
代

よ
り
宋
に
か
け
て
の
筆
記
小
説
の
類
よ
り
こ
れ
を
追
跡
し
、
最
後
に
、
こ
の

黄
集
物
語
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

残
唐
五
代
史
演
義
、
黄
巣
物
語
、
宝
剣
と
僧
侶

伝
説
形
成

統
と
称
し
た
が
、
こ
の
黄
巣
の
天
下
も
三
年
と
は
続
か
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
か
つ
て
黄
巣
の
部
下
だ
っ
た
朱
全
忠
が
唐
に
代
っ
て
天
下
を
取
り
後

リ

ゾ

ン

キ

ヨ

ク

セ

キ

ケ

イ

ト

ウ

梁
と
い
う
同
を
立
て
た
の
を
皮
切
り
に
、
李
存
最
の
後
唐
・
石
敬
璃
の
後
晋
・

リ

ュ

ウ

チ

エ

ン

カ

ク

イ

劉
知
遠
の
後
漢
・
郭
威
の
後
周
と
五
つ
の
短
命
王
朝
が
め
ま
ぐ
る
し
く
か
わ
り
、

こ
れ
を
五
代
と
称
す
る
。
こ
の
後
、
後
周
朝
で
近
衛
軍
の
長
官
で
あ
っ
た
趣
医
胤

が
天
下
を
取
る
や
、
よ
う
や
く
安
定
し
、
こ
こ
に
南
北
両
宋
約
三
百
一
一
十
年
間
の

天
下
が
聞
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
て
、
北
宋
の
都
沖
京
や
南
宋
の
都
臨
安
の

五



「
残
唐
五
代
史
演
義
し
に
お
け
る
黄
築
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

猛

盛
り
場
で
は
、

さ
っ
そ
く
さ
き
の
五
代
で
活
躍
し
た
英
雄
豪
傑
に
関
す
る
話
を
お

も
し
ろ
く
語
っ
て
き
か
せ
る
講
釈
が
人
々
の
関
心
を
ひ
き
付
け
て
い
た
。
孟
元
老

の
「
東
京
夢
華
録
」
巻
五
に
よ
れ
ば
、
北
宋
の
都
沖
京
の
盛
り
場
で
は
、
戸
常
売

と
い
う
「
五
代
史
し
を
語
る
講
釈
の
専
門
家
の
居
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。

恐
ら
く
そ
の
中
で
黄
巣
の
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
手
懸
り
は
皆
無
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
五
代
に
関

す
る
講
釈
が
今
に
残
る
寸
三
国
志
演
義
」
や
「
水
諦
伝
」
な
ど
と
恐
ら
く
同
じ
よ

う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
明
代
に
な
っ
て
小
説
本
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
寸
残
唐
五
代
史
演
義
伝
」

で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
極
端
に
李
存
孝
と
い
う

一
人
の
英
雄
豪
傑
の
活
躍
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、

い
き
お
い
人
々
の

関
心
は
李
存
孝
に
向
い
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
十
字
存
孝
の
前
に
登
場
す
る
黄
山
来
に

も
李
存
孝
に
負
げ
じ
と
劣
ら
ぬ
興
味
尽
き
な
い
話
が
見
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
黄
集
の
反
乱
が
終
束
し
た
の
ち
、
黄
集
に
関
し
て
一
体
ど
の
よ
う

な
伝
説
説
話
が
生
れ
、

そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
残
唐
五
代
史
演
義

伝
L

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
の
か
、
主
に
こ
れ
を
、

五
代
・
宋
の
筆

記
小
説
な
ど
よ
り
た
ど
り
、

、A

3
、

・
刀
て

そ
う
し
た
伝
説
説
話
が
生
れ
た
意
味
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
黄
巣
物
語
の
概
要

か
つ
て
橋
本
発
氏
が
分
析
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
残
唐
五
代
史
演
義
伝
」
(
以
下
こ

れ
を
「
演
義
」
と
略
称
す
る
)
は
、
寸
五
代
史
平
話
L

(

以
下
こ
れ
を
「
平
話
L

と

略
称
す
る
)

を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
小
説
で
は
な
く
、

ま
っ
た
く
別
系
統
に
属

-'-ノ、

す
る
小
説
だ
と
い
う
の
が
今
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
首
一
袋
に
関
す
る
話
も
両
書

の
間
で
微
妙
に
異
な
る
。

ま
た
以
上
の
両
書
の
ほ
か
に
、
こ
れ
は
そ
の
成
立
時
期
が
不
明
だ
が
、
「
目
蓮

三
世
宝
巻
L

(

一
名
寸
黄
巣
宝
巻
」
、
以
下
こ
れ
を
「
宝
巻
L

と
略
称
す
る
)
と
し当

う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
中
に
も
黄
巣
に
関
す
る
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

併
せ
て
こ
れ
も
見
て
み
た
い
。

ま
ず
寸
演
義
」
中
の
黄
出
来
物
語
の
方
か
ら
見
て
み
よ
う
。

ー
、
塩
商
の
黄
宗
日
一
の
妻
は
、
妊
娠
し
て
二
十
五
ヶ
月
日
に
よ
う
や
く
一
男
子
を

産
み
、

し
か
も
そ
の
赤
児
の
醜
悪
な
顔
つ
き
に
驚
き
、

父
宗
旦
は
こ
れ
を
近
く

の
樹
林
の
鳥
の
集
の
中
に
棄
て
る
。
後
に
宗

H
が
こ
の
樹
林
の
近
く
を
通
り
か

か
っ
た
時
、

そ
の
赤
児
が
ま
だ
生
き
て
い
た
の
を
発
見
し
、
拾
っ
て
き
て
こ
れ

を
育
て
る
。
(
三
回
)

2
、
成
人
し
た
黄
巣
は
、
上
京
し
て
武
挙
試
を
受
験
す
る
が
、
顔
が
醜
い
と
い
う

こ
と
で
落
弟
の
憂
き
目
に
あ
う
。
失
望
し
た
彼
は
、
あ
る
酒
館
で
酔
い
に
ま
か

せ
て
壁
に
反
詩
を
書
き
、
こ
れ
が
も
と
で
お
尋
ね
者
と
な
る
。
(
三
回
)

3
、
長
安
域
外
の
蔵
梅
寺
の
住
職
法
明
長
老
は
、
あ
る
夜
現
わ
れ
た
二
匹
の
鬼
よ

り
、
間
も
な
く
こ
の
世
に
黄
山
呆
と
い
う
大
賊
が
現
わ
れ
、
庸
を
倒
し
八
百
万
人

の
命
を
奪
う
が
、
「
そ
の
前
に
あ
な
た
が
ま
ず
彼
の
剣
に
よ
っ
て
血
祭
り
に
あ

げ
ら
れ
る
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
(
三
回
)

4
、
果
し
て
後
、
黄
山
呆
が
当
局
か
ら
の
追
及
を
逃
が
れ
て
蔵
梅
寺
に
や
っ
て
来
る
。

あ
る
夜
寺
の
後
園
で
一
人
の
仙
女
よ
り
一
ふ
り
の
宝
剣
を
授
か
る
。

黄
出
来
は
、

(
四
回
)

5
、
黄
集
は
あ
る
日
、
自
ら
の
意
に
反
し
、
大
樹
の
ウ
ロ
に
隠
れ
て
い
た
法
明
長



老
を
、

か
の
宝
剣
で
斬
り
殺
し
て
し
ま
う
。
(
四
回
)

6
、
そ
の
後
、
黄
巣
は
太
行
山
に
誘
っ
て
朱
温
ら
と
合
流
し
、

や
が
て
長
安
に
攻

め
入
り
都
よ
り
信
宗
帝
を
追
い
出
し
、
自
ら
皇
帝
と
な
り
、
同
け
可
を
斉
、
年
号

を
金
統
と
す
る
。
(
五
回
)

7
、
あ
る
日
黄
出
来
は
、
長
安
の
街
を
間
歩
し
て
い
る
と
一
人
の
道
人
よ
り
宋
剣
の

返
却
を
迫
ら
れ
る
。
気
が
付
く
と
そ
れ
ま
で
腰
に
さ
し
て
い
た
混
庸
宝
剣
が
な

く
な
っ
て
お
り
、
道
人
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
(
十
八
回
)

8
、
後
、
晋
王
李
克
用
の
部
下
の
李
存
孝
の
猛
攻
に
よ
り
、
黄
巣
は
都
か
ら
追
放

さ
ん
ざ
ん
逃
げ
ま
わ
っ
た
あ
げ
く
、
滅
巣
山
ま
で
来
て
観
念
し
自
制
し

さ
れ
、

て
死
ぬ
。
(
二
十
回
)

以
上
が
、
「
演
義
し
に
お
け
る
黄
出
来
物
語
の
概
要
だ
が

一
読
し
て
気
付
か
れ

とる
0) こ
類と
似は
で、

あ酒
ろ館
う互の
。壁

反
詩
を
三主

く
な
ど

プ
ロ
ッ
ト
に
お
け
る
寸
水
漏
伝
」

次
に
、
「
平
話
」
中
に
お
け
る
黄
山
果
物
語
を
見
て
み
よ
う
。

ー
、
塩
商
の
黄
宗
旦
は
、
妻
が
一
つ
の
肉
球
を
産
み
落
し
た
の
で
、
こ
れ
を
不
祥

の
も
の
と
思
い
、

一
時
こ
れ
を
畑
に
棄
て
る
も
、
後
に
こ
れ
を
拾
っ
て
育
て
る
。

2
、
あ
る
日
黄
巣
は

一
道
士
よ
り
「
桑
門
剣
」
と
い
う
宝
剣
を
授
か
る
。

3
、
黄
巣
は
、

そ
の
後
武
挙
試
を
受
験
す
る
も
落
弟
し
、
宋
州
の
家
塾
朱
五
経
の

家
に
し
ば
ら
く
逗
留
し
三
人
の
息
子
達
の
遊
び
相
手
と
な
る
。

4
、
黄
集
は
、
あ
る

H
狩
り
を
し
弓
矢
で
一
羽
の
維
を
射
ち
落
す
。
そ
の
雁
の
口

ば
し
に
は
「
王
仙
芝
の
仲
間
に
入
る
べ
し
」
と
書
か
れ
た
紙
を
く
わ
え
て
い
た

の
で
、
黄
由
来
は
こ
れ
を
天
の
啓
示
と
み
る
。

5
、
黄
出
来
は
王
仙
芝
の
も
と
に
む
か
う
途
中
、
尚
譲
や
王
塔
さ
ら
に
は
か
つ
て
の

文
学
部
論
集

第
九
十
一
号
(
二

O
O七
年
一
二
月
)

朱
五
経
の
息
子
の
一
人
の
朱
温
ら
を
仲
間
に
加
え
、

と
も
に
王
仙
芝
の
反
乱
軍

に
参
加
す
る
。

6
、
黄
出
来
は
、
仲
間
と
と
も
に
都
に
攻
め
入
り
、
倍
宗
帝
を
追
い
出
し
、
自
ら
阜

帝
と
な
り
、
国
号
を
斉
、
年
号
を
金
統
と
す
る
。

7
、
皇
帝
と
な
っ
た
黄
巣
は
、

あ
る
夜
、
西
北
か
ら
無
数
の
カ
ラ
ス
が
飛
ん
で
き

て
自
分
の
冠
を
さ
ら
う
夢
を
見
る
。
醒
め
て
か
ら
、
こ
れ
は
十
字
克
用
の
カ
ラ
ス

軍
が
攻
め
て
く
る
予
兆
か
と
黄
出
来
は
警
戒
す
る
。

「
平
話
」
で
は
、
話
は
こ
の
後
も
っ
ぱ
ら
朱
全
忠
の
こ
と
に
移
っ
て
し
ま
い
、

黄
山
果
が
そ
れ
ま
で
携
え
て
い
た
宝
剣
を
な
く
し
た
と
か
、
都
か
ら
追
わ
れ
、
遂
に

は
自
制
す
る
に
至
る
こ
と
に
は
一
切
書
き
及
ん
で
な
い
。

さ
て
、
こ
の
寸
平
話
」
に
お
け
る
黄
巣
物
語
は
、
「
演
義
」

の
そ
れ
と
比
べ
て

大
部
違
う
こ
と
が
判
る
。

一
番
の
違
い
は
、
黄
出
来
が
誤
っ
て
蔵
梅
寺
住
職
を
宝
剣

で
斬
り
殺
し
て
し
ま
う
一
段
が
「
平
話
L

で
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま

た、

J
頑
義
L

で
見
ら
れ
た
「
水
器
伝
」
と
の
類
似
点
も
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
見

ら
れ
な
い
。

た
だ
黄
出
来
が
異
常
に
永
い
間
母
の
腹
の
中
に
あ
っ
た
後
一
個
の
肉
球
と
し
て
産

れ
た
為
、

父
親
が
こ
れ
を
妖
物
と
見
倣
す
個
所
は
、
「
封
神
演
義
」
を
読
ん
だ
人

な
ら
す
ぐ
に
「
封
神
演
義
」
十
二
回
に
お
け
る
明
町
誕
生
の
一
段
に
大
変
似
て
い

る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
父
親
が
産
れ
た
赤
児
を
捨
て
る
個
所

は
、
明
、
万
暦
刊
の
寸
三
教
源
流
捜
神
大
全
L

巻
五
の
か
太
歳
股
元
帥
。
の
条
に

似
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
肉
球
と
し
て
産
れ
出
た
の
は
明
町
で
は
な
く
、
股
の
対

王
と
差
皇
后
と
の
聞
に
産
れ
た
殿
郊
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
股
郊

の
場
合
も
、
父
材
王
か
ら
不
祥
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
一
旦
郊
外
に
棄
て
ら
れ
る
が
、

七



寸
残
府
五
代
山
人
演
義
し
に
お
け
る
黄
築
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

猛

金
鼎
化
身
中
真
一
人
に
よ
っ
て
拾
わ
れ
育
て
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
「
演

義
」
や
「
平
話
」
中
の
黄
悩
果
物
語
に
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
。

最
後
に
、
「
宝
巻
し
に
お
け
る
黄
叫
果
物
語
を
見
て
み
よ
う
。

ー
、
日
蓮
は
、
阿
鼻
地
獄
に
お
ち
て
い
る
母
に
会
っ
て
こ
れ
を
救
わ
ん
が
為
に
、

錫
杖
で
地
獄
の
門
を
破
り
、
八
百
万
の
孤
魂
を
こ
の
杭
に
放
出
し
て
し
ま
う
。

そ
の
結
果
、
目
蓮
は
罰
と
し
て
一
度
死
に
唐
末
の
黄
巣
に
生
れ
変
り
、
反
乱
を

通
じ
て
八
百
万
の
人
聞
を
殺
す
こ
と
で
さ
き
に
放
出
し
た
孤
魂
を
再
び
地
獄
に

回
収
す
る
こ
と
が
宿
命
づ
け
ら
れ
る
。

2
、
日
蓮
は
、
黄
宗
日
一
の
子
黄
集
と
し
て
生
れ
変
る
も
、

そ
の
顔
が
醜
悪
だ
っ
た

一
時
父
親
よ
り
棄
て
ら
れ
た
後
、
ま
た
育
て
ら
れ
る

0

3
、
長
安
域
外
蔵
梅
寺
住
職
の
了
空
和
尚
は
、
あ
る
夜
二
匹
の
鬼
よ
り
、
聞
も
な

の
で

く
黄
巣
が
乱
を
お
こ
し
二
百
万
人
の
人
命
を
奪
う
が
、

ま
っ
さ
き
に
自
分
が
そ

の
血
祭
り
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
驚
く
。

4
、
果
し
て
、
あ
る
日
こ
の
蔵
梅
寺
に
黄
出
来
が
や
っ
て
来
た
の
で
、
和
尚
は
彼
に

命
乞
い
を
す
る
と
、
黄
集
は
け
っ
し
て
和
尚
を
殺
さ
ぬ
と
誓
う
。

5
、
と
こ
ろ
が
、
黄
巣
は
あ
る
晩
寺
の
花
園
で
一
人
の
仙
女
よ
り
一
ふ
り
の
宝
剣

を
も
ら
い
、
後
に
そ
の
剣
で
大
樹
の
ウ
ロ
に
隠
れ
て
い
た
了
空
和
尚
を
誤
っ
て

斬
り
殺
し
て
し
ま
う
。

6
、
や
が
て
黄
巣
は
、
部
下
を
増
や
し
彼
等
を
率
い
都
長
安
に
攻
め
込
み
、

時

皇
位
に
つ
く
も
、

そ
の
後
李
存
孝
の
率
い
る
宵
軍
の
猛
攻
を
う
け
て
、
黄
山
呆
は

都
よ
り
逃
げ
出
す
。

7
、
逃
げ
て
鶴
谷
山
ま
で
来
る
と
、
黄
巣
の
目
の
前
に
一
人
の
男
が
立
ち
ふ
さ
が

っ
て
、
自
分
の
剣
を
返
せ
と
一
言
う
。
黄
出
来
は
腰
の
宝
剣
で
そ
の
男
に
斬
り
か
か

J¥、

ろ
う
と
す
る
と
、

そ
の
男
の
姿
ば
か
り
か
手
に
し
て
い
た
宝
剣
ま
で
も
が
瞬
時

に
消
え
る
。
そ
こ
で
黄
巣
は
死
を
覚
悟
し
自
ら
の
首
を
く
く
る
と
、

た
ち
ま
ち
次
の
長
安
市
内
の
某
属
殺
業
の
息
子
と
し
て
再
生
す
る
。

そ
の
魂
は

以
上
、
概
要
を
見
て
わ
か
る
通
り
、
こ
の
「
宝
巻
」
に
お
け
る
黄
集
物
語
は
、

「
平
話
」
の
そ
れ
よ
り
遥
か
に
「
演
義
」
の
そ
れ
に
近
い
。
な
に
よ
り
も
、
黄
巣

と
宝
剣
の
転
末
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
を
印
象
付
け
る
。
ま
た
、

蔵
梅
寺
を
詠
ん
だ
七
三
一
口
詩
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
ほ
か
、
首
(
集
が
誤
っ
て
寺
の

住
職
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
七
一
一
一
口
詩
も
大
変
似
て
い
る
。
た
だ
住
職
の
名
前

が
、
「
演
義
L

で
は
法
明
長
老
な
の
に
対
し
、
寸
末
巻
L

の
方
は
了
宅
和
尚
と
な
っ

て
い
る
違
い
は
あ
る
。

ま
た
寸
演
義
」
で
は
、
酒
館
の
壁
に
反
詩
を
書
く
と
か
、

太
行
山
に
発
る
と
い
っ
た
「
水
諦
伝
L

的
要
素
が
見
ら
れ
た
が
、
」
1
1

巻
」
で
は
、

か
わ
り
に
、
宗
教
書
ら
し
く
黄
巣
が
反
乱
を
お
こ

こ
れ
ら
の
要
素
は
一
切
な
く
、

し
て
八
百
万
人
の
人
命
を
奪
っ
た
の
は
、
彼
が
前
世
で
誤
っ
て
八
百
万
の
孤
魂
を

地
獄
か
ら
放
出
し
た
償
い
で
あ
る
と
す
る
困
巣
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
遺

い
が
あ
る
に
せ
よ
、

や
は
り
こ
の
「
演
義
し
と
っ
宋
巻
」

の
黄
出
来
物
語
に
似
て
い

る
点
の
あ
る
の
は
、

ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
を
踏
襲
し
た
為
か
と
思
わ
れ
る
。

「
宝
巻
L

も
そ
の
源
を
た
ど
れ
ば
古
い
話
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現

存
す
る
「
宝
巻
」
は
み
な
清
末
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
の
で
、
「
宝
巻
」
の
方
が

「
演
義
」
中
の
黄
巣
物
語
を
と
り
入
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ〉フ。以
上
、
「
演
義
L

「
平
話
L

寸
宝
巻
」
に
お
け
る
黄
巣
物
語
を
概
観
し
た
。
こ
の

三
警
の
物
語
に
共
通
す
る
の
は
、
黄
部
巣
と
宝
剣
に
関
す
る
荒
唐
な
話
だ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
物
語
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
荒
唐
無
稽
な
要
素
が
多
く
存
す
る
。



ま
ず
そ
の
第
一
は
、
「
演
義
」
六
回
で
、
信
宗
と
そ
の
側
近
ら
は
黄
出
来
退
治
の

人
材
を
協
議
し
た
結
果
、
沙
陀
族
の
長
十
字
克
用
が
最
適
任
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
李
克
用
を
呼
び
ょ
せ
る
為
に
吏
部
尚
章
一
口
の
程
敬
思
が
天
子
の
詔
勅
を
も
っ
て

克
用
の
も
と
に
行
く
よ
う
に
書
か
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
程
敬
思
な
る
人
物
は
虚
構

の
人
物
で
あ
る
。

「
新
唐
書
」
巻
一
二
八
沙
陀
伝
に
よ
れ
ば
、

明
巣
攻
撞
関
、
入
京
師
、
詔
河
東
監
軍
陳
景
思
、
発
代
北
軍
O
i
-
-
-
有
詔
、

拝
克
用
代
州
刺
史
、
析
代
兵
馬
留
後
、
促
本
軍
討
賊
。
.

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
黄
巣
退
治
に
力
を
借
す
よ
う
天
子
の
詔
を
も
っ
て

十
字
克
用
を
説
得
し
に
行
っ
た
の
は
、
河
東
監
中
阜
の
陳
景
思
と
い
う
人
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
る
。
因
み
に
、
元
の
戯
曲
の
無
名
氏
作
「
李
嗣
源
復
奪
紫
泥
官
一
し
ゃ
、
陳

以
仁
作
「
雁
門
関
存
孝
打
虎
雑
劇
L

で
は
、
ど
ち
ら
も
陳
畏
思
が
沙
陀
の
李
克
聞

の
も
と
に
説
得
に
ゆ
く
と
い
う
ふ
う
に
史
実
に
忠
実
な
人
名
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
民
間
説
話
で
は
、

い
つ
の
間
に
か
こ
の
陳
景
思
が
程
敬
思
に
な
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

第
二
は
、
「
演
義
」
二
十
四
で
、
黄
巣
ら
が
官
軍
に
追
わ
れ
て
滅
出
来
山
ま
で
来

ご
七
f
、

ナ
h
比
比

そ
の
地
名
を
聴
い
て
こ
こ
が
自
分
の
死
に
場
所
と
思
っ
た
黄
巣
が
自
制
し

て
果
て
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
滅
出
来
山
と
い
う
地
名
も
ま
た
当
然
虚
構
で
あ
る
。

で
は
実
際
に
黄
巣
が
自
制
し
て
死
地
に
赴
い
た
の
は
ど
乙
だ
っ
た
か
と
言
え
ば
、

「
資
治
通
鑑
L

巻
二
五
六
に
よ
れ
ば
、

中
和
四
年
六
月
、
:
:
:
甲
辰
、
武
寧
特
大
子
師
悦
与
尚
譲
追
黄
集
至
暇
丘
、
敗

之
。
集
衆
殆
尽
、
走
至
狼
虎
谷
、
(
胡
一
一
一
省
注
)
狼
虎
谷
、
在
泰
山
東
南
莱
蕪
界
。

丙
午
、
巣
甥
林
一
一
口
口
斬
集
兄
弟
妻
子
首
、
特
詣
時
湾

0

・:

文
学
部
論
集

第
九

l
一
号
(
一
一
O
O
七
句
一
一
一
月
)

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
黄
出
来
は
泰
山
東
南
の
狼
虎
山
山
中
で
自
制
し
、
甥

の
林
一
一
一
日
が
介
錯
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
第
一
一
一
。
「
演
義
し
の
三

M
四
回
に
蔵
梅
土
寸
と
い
う
寺
が
出
て
く
る
。
陶
君

起
編
「
京
劇
劇
目
初
探
L

を
見
る
と
、
京
劇
の
う
ち
唐
末
五
代
の
こ
と
を
扱
っ
た

劇
日
の
一
つ
に
、
「
祥
梅
寺
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
蔵

梅
寺
と
か
祥
梅
寺
と
い
う
の
も
鹿
構
の
寺
名
の
よ
う
で
、
清
・
徐
松
の
寸
唐
両
京

城
坊
考
」
を
見
て
も
、
こ
の
寺
名
は
出
て
こ
な
い
。

以
上
、
要
す
る
に
「
演
義
し
に
見
え
る
黄
出
来
物
語
が
、

い
か
に
史
実
か
ら
離
れ

た
話
で
あ
っ
た
か
が
判
っ
た
と
思
う
。

一
体
こ
の
よ
う
な
荒
唐
無
稽

で
は
次
に
、

な
背
(
出
来
物
語
が
い
か
に
し
て
発
生
し
、

か
っ
こ
の
物
語
に
い
か
な
る
怠
味
が
あ
る

か
を
、
次
節
で
考
え
て
み
た
い
。

一一、

五
代
・
宋
に
お
け
る
黄
巣
伝
説

さ
て
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
現
存
す
る
「
平
話
L

寸
演
義
」
「
宝
巻
」
に
お
け
る

首
(
築
物
語
に
は
い
ず
れ
も
支
剣
が
登
場
し
た
が
、

そ
も
そ
も
中
国
人
に
と
っ
て
、

宝
剣
と
は
い
か
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
永
光
司
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
古
代
よ
り
、
剣
や
鏡
を
単

な
る
実
用
の
器
物
と
の
み
見
る
こ
と
は
せ
ず
、
多
く
道
家
の
神
仙
思
想
と
も
融
合

し
て
、
こ
れ
ら
剣
や
鏡
を
帝
王
の
権
力
の
象
徴
と
す
る
考
え
が
あ
り
、
特
に
剣
を

神
秘
化
す
る
思
想
は
呉
越
の
地
に
ひ
ろ
ま
り
、
事
実
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
こ
と
を

識
し
た
「
呉
越
春
秋
L

と
か
「
越
絶
書
し
な
ど
と
い
う
書
の
中
に
少
な
か
ら
ぬ
剣

に
関
す
る
神
秘
的
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
福
永
氏
の
分

)L 



「
残
唐
五
代
史
演
義
L

に
お
け
る
黄
巣
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

猛
)

析
は
古
代
よ
り
六
朝
あ
た
り
ま
で
で
あ
る
が
、
で
は
黄
集
の
活
躍
し
た
唐
末
で
は
、

人
々
は
宝
剣
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か

ら
言
え
ば
、
依
然
根
強
い
宝
剣
の
霊
力
に
対
す
る
信
仰
に
も
近
い
考
え
が
存
在
し

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
黄
出
来
の
反
乱
時
に
こ
れ
を
取
り
締
る

て
い
た
よ
う
だ
。

立
場
に
あ
っ
た
節
度
使
の
一
人
に
高
耕
と
い
う
人
(
「
旧
唐
章
一
日
」
巻
一
八
二
、
「
新

八
七
八
年
に
鎮
海
軍
節
度
使
と
な
っ
て

唐
室
百
」
巻
二
二
四
下
)
が
い
る
。
彼
は
、

黄
巣
を
嶺
南
に
追
放
し
た
が
、

そ
の
後
黄
巣
の
北
上
を
阻
止
す
る
こ
と
に
失
敗
し

た
男
で
あ
る
。
彼
は
呂
用
之
ら
の
妖
術
を
信
じ
、
者
修
を
極
め
政
治
を
乱
し
た
廉

で
、
八
八
七
年
城
内
で
秦
彦
ら
に
殺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
高
耕
に
つ
い
て
、
「
資

治
通
鑑
」
巻
二
五
四
を
見
る
と
、
次
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

有
事
刷
勝
者
、
賂
用
之
、
求
塩
城
監
。
耕
有
難
色
、
用
之

H
寸
用
之
非
為
勝
也
。

近
得
上
仙
書
云
、
『
有
宝
剣
在
塩
城
井
中
、
須
一
霊
官
往
取
之
。
』
以
勝
上
仙

左
右
之
人
、
欲
使
取
剣
耳
。
L

耕
乃
許
之
。
勝
至
監
数
月
、
函
一
銅
七
首
以

献
。
用
之
見
、
稽
首
日
「
此
北
帝
所
側
、
得
之
則
百
里
之
内
五
兵
不
能

犯
。
」
耕
乃
飾
以
珠
玉
、
常
置
坐
隅
。

つ
ま
り
高
耕
は
、
そ
の
剣
を
身
に
細
川
び
れ
ば
百
里
内
の
敵
の
さ
ま
ざ
ま
な
武
器

か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
宝
剣
を
手
に
入
れ
る
為
に
、
粛
勝
と
い
う

男
に
塩
城
の
監
と
い
う
役
職
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
耕
は
そ
の
剣
を
入

手
す
る
や
大
事
に
扱
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
果
し
て
そ
の
宝
剣
に
呂
用
之
が
一
一
一
口
っ

た
よ
う
な
効
め
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
世
に

不
思
議
な
霊
力
を
有
す
る
宝
剣
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
す
る
考
え
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。

今
の
例
は
史
書
中
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

で
は
戯
曲
小
説
中
で
は
、

ど
う
で
あ

四
O 

ろ
う
か
。
明
初
の
作
と
さ
れ
る
無
名
氏
の
戯
曲
「
劉
知
遠
白
兎
記
」
(
「
六
十
種

曲
L

所
収
)
中
の
、
後
に
五
代
後
漢
の
皇
帝
と
な
る
劉
知
遠
に
も
、
こ
れ
と
似
た

話
が
あ
る
。

そ
の
概
略
を
言
う
な
ら
ば
、
劉
知
遠
は
幼
い
頃
に
李
文
杢
と
い
う
人
の
下
僕
と

な
る
が
、

や
が
て
認
め
ら
れ
て
娘
の
李
三
娘
と
結
婚
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
間
も
な

く
義
父
が
亡
く
な
る
と
、

い
つ
も
義
兄
か
ら
虐
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
日

知
遠
は
義
兄
よ
り
瓜
園
の
管
理
を
ま
か
さ
れ
る
。
夜
中
、
瓜
の
妖
精
が
現
わ
れ
知

遠
と
闘
っ
て
敗
け
る
や
地
中
に
没
す
る
。
知
遠
は
そ
の
没
し
た
所
を
掘
る
と
、

石
田
を
得
る
。
そ
の
中
に
は
、
甲
胃
、
兵
書
に
宝
剣
が
あ
っ
た
。
知
速
は
、
こ
の

後
太
原
の
募
兵
に
応
じ
た
の
を
き
っ
か
け
に
と
ん
と
ん
拍
子
に
出
世
し
、
遂
に
は

皇
帝
に
ま
で
な
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。

こ
の
雑
劇
に
見
え
る
宝
剣
は
、
後
の
皇
帝
の
将
来
を
知
遠
に
保
証
す
る
も
の
と

し
て
用
意
さ
れ
た
一
つ
の
し
か
け
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、

や
は
り
宝
剣
に
特

殊
な
霊
力
を
認
め
る
考
え
が
べ

1
ス
と
し
て
あ
る
。

で
は
次
に
、
黄
巣
の
反
乱
が
終
息
し
て
か
ら
、
黄
集
に
関
し
い
か
な
る
伝
説
が

生
れ
た
か
見
て
み
よ
う
。
黄
集
の
反
乱
が
終
っ
て
間
も
な
い
頃
か
ら
、

す
で
に
各

種
の
黄
巣
に
関
す
る
伝
説
が
生
れ
た
よ
う
で
、
管
見
の
及
ぶ
所
、

の
二
種
の
伝
説
に
大
別
さ
れ
る
。

そ
れ
は
凡
そ
次

そ
の
一
は
、
黄
出
来
が
狼
虎
谷
で
死
な
ず
、
僧
と
な
っ
て
こ
っ
そ
り
生
き
延
び
、

そ
れ
ま
で
の
こ
と
を
総
括
す
る
詩
一
首
を
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
例
え
ば
、
南

宋
の
呉
伯
日
の
「
能
改
斎
漫
録
」
巻
八
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

唐
黄
出
来
既
敗
、
為
僧
、
投
張
全
義
、
舎
於
南
禅
寺
。
有
写
真
絹
本
、
出
来
題
詩

其
上
云



猶
憶
当
年
草
上
飛

鉄
衣
脱
尽
掛
僧
衣

天
津
橋
上
無
人
識

独
箭
欄
干
看
落
臨

ま
た
、
南
宋
・
王
明
清
の
寸
揮
塵
後
録
」
巻
五
や
、
同
・
超
与
時
の
「
賓
退

録
」
巻
四
、
同
・
羅
大
経
の
「
鶴
林
玉
露
し
巻
二
に
も
、

ほ
ぽ
同
様
の
記
事
が
あ

る
が
、
特
に
「
賓
退
録
」
で
は
、
黄
巣
作
と
す
る
こ
の
詩
は
、
実
は
元
槙
が
智
度

禅
師
に
贈
っ
た
二
首
の
詩
を
合
せ
て
一
首
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
清
の
緒
人
獲
の
「
堅
瓢
四
集
L

巻
二
や
、
「
全
唐
詩
L

巻
七
三
三
に
も
、

同
様
の
記
事
と
詩
を
の
せ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
源
は
、
ど
う
や
ら
北
宋

の
人
陶
穀
の
寸
五
代
乱
離
記
L

の
よ
う
で
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
、
こ
の
書
は

今
は
散
供
し
て
現
存
し
な
い
。
だ
が
と
も
あ
れ
、
こ
の
種
の
伝
説
は
現
存
す
る
黄

巣
物
語
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
系
統
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、

」
れ
以
上
追
求
し
な
い
。

こ
れ
に
対
す
る
今
一
種
の
伝
説
は
、
宝
剣
・
妖
術
さ
ら
に
は
黄
巣
廟
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
太
平
広
記
」
巻
二
八
七
を
見
る
と
、
唐
末
の
頃
、
沖
中
に
紙
に
画
い
た

兵
馬
を
呪
文
を
唱
え
る
こ
と
で
実
際
に
動
か
す
妖
術
を
あ
や
つ
る
功
徳
山
と
い
う

妖
僧
の
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
功
徳
山
の
画
い
た
兵
馬
は
、
往
々
人
家

に
押
し
入
っ
て
悪
さ
を
し
た
の
で
、
作
中
の
人
々
は
夜
も
安
眠
で
き
な
か
っ
た
。

時
に
、
中
書
令
の
王
鐸
が
計
を
設
け
て
こ
の
功
徳
山
な
ら
び
に
彼
を
慕
う
僧
数
千

人
を
捕
え
て
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
黄
集
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

と
す
る
。
こ
の
記
事
は
、
王
仁
裕
の
「
王
氏
見
聞
記
」
か
ら
の
引
用
と
な
っ
て
い

る
。
王
仁
裕
は
、
唐
末
か
ら
五
代
を
生
き
た
人
で
あ
る
か
ら
、
黄
集
の
反
乱
か
ら

あ
ま
り
時
聞
が
経
つ
て
な
い
頃
に
、
す
で
に
黄
集
の
仲
間
に
妖
し
げ
な
術
を
駆
使

文
学
部
論
集

第
九
十
一
号
(
二

O
O七
年
三
月
)

す
る
僧
達
が
参
加
し
て
い
た
と
い
う
民
間
伝
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
黄
集
を
両
っ
た
廟
に
つ
い
て
の
各
種
伝
説
も
作
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
南
宋
の
人
洪
遭
の
「
夷
堅
士
山
し
支
乙
巻
五
に
こ
の
種
の
伝
説
が
一
つ
記

そ
の
伝
説
と
い
う
の
が
、
柳
州
宜
章
県
の
黄

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

沙
嗣
の
山
頂
に
、

い
つ
誰
が
建
て
た
か
わ
か
ら
な
い
黄
巣
廟
が
あ
っ
て
、
時
折
こ

の
廟
よ
り
、
頭
目
ら
し
き
者
の
命
令
す
る
声
と
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
数
百
人
の
部

下
の
声
と
を
麓
の
村
人
達
が
よ
く
耳
に
し
て
い
た
。
淳
照
年
間
(
南
宋
の
年
号
で
、

一
二
四
一

1
一
二
五
二
)
、
湖
南
の
帥
の
王
貴
子
が
部
下
の
楊
欽
に
命
じ
て
、

そ

の
廟
に
火
箭
を
放
ち
て
焼
や
さ
せ
、
あ
た
り
の
樹
木
も
伐
採
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
廟

の
焼
け
あ
と
よ
り
長
さ
一
丈
ば
か
り
の
黒
の
大
蛇
が
現
わ
れ
、
同
情
欽
の
兵
達
に
襲

い
か
か
ろ
う
と
し
た
の
で
、
兵
達
は
弓
矢
で
こ
れ
を
射
殺
し
た
。

そ
の
後
は
、
山

上
よ
り
の
不
気
味
な
雄
叫
び
は
絶
え
て
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
よ
く
似
た
話
が
、

元
末
明
初
の
人
陶
宗
儀
の
「
轍
耕
録
」
巻
七
に
見
え

る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
福
建
省
の
あ
る
貧
し
い
樵
夫
が
、
あ
る
日
山
中
で
一
匹
の

白
蛇
に
出
会
っ
て
驚
き
逃
げ
、
家
に
帰
っ
て
妻
に
そ
の
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
た
と
こ

ろ
、
妻
は
そ
の
白
蛇
は
宝
物
の
変
化
し
た
も
の
に
相
違
な
い
と
し
て
、
夫
と
と
も

に
再
び
蛇
に
出
会
っ
た
所
に
む
か
う
。
す
る
と
、
先
刻
の
蛇
が
ま
だ
そ
こ
に
い
て
、

二
人
を
更
に
奥
に
導
き
あ
る
巌
穴
の
所
で
姿
を
消
し
た
。
夫
妻
は
そ
の
巌
穴
を
啓

く
と
一
つ
の
石
が
出
土
し
た
。
し
か
も
そ
れ
に
は
名
前
や
年
月
、
花
押
な
ど
が
刻

さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、

そ
の
名
前
な
ど
よ
り
し
て
、

そ
れ
が
黄
巣
の
基
一
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
墓
を
な
お
も
掘
る
と
、
中
か
ら
金
甲
の
他
に
無
数
の
金

銀
財
宝
が
出
て
き
た
。

か
く
し
て
か
の
夫
妻
は
、

に
わ
か
大
尽
と
な
っ
た
。
そ
れ

で
、
近
所
の
人
々
は
、
夫
妻
が
盗
み
で
も
働
い
て
こ
う
な
っ
た
の
で
は
と
疑
い
、

凶



-
残
唐
五
代
史
演
義
し
に
お
け
る
黄
出
果
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

主主

こ
の
こ
と
を
役
人
に
話
し
た
。
す
る
と
役
人
は
、
夫
妻
を
捕
え
て
厳
し
く
こ
れ
を

追
求
し
た
。
夫
妻
は
当
局
の
追
求
に
耐
え
き
れ
ず
、
遂
に
か
の
黄
集
の
財
白
木
の
す

べ
て
を
某
大
尽
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し
た
。
す
る
と
そ
の
大
尽
は
、
役
所
の

上
下
に
賄
賂
を
ば
ら
ま
い
た
為
、
夫
妻
へ
の
当
局
の
追
求
は
一
円
一
は
消
え
た
。
し

か
し
後
に
、
福
州
路
帥
府
の
一
役
人
が
こ
の
こ
と
を
唄
付
け
ま
た
追
求
し
だ
し
た
。

大
尽
は
や
む
な
く
こ
の
役
人
に
金
巾
を
贈
っ
て
は
封
じ
を
計
っ
た
。
そ
の
後
こ
の

役
人
は
、
別
の
所
に
転
勤
し
た
が
、

か
の
金
甲
を
家
宝
と
し
て
い
つ
も
ベ
ッ
ト
の

下
に
隠
し
て
い
た
。
あ
る
日
ベ
ッ
ト
の
下
か
ら
風
の
よ
う
な
音
が
し
た
の
で
、
鍵

を
開
い
て
寵
の
中
を
改
め
る
と
、
金
甲
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
き
の
「
夷
堅
志
」
中
の
黄
出
来
廟
の
話
と
、
川
、
と
も
に
巨
蛇
が

廟
と
か
墓
を
守
っ
て
い
た
と
す
る
点
、

ωと
も
に
南
方
の
土
地
で
の
話
で
あ
る
点
、

で
共
通
す
る
。
ど
う
や
ら
、
宋
元
の
頃
、
南
方
の
広
西
と
か
福
建
と
い
っ
た
か
っ

こ
の
話
は
、

て
黄
集
ら
反
乱
軍
が
通
り
す
ぎ
た
土
地
の
あ
ち
こ
ち
に
、
黄
巣
の
廟
と
か
墓
に
ま

つ
わ
る
伝
説
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
宋
の
王
明
清
の
「
揮
塵
後
録
」
巻
五
で

は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
黄
山
果
が
狼
虎
谷
で
は
死
な
ず
僧
と
な
っ
て
こ
っ
そ
り

生
き
延
び
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、
寸
僧
史
L

の
記
事
を
引
用
し
て
、
黄
巣
の

墓
は
、
寧
波
の
雪
費
山
山
頂
に
あ
る
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
こ
の
「
揮
塵
後
録
」
巻
二
に
、
宋
代
に
お
け
る
黄
出
果
物
語
を

考
え
る
L

し
で
極
め
て
興
味
深
い
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

出
明
清
家
有
「
続
皇
王
宝
運
録
」
一
書
凡
十
巻
。
(
中
略
)
其
載
黄
出
来
王
気

一
事
、
尽
存
旧
詞
、
姑
綴
子
編
。
中
和
三
年
夏
、
太
白
先
生
白
号
太
白
山
人
、

不
拘
礼
則
又
一
五
姓
王
、
克
不
知
何
許
人
也
。
金
州
香
宿
一
五
「
毎
三
年
、
見
入

州
市
一
度
白
見
。
L

此
先
生
売
薬
、
己
保
三
内
十
年
、
顔
貌
不
改
不
老
。
其

四

年
夏
六
月
三
円
、
太
白
山
人
修
謁
金
州
刺
史
検
校
尚
書
左
僕
射
兼
御
史
大
夫

崖
完
封
云
「
本
州
直
北
有
牛
山
。
傍
有
苦
(
出
来
谷
金
桶
水
。
且
大
冠
之
帥
黄
出
来

凌
却
州
県
、
盗
嫁
ヒ
京
近
己
六
年
、
又
偽
国
大
斉
、
年
号
金
統
。
必
慮
王
気

在
此
牛
山
。
伏
請
間
奏
濁
京
、
掘
破
牛
山
則
此
賊
円
敗
散
。
」
完
封
聴
之
大

喜
。
且
日
一
(
茶
葉
与
之
、
一
一
一
口
話
移
時
。
太
白
山
人
礼
揖
而
去
。
完
封
遂
与
州
官

商
日
一
一
果
、
点
諸
県
義
丁
男
、
日
使
万
工
、
掘
牛
山
。
一
箇
月
余
、
其
山
後
崖
崩

十
丈
以
来
有
一
石
桶
。
桶
深
三
尺
径
三
尺
。
桶
中
有
一
頭
黄
腰
獣
。
桶
ヒ
有

一
剣
長
三
尺
。
黄
腰
僻
見
之
乃
助
然
数
声
白
撲
而
死
。
尭
封
遂
封
剣
、
及
両

所
掘
地
図
、
所
見
石
桶
事
件
間
奏
。
倍
宗
大
悦
、
尋
加
完
封
検
校
司
徒
封
博

陵
侯
。
黄
巣
至
秋
果
衰
、
是
歳
中
原
魁
平
如
昭
洗
。
(
以
下
略
)

つ
ま
り
、
黄
集
ら
が
都
で
践
届
し
て
い
た
中
和
三
年
に
、
金
州
の
人
で
太
白
先

生
と
い
う
者
が
、
州
北
の
牛
山
に
黄
山
呆
の
谷
、
金
桶
の
水
と
い
う
所
が
あ
り
、
こ

こ
に
黄
出
来
の
王
権
の
由
来
す
る
源
が
あ
る
に
相
違
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
壊
せ
ば
、

彼
等
の
力
も
白
か
ら
衰
え
る
で
し
ょ
う
と
、
お

k
に
訴
え
出
た
。
こ
れ
を
聞
い
た

催
発
臣
と
い
う
役
人
が
、
人
を
使
っ
て
牛
山
を
堀
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
果
し
て
一
つ

の
石
桶
が
掘
り
出
さ
れ
、
そ
の

k
に
一
ふ
り
の
剣
が
あ
り
、
ま
た
桶
の
中
よ
り
黄

腰
獣
が
出
て
き
て
死
ん
だ
。
そ
の
年
の
秋
よ
り
果
し
て
急
に
黄
巣
の
力
が
衰
え
、

中
原
の
地
が
も
と
の
よ
う
に
す
っ
か
り
平
定
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
に
依
れ
ば
、
首
一
巣
が
保
持
し
て
い
た
王
権
は
こ
の
石
桶
の
上
の
剣
な
い

し
桶
中
の
黄
腰
獣
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
さ
き
に
紹
介
し
た
宝
剣
の
霊
力
を
信
じ
た
高
耕
と
い
う
節
度
使

の
話
と
と
も
に
、
同
じ
く
剣
に
何
が
し
か
の
霊
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
大

変
興
味
深
い
話
で
あ
る
。
ま
た
桶
の
中
か
ら
出
て
き
た
黄
腰
獣
は
、
す
で
に
見
た



黄
巣
廟
や
黄
集
墓
の
話
の
中
に
出
て
き
た
巨
蛇
を
も
連
想
さ
せ
る
。

こ
の
「
揮
塵
後
録
L

の
話
が
、
後
世
の
「
平
話
」
や
寸
演
義
し
に
見
え
る
黄
巣

物
語
と
な
に
か
関
連
が
あ
る
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、

第

そ
の
よ
う
な
証
拠
は
無
論
な
い
。

寸
演
義
し
に
お
い
て
の
よ
う
に
黄
集
が
仙
女
な
い
し
道
士
か
ら
宝
剣
を
も
ら

う
こ
と
に
よ
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
、
後
に
道
士
か
ら
そ
の
返
却
を
求
め
ら
れ
て
天

子
の
座
か
ら
追
わ
れ
る
と
い
う
話
と
は
、
こ
の
話
は
程
遠
い
。
し
か
し
、
一
つ
の

可
能
性
と
し
て
、
戸
常
売
ら
宋
代
の
五
代
史
語
り
の
講
釈
師
が
、
こ
の
「
揮
塵
後

録
」
の
話
な
い
し
こ
れ
に
類
し
た
話
を
ネ
タ
に
し
て
、
黄
巣
が
宝
剣
を
得
て
力
を

も
ち
、
宝
剣
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
そ
の
力
を
失
う
と
い
う
お
も
し
ろ
い
話
を
作
り

出
し
た
と
は
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
更
に
想
像
を
還
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
宋
の
講
釈
師
の
語
っ
た
黄
集
物
語
が
、
丁
度
「
水
器
伝
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
雪
だ
る
ま
式
に
大
き
く
な
り
、
明
代
の
「
演
義
」

と
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
間
の
事
情
を
今
に
伝
え
る
資
料
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
推
測
し
か
指
摘
で
き
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
五
代
宋
元
を
通
じ
て
黄
巣
に

関
す
る
伝
説
の
う
ち
、
唯
一
今
の
寸
演
義
」
に
見
ら
れ
る
黄
巣
物
語
に
近
い
の
が
、

こ
の
「
揮
塵
後
録
L

の
話
な
の
で
、
筆
者
は
こ
の
記
事
を
東
視
し
た
い
。

一
、
宋
元
明
に
お
け
る
黄
巣
物
語

本
節
で
は
、
宋
代
の
講
釈
よ
り
、
明
代
の
小
説
に
至
る
ま
で
黄
築
物
語
に
関
し

て
ま
と
め
て
み
る
。

ま
ず
、
北
宋
の
都
作
京
の
盛
り
場
で
は
、
「
五
代
史
」
語
り
を
専
門
と
す
る
講
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釈
師
が
い
た
。
孟
元
老
の
「
東
京
夢
華
録
」
で
は
、
ず
常
売
と
い
う
「
五
代
史
L

語
り
の
講
釈
師
の
い
た
こ
と
を
記
し
、
ま
た
羅
樺
の
寸
酔
翁
談
録
」
甲
集
巻
二
十
円

耕
錠
引
、
小
説
開
聞
の
条
で
は
、
講
釈
師
の
中
に
は
寸
黄
山
呆
の
天
下
を
援
乱
せ
る

を
説
け
る
し
者
の
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
で
あ
る
。

ま
た
、
南
宋
成
立
元
代
増
補
し
た
も
の
と
さ
れ
る
「
五
代
史
平
話
」
が
出
現
し

た
。
但
し
、
現
存
す
る
も
の
は
、
そ
の
残
欠
本
で
あ
る
。
一
方
、
北
方
の
金
で
は

演
劇
が
好
ま
れ
た
よ
う
で
、
盛
ん
に
そ
の
脚
本
た
る
院
本
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
中

に
は
五
代
史
を
題
材
と
し
た
院
本
も
少
な
く
な
く
、
曲
目
の
み
で
は
あ
る
が
、
陶

サ
ン

宗
儀
の
つ
鞍
耕
録
L

巻
二
十
五
を
見
る
と
、
断
朱
温
襲
、
打
虎
艶
、
破
集
艶
、
黄

悩
来
、
史
弘
肇
、
な
ど
と
い
う
五
代
史
劇
劇
日
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
金
に
お
い
て
、
「
劉
知
遠
諸
宮
調
し
が
作
ら
れ
た
。
話
は
、

五
代

J¥ 

後
漢
の
皇
帝
劉
知
遠
と
皇
后
十
字
三
娘
と
の
出
世
物
語
で
あ
る
。

元
代
に
な
る
と
戯
曲
が
大
い
に
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
五
代
史
に
関
す
る
も

の
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一
、
関
漢
卿
撰
「
郁
夫
人
苦
痛
突
存
孝
雑
劇
」

二
、
陳
以
仁
撰
「
雁
門
関
存
孝
打
虎
雑
劇
L

以
上
「
一
兄
由
選
外
編
」
所
収
)

一
二
、
無
名
氏
撰
「
正
関
楼
畳
掛
午
時
牌
」

四
、
無
名
氏
撰
「
李
嗣
源
復
奪
紫
泥
宜
し

以
上
「
孤
本
一
見
明
雑
劇
」
所
収
)

五
、
白
撲
撰
寸
李
克
周
箭
射
双
鵬
雑
劇
」

(
曲
辞
の
一
部
の
み
明
・
正
徳
年
間
刊
行
の
「
盛
世
新
声
」
に
残
存
)

以
上
五
種
が
残
存
す
る
が
、
こ
の
五
種
の
う
ち
一
本
と
し
て
黄
巣
を
ネ
タ
に
し

四



「
残
唐
五
代
史
演
義
」
に
お
け
る
黄
出
来
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

猛

た
も
の
は
な
く
、
圧
倒
的
に
李
存
孝
を
主
役
に
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
丁
度

水
器
戯
曲
に
お
い
て
李
達
を
主
役
に
す
る
も
の
が
多
い
の
に
似
て
い
る
。
と
も
角
、

元
代
に
お
け
る
李
存
孝
人
気
が
う
か
が
え
る
。

元
代
南
方
の
地
で
は
南
戯
と
い
う
戯
曲
が
は
や
っ
て
い
た
。
そ
の
脚
本
た
る
戯

文
の
一
つ
に
「
史
弘
肇
故
郷
宴
」
と
い
う
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
、
徐
滑
の

こ
れ
は
さ
き
に
挙
げ
た
院
本
と
同
様
、
題

「
南
詞
叙
録
」
に
見
え
る
。
し
か
し

目
だ
け
で
戯
文
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。

元
末
明
初
に
な
る
と
、
同
じ
南
戯
に
「
劉
知
遠
白
兎
記
」
が
出
た
。
「
六
十
種

曲
L

所
収
の
同
戯
を
見
る
と
、
こ
れ
は
「
劉
知
遠
諸
宮
調
L

の
翻
作
と
言
っ
て
い

い
ほ
ど
基
本
的
筋
立
て
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
元
末
明
初
の
人
だ
と
い
わ

れ
て
い
る
羅
貫
中
が
「
演
義
」

の
作
者
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
羅
貫

中
自
体
い
ま
だ
不
明
の
人
で
あ
る
し
、

よ
し
ゃ
彼
が
「
演
義
」
を
作
っ
た
に
し
て

も
、
明
末
に
「
演
義
L

の
活
字
本
が
出
る
ま
で
ど
れ
だ
け
の
人
の
手
が
入
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
ず
、
彼
の
書
い
た
寸
演
義
」
が
現
存
本
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
は

と
て
も
思
え
な
い
。

明
・
成
化
年
聞
に
な
る
と
、
所
謂
「
成
化
説
唱
詞
話
」
の
中
に
、
寸
石
郎
尉
馬

伝
L

と
い
う
後
唐
の
廃
帝
が
永
寧
公
主
を
虐
待
し
た
こ
と
か
ら
石
敬
塘
の
叛
乱
を

ま
ね
き
、
結
局
敬
塘
が
後
晋
の
皇
帝
に
な
る
と
い
う
詞
話
(
「
演
義
」

の
四
十
五

回

1
五
十
回
の
話
に
相
当
)
が
あ
る
。
無
論
、
黄
集
物
語
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。

明
・
正
徳
年
間
に
は
、
「
金
統
残
唐
記
」
な
る
小
説
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

よ
く
引
用
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
が
、
銭
希
一
一
白
「
桐
薪
」
巻
三
に
見

え

「
金
統
残
唐
記
」
載
黄
巣
事
甚
詳
。
而
中
間
極
誇
李
存
孝
之
勇
、
復
称
其
菟
。

四
四

為
此
書
者
、
全
為
存
孝
而
作
也
。
:
:
:

と
あ
る
。
こ
の
書
名
の
金
統
と
は
、
首
(
出
来
の
建
て
た
大
斉
田
の
年
は
す
で
あ
り
、

寸
黄
集
の
こ
と
を
載
す
る
こ
と
甚
だ
詳
し
し
と
あ
る
所
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
こ
の

小
説
本
は
、
宋
代
以
来
の
黄
築
物
語
が
集
大
成
さ
れ
た
も
の
で
、

か
つ
ま
た
寸
演

義
L

の
前
身
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
大
変
残
念
な
こ
と
に
、

こ
の
小
説
は
、
明
末
の
頃
す
で
に
散
侠
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
リ
ツ

次
の
嘉
靖
年
聞
に
は
、
四
兆
環
の
「
宝
文
堂
章
一
円
口
L

が
出
て
い
る
が
、

そ
の
中

を
見
て
み
る
と
、

そ
の
頃
天
下
に
通
行
し
て
い
た
五
代
史
に
関
す
る
話
本
小
説
と

お
ぼ
し
き
も
の
と
し
て
は
、

一
、
唐
平
黄
山
果
、
二
、
存
孝
打
虎
、
三
、

五
代
残
唐
記
、

四
、
李
唐
五
代
通
俗

演
義

の
四
種
の
も
の
が
見
え
る
。
筆
者
は
、
こ
の
う
ち
の
つ
五
代
残
唐
記
」
に

注
目
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
こ
の
章
一
円
名
の
う
ち
「
五
代
」
の
二
字
を
「
金
統
」

に
改
め
る
と
、
「
金
統
残
唐
記
」
と
な
り
、
こ
の
「
五
代
残
唐
記
」
は
、

ひ
ょ
っ

と
し
て
さ
き
に
紹
介
し
た
「
桐
薪
」
で
書
か
れ
て
い
た
「
金
統
残
情
記
し
と
同
一

書
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
両
書
の
ど
ち
ら
も
今
に

伝
わ
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
い
。

万
暦
年
間
に
な
る
と
、
通
俗
小
説
を
よ
く
刊
行
し
た
書
躍
熊
大
木
が
「
南
宋
志

伝
演
義
」
を
出
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
五
代
後
晋
の
石
敬
塘
か
ら
話
を
始
め
、

超
匡
胤
が
宋
の
太
祖
に
即
位
す
る
ま
で
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
勿
論
黄
築
物

語
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。

さ
て
、
現
存
す
る
「
演
義
」
本
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
明
末
の
天
啓
年
間
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
現
存
す
る
寸
演
義
」
本
の
最
古
の
版
本
は

蘇
州
の
害
賠
周
之
標
が
刊
行
し
た
八
巻
六
十
則
本
で
あ
る
が
、
彼
女
は
主
に
天
啓



年
聞
に
多
く
出
版
物
を
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
宋
の
講
釈
か
ら
明
代
の
小
説
「
演
義
し
の
出
現
ま
で
を
概
観
し
て
み
た

が
、
残
念
な
が
ら
、
今
見
て
き
た
よ
う
に
、

五
代
宋
の
筆
記
小
説
に
見
え
る
黄
集

伝
説
と
宋
代
講
釈
の
「
五
代
史
」
語
り
と
の
関
係
、

そ
れ
に
宋
代
講
釈
と
現
存
す

る
小
説
「
演
義
し
と
の
関
係
を
あ
と
ず
け
る
資
料
が
ほ
と
ん
と
な
く
、
従
っ
て
、

正
確
な
所
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
「
演
義
」
等
に
見
ら
れ
る
黄
築
物
語
の
意
味
す
る
所
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

ま
ず
、
黄
出
来
が
宝
剣
を
得
て
力
を
持
ち
、
宝
剣
を
失
っ
て
落
命
に
至
る
と
い
う
、

黄
出
来
と
宝
剣
と
の
む
す
び
つ
き
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
や

さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
宝
剣
を
帝
王
権
力
の
象
徴
と
す
る
伝
説
的
考
え

は
り
、

に
基
づ
く
な
ら
ば
、
黄
出
来
が
宝
剣
を
得
て
一
時
的
で
あ
れ
天
子
の
位
に
即
き
、

そ

れ
を
失
っ
て
そ
の
座
か
ら
追
わ
れ
る
と
い
う
考
え
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
平
話
L

に
あ
る
よ
う
に
、
肉
球
と
し
て
産
れ
た
と

か
、
母
が
妊
娠
二
十
五
ヶ
月
目
に
し
て
よ
う
や
く
出
産
し
た
と
こ
ろ
、
産
れ
出
た

子
は
並
は
ず
れ
て
醜
い
男
の
子
だ
っ
た
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
が
将
来
特
異
な
人

物
に
成
長
す
る
予
兆
と
し
て
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
劉
知
遠
や
銭
鍔

の
よ
う
に
、
時
折
人
に
蛇
や
断
腸
の
幻
覚
を
与
え
た
と
ま
で
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、

こ
の
こ
と
は
、
黄
巣
は
結
局
の
と
こ
ろ
劉
知
遠
ら
の
よ
う
に
真
の
皇
帝
に
な
り
え

な
か
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
黄
出
来
が
反
乱
を
起
す
時
に
、
こ
れ
は
意
図
し
た
も
の
で
な
い
と
し
て

い
る
が
結
果
的
に
ま
ず
寺
の
住
職
を
血
祭
り
に
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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あ
る
い
は
こ
れ
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
も
そ
も
無
事
の
人
を
殺
す
こ
と
自
体
罪
深
い
行
為

一
応
筆
者
の
考

え
る
所
を
述
べ
る
な
ら
ば
、

Z
-
T
、

ナ
ム
・
刀

た
と
え
意
図
的
で
は
な
く
誤
っ
て
で
あ
っ
て
も
、
仏
に
仕
え
人
々
か
ら
敬

意
を
持
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
寺
の
高
僧
を
血
祭
り
に
あ
げ
る
こ
と
は
、
更
に
罪

深
く
、
容
易
に
神
仏
の
怒
り
を
ま
ね
く
所
業
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

黄
集
の
場
合
、
往
々
神
仏
を
も
恐
れ
ぬ
よ
う
な
残
虐
な
行
為
が
多
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
黄
出
来
の
と
っ
た
残
虐
な
行
為
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て
、
小
説
で
は

寺
の
住
職
を
血
祭
り
に
す
る
と
い
う
話
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
〉
フ

の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

実
際
、
史
書
を
ひ
も
と
く
と
、
黄
出
来
に
目
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
残
虐
な
行

為
の
あ
っ
た
こ
と
が
随
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。

二
三
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

一
、
応
明
元
年
、
黄
集
が
都
か
ら
倍
宗
帝
を
追
い
出
し
、
自
ら
皇
帝
を
名
乗
る

が
、
翌
年
の
四
月
に
は
早
く
も
都
の
四
方
を
官
軍
に
包
囲
さ
れ
一
時
都
か
ら
脱
出

す
る
。
し
か
し
間
も
な
く
ま
た
都
に
戻
る
や
、
官
軍
を
都
よ
り
追
い
出
し
た
後
、

今
回
官
軍
に
協
力
し
た
者
を
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
残
虐
な
行
為
を
し
て
い
る
。

事
は
、
「
新
唐
書
」
巻
一
五

O
黄
巣
伝
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

集
復
入
京
師
、
怒
民
迎
王
師
、
縦
撃
殺
八
万
人
、
血
流
於
路
可
渉
也
。
謂
之

「
洗
城
」
。

二
、
中
和
三
年
に
な
る
と
、
十
字
克
用
が
山
由
↑
宇
佐
進
め
て
長
安
を
攻
め
た
て
た
の
で
、

黄
集
は
遂
に
城
を
捨
て
て
逃
げ
、
藍
田
か
ら
察
州
へ
と
逃
げ
ま
わ
り
、
陳
州
ま
で

来
た
頃
に
は
食
糧
も
尽
き
は
て
た
の
で
、
生
き
て
い
る
人
を
捕
え
て
は
、
生
き
た

ひ

う

す

ひ

ま
ま
こ
れ
を
掘
き
臼
に
入
れ
掘
い
て
骨
ご
と
食
べ
た
と
さ
れ
る
。

賊
掠
人
為
糧
、
生
投
於
碓
喧
、
併
骨
食
之
、
号
給
糧
之
処
日
「
春
磨
案
し
。

四
五



「
残
唐
五
代
史
演
義
L

に
お
け
る
黄
巣
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

猛

(
寸
資
治
通
鑑
」
巻
二
五
五
)

こ
れ
は
、

ま
さ
に
「
殺
人
如
草
し

の
所
業
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

黄
山
来
に
よ
る
残
虐
な
行
為
が
、

そ
の
反
乱
が
平
定
さ
れ
た
後
も
人
々
の
脳
裏
に
永

く
残
り
、

い
つ
頃
か
ら
か
黄
巣
が
こ
と
も
あ
ろ
う
に
一
人
の
高
僧
を
血
祭
り
に
し

て
か
ら
反
乱
を
起
こ
し
た
と
い
う
話
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
寸
残
唐
五
代
史
演
義
伝
」
に
お
げ
る
黄
出
来
物
語
に
つ
い
て
、

ま
ず
「
五

代
史
平
話
」
や
「
目
蓮
三
世
宝
巻
」
に
見
え
る
も
の
と
の
比
較
を
行
い
、
次
に
、

五
代
宋
に
お
け
る
筆
記
小
説
か
ら
黄
巣
伝
説
を
さ
ぐ
り
、
最
後
に
、
黄
巣
物
語
の

意
味
す
る
所
を
考
え
て
き
た
。

「
演
義
」
等
に
お
け
る
黄
築
物
語
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
首
一
巣
が
宝
剣
を
得
て

力
を
持
ち
、
宝
剣
を
失
っ
て
落
命
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、

五
代
宋

に
お
け
る
筆
記
小
説
の
類
を
調
べ
る
と
、
黄
巣
に
関
す
る
各
種
伝
説
が
あ
り
、

か
も
そ
れ
が
黄
出
来
の
反
乱
が
収
束
し
て
間
も
な
い
頃
よ
り
す
で
に
作
ら
れ
始
め
た

こ
と
が
判
っ
た
。
中
で
も
、
黄
出
来
の
谷
よ
り
宝
剣
を
堀
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
黄

巣
の
王
気
を
削
ぎ
、
遂
に
は
彼
を
都
か
ら
追
い
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
す
る

「
揮
塵
後
録
L

の
記
事
な
ど
は
、
こ
れ
が
後
の
黄
集
と
白
木
剣
の
話
に
発
展
す
る
材

料
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

古
来
、
特
に
揚
子
江
下
流
域
で
は
、
宝
剣
を
単
な
る
実
用
的
器
用
と
の
み
見
な

い
で
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
と
考
え
て
き
た
。
黄
集
物
語
の
場
合
も
、
黄
集
が
宝
剣
を

入
手
す
る
も
や
が
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
歴
史
上
真
の
皇
帝
に

な
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
反
乱
軍
挙
兵
に

四
六

先
立
ち
、
黄
集
が
ま
ず
寺
の
僧
を
血
祭
り
に
す
る
と
い
う
話
に
つ
い
て
も
、
歴
史

上
の
黄
集
に
往
々
残
虐
な
行
為
が
多
く
、

そ
れ
ら
行
為
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て
作

り
だ
さ
れ
た
の
が
こ
の
話
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
た
。

に
は
な
っ
た
が
解
決
で
き
ず

以
ト
し
で
、
寸
演
義
」
等
に
お
け
る
黄
出
来
物
語
の
考
察
を
お
え
る
が
、
最
後
に
気

つ
み
残
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
書
い
て
摘
筆
し

た
い
。
そ
れ
は
、
黄
巣
伝
説
と
僧
侶
と
の
関
係
で
あ
る
。
黄
集
伝
説
に
は
い
つ
も

僧
侶
の
影
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。

一
、
黄
集
が
ま
ず
僧
を
血
祭
り
に
あ
げ
て
か
ら
反
乱
を
お
こ
す
。

二
、
こ
れ
は
後
の
黄
悩
果
物
語
に
こ
そ
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
黄
出
来

伝
説
の
一
つ
に
、
黄
巣
が
僧
と
な
っ
て
生
き
の
び
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

二一、

J
Lム
巻
」
で
は
、
首
(
出
来
を
高
僧
日
蓮
の
生
れ
か
わ
り
だ
と
す
る
。

こ
の
黄
巣
伝
説
に
な
ぜ
か
く
ま
で
僧
侶
の
影
が
つ
き
ま
と
う
の
か
、

ま
た
そ
の

し

意
味
す
る
所
は
本
当
の
所
何
な
の
か
。
今
回
結
局
結
論
ら
し
い
も
の
を
見
つ
け
る

期
し
た
い
。

に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
今
後
、
何
か
新
し
い
材
料
を
得
て
、
こ
の
問
題
の
解
明
を

〔注〕
(
1
)
橋
本
嘉
寸
残
唐
五
代
史
演
義
論
英
雄
中
心
主
義
」
(
「
中
国
文
学
報
」
第
二
十

問
、
一
九
六
五
年
)

(2)
今
暫
く
、
ー
水
瀞
伝
」
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、

2
で
、
黄
巣
が
澗
館
の

壁
に
反
詩
を
書
く
一
段
は
、
寸
水
請
伝
」
一
二
十
九
同
宋
江
が
酔
っ
て
潟
陽
楼
に
反

詩
を
圭
一
口
き
の
こ
す
プ
ロ
ッ
ト
に
似
て
い
る
。
し
か
も
、
宋
江
の
書
い
た
語
句
の
中

に
、
寸
他
時
若
し
凌
雲
の
志
を
遂
げ
な
ば
、
敢
て
笑
わ
ん
黄
出
来
の
丈
夫
な
ら
ざ
る

を
L

の
一
句
が
見
え
る
。
ま
た
、
4
で
黄
山
呆
が
仙
女
よ
り
宝
剣
を
授
か
る
所
は
、

寸
水
諦
伝
L

円
十
二
川
宋
江
が
夢
の
中
で
九
天
玄
次
よ
り
天
主
H

を
授
か
る
一
段
を



紡
御
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に

6
、
黄
山
呆
が
太
行
山
に
笠
り
、
す
で
に
い
た

朱
温
ら
百
万
人
の
仲
間
達
よ
り
頭
領
に
推
さ
れ
る
個
所
に
五
つ
て
は
、
「
水
濡

伝
し
の
前
身
の
「
大
宋
宣
和
遺
事
」
で
、
李
進
義
や
晃
蓋
ら
が
太
行
山
に
登
る
一

段
に
似
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
は
黄
出
果
物
語
の
範
鴎
か
ら
は
ず
れ
る
が
、

J
涙
義
L

十
四
に
お
け

る
李
存
孝
に
よ
る
虎
退
治
の
段
は
、
明
ら
か
に
寸
永
浦
伝
L

二
十
三
日
に
お
け
る

武
松
打
虎
の
段
に
極
似
す
る
。
な
に
よ
り
も
こ
の
両
者
に
見
え
る
「
古
風
詩
」
が

文
字
が
若
干
異
な
る
の
を
除
い
て
他
ほ
と
ん
ど
同
じ
詩
が
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
い

で
に
言
え
ば
、
「
演
義
L

最
終
回
末
尾
の
詩
は
、
「
水
滞
伝
L

引
首
に
引
く
部
嘉
夫

原
作
の
詩
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
「
演
義
し
に
は

J

二
一
国
士
山
通
俗
演
義
L

中
の
プ
ロ
ッ
ト
と
類
似
す

る
伺
所
の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
遡
長
深
「
残
唐
五
代
史
演

義
L

(

寸
中
国
小
説
叢
考
」
斉
魯
来
日
社
、
一
九
八
O
年
)
や
、
沈
伯
俊
「
残
唐
五
代

史
演
義
前
ヨ
一
口
L

(

「
明
代
小
説
輯
刊
」
第
三
輯
所
収
、
巴
萄
童
H

社
、
一
九
九
七
年
)
。

し
か
し
、
こ
と
黄
築
物
語
に
関
し
て
は
、
今
見
た
よ
う
に
寸
水
滋
伝
し
と
の
関
係

が
こ
と
の
外
深
い
。
こ
の
よ
う
に
「
演
義
」
と
寸
水
瀞
伝
」
と
が
プ
ロ
ッ
ト
で
類

似
す
る
個
所
の
あ
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
が
他
方
を
参
照
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

が
、
共
に
米
の
講
釈
以
来
の
話
柄
で
、
明
代
小
説
に
な
る
ま
で
に
互
い
に
プ
ロ
ッ

ト
の
借
し
貸
り
の
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
参
照

し
た
か
は
一
概
に
は
言
え
な
い
。
こ
こ
は
、
プ
ロ
ッ
ト
上
の
類
似
点
の
あ
る
と
い

う
指
摘
に
と
ど
め
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
を
参
照
し
た
か
の
詮
索
は
し
な
い
こ
と
と

し
た
い
。

(
3
)
現
存
す
る
最
古
の
「
日
蓮
三
附
宝
巻
」
二
一
巻
は
、
李
世
稔
編
寸
宋
巻
総
録
」
一
九

六
a

年
中
華
書
局
に
よ
れ
ば
、
光
緒
三
年
(
三
一
八
七
六
)
鎮
江
円
定
末
釜
善u
堂山答

h

批台侃百口呈主書百局刊

本
で
あ
る
o

但
し
、
筆
者
が
依
つ
た
寸
J~

山
西
人
民
出
版
社
所
収
の
も
の
で
、
対
面
に
光
緒
二
十
四
年
(
一
八
九
八
)
新
銭

と
あ
る
。

か
つ
て
鄭
振
鐸
は
、
こ
の
「
宋
巻
」
を
「
此
本
格
式
彼
上
口
、
似
其
出
現
乃
在
伝

奇
目
蓮
救
母
之
前
」
と
指
摘
し
た
。
(
「
仏
曲
絞
録
L

寸
小
説
月
報
L

第
十
七
巻
号

外
所
収
)
鄭
氏
が
こ
こ
で
「
伝
奇
日
蓮
救
付
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
具
体
的
に

文
学
部
論
集

第
九
十
一
号
(
二

O
O七
年
六
月

何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
も
し
万
併
十
年
(
一
江
八
二
)
に

鄭
之
珍
の
刊
行
し
た
「
目
蓮
救
母
勧
善
記
」
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
鄭
氏
は

こ
の
「
宝
巻
」
の
初
出
を
か
な
り
古
い
も
の
と
考
え
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同

氏
が
当
該
論
文
中
で
紹
介
し
た
宝
巻
は

k
海
翼
化
堂
刊
本
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の

上
海
翼
化
堂
が
い
つ
頃
の
来
日
時
昨
か
と
調
べ
て
み
る
と
、
韓
錫
鍔
等
編
「
小
説
書
坊

録
L

一
九
八
七
年
春
風
文
芸
出
版
に
よ
れ
ば
、
同
書
感
か
ら
光
緒
三
卜
凹
年
序
の

あ
る
小
説
寸
金
蓮
仙
史
し
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
つ
ま
り
、
上
海
翼

化
堂
は
清
末
に
お
け
る
上
海
の
書
感
の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
鄭
氏
の
子
に
し

て
い
た
寸
宝
巻
し
も
や
は
り
清
末
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)
陶
君
起
編

J
口
小
劇
劇
口
初
探
L

(

一
九
六
三
年
中
国
戯
劇
出
版
社
)
頁
一
八
一
に

よ
れ
ば
、
京
劇
の
劇
日
に
寸
落
出
来
山
し
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
こ

の
山
名
も
や
は
り
虚
構
で
あ
る
。

(5)
「
京
劇
劇
円
初
探
」
百
二
七
九
、
祥
梅
寺
の
項
に
は
、

庸
信
宗
時
、
祥
梅
寺
僧
了
空
凶
大
殿
灯
油
常
被
縞
去
、
暗
中
窺
何
、
見
二
鬼
倫
油
、

出
阿
質
問
、
二
鬼
答
以
黄
集
起
義
、
昔
日
斬
了
空
。
了
空
大
慎
、
会
黄
出
来
至
、
了
空

哀
免
。
黄
巣
嘱
子
起
兵
時
隠
匿
、
勿
為
部
下
捜
得
。
黄
既
起
兵
、
了
空
蔵
子
樹
窟

中
、
黄
授
僧
不
得
、
斬
樹
開
刀
、
恰
将
了
雫
殺
死
。

と
あ
っ
て
、
こ
の
劇
が
ほ
ぼ
「
演
義
L

や
「
宝
巻
」
と
大
同
小
異
の
筋
立
て
を
も

っ
劇
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

(
6
)
福
永
光
司
著
寸
道
教
思
想
史
研
究
L

一
九
八
七
年
持
波
書
底
、
第
一
節
か
道
教
に

お
け
る
鏡
と
剣
。
を
参
照
の
こ
と
。

(7)
陶
穀
は
、

J
不
史
」
巻
二
六
九
に
よ
れ
ば
、
閉
山
七
五
年
に
よ
ハ
卜
八
土
で
没
と
あ
る

の
で
、
彼
の
生
没
年
は
、
九

O
二
年
か
ら
九
七

O
年
と
な
る
。
つ
ま
り
、
唐
末
か

ら
宋
初
に
か
け
て
生
き
た
人
と
な
る
。
ま
た
、
黄
出
来
が
併
と
な
り
詩
を
詠
ん
だ
と

す
る
記
事
の
源
が
陶
穀
の
「
五
代
乱
離
記
」
で
あ
る
こ
と
は
、
玉
明
清
の
「
揮
塵

後
録
」
や
、
越
与
時
の
「
賓
退
録
L

の
他
に
寸
全
唐
詩
し
に
も
見
え
る
。

(
8
)
「
太
平
広
記
」
巻
二
八
七
、
功
徳
山
の
条
、
「
唐
出
栄
冠
将
乱
巾
原
。
作
中
有
妖
僧

功
徳
山
。
遠
近
桑
門
皆
帰
之
。
五
於
士
庶
、
無
不
降
附
者
。
能
於
紙
上
両
神
窓
、

放
入
人
家
、
令
作
禍
内
訳
、
幻
惑
居
人
、
通
宵
継
同
骨
寸
不
能
安
寝
。
或
致
人
疾
背
。

(
中
略
)
公
私
頗
忠
之
。
時
中
書
令
王
鐸
鎮
滑
ム
口
。
遂
下
令
目
、

J
岡
燕
地
分
有

四
一七



寸
残
唐
五
代
史
演
義
L

に
お
け
る
黄
山
呆
物
語
に
つ
い
て
(
荒
木

猛

災
、
宜
善
穣
之
。
』
遂
自
公
街
、
奈
子
諸
軍
営
、
開
啓
道
場
。
延
僧
数
千
人
。
僧

数
不
足
。
遂
牒
沖
州
、
請
功
徳
山
一
行
徒
衆
悉
赴
之
。
遂
以
幡
花
螺
銭
迎
至
衛
。

赴
道
場
之
夕
、
分
選
近
上
名
徳
。
入
子
公
街
、
立
(
余
井
令
散
赴
諸
営
礼
機
。
泊
入

営
、
悉
鍵
門
而
坑
之
。
方
砲
而
死
者
数
千
人
。
街
中
只
留
功
徳
山
巳
下
酋
長
、
訊

之
。
並
是
出
来
賊
之
党
。
将
欲
向
二
州
桐
応
市
川
起
、
成
命
謙
之
。
L

(
9
)
謹
正
壁
の
「
中
同
文
学
家
大
辞
典
」
(
一
九
三
四
年
光
明
書
局
刊
)
に
よ
れ
ば
、

王
仁
裕
の
生
没
年
は
、
八
八

O
年
か
ら
九
五
六
年
で
あ
る
。

(
刊
)
筆
記
小
説
の
類
に
正
確
な
地
名
を
求
め
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
が
、
こ
の
柳
州
宜
章

県
と
い
う
地
名
は
お
か
し
い
。
ま
ず
柳
州
は
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
の
呼
称
で
、

今
の
広
西
壮
族
自
治
区
の
柳
州
市
。
一
方
、
宜
章
県
は
、
宋
以
降
の
呼
称
で
、
今

の
湖
南
省
榔
州
に
属
す
る
県
名
で
あ
る
。
従
っ
て
柳
州
宜
章
県
と
い
う
こ
の
地
名

は
お
か
し
い
が
、
榔
字
は
柳
ん
子
に
似
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
書
き
ま
ち
が
え
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
)
「
夷
堅
士
山
」
支
乙
巻
五
、
黄
出
来
廟
の
条
、
寸
柳
州
宜
章
県
北
只
沙
嗣
、
山
勢
険
悪
、

(
中
略
)
山
上
有
黄
出
来
廟
、
不
知
何
時
何
人
所
立
、
其
前
一
杉
木
合
抱
。
山
下
人

毎
聞
廟
内
声
暗
、
若
有
数
百
人
受
令
唯
略
者
、
則
嗣
民
必
輔
衆
而
叛
。
淳
照
中
、

王
白
日
一
子
尚
書
為
湖
南
帥
、
印
同
意
治
冠
。
適
有
作
乱
者
、
命
統
制
宵
楊
欽
領
兵
討
平

之
、
国
発
火
箭
焚
其
廟
、
且
伐
其
樹
。
臨
欲
作
、
有
大
黒
蛇
長
丈
許
、
頂
k
披
髪
、

財
然
躍
出
、
為
博
監
之
状
、
衆
環
以
弓
矢
射
殺
之
。
治
其
地
為
世
帯
、
以
屯
成
卒
。

金
鼓
之
音
、
朝
暮
響
震
、
白
日
疋
一
方
獲
寧
。
(
以
下
略
)

(
ロ
)
「
綴
耕
録
」
巻
七
、
黄
巣
地
蔵
の
条
。
「
越
生
者
、
宋
示
室
子
也
。
家
苦
貧
、
出

間
之
深
山
、
業
薪
以
自
給
。
一
日
、
伐
木
渓
詩
、
忽
見
一
巨
蛇
、
章
質
尽
白
、
昂

首
吐
舌
、
若
将
監
己
。
生
棄
斧
斤
奔
避
、
得
脱
。
安
開
放
、
具
以
言
、
因
縞
念
日
、

『
白
鼠
白
蛇
、
宣
宝
物
変
幻
邪
。
』
即
技
夫
同
往
、
蛇
尚
宿
留
未
去
o

H

見
其
夫
婦

来
、
回
首
遡
流
而
上
、
尾
之
、
行
数
百
歩
則
入
一
巌
穴
中
、
就
碑
之
、
得
石
、
石

陰
刻
押
字
与
歳
月
姓
名
、
乃
黄
同
栄
子
窪
、
治
為
九
山
八
、
中
山
八
置
金
甲
、
余
八
穴
金

銀
無
算
。
(
中
略
)
白
是
家
用
日
鏡
、
不
復
事
新
。
郡
家
疑
其
為
盗
、
告
其
姉
之

夫
嘗
為
吏
者
、
吏
詞
之
厳
、
不
敢
隠
、
随
鋭
白
金
五
錠
、
吏
貧
求
無
厭
、
訟
之
官
。

生
不
獲
己
、
主
一
巨
室
、
悉
以
九
穴
奉

H
室
。
広
行
賄
賂
、
有
司
莫
能
問
。
治
帥

府
特
委
福
州
路
一
宮
往
廉
之
。
日
室
私
献
金
申
。
困
凶
申
一
五
、
『
具
問
本
根
所
以
、

問
J¥ 

実
不
曾
掘
発
行
末
蔵
。
』
其
事
遂
絶
。
路
官
得
金
甲
、
珍
襲
甚
。
至
任
満
他
適
、
其

妻
徒
置
楊
下
。
一
夕
、
間
続
楊
風
両
声
、
頃
刻
而
止
。
頗
怪
之
、
夫
婦
共
取
視
、

鏑
鎗
如
故
、
啓
館
、
乃
無
有
也
。
(
以
下
略
。
)

(
日
)
「
宋
史
L

巻
二

O
五
芸
文
士
山
に
よ
れ
ば
、
「
僧
史
」
二
巻
は
、
僧
慧
校
の
著
で
あ

る。

(
H
)
寸
宋
史
」
巻
二

O
一
二
芸
文
志
に
よ
れ
ば
、
怠
昭
度
撰
「
続
皇
王
宝
運
録
」
十
巻
。

(
日
)
今
の
侠
西
省
安
原
市
あ
た
り
。
「
読
史
方
輿
紀
要
」
巻
五
十
六
陳
西
、
漢
中
府
興

安
州
に
「
州
北
五
用
十
一
又
有
午
山
。
高
従
耳
為
群
山
之
冠
」
と
見
え
る
。

(
同
)
胡
士
笠
著
寸
話
本
小
説
概
論
」
(
一
九
八

O
年
中
華
書
局
)
頁
七
一
二
に
、
寸
五
代

史
平
話
し
を
宋
人
旧
編
一
川
人
増
縫
せ
る
も
の
と
す
る
。

(
口
)
題
目
か
ら
察
す
る
に
、
こ
の
戯
文
は
五
代
末
の
人
史
弘
肇
の
出
世
劇
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
後
世
明
末
り
潟
夢
龍
が
編
刊
し
た
寸
古
今
小
説
」
巻
十
五
に
史
弘
政
事
龍

虎
君
恒
会
と
い
う
作
品
を
収
め
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
点
で
何
か
つ
な
が
り
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
)
孫
楕
第
「
日
本
東
京
所
見
中
岡
小
説
書
目
L

巻
三
で
は
、
内
閣
文
庫
本
同
小
説
に

つ
い
て
、
「
『
雨
宋
』
の
序
に
一
五
う
寸
時
に
浪
人
巳
の
長
至
、
反
雪
斎
に
叙
す
L

(

中

略
)
突
巳
は
疑
う
ら
く
は
即
ち
万
暦
二
十
一
年
な
ら
ん
。
」
と
し
て
、
孫
氏
は
、

こ
の
小
説
を
、
万
暦
刊
本
だ
と
す
る
。

(
凹
)
杜
信
字
著
寸
全
明
分
省
分
県
刻
書
考
L

(

二
O
O
一
年
線
装
空
間
同
)
江
蘇
家
刻
巻

を
見
る
と
、
周
之
標
(
女
性
)
が
刊
行
し
た
書
と
し
て
、
ー
、
「
次
中
七
才
子
蘭

咳
集
L

、
2
、
寸
新
刻
出
像
点
紋
増
訂
楽
府
瑚
珊
集
」
、
3
、
「
旦
(
欽
サ
ネ
雅
L

、
4
、

寸
田
川
君
建
鑑
定
士
口
牌
譜
L

の
阿
書
が
挙
、
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の

2
、
3
、

4
の
三
雲
が
す
べ
て
天
啓
年
聞
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
ー
の
み
刊
行
年
不
明
と

し
て
あ
る
。
尚
、
君
建
と
は
、
周
之
標
の
字
で
あ
る
。

(
却
)
「
劉
知
遠
諸
白
調
」
で
は
、
大
子
三
娘
が
寝
て
い
た
劉
知
遠
が
一
時
一
匹
の
金
蛇
に

見
え
た
の
で
、
た
だ
者
で
な
い
と
考
え
彼
と
の
結
婚
を
考
え
、
ー
古
今
小
説
」
巻

二
十
一
「
臨
安
里
銭
婆
印
泉
北
跡
」
で
は
、
後
に
呉
越
王
と
な
る
銭
修
は
若
い
頃
仲

間
の
者
に
よ
く
自
ら
が
大
ト
カ
ゲ
で
あ
る
幻
覚
を
与
え
、
仲
間
よ
り
一
日
置
か
れ

て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

(
幻
)
正
史
「
新
唐
書
」
な
ど
で
は
、
黄
巣
を
逆
臣
伝
中
に
入
れ
、
彼
の
鐙
て
た
大
斉
と



い
う
国
を
認
め
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
黄
巣
物
語
と
宝
剣
の
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
塚
秀
一
両
氏

「
剣
神
の
物
語
関
羽
を
中
心
と
し
て
!
」
(
寸
埼
玉
大
学
紀
要
教
養
学
部
」
第
三

十
二
巻
一
九
九
六
年
)
で
は
、
定
剣
を
得
後
に
こ
れ
を
失
う
黄
巣
を
下
凡
神
だ
と

す
る
説
が
見
ら
れ
る
。
氏
の
こ
の
論
文
は
、
中
国
に
お
け
る
剣
神
に
関
す
る
極
め

て
広
範
囲
に
亘
る
考
察
で
、
そ
の
考
察
阜
県
の
多
さ
に
は
大
い
に
敬
意
を
表
す
る
が
、

こ
の
下
凡
神
説
に
は
い
さ
さ
か
同
意
し
か
ね
る
。
そ
も
そ
も
下
凡
神
と
い
う
場
合
、

こ
の
剣
神
が
天
上
に
お
い
て
何
か
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
天
上
に
罪
を
犯
し
た
為
に
、
下
界
に
下
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

J
演
義
L

中
の
黄
出
来
に
こ
れ
が
あ
て
は
ま
る
か
甚
だ
疑
問
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
「
宝
巻
」
の
場
合
は
、
黄
山
果
を
日
蓮
の
転
生
だ
と
し
、

そ
の
目
蓮
に
は
巳
に
八
百
万
の
冠
鬼
を
勝
手
に
地
獄
か
ら
解
放
さ
せ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
罪
が
あ
り
、
こ
れ
が
天
上
で
犯
し
た
罪
で
こ
そ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
い

わ
ば
原
罪
を
有
す
る
寸
宝
巻
」
中
の
黄
巣
な
ら
ば
、
こ
れ
を
下
凡
神
と
考
え
る
こ

と
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
考
察
し
た
通
り
、
「
宝
巻
」
に
お
け
る
黄
巣
の
話

は
、
恐
ら
く
後
出
の
も
の
で
、
本
来
の
黄
出
来
物
語
と
は
言
え
な
い
。

(
あ
ら
き
た
け
し
中
国
学
科
)

二

O
O六
年
十
月
十
九
日
受
理

文
学
部
論
集

第
九
十
一
号
(
二

O
O七
年
三
月
)

凶
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