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1

「
李
娃
伝
」
と
物
語
を
支
え
た
人
々
に
つ
い
て

一
　
は
じ
め
に

　
「
李
娃
伝
」（
ま
た
は
「
汧
国
夫
人
伝
」）
は
、
唐
代
伝
奇
小
説
の
白
眉
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
小
説
史
上
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
作
品
で
あ
る
。

そ
れ
は
物
語
の
内
容
が
紆
余
曲
折
、
波
瀾
万
丈
に
と
み
、
読
む
者
の
心
を
捉
え
て
離
さ
な
い
魅
力
を
持
つ
と
と
も
に
、
当
時
の
「
語
り
物
」
の
影
響
を
受
け
て

赤　

井　

益　

久

　

唐
代
伝
奇
小
説
を
代
表
す
る
白
行
簡
の
手
に
な
る
「
李
娃
伝
」
は
、
従

来
白
居
易
の
私
邸
に
お
け
る
娼
妓
の
「
説
話
」（
語
り
物
）
を
原
作
と
す

る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、李
剣
国
氏
は
「
李
娃
伝
」
と
「
説

話
」
と
の
関
係
は
根
拠
が
な
く
、
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
説
を
発
表
し
て

い
る
。
本
論
文
で
は
、「
李
娃
伝
」
の
物
語
の
持
つ
構
造
か
ら
、
主
人
公

で
あ
る
鄭
生
の
境
遇
、
と
り
わ
け
李
娃
と
知
り
合
っ
て
か
ら
の
い
く
た
び

か
の
「
生
」
と
「
死
」
に
ま
つ
わ
る
「
瀕
死
の
機
会
」
に
生
を
救
済
す
る

形
で
登
場
す
る
人
物
た
ち
―
「
凶
肆
」「
挽
歌
う
た
い
」「
乞
丐
」「
糞
尿

処
理
業
者
」
ら
に
注
目
し
、
物
語
の
流
伝
や
そ
れ
を
支
え
た
人
々
の
存
在

を
仮
に
想
定
し
て
、
物
語
が
い
か
な
る
人
々
の
希
望
に
添
い
、
欲
求
を
表

し
て
い
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
本
質
と
唐
代
中
期
に

澎
湃
と
し
て
起
こ
っ
た
「
伝
奇
小
説
」
に
筆
を
染
め
た
人
々
が
い
か
な
る

視
野
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
世
界
を
見
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】「
唐と
う
だ
い
で
ん
き
し
ょ
う
せ
つ

代
伝
奇
小
説
」「
李り

娃あ

伝で
ん

」「
説カ
タ
リ話

」「
汧け
ん

国こ
く

夫ふ

人じ
ん

伝で
ん

」

「
瀕ひ
ん

死し

と
助じ
ょ

命め
い

」

論
　
文
　
要
　
旨
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い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
宋
代
、「
勾
欄
」
や
「
瓦
舎
」
と
呼
ば
れ
る
演
芸
場
に
お
い
て
、
後
の
い
わ
ゆ
る
「
講
談
」
や
「
説
話
（
語
り
物
）」

に
相
当
す
る
演
芸
が
確
認
さ
れ
る
以
前
、
唐
代
に
あ
っ
て
は
仏
教
の
「
唱
導
」
と
し
て
の
「
梵
唄
」「
転
読
」
が
絵
解
き
口
承
と
結
び
つ
い
た
「
変
文
」
が
広

く
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
仏
教
説
話
や
歴
史
説
話
に
取
材
し
た
物
語
で
は
な
く
、
往
時
の
恋
愛
譚
を
題
材
に
「
語
り
物
」

が
芸
能
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
学
史
上
で
も
注
目
す
べ
き
重
要
な
出
来
事
に
属
す
る（

１
）。

　

張
政
烺
が
「
李
娃
伝
」
を
「
語
り
物
」
で
あ
る
と
見
な
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
る（

２
）。

北
宋
・
曽
慥
編
纂
『
類
説
』
に
「
李
娃
伝
」
を
節
録
し
て
「
汧
国
夫
人

伝
」
と
題
し
、
末
尾
に
「
旧
名
一
枝
花
、
本
説
一
枝
花
自
演
。」
の
一
文
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
李
娃
伝
」
が
基
づ
く
『
太
平
広
記
』
が
出
典
と
す
る
唐
・

陳
翰
編
『
異
聞
集
』
の
本
文
に
は
な
く
、
後
人
の
付
加
と
考
え
ら
れ
る（

３
）。

こ
の
付
加
は
、
唐
・
元
稹
の
長
律
「
酬
翰
林
白
学
士
代
書
一
百
韻
」（『
元
稹
集
』
巻

一
〇
）
に
あ
る
「
翰
墨
題
名
尽
き
、
光
陰
話
を
聴
き
て
移
る
」
両
句
に
施
さ
れ
た
自
注
「
樂
天
毎
與
予
游
從
、
無
不
書
名
屋
壁
。
又
嘗
於
新
昌
宅
、
説
一
枝
花

話
、
自
寅
至
巳
、
猶
未
畢
詞
也
（
楽
天
毎つ

ね

に
予
と
遊
従
し
、
名
を
屋
壁
に
書
せ
ざ
る
は
な
し
。
又
た
嘗
て
新
昌
の
宅
に
於
い
て
、
一
枝
花
の
話
を
説か

た

る
、
寅
自よ

り
巳
に
至
る
ま
で
、
猶な

ほ
未
だ
詞
を
畢を

へ
ざ
る
な
り（

４
））」

を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

要
す
る
に
自
注
の
言
う
所
は
、
白
居
易
の
終
生
の
友
人
で
あ
っ
た
元
稹
は
、
白
居
易
の
邸
宅
が
あ
っ
た
長
安
「
新
昌
里
」（
朱
雀
門
外
東
第
四
街
延
興
門
に

近
い
）
に
お
い
て
、「
一
枝
花
」
の
話
を
語
り
、
寅
の
刻
（
午
前
四
時
頃
）
か
ら
巳
の
刻
（
午
前
十
時
頃
）
に
至
っ
て
も
、
な
お
「
詞
」
が
終
わ
ら
な
か
っ
た

と
述
懐
し
て
い
る（

５
）。

元
稹
の
自
注
は
「
李
娃
伝
」
を
す
な
わ
ち
「
一
枝
花
話
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
宋
代
以
降
、「
一
枝
花
話
」
を
「
李

娃
伝
」
が
基
づ
く
「
語
り
物
」
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
大
勢
と
な
り
、
文
学
史
上
の
定
論
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る（

６
）。

　

し
か
し
近
年
、
李
剣
国
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
李
娃
伝
の
中
で
そ
の
容
貌
を
『
妖
姿
要
妙
、
絶
代
未
有
（
妖
姿
要
妙
に
し
て
、
絶
代
未
だ
有

ら
ず
）』
と
言
っ
て
い
る
が
、
李
娃
を
花
に
喩
え
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
白
家
の
人
々
が
一
枝
花
話
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
っ
て
い
な
い
。
白
居
易
が

自
宅
に
於
い
て
聞
い
た
「
一
枝
花
」
は
無
名
の
娼
妓
の
芸
名
（
源
氏
名
）
で
あ
っ
て
、
李
娃
伝
と
は
何
の
関
係
も
な
い（

７
）。」

こ
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る

と
同
時
に
、
従
来
な
に
ゆ
え
に
「
李
娃
伝
」
す
な
わ
ち
「
一
枝
花
話
」
で
あ
る
と
多
く
の
支
持
を
得
た
か
を
改
め
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
本
論
で
は
、「
李

娃
伝
」
を
今
一
度
中
国
小
説
史
進
展
の
過
程
へ
投
げ
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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二
　「
小
説
」
の
概
念
と
規
範

　

中
国
文
学
史
に
お
い
て
「
小
説
」
が
文
学
の
様
式
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
は
そ
う
古
い
話
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
学
術
史
や
書
誌
学
と
も
呼
ぶ
分
類
か
ら

言
っ
て
も
、
従
来
の
「
歴
史
」
や
「
諸
子
」
と
い
う
分
類
に
は
馴
染
ま
ず
、
歴
史
的
に
見
て
も
大
い
に
揺
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る（

８
）。

あ
る
時
は
歴
史
を

補
完
す
る
「
野
史
」「
稗
史
」
と
し
て
分
類
さ
れ
、
あ
る
時
は
諸
子
か
ら
派
生
し
た
一
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
中
国
の
学
術
か
ら
見
れ
ば
「
小
説
」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
新
し
く
、
未
知
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
書
誌
学
に
お
け
る
分
類
上
の
大
き
な
揺
れ
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
中
国
文
学
の

伝
統
様
式
は
、
牢
固
と
し
た
伝
統
性
と
規
範
性
が
認
め
ら
れ
、
一
旦
定
着
す
る
と
長
い
間
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
処
世
観
や
世
界
観
、
人
間
同

士
の
関
係
性
の
変
化
、
価
値
観
の
変
化
が
同
時
に
訪
れ
て
、
様
式
に
大
き
な
変
化
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
文
学
の
規
範
が
変
容
し
出
す
時
期
が
あ
る
。
中
国

文
学
史
上
強
い
て
挙
げ
れ
ば
、
東
晋
期
、
唐
代
中
期
い
わ
ゆ
る
「
中
唐
」
期
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
の
近
代
文
学
の
黎
明
期
な
ど
で
あ
る
。

　
「
中
唐
」
期
に
は
、
今
日
言
う
所
の
小
説
の
誕
生
、
新
し
い
文
体
の
改
革
、
文
学
に
お
け
る
自
発
的
運
動
な
ど
が
顕
現
し
て
い
る
。
中
国
文
学
の
規
範
は
、

従
来
そ
れ
を
担
っ
た
人
々
の
価
値
観
や
世
界
観
に
基
づ
き
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
内
部
か
ら
自
律
的
に
変
容
し
、
変
化
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。
文

字
が
読
め
、
古
典
に
習
熟
し
、
古
典
世
界
の
価
値
観
を
共
有
で
き
る
人
々
、
い
ま
仮
に
そ
う
し
た
人
々
の
世
界
を
「
雅
」（
あ
る
い
は
「
文
」）
な
る
世
界
と
呼

ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
枠
内
の
人
々
が
文
学
の
規
範
を
決
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
外
は
「
雅
」
な
る
世
界
で
は
な
く
、「
俗
」（
あ
る
い
は
「
野
」）
な
る

も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
、
存
在
し
て
い
て
も
視
野
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
中
唐
」
期
に
は
、
そ
の
枠
内
に
あ
り
な
が
ら
枠
外
を
意
識
で
き
、
枠

内
外
を
越
境
で
き
る
人
々
、
言
い
換
え
れ
ば
従
来
の
規
範
か
ら
は
じ
か
れ
て
し
ま
う
も
の
に
価
値
を
覚
え
、
関
心
を
引
か
れ
る
人
々
が
輩
出
さ
れ
た
時
代
と
も

言
え
る
。

　

そ
の
埒
外
か
ら
刺
激
を
受
け
て
始
め
て
そ
の
規
範
は
変
容
す
る
よ
う
で
あ
る
。「
雅
」
な
る
世
界
の
枠
外
に
「
俗
」
な
る
世
界
を
想
定
し
て
み
て
、
そ
の
規

範
は
初
め
て
外
郭
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
相
違
や
特
徴
を
自
覚
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
を
確
認
し
て
「
李
娃
伝
」
に
お
け
る
物
語
の
枠
組
み
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
話
柄
の
輪
郭
か
ら
見
る
。「
李
娃
伝
」
は
ま
た
別
に
「
汧

国
夫
人
伝
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
物
語
は
長
安
の
娼
妓
で
あ
る
李
娃
が
滎
陽
公
生
（
恐
ら
く
は
鄭
姓
）
に
付
き
従
い
、
内
助
の
功
を
立
て
、
孝
養
を
尽
く
す
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良
妻
賢
母
と
し
て
生
き
、
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
、
や
が
て
称
号
を
得
る
に
至
る
「
発
跡
変
泰
（
立
身
出
世
）」
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
主
人
公
で
あ
る
滎
陽
公
の
一
子
で
あ
る
生
は
、
大
金
を
持
っ
て
上
京
し
、
娼
館
に
入
り
浸
っ
て
有
り
金
を
巻
き
上
げ
ら
れ
、
幾
度
も
の
瀕
死
の
状
態

か
ら
救
済
さ
れ
、
李
娃
の
献
身
的
な
看
病
を
得
て
、
科
挙
に
首
席
及
第
し
て
仕
官
し
、
成
都
府
参
軍
を
振
り
出
し
に
、
や
が
て
数
郡
の
高
官
を
歴
任
し
て
、
四

人
の
子
供
も
皆
出
世
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
貴
種
流
離
譚
」
の
ご
と
き
趣
を
持
つ
作
品
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
話
柄
全
体
の
外
形
は
、
士
人
階
層
が
夫
人
や
妻
に
求
め
る
理
想
や
出
世
に
お
け
る
在
り
方
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
士

人
階
層
の
持
つ
倫
理
観
・
価
値
観
や
処
世
観
に
支
え
ら
れ
、構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、「
李
娃
伝
」
が
文
学
史
に
独
自
の
地
歩
を
占
め
、人
々

の
耳
目
を
引
き
、
読
む
者
を
魅
了
す
る
の
は
じ
つ
は
こ
の
点
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
話
柄
の
外
形
と
し
て
は
「
婦
人
操
烈
の
品
格
」
を
問
題
に
し
、「
弟
兄

姻
媾
皆
甲
門
に
し
て
、
内
外
隆
盛
、
之
よ
り
京さ

か

ん
な
る
は
莫
し
」
を
標
榜
し
て
い
る
が
、
そ
の
物
語
が
包
含
す
る
意
義
は
こ
う
し
た
旧
来
の
価
値
観
を
大
き
く

逸
脱
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
新
し
さ
を
有
し
て
い
る
点
に
こ
そ
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
新
し
さ
の
一
つ
が
、
李
娃
と
滎
陽
公
生
と
を
物
語
を
織
り
な
す
縦
糸
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
者
以
外
の
第
三
の
人
物
形
象
が
物
語
を
織
り
な
す
横
糸

と
し
て
明
確
な
輪
郭
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
女
性
の
主
人
公
を
第
一
形
象
、
男
性
の
主
人
公
を
第
二
形
象
と
み
な
し
、
唐
代
伝
奇
小
説
の
多

く
は
、
そ
れ
以
外
の
第
三
の
人
物
形
象
に
よ
っ
て
物
語
が
進
展
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
別
に
述
べ
た（

９
）。

こ
の
第
三
人
物
形
象
が
従
来
の
文
学
に
は

描
か
れ
な
か
っ
た
規
範
の
外
に
あ
っ
た
群
像
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
従
前
に
は
視
野
に
入
ら
な
か
っ
た
人
物
像
が
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
人
物
が

物
語
に
影
響
を
与
え
る
立
場
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
が
新
た
な
様
式
と
し
て
一
定
の
認
識
を
得
る
と
同
時
に
、
そ
の
作
品
自
体
の
形
成
に
そ

の
人
々
の
立
場
や
身
分
が
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、「
李
娃
伝
」
は
好
個
の
例
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
周
知
の
物
語
な
が
ら
、
そ
の
あ
ら
す
じ
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

三
　「
李
娃
伝
」
の
構
成

　

物
語
の
外
郭
と
し
て
全
体
を
貫
く
要
素
、
す
な
わ
ち
縦
糸
と
し
て
滎
陽
公
生
の
「
生
」
と
「
死
」
を
巡
る
経
緯
に
つ
い
て
と
く
に
注
意
し
、
分
断
し
て
示
し
、
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滎
陽
公
生
が
死
に
瀕
す
る
機
会
に
注
目
し
て
み
た
い
。

【
Ⅰ
出
会
い
と
破
産
】
汧
国
夫
人
で
あ
る
李
娃
は
、も
と
は
長
安
の
娼
妓
で
あ
る
。
天
宝
年
間
、常
州
刺
史
に
滎
陽
公
な
る
者
が
い
た
。
家
門
高
く
名
望
が
あ
り
、

一
家
は
繁
栄
し
て
い
た
。
滎
陽
公
は
五
十
歳
に
な
っ
て
二
十
歳
に
な
る
一
人
息
子
が
い
た
。
聡
明
で
詩
才
が
あ
り
、
周
囲
の
人
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
。
父
親

も
家
門
の
誉
れ
と
自
慢
し
て
い
た
。
郷
試
を
経
て
応
挙
の
た
め
都
に
上
る
こ
と
に
な
っ
た
。
父
親
は
一
度
で
合
格
す
る
と
思
っ
た
が
、
二
年
分
の
路
銀
を
用
意

し
た
。
滎
陽
公
生
は
ひ
と
月
ほ
ど
し
て
長
安
布
政
里
に
宿
を
取
っ
た
。
あ
る
日
、
東
市
に
遊
び
に
行
く
途
中
、
平
康
里
東
門
か
ら
そ
の
西
南
に
住
む
友
人
を
訪

ね
た
。
鳴
珂
曲
の
一
画
に
ま
で
来
る
と
庭
を
構
え
た
屋
敷
が
見
え
る
。
門
の
片
方
を
閉
ざ
し
、
李
娃
が
下
女
に
も
た
れ
な
が
ら
佇
ん
で
い
る
の
が
見
え
た
。
そ

の
美
し
さ
は
い
ま
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
。
女
の
気
を
引
こ
う
と
馬
鞭
を
故
意
に
落
と
し
、
従
者
に
拾
わ
せ
た
。
そ
の
様
子
を
見
た
李
娃
は
心
引
か
れ
た
様
子

で
あ
っ
た
。
生
は
そ
れ
以
降
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ず
で
、
長
安
に
詳
し
い
友
を
呼
ん
で
事
情
を
尋
ね
た
。
そ
こ
は
花
街
、
李
氏
の
屋
敷
で
あ
り
、
李
娃
と
の
付
き

合
い
は
皆
貴
戚
豪
族
で
、
心
を
動
か
す
こ
と
は
難
し
い
と
の
こ
と
。
生
は
百
万
を
出
し
て
も
惜
し
く
は
無
い
と
思
っ
た
。
か
く
し
て
生
は
衣
装
を
整
え
、
供
を

連
れ
て
李
娃
の
屋
敷
を
訪
れ
た
。
出
迎
え
た
侍
女
は
、
先
日
の
馬
鞭
を
堕
と
し
た
若
様
で
す
と
伝
え
る
。
聞
い
た
李
娃
は
嬉
し
そ
う
に
化
粧
を
整
え
て
迎
え
る

用
意
を
す
る
。
ほ
か
に
こ
の
屋
敷
の
主
で
あ
る
白
髪
の
老
婆
（「
仮
母
」
と
も
言
い
、
所
謂
「
遣
り
手
」）
が
生
を
迎
え
た
。
生
は
空
き
部
屋
を
捜
す
振
り
を
し

て
李
娃
と
の
仲
介
を
申
し
出
る
。
出
て
き
た
李
娃
を
目
に
す
る
と
容
貌
容
姿
、立
ち
居
振
る
舞
い
、ど
れ
も
が
洗
練
さ
れ
、ま
と
も
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
日
が
暮
れ
、
老
婆
が
生
の
住
ま
い
を
尋
ね
る
と
、
生
は
引
き
留
め
て
欲
し
か
っ
た
の
で
、
延
平
門
を
出
て
数
里
と
偽
っ
た
。
老
婆
は
「
犯
夜
」
の
禁
を
犯

す
の
は
善
く
な
い
と
早
く
帰
れ
と
進
め
る
が
、
李
娃
が
そ
れ
を
引
き
留
め
る
。
か
く
し
て
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
生
は
老
婆
に
礼
と
し
て
絹
を
贈
っ
た
が
、
老

婆
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
生
を
接
待
す
る
部
屋
は
家
具
や
調
度
も
豪
勢
な
こ
と
こ
の
上
な
か
っ
た
。
二
人
き
り
に
な
る
と
、
生
は
李
娃
を
見
初
め
た
と
き
の

こ
と
を
語
り
、
李
娃
も
そ
の
時
の
思
い
を
伝
え
た
。
す
る
と
老
婆
が
再
び
現
れ
、
生
の
真
意
を
確
か
め
る
。
じ
つ
は
住
ま
い
を
捜
す
だ
け
で
は
な
く
、
李
娃
に

思
い
を
伝
え
た
い
が
た
め
と
申
し
出
る
。
老
婆
は
言
う
。「
男
女
の
際
、
大
欲
存
す
。
情
苟い

や
し
くも

相
得
れ
ば
、
父
母
の
命
と
雖
も
、
制
す
る
能あ

た

は
ず
」
と
言
い
、

二
人
の
関
係
を
許
す
。
生
は
仮
母
に
孝
養
を
尽
く
す
と
誓
い
、
仮
母
も
生
を
婿
と
み
な
す
。
生
は
荷
物
を
李
娃
の
屋
敷
に
移
し
、
身
を
隠
し
て
親
戚
知
友
と
の

交
わ
り
も
断
っ
た
。
や
が
て
持
ち
金
を
使
い
果
た
し
、家
財
も
売
り
払
い
、無
一
文
に
な
っ
た
。
金
の
切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目
、老
婆
は
生
が
一
文
無
し
に
な
っ
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た
の
を
見
限
っ
た
が
、
李
娃
の
愛
情
は
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

【
Ⅱ
偽
計
と
憤
慨
】
あ
る
日
、
李
娃
は
一
緒
に
な
っ
て
一
年
、
子
供
が
で
き
な
い
の
で
「
竹
林
神
」（
長
安
朱
雀
門
外
西
南
隅
興
聖
尼
寺
）
に
参
詣
に
行
き
た
い

と
申
し
出
る
。
生
は
こ
れ
が
計
略
と
は
知
ら
ず
、
衣
装
を
質
入
れ
し
て
供
物
に
代
え
、
二
泊
し
て
無
事
参
詣
を
終
え
た
。
帰
途
、
李
娃
は
近
く
に
小
母
の
家
が

あ
る
の
で
立
ち
寄
り
挨
拶
を
し
て
い
き
た
い
と
言
う
。
同
意
し
た
生
が
進
ん
で
い
く
と
、
立
派
な
屋
敷
が
あ
り
、
二
人
で
訪
問
す
る
。
中
年
の
婦
人
が
現
れ
て

李
娃
と
久
闊
を
叙
す
。
竹
が
青
々
と
繁
り
、池
が
広
が
り
台
が
あ
る
風
景
は
幽
玄
な
趣
が
し
た
。
そ
の
屋
敷
の
一
棟
に
入
り
懇
談
す
る
。
暫
く
す
る
と
早
馬
で
、

仮
母
急
病
に
よ
り
危
篤
と
い
う
知
ら
せ
が
届
く
。
李
娃
は
小
母
に
告
げ
て
言
う
。
一
足
先
に
私
が
早
馬
で
帰
り
、
折
り
返
し
馬
を
や
る
の
で
そ
れ
に
乗
っ
て
生

と
共
に
来
て
欲
し
い
と
。
生
は
李
娃
と
共
に
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
葬
儀
の
相
談
が
あ
る
と
小
母
が
遮
る
よ
う
に
止
め
た
。
日
暮
れ
に
な
っ
て
も
迎
え
の
馬
は
来

な
い
。
小
母
は
訝
し
い
の
で
様
子
を
見
に
行
っ
て
く
れ
と
生
に
頼
む
。
旧
宅
に
戻
っ
て
み
る
と
門
扉
は
厳
重
に
閉
じ
ら
れ
て
入
れ
な
い
。
隣
人
の
邸
主
に
尋
ね

る
と
、
李
家
は
も
と
借
家
で
約
が
満
ち
て
こ
こ
を
引
き
払
い
、
他
所
に
移
っ
た
と
の
こ
と
。
小
母
の
屋
敷
が
あ
っ
た
宣
陽
に
引
き
返
し
、
詰
問
し
よ
う
と
し
た
。

日
も
暮
れ
て
距
離
も
あ
っ
た
の
で
、
衣
服
を
質
に
入
れ
て
食
事
に
代
え
、
安
宿
に
泊
ま
っ
た
。
ま
ん
じ
り
と
も
せ
ず
寝
に
着
け
な
か
っ
た
。
夜
明
け
に
小
母
の

家
を
訪
ね
、
門
を
叩
く
が
応
じ
る
声
は
な
い
。
暫
く
す
る
と
、
宦
者
が
出
て
き
て
言
う
に
は
、
昨
日
あ
る
者
が
知
り
合
い
を
迎
え
る
た
め
に
一
日
だ
け
屋
敷
を

借
り
に
来
て
夕
刻
に
戻
っ
た
が
、
本
来
こ
こ
は
崔
尚
書
の
邸
宅
で
あ
る
と
の
こ
と
。
生
は
驚
愕
し
、
憤
慨
の
余
り
気
が
狂
わ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
。
も
と
居
た

布
政
里
の
宿
に
戻
る
と
、
宿
の
主
人
は
生
を
憐
れ
み
食
事
を
用
意
し
て
く
れ
た
が
、
喉
を
通
ら
ず
重
い
病
気
に
な
っ
た
。

【
Ⅲ
瀕
死
と
助
命
】
十
日
経
つ
と
病
は
益
々
重
篤
に
な
り
、
宿
の
主
人
も
諦
め
て
生
を
葬
儀
屋
街
（
原
文
は
「
凶
肆
之
中
」
以
下
同
）
に
運
び
込
ん
だ
［
第
一

次
瀕
死
］。
絶
命
寸
前
の
生
を
同
業
者
ら
（「
合
肆
之
人
」）
は
同
情
し
て
面
倒
を
見
た
。
徐
々
に
恢
復
し
た
生
は
葬
儀
屋
の
手
伝
い
を
し
て
糊
口
を
凌
い
だ
。

数
か
月
し
て
健
康
を
取
り
戻
し
た
生
は
、
仕
事
の
中
で
挽
歌
を
聞
き
時
間
の
推
移
を
悲
嘆
し
、
堪
え
ら
れ
ず
に
涙
を
流
し
た
。
家
に
戻
る
と
見
よ
う
見
ま
ね
で

挽
歌
を
模
倣
し
た
。
才
能
が
あ
っ
た
と
見
え
て
、
長
安
随
一
の
歌
い
手
に
な
っ
た
。
折
り
し
も
、
長
安
に
あ
る
東
西
葬
儀
屋
組
合
の
展
示
競
争
が
あ
っ
た
。
東

側
は
何
れ
に
お
い
て
も
勝
っ
て
い
た
が
、
挽
歌
だ
け
は
西
側
に
劣
っ
て
い
た
。
生
の
才
能
を
見
抜
い
た
東
側
の
頭
領
は
銭
二
万
を
出
し
て
生
を
雇
い
、
新
曲
を

授
け
て
競
争
に
臨
ん
だ
。
競
争
の
当
日
は
数
万
の
人
が
押
し
寄
せ
、
非
常
な
賑
わ
い
を
呈
し
た
。
霊
柩
車
、
葬
具
は
何
れ
も
西
側
が
劣
っ
て
い
た
。
挽
回
を
期

し
て
最
後
の
挽
歌
比
べ
に
な
る
と
、
西
側
は
満
を
持
し
て
「
白
馬
の
詞
」
を
披
露
す
る
。
辺
り
を
睥
睨
し
て
自
信
満
々
で
あ
る
。
東
側
は
長
椅
子
を
重
ね
た
台
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に
黑
頭
巾
の
若
者
が
供
数
人
を
連
れ
て
登
壇
す
る
。
生
で
あ
る
。
自
信
な
さ
そ
う
に
登
場
す
る
と
、
衣
服
を
整
え
、
喉
の
調
子
を
み
る
と
「
薤
露
の
章
」
を
歌

い
出
す
。
そ
の
悲
し
み
の
歌
い
ぶ
り
は
辺
り
を
圧
倒
し
、
樹
木
を
も
震
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
聴
衆
は
皆
涙
を
誘
わ
れ
た
。
西
側
は
こ
そ
こ
そ
と
逃
げ
帰
る
有

様
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
地
方
の
使
職
が
都
に
上
る
よ
う
に
と
の
詔
が
あ
り
生
の
父
親
で
あ
る
滎
陽
公
が
都
に
居
た
。
父
親
は
同
僚
と
衣
服
を
替
え

て
雑
踏
に
紛
れ
て
い
た
。
付
き
従
う
下
僕
は
生
の
乳
母
の
夫
で
あ
り
、
挽
歌
歌
い
が
生
に
似
て
い
る
と
注
進
す
る
。
父
親
は
息
子
が
大
金
を
持
参
し
て
い
た
の

で
盗
賊
に
襲
わ
れ
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。
乳
母
の
夫
は
葬
儀
屋
仲
間
に
訊
い
て
み
る
。
挽
歌
歌
い
は
何
処
の
誰
か
と
。
生
の
名
で
は
な
い
。
も
し
や
と
生
に

近
づ
く
下
僕
、
そ
れ
を
悟
っ
た
生
、
逃
げ
る
者
と
追
う
者
、
緊
迫
の
場
面
で
あ
る
。
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
観
念
し
た
生
、
幼
い
頃
よ
り
養
育
し
て
き
た

下
僕
の
目
に
は
生
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
映
っ
て
い
た
。
二
人
は
抱
き
合
っ
て
泣
い
た
。
父
親
の
宿
に
着
く
と
、
父
親
は
か
く
の
如
き
生
き
様
を
し
て

家
門
を
汚
し
、
何
の
面
目
が
あ
っ
て
父
の
前
に
居
る
と
大
い
に
怒
り
、
曲
江
の
西
、
杏
園
の
東
（
長
安
城
東
南
の
外
れ
に
あ
る
景
勝
地
）
ま
で
連
れ
て
行
き
、

衣
服
を
剥
ぎ
馬
鞭
で
数
百
回
打
ち
据
え
た
。
生
は
斃
れ
、父
親
は
そ
れ
を
見
捨
て
て
立
ち
去
っ
た［
第
二
次
瀕
死
］。
挽
歌
の
師
匠
は
そ
れ
を
見
る
に
忍
び
な
く
、

配
下
に
生
の
骸
を
埋
め
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
す
る
と
心
臓
辺
り
が
ま
だ
暖
か
い
の
で
、
様
子
を
見
る
。
葦
の
筒
で
飲
み
物
を
流
し
込
む
と
、
一
晩
で
息
を
吹

き
返
し
た
。
一
月
を
経
過
す
る
も
手
足
は
動
か
せ
ず
、
鞭
打
た
れ
た
所
は
壊
死
腐
爛
し
、
葬
儀
屋
仲
間
も
諦
め
て
道
ば
た
に
放
棄
し
た
（「
棄
於
道
周
」）［
第

三
次
瀕
死
］。
道
を
往
来
す
る
者
が
残
飯
を
与
え
（「
行
路
咸
傷
之
、
往
往
投
其
餘
食
」）、
生
は
空
腹
を
満
た
し
た
。
十
日
も
す
る
と
杖
を
頼
り
に
歩
く
こ
と
が

で
き
、
襤
褸
を
纏
い
、
欠
け
た
碗
を
手
に
町
中
を
乞
丐
し
て
回
っ
た
（「
持
一
破
甌
、
巡
於
閭
里
、
以
乞
食
爲
事
」）。
秋
か
ら
冬
に
な
る
と
、
夜
は
糞
尿
処
理

場
（「
夜
入
於
糞
壤
窟
室
」）
で
寒
さ
を
凌
ぎ
、
昼
は
店
先
を
門
付
け
し
て
回
っ
た
（「
晝
則
周
遊
廛
肆
」）。

【
Ⅳ
再
会
と
団
円
】
冬
至
り
、
長
安
に
大
雪
が
降
る
。
飢
え
に
駆
ら
れ
た
生
は
雪
の
中
を
食
べ
物
を
求
め
て
物
乞
い
に
出
る
。
そ
の
声
は
哀
切
で
聞
く
者
の
同

情
を
誘
っ
た
。
雪
は
ひ
と
き
わ
激
し
く
な
り
、
人
家
は
皆
固
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
安
邑
里
（
東
市
の
南
）
の
東
門
、
区
画
に
沿
っ
て
北
に
向
か
い
七
八
軒
目

の
家
だ
け
が
左
側
の
扉
を
開
け
て
い
た
。
そ
こ
こ
そ
李
娃
の
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
扉
に
向
か
っ
て
生
は
飢
え
と
凍
え
を
訴
え
る
。
李
娃
は
そ
の
声
を
聞
く
と
、

生
に
間
違
い
な
い
と
侍
女
に
言
い
、部
屋
か
ら
は
じ
か
れ
る
よ
う
に
出
て
き
た
。
見
れ
ば
身
は
痩
せ
衰
え
、体
は
で
き
も
の
だ
ら
け
で
人
間
と
は
思
わ
れ
な
か
っ

た
。
李
娃
は
驚
き
、
そ
の
人
を
生
と
認
め
た
。
生
は
李
娃
と
分
か
る
と
憤
り
の
余
り
気
絶
し
た
。
李
娃
は
生
を
介
抱
し
な
が
ら
、
自
ら
の
罪
に
卒
倒
し
て
は
我

に
返
っ
た
。
仮
母
は
そ
の
騒
ぎ
を
聞
き
つ
け
、
生
を
追
い
返
せ
と
迫
る
。
李
娃
は
そ
の
申
し
出
を
峻
拒
し
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
く
。
本
来
は
出
自
立
派
な
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滎
陽
公
生
か
ら
金
品
を
奪
い
取
り
、
天
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
父
子
の
関
係
を
断
ち
切
り
、
親
に
子
殺
し
を
さ
せ
、
人
を
こ
こ
ま
で
追
い
つ
め
た
こ
と
は
全
て

自
分
の
責
任
。
滎
陽
公
の
親
戚
は
朝
廷
に
沢
山
お
り
、
そ
の
顛
末
を
知
れ
ば
禍
が
及
ぶ
こ
と
必
定
。
天
道
に
従
わ
ず
、
人
倫
に
背
い
た
以
上
は
、
鬼
神
も
助
け

て
は
く
れ
な
い
と
。
そ
し
て
、
身
請
け
の
金
を
用
意
し
て
、
仮
母
に
は
孝
養
を
尽
く
す
と
誓
う
。
生
と
二
人
で
近
く
に
家
を
借
り
、
献
身
的
に
看
病
し
た
。
病

癒
え
、
健
康
を
回
復
し
た
生
に
勉
学
の
意
思
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
書
物
を
買
い
に
行
き
、
再
び
学
問
を
志
し
た
。
李
娃
は
い
つ
も
生
の
側
で
支
え
、
絶
え
ず
励

ま
し
た
。
生
も
精
励
し
二
年
の
修
養
を
積
ん
で
科
挙
甲
科
に
合
格
し
た
。
官
界
に
生
の
名
は
知
れ
渡
っ
た
。
李
娃
は
生
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
と
行
い
が
他
人
と

大
い
に
異
な
る
の
で
、
さ
ら
に
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
と
戒
め
る
。
生
は
制
科
直
言
極
諫
科
に
も
首
席
で
合
格
し
、
成
都
府
参
軍
を
授
か
っ
た
。
赴
任
す
る
に

及
び
、
李
娃
は
申
し
出
る
。
す
で
に
生
は
健
康
を
回
復
し
て
科
挙
に
も
合
格
し
、
官
途
も
定
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
後
は
仮
母
に
孝
養
を
尽
く
し
た
い
の
で
、
名

門
の
娘
を
嫁
に
迎
え
て
欲
し
い
と
。
自
ら
は
身
を
引
く
覚
悟
を
示
す
。
生
は
、
そ
れ
な
ら
ば
自
ら
は
死
を
選
ぶ
と
譲
ら
な
い
。
李
娃
は
剣
門
（
四
川
省
）
ま
で

送
る
こ
と
で
、
生
を
納
得
さ
せ
る
。
折
り
し
も
、
生
の
父
で
あ
る
滎
陽
公
が
剣
南
採
訪
使
と
し
て
任
命
さ
れ
、
剣
門
で
会
う
こ
と
に
な
る
。
再
び
逢
っ
た
父
親

は
、
生
の
出
世
の
経
緯
を
聞
き
、
李
娃
を
引
き
留
め
、
正
式
な
婚
儀
を
整
え
て
二
人
を
結
婚
さ
せ
た
。
李
娃
は
先
祖
を
祀
り
、
家
を
治
め
、
舅
姑
に
孝
養
を
尽

く
し
た
。
舅
姑
の
服
喪
中
に
は
い
く
つ
も
瑞
祥
が
現
れ
、
朝
廷
か
ら
も
恩
賞
が
与
え
ら
れ
た
。
生
は
高
官
を
歴
任
し
、
李
娃
も
汧
国
夫
人
の
称
号
が
下
賜
さ
れ

た
。
四
人
の
息
子
は
何
れ
も
名
門
の
一
族
と
結
婚
し
て
、
大
い
に
繁
栄
し
た
。

　

以
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
長
々
と
見
て
き
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
物
語
は
、
た
し
か
に
娼
妓
李
娃
が
い
か
に
汧
国
夫
人
に
ま
で
至
る
か
が
描
か
れ
て
お
り
、

ま
た
滎
陽
公
生
の
立
身
出
世
物
語
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
面
白
さ
は
そ
の
成
功
と
繁
栄
を
導
く
に
至
る
、
挫
折
と
困
窮
、
死
と
背
中
合
わ
せ
の

境
遇
と
そ
の
後
と
の
落
差
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
物
語
の
構
成
か
ら
見
て
も
、【
Ⅰ
出
会
い
と
破
産
】【
Ⅱ
偽
計
と
憤
慨
】【
Ⅲ
瀕
死
と
助
命
】【
Ⅳ
再
会
と
団
円
】

の
中
で
、
と
り
わ
け
【
Ⅲ
瀕
死
と
助
命
】
が
物
語
の
流
れ
か
ら
見
て
最
高
潮
と
み
な
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

李
娃
に
と
っ
て
生
は
一
人
の
客
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
相
思
相
愛
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
有
り
金
を
使
い
果
た
し
た
生
を
仮
母
は
疎
ん
じ
始

め
る
。
そ
の
際
の
二
人
は
「
邇
来 

姥
の
意
漸
く
怠
り
、
娃
の
情
弥い

よ

い
よ
厚
し
」
と
対
称
的
で
あ
る
。
屋
敷
か
ら
追
い
出
す
算
段
と
し
て
「
籠
脱
け
詐
欺
」
を

仕
掛
け
李
娃
も
加
担
す
る
が
、
再
会
叶
っ
た
後
の
李
娃
は
殊
勝
で
あ
る
。
生
を
死
に
追
い
や
っ
た
事
を
悔
い
改
め
、
懇
切
な
看
病
で
回
復
を
図
り
、
再
び
勉
学
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の
意
欲
を
か
き
立
て
、
環
境
を
整
え
て
励
ま
す
。
生
が
応
挙
の
意
思
を
固
め
て
も
、
な
お
「
未
だ
し
。
且
つ
精
熟
し
以
て
百
戦
を
俟ま

た
し
め
よ
」
と
自
重
を
促

し
、
科
挙
甲
科
に
合
格
し
て
浮
か
れ
て
い
る
生
に
は
、「
未
だ
し
。
今
の
秀
士
苟
も
一
科
第
に
擢
せ
ら
る
る
を
獲
れ
ば
、
則
ち
自
ら
謂
へ
ら
く
、
以
て
中
朝
の

顕
職
を
取
り
、
天
下
の
美
名
を
擅
に
す
べ
し
と
。
子
は
行
ひ
穢
れ
跡
鄙い

や

し
く
、
他
士
に
侔ひ

と

し
か
ら
ず
。
当
に
利
器
を
礱ろ

う

淬さ
い

し
、
以
て
再
捷
を
求
む
べ
し
。
方
に

以
て
多
士
と
連
衡
し
、
覇
を
群
英
に
争
ふ
べ
し
」
と
周
到
で
あ
る
。

　

ま
た
、
最
も
印
象
深
い
の
は
、
生
が
及
第
し
て
仕
官
す
る
に
及
び
、
自
ら
は
身
を
引
き
「
今
之
れ
子し

を
本
軀
に
復
す
。
某わ

れ

は
相
負そ

む

か
ざ
る
な
り
。
願
は
く
は

残
年
を
以
て
老
姥
を
帰
養
せ
ん
。
君
当
に
媛ゑ

ん

に
鼎
族
に
結
び
、
以
て
蒸

じ
ょ
う

嘗し
や
うに

奉
ず
べ
し
。
中
外
の
婚こ

ん

媾こ
う

、
自
ら
黷け

が

す
こ
と
な
か
れ
。
勉
思
自
愛
せ
よ
。
某
こ
れ

よ
り
去
ら
ん
」
と
い
う
覚
悟
を
開
陳
す
る
場
面
で
あ
る
。
健
康
を
回
復
し
、元
の
身
に
戻
し
て
約
束
を
守
っ
た
。
残
り
の
月
日
は
仮
母
に
孝
養
を
尽
く
し
た
い
。

こ
れ
か
ら
は
名
門
の
娘
を
嫁
に
取
り
、
祖
先
を
祀
り
、
婚
姻
こ
そ
名
家
に
と
っ
て
の
一
大
事
、
自
ら
汚
す
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
と
言
い
含
め
る
。
婦
人
の
徳

と
生
き
方
と
を
鮮
明
に
表
白
し
て
潔
い
。

　

こ
の
物
語
の
末
尾
に
、
作
者
の
白
行
簡
が
「
嗟
乎
、
倡
蕩
の
姫
に
し
て
、
節
行
是か

く
の
如
し
。
古
先
の
烈
女
と
雖
も
、
踰こ

ゆ
る
能
は
ざ
る
な
り
。
焉い

づ

く
ん
ぞ

之
が
為
に
歎
息
せ
ざ
る
を
得
ん
や
」
と
論
評
す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
烈
女
の
鏡
と
し
て
捉
え
、
女
性
は
か
く
あ
る
べ
し
と
の
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
に
連
な
る
士
人
階
層
の
女
性
に
求
め
る
理
想
像
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
物
語
を
外
郭
で
支
え
て
い
る
。

四
　「
李
娃
伝
」
を
支
え
た
人
々
ー
「
凶
肆
」「
乞
丐
」

　

こ
の
物
語
の
伝
播
を
考
え
る
と
き
外
形
を
支
え
る
中
身
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
李
娃
の
「
発
跡
変
泰
」
で
は
な
い
。
生
が
生
死
の
境
に
あ
る
「
瀕
死
」
の
際

に
、
死
の
淵
か
ら
助
け
る
人
々
の
存
在
に
よ
っ
て
物
語
は
起
伏
に
富
み
、
か
つ
進
展
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
滎
陽
公
生
は
登
場
す
る
「
い
や

し
き
人
々
」
の
救
済
に
よ
っ
て
生
き
な
が
ら
え
、
か
つ
物
語
の
骨
組
み
と
し
て
目
立
た
ぬ
が
力
強
く
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。「
李
娃
伝
」
の

構
成
を
示
し
た
際
に
挙
げ
た
［
第
一
次
瀕
死
］
か
ら
順
次
そ
の
存
在
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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［
第
一
次
瀕
死
］「
籠
脱
け
詐
欺
」
に
よ
っ
て
街
中
に
無
一
文
で
放
り
出
さ
れ
た
生
は
、
憤
激
の
余
り
発
病
し
、
治
る
見
込
み
が
な
い
と
思
わ
れ
た
生
は
葬
儀
屋

街
に
捨
て
ら
れ
る
（
こ
こ
に
遺
棄
す
れ
ば
、
弔
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
市
井
の
人
々
の
思
い
が
窺
え
る
）。
＝
「
凶
肆
」（
葬
儀
屋
）
の
「
合
肆
の
人
」（
葬
儀

組
合
の
人
々
）
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
。

［
第
二
次
瀕
死
］
父
親
に
馬
鞭
に
よ
り
鞭
打
た
れ
て
斃
れ
る）

（1
（

。
＝
挽
歌
の
師
匠
、
同
輩
に
よ
り
助
命
さ
れ
る
。

［
第
三
次
瀕
死
］
父
親
に
受
け
た
傷
は
腐
爛
し
て
治
る
見
込
み
が
無
い
と
道
端
に
遺
棄
さ
れ
る
。
＝
「
行
路
」
の
人
々
が
残
飯
を
与
え
、
命
を
永
ら
え
る
。「
乞

食
」「
乞
丐
」
に
よ
り
飢
え
を
凌
ぎ
、「
糞
壌
窟
室
」
に
寒
さ
を
避
け
、「
廛
肆
」
に
門
付
け
し
て
生
き
永
ら
え
る
。

　

生
が
瀕
死
の
際
に
、
き
ま
っ
て
救
済
す
る
の
は
市
井
の
人
々
、
し
か
も
当
時
に
あ
っ
て
社
会
の
最
下
層
と
思
わ
れ
る
人
々
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら

の
人
々
は
い
わ
ゆ
る
唐
律
の
定
め
る
良
人
・
賤
人
に
も
含
ま
れ
ず
、
国
家
の
管
理
の
外
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
歴
史
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
当
時

の
実
際
は
つ
ぶ
さ
に
は
知
り
得
な
い
が
、
明
ら
か
に
前
述
し
た
文
学
規
範
の
埒
外
に
あ
る
人
々
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
に
は
存
在
し
て
い
て
も
文
学
規
範
を

決
定
す
る
人
々
の
視
界
に
は
入
ら
な
い
人
々
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
人
々
が
物
語
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
文
学
を
担
う
人
々
の

視
界
に
入
り
、
そ
の
人
々
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
文
学
規
範
に
対
し
て
刺
激
を
与
え
、
あ
る
い
は
そ
の
変
容
を
促
す
働
き
を
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
伝
播
は
ひ
と
り
士
人
階
層
の
価
値
観
や
倫
理
観
の
み
で
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
滎
陽
公
生
を
助
命
し
「
死
の
淵
」
か
ら
再
び
「
生
」
へ
蘇
ら
せ
た
人
々
の
存
在
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
死
の
淵
に
あ
っ
て
路
頭
に
迷
う

生
を
救
っ
た
「
凶
肆
」（
葬
儀
や
葬
具
を
扱
う
店
）
は
、古
来
社
会
よ
り
欠
く
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
詳
細
は
今
な
お
不
明
な
部
分
が
多
い
。

『
太
平
広
記
』
巻
二
六
〇
・
嗤
鄙
「
李
佐
」
に
次
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。

　

 　

山
東
の
名
士
李
佐
は
、
安
史
の
大
乱
で
父
を
失
っ
た
。
の
ち
科
挙
に
及
第
し
て
京
兆
府
少
尹
を
拝
命
す
る
。
密
か
に
父
の
行
方
を
探
索
し
た
と
こ
ろ
、
知

る
者
か
ら
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
葬
儀
の
道
具
を
扱
う
店
（
鬻
凶
器
家
）
に
迎
え
に
行
き
、
孝
養
を
尽
く
し
た
。
数
か
月
後
、
父
は
李
佐
に
言
う
。
父
は
三
十

年
も
「
此
の
党
」
の
中
に
居
り
、
未
だ
礼
も
言
っ
て
い
な
い
。
仲
間
に
酒
を
振
る
舞
い
、
馳
走
を
奢
れ
ば
悔
い
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
李
佐
は
数
日
を
掛
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け
て
用
意
し
、東
西
両
市
の
「
薤
歌
を
善
く
す
る
も
の
」（
挽
歌
う
た
い
）
百
人
を
呼
び
宴
を
開
い
た
。
初
め
は
整
然
と
し
て
い
た
が
、や
が
て
騒
が
し
く
な
っ

た
。
皆
は
父
を
担
ぐ
と
挽
歌
を
歌
い
出
し
、
百
人
は
こ
れ
に
応
じ
た
。
路
傍
で
見
る
者
は
数
万
に
上
っ
た
。
父
の
行
方
は
知
れ
な
か
っ
た
。
李
佐
は
家
を
捨

て
て
山
に
入
り
、
数
日
で
亡
く
な
っ
た
。（
出
典
は
、
唐
・
李
冗
『
独
異
志）

（（
（

』）

　

李
佐
の
父
親
は
「
安
史
の
大
乱
」
の
後
、
難
を
避
け
三
十
年
の
間
葬
儀
屋
街
に
身
を
潜
め
て
い
た
こ
と
、
仲
間
を
「
党
」
と
呼
び
強
い
連
帯
で
結
ば
れ
て
い

た
こ
と
、そ
の
う
ち
と
く
に
挽
歌
う
た
い
に
秀
で
て
い
た
こ
と
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
凶
器
を
鬻
ぐ
家
」
こ
そ
葬
儀
屋
で
あ
り
、「
此
の
党
」

こ
そ
挽
歌
歌
い
を
含
め
た
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
一
種
の
職
能
集
団
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
人
々
の
社
会
は
そ
の
ま
ま
大
衆
に
広
が
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
職
能
集
団
は
、い
わ
ば
社
会
の
裏
面
を
支
え
る
働
き
を
有
し
、社
会
か
ら
逸
脱
し
、そ
こ
か
ら
逃
避
す
る
人
々
に
と
っ
て
大
き
な
受
け
皿
と
な
っ

て
い
た
。
三
十
年
も
の
間
逃
避
を
可
能
に
し
、「
死
」
の
世
界
に
近
い
集
団
社
会
の
存
在
は
、
断
片
的
な
記
載
な
が
ら
十
分
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、

「
挽
歌
」（
棺
を
引
く
と
き
の
挽
き
歌
）
と
い
う
芸
能
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
「
李
娃
伝
」
に
共
通
す
る
要
素
と
言
え
る
。

　
「
凶
肆
」（
葬
儀
屋
）
で
働
く
人
々
は
、「
合
肆
の
人
」
あ
る
い
は
「
此
の
党
」
と
呼
ば
れ
特
別
に
強
固
な
連
帯
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、［
第
二
次
瀕
死
］
に
お

い
て
、父
親
に
曲
江
の
西
、杏
園
の
東
で
鞭
打
た
れ
て
一
旦
は
死
ん
だ
生
を
救
い
出
し
た
の
は
、他
な
ら
ぬ
「
挽
歌
」
の
師
匠
や
同
輩
で
あ
っ
た
。「
合
肆
の
人
」

の
中
で
も
、
と
り
わ
け
師
承
関
係
の
強
い
職
能
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
［
第
三
次
瀕
死
］
に
お
け
る
生
を
死
の
淵
か
ら
救
っ
た
の
は
、
同
様
に
社
会
の
底
辺
で
生
き
る
「
乞
食
」「
乞
丐
」
で
あ
る
。
史
料
か
ら
見
て
用
語
と
し
て
の

「
乞
食
」
は
、
仏
教
で
言
う
「
頭
陀
」
や
「
托
鉢
」
と
同
義
の
場
合
が
多
い
が
、
仏
教
か
ら
離
れ
て
食
物
や
金
品
を
人
よ
り
恵
ん
で
も
ら
う
意
味
の
例
を
見
て

み
よ
う
。

　
『
太
平
広
記
』
巻
三
六
七
・
妖
怪
九
（
人
怪
）「
無
足
婦
人
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。

　

 　

晋
の
時
代
、
一
人
の
婦
人
が
い
た
。
容
貌
は
端
正
、
衣
服
は
華
麗
で
あ
っ
た
が
、
両
足
が
無
か
っ
た
。
そ
の
父
親
は
彼
女
を
一
輪
車
に
乗
せ
、
鄴
（
河
北

省
臨
漳
）
の
南
か
ら
浚
都
（
河
南
省
）
に
ま
で
出
か
け
て
い
き
、
市
場
で
物
乞
い
し
、
日
に
千
人
を
集
め
た
。
深
い
路
地
か
ら
入
り
組
ん
だ
道
、
高
官
の
屋
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敷
ま
で
行
か
な
い
所
は
無
か
っ
た
。
時
の
人
は
同
情
を
寄
せ
、
物
を
恵
み
投
げ
銭
を
与
え
た
。
の
ち
北
戎
の
間
諜
を
捕
ら
え
る
と
、
こ
の
婦
人
こ
そ
奸
人
の

領
袖
で
あ
っ
た
。
手
に
入
れ
た
情
報
は
多
く
、
役
人
は
こ
れ
を
誅
殺
し
た
。（
出
典
は
、
五
代
・
王
仁
裕
『
玉
堂
閑
話）

（1
（

』）

　

身
体
に
障
害
を
持
つ
美
人
を
市
に
お
い
て
見
世
物
に
し
て
金
品
を
受
け
取
り
、「
深
坊
曲
巷
、
華
屋
朱
門
に
至
る
ま
で
、
至
ら
ざ
る
所
無
し
」
と
い
う
徹
底

ぶ
り
で
人
を
集
め
て
い
た
。
北
戎
の
間
諜
で
あ
っ
た
と
い
う
要
件
を
除
く
と
し
て
も
、
す
で
に
「
乞
食
」「
乞
丐
」
が
職
能
的
な
集
団
結
社
で
あ
る
こ
と
を
匂

わ
せ
、
社
会
の
情
報
に
通
暁
し
て
い
た
と
い
う
点
、「
奸
人
」
と
の
結
び
付
き
を
示
唆
す
る
点
、
生
が
依
拠
し
た
「
乞
食
」「
乞
丐
」
と
い
う
行
為
の
背
景
に
あ

る
社
会
を
考
え
さ
せ
る
。
ま
た
、
見
世
物
や
遊
芸
と
結
び
つ
き
易
く
、
以
下
の
よ
う
な
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
太
平
広
記
』
巻
四
四
六
・
畜
獸
十
三
（
獼
猴
）「
楊
于
度
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

 　

蜀
の
楊
于
度
は
よ
く
「
胡
猻
」（
ア
カ
ゲ
ザ
ル
）
を
飼
い
慣
ら
し
、
街
中
で
猿
回
し
を
し
て
金
を
稼
い
で
い
た
。
大
小
十
数
匹
の
猿
は
皆
人
語
を
解
し
、

犬
に
跨
が
り
、
役
人
が
出
か
け
る
様
子
を
真
似
し
、
前
後
を
叱
り
つ
け
た
り
鞭
を
打
っ
た
り
し
、
冠
を
か
ぶ
り
靴
を
履
い
た
。
酔
っ
払
い
に
扮
す
る
と
地
面

に
伏
し
、
助
け
起
こ
す
も
し
ば
ら
く
は
起
き
な
い
。「
町
役
人
が
来
た
ぞ
」
と
言
っ
て
も
起
き
な
い
し
、「
御
史
中
丞
様
の
お
出
ま
し
だ
ぞ
」
と
言
っ
て
も
起

き
な
い
。「
侯
（
猴
）
侍
中
の
お
越
し
」
と
言
う
と
急
に
飛
び
起
き
、
恐
れ
る
振
り
を
し
て
笑
い
を
誘
っ
た）

（1
（

。（
出
典
は
、
五
代
・
景
煥
『
野
人
閑
話）

（1
（

』）

　

同
じ
く
『
太
平
広
記
』
巻
四
五
九
・
蛇
四
「
安
陸
人
」
に
は
、
左
の
よ
う
に
あ
る
。

　

 　

安
陸
の
人
で
姓
を
毛
と
名
乗
る
者
は
、
酒
と
共
に
毒
蛇
を
好
ん
で
食
べ
て
い
た
。
以
前
、
斉
安
に
出
か
け
た
折
、
予
章
（
江
西
省
）
に
行
き
市
場
で
蛇
を

見
世
物
に
し
て
金
を
稼
い
で
い
た
。
十
年
そ
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
と
、あ
る
日
薪
売
り
の
男
が
鄱
陽
よ
り
や
っ
て
来
て
老
父
を
夢
に
見
た
。
老
父
は
、

自
分
の
た
め
に
一
匹
の
蛇
を
江
西
の
蛇
使
い
で
毛
と
い
う
者
に
送
っ
て
く
れ
と
。
予
章
に
着
く
と
薪
は
全
て
売
れ
た
。
船
の
中
に
一
匹
の
青
白
い
蛇
が
と
ぐ

ろ
を
巻
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
触
る
と
動
か
な
く
な
っ
た
。
薪
売
り
は
以
前
の
夢
を
思
い
出
し
、
こ
れ
を
持
参
し
て
市
場
に
行
き
毛
を
尋
ね
た
。
毛
は
蛇
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を
動
か
そ
う
と
す
る
と
、
乳
を
噛
ま
れ
た
。
毛
は
気
を
失
い
倒
れ
た
。
暫
く
す
る
と
体
は
腐
り
始
め
て
、
蛇
も
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
。（
出
典
は
、
五
代
・

徐
鉉
『
稽
神
録）

（1
（

』）

　
「
楊
于
度
」
に
は
、
後
半
に
後
日
談
が
あ
る
の
だ
が
割
愛
し
た
。
ま
た
「
安
陸
人
」
は
、
話
を
毒
蛇
を
好
ん
で
喰
ら
っ
た
毛
な
る
男
が
毒
蛇
に
報
復
さ
れ
る

因
果
応
報
譚
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
そ
の
点
で
は
な
い
。
こ
の
両
話
の
注
視
す
べ
き
点
は
、
何
れ
も
市
場
に
お
い
て
人
々

に
「
猿
回
し
」
や
「
蛇
使
い
」
を
演
じ
て
金
品
を
手
に
入
れ
て
い
る
人
物
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
楊
于
度
」
に
見
ら
れ
る
「
猿
回
し
」
の
演
出
は
内

容
か
ら
判
断
し
て
相
当
に
熟
練
し
た
芸
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、「
安
陸
人
」
で
は
十
年
も
の
間
そ
う
し
た
生
活
が
続
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
職

業
化
し
た
「
乞
食
」「
乞
丐
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
例
を
見
て
み
る
と
、
歌
唱
や
楽
器
演
奏
が
「
猿
回
し
」
や
「
蛇
使
い
」
と
同
様
に
、
人

前
で
披
露
し
て
は
金
品
を
受
け
る
一
種
の
芸
能
と
し
て
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
そ
う
無
理
な
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
『
太
平
広
記
』
巻
八
五
・
異
人
五
「
撃
竹
子
」
に
あ
る
。

　

 　

成
都
の
酒
屋
に
竹
の
拍
子
木
を
打
つ
者
が
い
る
。
三
十
ば
か
り
で
ど
こ
の
誰
か
も
分
か
ら
な
い
。
手
に
竹
を
二
本
持
ち
、
そ
れ
を
打
っ
て
は
甲
高
い
音
を

響
か
せ
、
調
子
を
取
り
な
が
ら
歌
を
交
え
て
は
聴
く
者
に
金
品
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
歌
う
内
容
は
さ
な
が
ら
道
教
の
趣
旨
に
合
致
し
て
い
た
。
金
を
得
て

は
酒
を
飲
み
、
こ
う
し
て
十
数
年
が
経
過
し
た
。
あ
る
日
、
東
市
の
薬
種
問
屋
黄
氏
の
家
に
行
き
、
悠
然
と
言
っ
た
。
貴
殿
は
長
い
間
道
教
を
好
み
、
義
気

を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
、
わ
が
誠
を
捧
げ
た
い
、
如
何
か
と
。
黄
氏
は
聞
か
せ
て
欲
し
い
と
答
え
る
。「
竹
打
ち
」
は
、
自
ら
は
乞
食
で
あ
り
、
北
門
外
の

七
里
亭
の
橋
の
下
に
居
る
。
し
か
し
病
を
得
て
重
篤
で
あ
り
、
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
荼
毘
に
付
し
、
心
臓
だ
け
は
焼
か
な
い
で
欲
し
い
と
頼
む
。
言
い
終
わ

る
と
金
を
置
い
て
去
っ
て
行
く
。
翌
日
、
黄
氏
が
橋
の
下
に
行
く
と
「
竹
打
ち
」
は
病
の
床
に
伏
せ
て
い
た
。
そ
の
時
も
、
屍
を
焼
く
と
き
に
心
臓
に
は
触

れ
な
い
で
欲
し
い
と
頼
ん
で
息
絶
え
る
。
黄
氏
は
悲
し
み
涙
を
流
し
た
。
死
に
装
束
に
替
え
、
棺
を
用
意
し
、
郊
外
に
お
い
て
焼
く
こ
と
に
し
た
。
す
る
と

不
思
議
な
香
り
が
漂
っ
た
。
心
臓
だ
け
が
焼
け
残
っ
た
。
黄
氏
は
こ
れ
を
街
に
持
っ
て
帰
り
棍
棒
で
割
る
と
爆
弾
が
破
裂
し
た
よ
う
な
音
が
し
た
。
す
る
と
、

一
尺
ほ
ど
の
人
間
が
煙
の
中
か
ら
出
て
き
た
。
そ
れ
こ
そ
「
竹
打
ち
」
で
あ
っ
た
。
手
に
竹
の
拍
子
木
を
持
ち
、
音
を
立
て
な
が
ら
上
空
に
飛
翔
し
た
。
衆
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人
は
皆
驚
い
た
。「
竹
打
ち
」
は
黄
氏
を
通
し
て
自
ら
の
昇
仙
を
叶
え
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。（
出
典
は
、
五
代
・
景
煥
『
野
人
閑
話）

（1
（

』）

　

話
の
内
容
と
し
て
は
、
居
酒
屋
で
乞
食
に
身
を
や
つ
し
た
男
が
拍
子
木
を
打
ち
、
歌
を
歌
い
な
が
ら
聴
く
者
に
金
品
を
恵
ん
で
も
ら
う
生
活
を
生
業
と
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
男
は
じ
つ
は
神
仙
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
歌
う
内
容
が
道
教
の
趣
旨
に
合
致
し
た
と
い
う
件
は
、
結
末
の
「
尸
解
」「
昇
仙
」
に
結
び

つ
く
文
脈
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
話
で
も
、
こ
の
世
に
お
け
る
「
乞
丐
」
は
、
楽
器
や
唱
歌
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
芸
能
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
と
く
に
こ
の
話
に
は
末
尾
に
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
付
し
て
い
る
。「
こ
の
話
を
通
し
て
、
我
々
は
成
都
が
神
仙
の
集
う
場
所
で
あ
る
事
を
知
っ
た
。

竹
打
ち
の
よ
う
な
人
間
は
多
い
。
お
よ
そ
、
貧
賤
で
乞
食
の
よ
う
な
男
で
あ
っ
て
も
侮
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
始
知
成
都
迺
神
仙
所
聚
之
處
。
如
撃
竹
子
者
、

亦
以
多
矣
。
大
凡
不
可
以
貧
賤
行
乞
之
士
而
輕
易
者
焉
）」
胡
乱
な
風
体
で
街
を
徘
徊
し
、
時
に
拍
子
木
を
打
っ
て
囃
し
立
て
、
歌
を
う
た
い
な
が
ら
物
を
乞

い
歩
く
「
乞
丐
」「
乞
食
」
は
、
じ
つ
は
神
仙
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

醜
陋
怪
異
な
人
間
が
じ
つ
は
「
道
」
や
神
仙
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
み
な
す
の
は
、『
荘
子
』
徳
充
符
篇
の
「
哀
駘
它
」
な
ど
の
例
に
見
え
る
。
人
間
の
外

見
に
惑
わ
さ
れ
て
本
質
を
見
抜
け
ぬ
態
度
を
批
判
的
に
指
摘
す
る
説
話
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
存
在
は
「
聖
」
と
「
俗
」
の
差
別
を
超
越
し
、

そ
の
間
を
自
由
に
行
き
交
い
、
彼
此
の
境
界
を
無
化
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
の
「
い
や
し
き
人
々
」
が
彼
ら
の
世
界
に
お
い
て
独
自
の
伝
承
や
物
語
を
も
ち
、
そ
れ
を
語
り
伝
え
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
の
原
型
が

士
人
ら
に
影
響
を
与
え
、
視
野
に
入
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
唐
代
伝
奇
小
説
の
規
範
の
拡
大
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
　「
李
娃
伝
」
を
支
え
た
場
ー
「
市
」「
道
」「
橋
」「
街
」

　

生
と
死
の
間
に
生
き
る
「
凶
肆
」
の
人
々
、
と
り
わ
け
「
挽
歌
」
を
歌
い
大
衆
を
魅
了
す
る
人
々
、「
聖
」「
俗
」
の
境
界
を
超
越
し
既
存
の
価
値
に
束
縛
さ

れ
な
い
「
乞
丐
」「
乞
食
」
の
人
々
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
独
自
に
自
ら
の
立
場
か
ら
物
語
を
紡
い
で
い
く
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
生
き

た
世
界
が
《
市
場
》（「
無
足
婦
人
」『
自
鄴
南
遊
浚
都
。
乞
丐
於
市

4

4

4

4

。
日
聚
千
人
。
至
于
深
坊
曲
巷
、
華
屋
朱
門
、
無
所
不
至
』、「
安
陸
人
」『
恆
弄
蛇
於
市

4

4

4

4

4

』）、
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《
道
路
・
道
端
》（「
李
娃
伝
」『
一
夕
、
棄
於
道
周

4

4

4

4

』）、《
橋
・
橋
下
》（「
撃
竹
子
」『
在
北
門
外
七
里
亭
橋
下
盤
泊

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

』）、《
市
街
》（「
楊
于
度
」『
於
闤
闠
中
、
乞

4

4

4

4

4

丐
於
人

4

4

4

。』）
と
い
っ
た
公
的
権
力
や
個
別
の
人
身
支
配
が
及
び
に
く
い
「
共
同
」
的
な
空
間
（「
聖
庇
」
ア
ジ
ー
ルasyl

的
な
空
間
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
起

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
生
き
る
人
々
は
、
そ
の
外
の
価
値
観
や
規
制
と
は
無
縁
で
あ
る
。
自
ら
の
生
き
る
世
界
の
約
束
に
従
い
、
生
き
て
い
く
。
既
存

の
価
値
観
や
規
範
に
よ
っ
て
「
生
」
か
ら
追
い
や
ら
れ
「
死
」
の
淵
に
臨
む
滎
陽
公
生
を
助
け
た
の
は
、
こ
う
し
た
境
界
に
囚
わ
れ
な
い
人
々
の
力
が
大
き
く

働
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

付
け
加
え
れ
ば
、「
李
娃
伝
」
に
お
い
て
、
滎
陽
公
生
が
「
乞
丐
」
と
し
て
「
一
破
甌
を
持
し
、
閭
里
を
巡
り
、
食
を
乞
ふ
を
以
て
事
と
為
す
。
秋
よ
り
冬

に
徂
き
、
夜
は
糞
壤
窟
室
に
入
り
、
昼
は
則
ち
廛
肆
を
周
遊
す
」
と
あ
る
、「
糞
壌
窟
室
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
糞
壤
」
は
、『
楚
辞
』
離
騒
に
「
糞

壌
を
蘇と

り
て
以
て
幃き

に
充
た
し
、
申
椒
は
其
れ
芳
し
か
ら
ず
と
謂
ふ
」
と
あ
り
、
宋
・
洪
興
祖
の
「
補
注
」
に
は
「
蘇
は
取
る
な
り
。
充
は
猶
ほ
満
の
ご
と
き

な
り
。
壌
は
土
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、通
常
は
穢
れ
た
土
あ
る
い
は
堆
肥
を
指
す
。
ま
た
、「
窟
室
」
は
『
左
伝
』
襄
公
三
十
年
に
「
鄭
の
伯
有
、酒
を
耆こ

の

む
。

窟
室
を
為
り
て
、
夜
酒
を
飲
み
鐘
を
撃
つ
」
と
あ
り
、
西
晋
・
杜
預
注
に
「
窟
室
と
は
地
室
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
中
に
穿
た
れ
た
空
間
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
両
語
を
勘
案
す
る
に
、
都
長
安
の
糞
尿
処
理
・
下
水
処
理
の
た
め
の
地
下
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
冬
季
は
一
定
の
温
度
が
保
た
れ

て
寒
さ
を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
で
も
、
前
述
し
た
こ
の
仕
事
に
関
わ
る
人
々
の
存
在
と
物
語
へ
の
介
在
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
史
料
は
そ
の
説
明

を
欠
く
憾
み
が
あ
る
が
、
当
時
の
長
安
の
人
口
約
八
十
万
と
し
て
も
、
上
下
両
水
道
及
び
糞
尿
処
理
施
設
は
そ
れ
な
り
に
整
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
う
し
た
汚
穢
処
理
業
務
に
関
わ
る
人
々
も
先
に
見
た
「
凶
肆
」
の
人
々
に
連
な
る
階
層
、す
な
わ
ち
「
い
や
し
き
人
々
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
娼
妓
で
あ
る
李
娃
は
、「
い
や
し
き
人
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
当
時
に
お
け
る
娼
妓
の
出
身
は
、
戦
乱
流
亡
に
よ
り
旧
身
分
を
失
っ

た
者
、
官
妓
・
私
妓
の
身
分
が
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
っ
た
者
、
人
身
売
買
さ
れ
た
者
な
ど
種
々
の
出
身
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
李
娃
は
仮
母
に
対
し
て

負
債
が
あ
っ
た
と
言
う
か
ら
借
金
の
形
に
身
売
り
し
た
女
性
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
娼
妓
も
ま
た
身
分
か
ら
言
え
ば
良
人
の
支
配
か
ら
外
れ
た
民
で
あ
る
。
遊

芸
を
事
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
一
定
の
職
能
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。「
乞
丐
」
と
結
び
つ
く
史
料
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が

認
め
ら
れ
る
。
宋
・
曽
慥
『
類
説
』
巻
一
六
（
雑
纂
）
所
引
、
唐
・
段
安
節
『
楽
府
雑
録
』（
張
紅
々
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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大
暦
年
間
、
張
紅
々
と
い
う
女
性
が
父
親
と
一
緒
に
歌
を
う
た
い
道
端
で
物
乞
い
を
し
た
。
韋
青
は
こ
の
女
を
歌
妓
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
楽
人
が
新
曲

を
作
る
と
宮
中
に
入
れ
る
前
に
韋
青
に
聞
か
せ
た
。
韋
青
は
密
か
に
屏
風
の
後
ろ
に
紅
紅
を
立
た
せ
、
小
豆
を
使
い
曲
調
を
記
憶
さ
せ
た
。
歌
が
終
わ
る
と

紅
々
に
尋
ね
る
と
、
新
曲
を
歌
う
こ
と
が
で
き
ま
す
と
の
返
事
。
韋
青
は
楽
人
を
欺
い
て
言
う
。
私
に
は
女
弟
子
が
あ
り
、
早
く
に
こ
の
曲
を
歌
っ
て
い
た
、

新
曲
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
屏
風
越
し
に
歌
わ
せ
る
と
、楽
人
一
同
驚
愕
し
て
色
を
失
っ
た
。
敬
宗
は
紅
々
を
宮
中
に
入
れ
、宮
中
で
は
紅
々
を
「
記

曲
娘
子
」
と
呼
ん
だ
。
韋
青
が
亡
く
な
る
と
奏
上
し
、
わ
が
身
は
本
「
風
塵
丐
者
」
宮
中
に
お
仕
え
で
き
る
の
も
韋
青
様
の
ご
恩
。
紅
々
は
慟
哭
し
て
息
絶

え
た）

（1
（

。

　

張
紅
々
は
父
親
と
共
に
「
唱
歌
し
て
衢
路
に
乞
丐
」
し
て
歩
き
、
韋
青
に
そ
の
才
を
認
め
ら
れ
て
歌
姫
と
し
て
囲
わ
れ）

（1
（

、
や
が
て
は
敬
宗
の
目
に
も
止
ま
り
、

宮
中
に
招
か
れ
て
「
記
曲
娘
子
（
曲
調
を
記
憶
す
る
姫
）」
と
呼
ば
れ
た
。
一
度
聞
い
た
曲
調
を
瞬
時
に
記
憶
で
き
る
能
力
を
評
価
さ
れ
た
事
を
伝
え
て
い
る
。

自
ら
を
「
風
塵
丐
者
（
世
俗
の
乞
食
）」
と
み
な
す
底
に
は
、
路
傍
に
唱
歌
し
て
糊
口
を
凌
ぐ
「
芸
能
」
を
売
り
物
と
し
、
そ
れ
を
「
乞
丐
」
し
て
歩
く
生
活

者
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
芸
能
を
披
露
し
て
各
地
を
遊
歴
す
る
「
遊
女
」
の
存
在
が
垣
間
見
ら
れ
、
娼
妓
へ
と
繋
が
る
関
係
性
が
示
唆

さ
れ
る
。

　

こ
の
話
の
場
合
は
、
張
紅
々
は
市
井
の
乞
丐
か
ら
、
韋
青
の
歌
妓
と
な
り
、
や
が
て
は
敬
宗
の
宮
中
に
お
い
て
「
記
曲
娘
子
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
出
世
す

る
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
娼
妓
か
ら
高
貴
な
身
分
を
も
つ
男
性
の
妻
（
あ
る
い
は
妾
媵
）
と
な
っ
て
幸
福
に
暮
ら
す
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
連
な
る
人
々
は
そ
れ
を
支
え
、
そ
の
成
功
を
語
り
伝
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六
　
ま
と
め

　

唐
・
劉
餗
『
隋
唐
佳
話
』（
中
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。
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薛
中
書
元
超
は
親
し
い
者
に
言
っ
た
。
自
分
は
不
才
に
し
て
過
分
な
富
貴
を
得
て
い
る
が
、
日
頃
三
つ
の
不
満
が
あ
る
。
一
つ
は
、
進
士
科
に
登
第
で
き

な
か
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
五
姓
の
娘
を
嫁
に
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
残
り
一
つ
は
国
史
を
編
纂
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
。

　

 　

薛
中
書
元
超
謂
所
親
曰
、
吾
不
才
、
富
貴
過
分
、
然
平
生
有
三
恨
。
始
不
以
進
士
擢
第
、
不
得
娶
五
姓
女
、
不
得
修
國
史
。

　

薛
収
の
子
で
あ
る
薛
元
超
は
九
歳
で
爵
を
継
ぎ
、
巣
王
の
娘
和
静
県
主
を
娶
り
、
上
元
三
年
中
書
侍
郎
、
同
中
書
門
下
を
歴
任
し
て
い
る
。
当
時
の
士
大
夫

と
し
て
「
出
仕
」「
婚
姻
」
と
も
に
遜
色
は
な
い
。
そ
の
人
に
し
て
か
く
言
わ
し
め
て
い
る
風
潮
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

科
挙
の
進
士
科
が
難
関
で
あ
り
、「
三
十
老
明
経
、
五
十
少
進
士
（
明
経
合
格
は
三
十
で
は
遅
す
ぎ
、
進
士
合
格
は
五
十
で
も
ま
だ
若
い）

11
（

）」
と
い
う
俗
諺
を

生
ん
だ
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
当
時
す
で
に
科
挙
及
第
が
官
途
に
お
け
る
最
大
の
資
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
五
姓
」
と

は
、
清
河
あ
る
い
は
博
陵
の
崔
氏
、
范
陽
の
盧
氏
、
趙
郡
の
李
氏
、
滎
陽
の
鄭
氏
、
太
原
の
王
氏
ら
の
郡
望
の
娘
を
嫁
に
迎
え
る
こ
と
。
こ
れ
と
姻
戚
と
な
る

こ
と
で
官
界
に
お
け
る
後
援
を
願
い
、
一
層
の
盤
石
を
期
し
た
。
国
史
を
修
撰
す
る
と
は
、
仕
官
し
た
士
人
の
最
も
名
誉
な
役
割
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
三
要

素
は
、
当
時
の
出
仕
し
た
士
人
の
共
通
し
た
望
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
劉
開
栄
は
滎
陽
公
生
が
娼
妓
で
あ
る
李
娃
を
正
妻
に
迎
え
る
こ
と
は
社
会
背
景

か
ら
言
っ
て
も
、
法
律
上
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）

1（
（

。

　

当
時
の
士
人
に
お
け
る
結
婚
や
恋
愛
に
対
す
る
倫
理
や
価
値
観
が
以
前
と
は
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
と
は
い
え
、
お
よ
そ
娼
妓
を
妻
と
し
て
迎
え
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
当
時
の
価
値
観
や
常
識
か
ら
言
っ
て
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
内
助
の
功
績
や
瑞
祥
が
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
夫
人
」
の

封
号
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
は
「
奇
跡
」
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
不
可
能
を
可
能
に
変
え
た
力
が
那
辺
に
由
来
す
る
の
か
を
考
え
る
と
き
、
娼
妓
李
娃
の
背
後
に
広
が
る
物
語
の
伝
承
者
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
士
人

が
生
き
る
世
界
の
規
範
と
、
そ
れ
と
は
別
に
存
在
す
る
「
俗
」
な
る
世
界
に
は
た
ら
く
力
が
衝
突
し
か
つ
融
合
し
つ
つ
、
当
時
の
人
々
が
考
え
る
文
学
の
規
範

を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
貴
な
身
分
で
あ
る
滎
陽
公
生
が
苦
難
の
流
浪
を
経
て
、
や
が
て
立
身
出
世
す
る
話
に
添
う
よ
う
に
伝
え
ら

れ
た
「
遊
女
」
の
物
語
に
、
こ
の
物
語
の
新
し
さ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
李
娃
伝
」
が
物
語
の
外
郭
と
し
て
滎
陽
公
生
が
流
亡
苦
難
し
、「
い
や
し
き
人
々
」
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
、
や
が
て
立
身
出
世
を
果
た
す
物
語
の
大
枠
に
依
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拠
し
、
そ
れ
を
助
け
る
「
遊
女
」
が
市
井
に
生
き
る
人
々
の
物
語
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
伝
承
者
の
姿
が
物
語
に
投
影
し
て
い
た
と

し
て
も
不
思
議
は
な
い
。「
李
娃
伝
」
は
、
確
か
に
李
娃
や
滎
陽
公
生
の
立
身
出
世
の
物
語
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
物
語
の
外
郭
と
そ
れ
を
支
え
る
人
々
の

投
影
す
る
中
身
が
一
致
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
枠
組
み
を
大
き
く
突
き
破
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
ち
得
た
と
言
え
る
。

　

如
上
の
仮
説
が
い
く
ば
く
か
の
説
得
力
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、「
李
娃
伝
」
す
な
わ
ち
「
一
枝
花
話
」
と
い
う
考
え
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
改
め
て
語
り

物
と
し
て
の
伝
承
者
の
影
を
追
い
求
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
１
） 

中
国
藝
術
研
究
院
曲
藝
研
究
所
『
説
唱
藝
術
簡
史
』（
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
第
二
章
「
唐
代
的
説
唱
藝
術
」
に
よ
れ
ば
、
①
俗
講
に
お
け
る
講
唱
経
文
と
変
文　

②

説
話　

③
俗
賦
・
詞
文
及
び
歌
辞　

を
挙
げ
て
い
る
。
一
定
の
技
能
と
水
準
に
は
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
後
世
に
お
け
る
「
話
本
」
と
の
関
連
を
跡
づ
け
て
い
る
。
王
永
平
『
唐
代

游
藝
』（
西
北
大
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
は
、「
説
書
（
語
り
物
）」
は
長
安
東
西
の
両
市
に
お
い
て
、
縁
日
や
法
会
の
際
に
行
わ
れ
、「
百
戯
」
の
一
つ
と
し
て
行

わ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。「
変
文
」
に
つ
い
て
は
、
金
岡
照
光
『
敦
煌
の
文
学
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
七
一
年
）、
唱
導
文
学
に
つ
い
て
は
、
澤
田
瑞
穂
「
唱
導
文
学
の
形

成
」（『
仏
教
と
中
国
文
学
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
）
を
参
照
。

（
２
） 

張
政
烺
「
一
枝
花
話
」（『
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
二
十
本
下
冊
、
一
九
四
八
年
）

（
３
） 

王
夢
鷗
『
唐
人
小
説
研
究
』（
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
三
年
）
二
集
第
三
編
「
異
聞
集
遺
文
校
補
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
類
説
所
錄
、
至
此
句
爲
止
。
末
有
『
舊
名
一

枝
花
、
本
説
一
枝
花
自
演
』
十
二
字
。
按
此
十
二
字
似
轉
錄
自
元
稹
酬
白
樂
天
百
韻
詩
之
自
注
。
原
文
云
、『
顧
復
本
説
一
枝
花
、
自
寅
至
巳
。』
今
此
於
『
本
』
字
上
脱
『
顧
復
』

二
字
、
又
誤
『
寅
』
爲
『
演
』、
下
脱
『
至
巳
』
二
字
、
遂
致
不
可
解
矣
。
唯
此
注
語
、
與
四
部
叢
刊
本
所
載
者
稍
異
、
倘
以
類
説
殘
文
爲
證
、
則
四
部
叢
刊
本
之
元
氏
長
慶
集
未

足
據
也
。」

（
４
） 

該
当
部
分
の
自
注
は
、
元
稹
集
の
善
本
と
み
な
さ
れ
て
い
る
明
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
年
）
楊
循
吉
據
宋
本
『
元
氏
長
慶
集
』
に
よ
る
。
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
元
稹
集
』（
中

国
古
典
文
学
基
本
叢
書
、
冀
勤
点
校
、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）、『
元
稹
集
編
年
箋
注
』（
楊
軍
箋
注
、
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）、『
元
稹
集
校
注
』（
中
国
古
典
文
学
叢
書
、
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周
相
録
校
注
、上
海
古
籍
出
版
社
、二
〇
一
一
年
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
異
同
は
な
い
。
元
稹
の
自
注
に
つ
い
て
は
、赤
井
益
久
「
自
注
の
文
学
ー
『
元
氏
長
慶
集
』
を
中
心
と
し
て
ー
」

（『
中
国
古
典
研
究
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
） 

張
兵
「
一
条″
話
本
”
資
料
的
探
考
」（『
文
学
遺
産
』
一
九
八
八
年
第
三
期
）
参
照
。

（
６
） 

王
夢
鷗
『
唐
人
小
説
』（
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
三
年
）
二
集
第
二
編
「
重
要
篇
章
及
其
作
者
生
平
新
探
」「
六
、
李
娃
傳
之
來
歷
及
其
作
者
寫
作
年
代
」、
内
山
知
也
『
隋
唐
小
説

研
究
』（
木
耳
社
、
一
九
七
七
年
）
第
四
章
第
六
節
「
白
行
簡
と
「
李
娃
伝
」
に
つ
い
て
」、
近
藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
第
三
章
第
五
節
「
主
要
作
品
に
つ
い
て
」
甲
愛
情

小
説
「
李
娃
伝
」（
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
）、
胡
士
瑩
『
話
本
小
説
概
論
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）、
傅
錫
壬
『
牛
李
黨
爭
與
唐
代
文
學
』（
東
大
圖
書
公
司
、
一
九
八
四

年
）
第
三
章
「
黨
爭
與
文
學
」「
三
、
編
撰
小
説
以
攻
訐
政
敵
」「（
一
）
試
探
李
娃
傳
的
寫
作
動
機
及
其
時
代
」、
小
南
一
郎
『
唐
代
伝
奇
小
説
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

第
三
章
「
李
娃
伝
―
長
安
の
ま
ち
と
人
々
」
参
照
。

（
７
） 

李
剣
国
『
唐
五
代
志
怪
傳
奇
叙
録
』（
増
訂
本
）
上
冊
、（
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年
）
第
二
巻
「
興
盛
前
期
ー
傳
奇
文
興
盛
期
」
五
〇
八
頁
。

（
８
） 

程
毅
中
『
古
小
説
簡
目
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）「
前
言
」
に
は
、
古
小
説
の
分
類
上
の
不
統
一
に
つ
き
『
隋
書
』
経
籍
志
、『
旧
唐
書
』
経
籍
誌
、『
新
唐
書
』
芸
文
志
、『
四

庫
全
書
』
に
お
け
る
相
違
に
つ
い
て
一
表
に
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
） 

赤
井
益
久
「
唐
伝
奇
に
お
け
る
第
三
人
物
形
象
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
九
七
巻
一
一
号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

東
西
の
葬
儀
組
合
の
競
技
で
期
せ
ず
し
て
再
会
し
た
滎
陽
公
父
子
は
、
名
門
の
声
望
を
失
墜
さ
せ
た
と
い
う
理
由
で
、
父
親
は
息
子
を
鞭
打
つ
。
そ
の
場
面
、「
曲
江
の
西
、
杏
園

の
東
に
至
り
、
そ
の
衣
服
を
去
り
、
馬
鞭
を
以
て
之
を
鞭
う
つ
こ
と
数
百
。
生
は
其
の
苦
に
勝
へ
ず
し
て
斃た
ふ

る
。
父
之
を
棄
て
て
去
る
」
と
あ
り
、
父
親
は
封
建
思
想
を
よ
り
所

に
し
、
な
ん
と
か
生
き
な
が
ら
え
て
き
た
滎
陽
公
生
を
殺
す
ま
で
打
ち
据
え
た
の
で
あ
る
。「
生
」
と
「
死
」
の
境
に
あ
る
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
が
、
少
し
く
違
和
感
を
覚
え
る

の
は
、「
以
馬
鞭
鞭
之
數
百
」
と
い
う
鞭
打
ち
の
表
現
で
あ
る
。
唐
代
の
小
説
を
見
て
も
使
用
人
を
主
人
が
鞭
打
つ
場
面
は
あ
る
が
、
誇
張
表
現
に
し
て
も
そ
の
憤
り
の
様
が
窺
え

る
。
大
澤
政
昭
『
唐
宋
時
代
の
家
族
・
婚
姻
・
女
性
―
婦
は
強
く
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
終
章
「
む
ち
打
つ
者
と
打
た
れ
る
者
ー
家
族
か
ら
世
帯
へ
」
に
お
い
て
、
そ
の

関
係
性
を
指
摘
し
た
上
で
「
家
の
秩
序
を
守
ろ
う
と
す
る
家
長
の
姿
が
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
滎
陽
公
生
を
「
死
」
へ
と
追
い
や
る
権
威
と
し
て
父
親
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

（
11
） 『
太
平
広
記
』
巻
二
六
〇
・
嗤
鄙
三
「
李
佐
」「
唐
李
佐
、
山
東
名
族
。
少
時
因
安
史
之
亂
、
失
其
父
。
後
佐
進
士
擢
第
、
有
令
名
、
官
爲
京
兆
少
尹
、
陰
求
其
父
。
有
識
者
告
後
、
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往
迎
之
於
鬻
凶
器
家
、
歸
而
奉
養
。
如
是
累
月
。
一
旦
、
父
召
佐
謂
曰
、
汝
孝
行
絕
世
、
然
吾
三
十
年
在
此
黨
中
、
昨
從
汝
來
、
未
與
流
輩
謝
絕
。
汝
可
具
大
豬
五
頭
、
白
醪
數
斛
、

蒜
虀
數
甕
、
薄
餅
十
拌
、
開
設
中
堂
、
吾
與
群
黨
一
酬
申
款
、
則
無
恨
矣
。
佐
恭
承
其
敎
、
數
日
乃
具
。
父
散
召
兩
市
善
薤
歌
者
百
人
至
。
初
卽
列
坐
堂
中
、
久
乃
雜
謳
、
及
暮

皆
醉
。
眾
扶
佐
父
登
榻
、
而
薤
歌
一
聲
、
凡
百
齊
和
。
俄
然
相
扶
父
出
、
不
知
所
在
。
行
路
觀
者
億
萬
。
明
日
、
佐
棄
家
人
入
山
、
數
日
而
卒
。
出
獨
異
志
。」

（
12
） 『
太
平
広
記
』
巻
三
六
七
・ 

妖
怪
九
「
無
足
婦
人
」「
晉
少
主
之
代
、
有
婦
人
。
儀
狀
端
嚴
、
衣
服
鉛
粉
、
不
下
美
人
、
而
無
腿
足
。
繇
帶
已
下
、
如
截
而
齊
、
餘
皆
具
備
。
其
父

載
之
于
獨
車
、
自
鄴
南
游
浚
都
、
乞
丐
于
市
、
日
聚
千
人
。
至
于
深
坊
曲
巷
、
華
屋
朱
門
、
無
所
不
至
。
時
人
嗟
異
、
皆
擲
而
施
之
。
後
京
城
獲
北
戎
間
諜
、
官
司
案
之
、
乃
此

婦
為
奸
人
之
領
袖
、
所
聽
察
甚
多
、
遂
戮
之
。
出
玉
堂
閑
話
。」

（
13
） 

文
中
の
「
侯
」
は
『
広
韻
』（
下
平
十
九
侯
）
で
あ
り
、「
猴
」
も
同
。「
獼
猴
猱
也
」
と
あ
る
。
同
音
に
よ
る
諧
声
双
関
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
） 『
太
平
広
記
』
巻
四
四
六
・
畜
獣
一
三
「
楊
于
度
」「
蜀
中
有
楊
于
度
者
、
善
弄
胡
猻
、
于
闤
闠
中
、
乞
丐
于
人
。
常
飼
養
胡
猻
大
小
十
餘
頭
、
會
人
語
、
或
令
騎
犬
、
作
參
軍
行
李
、

則
呵
殿
前
後
。
其
執
鞭
驅
策
、
戴
帽
穿
靴
、
亦
可
取
笑
一
時
。
如
弄
醉
人
、
則
必
倒
之
、
臥
于
地
上
、
扶
之
久
而
不
起
。
于
度
唱
曰
、
街
使
來
、
輒
不
起
。
御
史
中
丞
來
、
亦
不
起
。

或
微
言
、
侯
侍
中
來
、
胡
猻
卽
便
起
走
、
眼
目
張
惶
、
佯
作
懼
怕
。
人
皆
笑
之
。（
出
野
人
閑
話
）」

（
15
） 『
太
平
広
記
』
巻
四
五
九
・
蛇
四
「
安
陸
人
」「
安
陸
人
姓
毛
、
善
食
毒
蛇
、
以
酒
吞
之
。
嘗
游
齊
安
、
遂
至
豫
章
。
恒
弄
蛇
于
市
、
以
乞
丐
為
事
。
積
十
年
餘
。
有
賣
薪
者
、
自

鄱
陽
來
、
宿
黃
倍
山
下
。
夢
老
父
云
、
爲
我
寄
一
蛇
與
江
西
弄
蛇
毛
生
也
。
乃
至
豫
章
觀
步
門
賣
薪
將
盡
、
有
蛇
蒼
白
色
、
盤
于
船
中
、
觸
之
不
動
。
薪
者
方
省
向
夢
、
卽
攜
之

至
市
、
訪
毛
生
、
因
以
與
之
。
毛
始
欲
振
拔
、
應
手
嚙
其
乳
。
毛
失
聲
顛
仆
、
遂
卒
。
食
久
卽
腐
壞
、
蛇
亦
不
知
所
在
焉
。
出
稽
神
錄
」

（
16
） 『
太
平
広
記
』
巻
八
五
・
異
人
五
「
擊
竹
子
」「
擊
竹
子
不
言
姓
名
、
亦
不
知
何
許
人
。
年
可
三
十
餘
、
在
成
都
酒
肆
中
、
以
手
持
二
竹
節
相
擊
、
鏗
然
鳴
響
、
有
聲
可
聽
、
以
唱

歌
應
和
、
乞
丐
於
人
。
宛
然
詞
旨
皆
合
道
意
、
得
錢
多
飲
酒
。
人
莫
識
之
。
如
此
十
餘
年
矣
。
一
旦
、
自
詣
東
市
賣
生
藥
黃
氏
子
家
。
從
容
謂
曰
、
余
知
長
者
好
道
、
復
多
氣
義
、

有
日
矣
。
今
欲
將
誠
素
奉
訖
、
得
否
。
黃
氏
子
曰
、
君
有
事
、
但
得
言
之
。
擊
竹
子
謂
曰
、
我
乞
丐
之
人
也
、
在
北
門
外
七
里
亭
橋
下
盤
泊
。
今
病
甚
、
多
恐
不
濟
。
若
終
焉
之
後
、

敢
望
特
與
燒
爇
。
今
自
齎
錢
兩
貫
文
、
充
買
柴
用
。
慎
勿
觸
我
之
心
肝
、
是
所
托
也
。
陰
隲
自
有
相
報
。
因
留
其
錢
。
黃
氏
自
不
取
、
則
固
留
而
去
。
黃
氏
子
翌
日
至
橋
下
、
果

見
擊
竹
子
臥
於
蒹
葭
之
上
。
見
黃
氏
子
來
、
忻
然
感
謝
、
徐
曰
、
余
疾
不
起
。
復
與
黃
氏
子
金
二
斤
。
又
曰
、
昨
言
不
用
令
人
觸
我
心
肝
則
幸
也
。
珍
重
且
辭
，
言
訖
而
逝
。
黃

氏
子
亦
憫
然
出
涕
、
太
息
者
久
之
。
遂
令
人
易
衣
服
、
備
棺
斂
、
將
出
於
郊
野
、
堆
積
柴
炭
、
祭
而
焚
之
。
卽
聞
異
香
馥
郁
、
林
鳥
鳴
叫
。
至
晚
、
只
餘
其
心
、
終
不
燃
燼
、
復

又
其
大
如
斗
。
黃
氏
子
收
以
歸
城
、
速
語
令
人
以
杖
觸
之
。
或
聞
炮
烈
、
其
聲
如
雷
、
人
馬
皆
駭
。
逡
巡
、
有
人
長
尺
餘
、
自
煙
焰
中
出
、
乃
擊
竹
子
也
。
手
擊
其
竹
、
嘹
然
有
聲
、
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沓
杳
而
上
。
黃
氏
子
悔
過
作
禮
。
衆
人
皆
歎
奇
異
。
於
戲
、
得
非
不
觸
其
心
、
復
在
人
間
乎
。
觸
其
心
、
便
可
上
賓
乎
。
復
欲
於
黃
氏
子
顯
其
蛻
化
乎
。
始
知
成
都
乃
神
仙
所
聚

之
處
、
如
擊
竹
子
者
、
亦
以
多
矣
。
大
凡
不
可
以
貧
賤
行
乞
之
士
而
輕
易
者
焉
。」

（
17
） 

宋
・
曽
慥
『
類
説
』
巻
一
六
（
雑
纂
）
の
該
当
部
分
に
は
異
同
が
多
い
。
こ
こ
で
は
『
類
説
校
注
』（
王
汝
濤
等
校
注
、
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
校
勘
を
経
た

本
文
を
掲
げ
て
お
く
。「
張
紅
紅
大
曆
中
、
才
人
張
紅
紅
、
本
與
其
父
唱
歌
丐
於
衢
路
、
韋
青
納
爲
姬
。
嘗
有
樂
工
撰
新
聲
、
未
進
先
侑
歌
於
青
。
青
潜
令
紅
紅
聽
於
屏
後
、
以
小

豆
數
合
記
其
拍
。
歌
罷
、
青
入
問
之
、
云
已
唱
得
矣
。
青
出
紿
云
、
某
有
女
弟
子
、
蚤
曾
唱
此
、
非
新
曲
也
。
隔
屏
唱
之
、
一
座
失
色
。
敬
宗
召
入
宮
、
宮
中
號
記
曲
娘
子
。
韋

青
卒
、
紅
紅
奏
曰
、
妾
本
風
塵
丐
者
、
致
身
入
内
、
不
忍
忘
其
恩
。
因
一
慟
而
絶
。」

（
18
） 

韋
青
に
つ
い
て
は
正
史
に
伝
記
が
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
、『
全
唐
詩
』（
巻
七
九
五
）
に
「
三
代
掌
綸
誥
、
一
身
能
唱
歌
」
の
散
句
を
伝
え
て
お
り
、
そ
の
歌
唱
に
お
け
る
能
力

が
優
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（
19
） 『
新
唐
書
』
巻
九
八
、「
薛
元
超
伝
」

（
20
） 

唐
・
王
定
保
『
唐
摭
言
』
巻
一
「
散
序
進
士
」

（
21
） 

劉
開
榮
『
唐
代
小
説
研
究
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
四
五
年
初
版
）
で
は
、
唐
代
の
小
説
執
筆
の
背
景
に
「
牛
李
の
党
争
」
の
存
在
を
認
め
、
対
立
す
る
党
派
の
誹
謗
中
傷
を

意
図
し
て
い
た
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
作
品
に
「
周
秦
行
紀
」
を
挙
げ
、「
李
娃
伝
」
も
そ
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「『
李
娃
傳
』
的
謎
究
竟
是
什
麼
。

它
的
男
主
角
是
當
時
第
一
流
高
門
鄭
州
滎
陽
公
的
公
子
、
和
前
面
所
説
被
迫
娶
宣
宗
愛
女
的
鄭
顥
是
本
家
。
女
主
角
則
出
人
意
外
的
是
一
位
長
安
的
倡
女
李
娃
。
進
士
在
未
婚
前

逛
妓
院
、
是
當
時
最
普
遍
的
現
象
、
如
説
娶
倡
女
爲
正
室
、
並
且
由
老
滎
陽
公
出
來
作
主
、
用
六
禮
迎
娶
、
這
是
當
時
社
會
絶
對
辦
不
到
的
事
情
。
這
個
故
事
的
結
局
絶
對
是
悲
劇
、

不
可
能
是
喜
劇
。
如
『
復
活
』『
茶
花
女
』
兩
部
西
方
名
作
、
雖
極
端
當
於
刺
激
性
及
革
命
性
、
然
而
作
者
的
安
排
、
仍
然
是
悲
劇
的
結
局
、
不
如
此
、
則
違
反
現
實
、
作
者
在
撒

謊
騙
人
了
。『
李
娃
傳
』
的
本
事
除
了
社
會
背
景
的
不
可
能
以
外
、
看
有
法
律
上
的
不
可
能
。」「
其
次
、
唐
人
妾
媵
制
度
很
盛
、
一
般
妓
女
的
最
大
出
路
就
是
嫁
與
富
貴
人
家
爲
妾
。

所
以
這
位
李
娃
、
卽
或
於
鄭
公
子
有
大
徳
有
愛
情
、
可
以
嫁
與
他
爲
妻
。
這
是
傳
奇
小
説
中
大
多
數
貴
族
與
妓
女
戀
愛
的
必
然
結
果
。
唐
人
以
妾
爲
妻
、
尚
被
認
爲
觸
犯
名
教
破

壞
禮
法
、
堂
堂
的
滎
陽
鄭
家
又
豈
能
娶
倡
女
爲
妻
。
所
以
由
各
方
面
的
情
形
來
推
測
、
作
者
寫
『
李
娃
傳
』
決
不
是
尋
常
寫
小
説
而
已
、
他
必
定
有
令
人
不
解
的
特
殊
動
機
和
不

能
言
隱
衷
、
彷
彿
『
周
秦
行
紀
』
的
作
者
一
樣
、
只
藉
小
説
爲
罵
人
的
工
具
罷
了
。」「
李
娃
伝
」
の
持
つ
矛
盾
、
す
な
わ
ち
長
安
の
娼
妓
を
正
妻
に
迎
え
る
と
い
う
不
可
能
を
克

服
す
る
た
め
に
、
滎
陽
の
鄭
氏
を
貶
め
ん
が
た
め
に
小
説
を
書
い
た
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
小
説
を
解
釈
す
る
上
で
、
歴
史
的
事
実
に
本
事
を
求
め
る
場
合
に
は
、
そ
れ
で
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な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
李
娃
伝
」
の
場
合
に
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
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