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見
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
も
の
の
一

端
と
、
そ
こ
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
以
下
に
、

簡
単
に
紹
介
を
し
て
み
た
い
。

一　

宝
巻
と
宣
巻

　

現
在
、
中
国
の
郷
村
地
域
で
語
ら
れ
、
演
じ
ら
れ
て
い
る
文
芸
は
、
表

面
的
に
見
れ
ば
、
明
清
時
期
以
来
の
文
芸
の
流
れ
を
承
け
て
、
世
俗
的
な

題
材
の
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
我
々
が
調
査
を
し
た
紹
興
近
郊
の

宣
巻
文
芸
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
そ
の
語
り
物
文
芸
は
、
明
清
以
降
の

　

こ
の
数
年
来
、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
支
援
を
得
て
、
浙
江
省
を
中
心

に
、
中
国
の
郷
村
地
域
に
お
け
る
民
間
文
芸
の
調
査
を
行
な
っ
て
来
た
。

人
類
学
者
た
ち
が
云
う
よ
う
に
、
あ
る
地
域
の
文
化
に
つ
い
て
深
く
考
察

す
る
た
め
に
は
、
せ
め
て
二
年
間
、
一
つ
の
調
査
場
所
で
生
活
を
す
る 

― 

年
間
行
事
を
、
最
低
二
サ
イ
ク
ル
は
体
験
す
る 

― 

必
要
が
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
特
定
の
時
期
に
数
日
間
だ
け
滞
在
し
て
採
訪
を
行
な
う
我
々

の
調
査
は
、
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
理
想
的
な
調
査
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う

し
た
制
限
の
あ
る
実
地
採
訪
を
通
し
て
も
、
文
字
化
さ
れ
て
い
る
作
品

を
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
を
読
ん
で
理
解
す
る
の
と
は
相
当
に
異
な
る
知

中
国
近
世
の
宗
教
文
芸

小
南
一
郎
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宝
巻
の
伝
統
を
直
接
に
引
い
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
明
清
時
期
の
宝

巻
文
芸
は
、
宋
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
宗
教
的
な
宝
巻
と
は
大
き

く
性
質
を
異
に
し
て
お
り
、
世
俗
的
な
伝
統
文
芸
作
品
を
積
極
的
に
題
材

と
し
て
取
り
込
ん
だ
も
の
が
大
多
数
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ま
ず
、
車
錫
倫
教
授
が
画
い
た
、
宝
巻
芸
能
の
展
開
に
つ
い

て
の
見
取
り
図
的
記
述
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。
宝
巻
文
芸
の
歴
史
的
な

流
れ
は
、
次
の
よ
う
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
車
教
授
は
考
え
て

お
ら
れ
る（
１
）。

宗
教
宝
巻

仏
教
宝
巻
：
金
剛
科
儀
宝
巻
、
目
連
救
母
出
離
地
獄

生
天
宝
巻
、
香
山
宝
巻
な
ど

民
間
教
派
宝
巻
：
破
邪
顕
証
銀
匙
巻
、
先
天
原
始
土

地
宝
巻
な
ど

民
間
宝
巻
（
大
多
数
が
文
学
故
事
宝
巻
）

　

車
教
授
に
よ
れ
ば
、
宗
教
宝
巻
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
宋
元
時
期
に
、

仏
教
的
な
講
経
と
懺
法
儀
式
と
が
結
合
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
も
し
そ
う
し
た
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
宝
巻
の
前
身
を
敦
煌
の
変

文
に
求
め
よ
う
と
す
る
古
く
か
ら
の
説
に
は
、
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
宝
巻
は
、
そ
の
最
初
、
も
っ
ぱ
ら
仏
教
的
な
内
容
の

も
の
が
宗
教
的
な
場
で
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
明
代
正
徳
年
間
以

降
、
羅
祖
の
無
為
教
な
ど
、
多
く
の
民
間
教
派
が
、
そ
の
教
理
を
説
く
た

め
に
、
宝
巻
の
か
た
ち
を
取
っ
た
宗
教
書
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
清
代
の
康
熙
年
間
に
な
り
、
民
間
信
仰
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
民

衆
的
な
芸
能
の
題
材
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
民
間
宝
巻
が
出
現
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
孟
姜
女
の
物
語
り
、
白
蛇
伝
の
物
語

り
な
ど
、
古
来
、
語
り
継
が
れ
て
来
た
民
間
故
事
は
、
そ
の
多
く
が
、
宝

巻
文
芸
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
宝
巻
に
独
特
の
か
た
ち
を
取
っ
て
語
ら
れ
、

唱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
浙
江
近
辺
で
語
ら
れ
て
い
る
宣
巻
は
、
直
接
に

明
清
時
期
の
民
間
宝
巻
の
伝
統
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
演
じ
ら

れ
る
題
材
の
多
く
は
、
世
俗
的
な
物
語
り
で
あ
る
。
確
か
に
現
在
の
宣
巻

と
呼
ば
れ
て
い
る
芸
能
の
内
容
は
世
俗
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
表

演
の
か
た
ち
の
中
に
、
古
く
か
ら
の
要
素
が
少
な
か
ら
ず
留
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

調
査
を
行
な
っ
た
紹
興
近
辺
の
郷
村
に
お
け
る
宣
巻
の
場
合
は
、
次
の

よ
う
な
か
た
ち
を
取
っ
て
、
語
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現

在
の
宣
巻
は
、
長
寿
の
祝
賀
（
做
寿
）、
家
の
新
築
祝
い
、
病
気
治
癒
の

祈
願
、
あ
る
い
は
還
願
（
願
ほ
ど
き
）
な
ど
の
た
め
、
思
い
た
っ
た
個
人

が
芸
人
た
ち
を
家
に
招
い
て
行
な
う
こ
と
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
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実
際
の
語
り
は
、
仏
頭
と
呼
ば
れ
る
指
揮
者
（
組
織
者
）
の
も
と
に
、

普
通
、
あ
わ
せ
て
四
人
の
芸
人
が
集
め
ら
れ
る
（
六
人
の
場
合
も
あ
る
と

い
う
）。
そ
う
し
た
芸
人
の
組
み
あ
わ
せ
は
臨
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
芸

人
た
ち
に
よ
る
、
恒
常
的
な
、
座
の
よ
う
な
組
織
は
存
在
し
な
い
と
の
こ

と
で
あ
る
。

芸
人
た
ち
は
、
招
か
れ
た
家
の
入
口
に
面
し
た
堂
で
宣
巻
を
行
な
う
。

堂
に
据
え
ら
れ
た
大
き
な
机
（
八
仙
卓
）
に
坐
り
、
小
さ
な
木
魚
の
ほ

か
、
二
胡
、
月
琴
、
小
型
の
銅
鑼
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
の
楽
器
を

持
っ
て
、
主
と
し
て
唱
い
も
の
の
形
式
で
、
物
語
り
を
、
演
奏
し
つ
つ
語

る
。
曲
調
は
、
乞
食
歌
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
蓮
花
落
の
ほ
か
多
様
で
あ

る
が
、「
三
字
・
三
字
・
四
字
」
の
十
字
で
一
句
を
成
す
句
形
が
し
ば
し

ば
出
現
す
る
の
は
、
古
く
か
ら
の
宝
巻
作
品
に
見
え
る
特
殊
な
句
形
を
伝

え
た
も
の
で
あ
る
。

語
り
に
先
立
っ
て
は
、
神
々
を
迎
え
る
迎
神
の
儀
式
が
必
ず
行
な
わ
れ

る
。
語
り
の
行
な
わ
れ
る
堂
の
前
の
、
外
に
向
か
っ
て
開
い
た
入
り
口

に
、
祭
卓
が
置
か
れ
、
そ
の
上
に
、
酒
と
茶
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
品

が
並
べ
ら
れ
る
。
そ
の
祭
卓
の
正
面
に
は
、
そ
の
場
に
招
く
神
々
の
名
と

祭
祀
の
依
頼
者
で
あ
る
齋
主
の
名
と
を
書
き
、
圭
の
か
た
ち
に
折
ら
れ

た
、
黄
色
い
紙
の
牌
が
据
え
ら
れ
る
。
語
り
を
お
こ
な
う
こ
と
の
主
た
る

目
的
を
記
し
た
願
文
も
、
仏
頭
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
。

ま
ず
爆
竹
を
鳴
ら
し
て
邪
鬼
を
追
い
払
い
、
迎
神
の
儀
式
が
始
め
ら
れ

る
。
迎
神
の
音
楽
と
歌
と
に
あ
わ
せ
て
、
家
の
主
婦
た
ち
が
、
祭
卓
の
横

に
立
ち
、
外
に
向
か
っ
て
、
い
く
度
も
拝
礼
を
し
て
神
々
を
招
く
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
神
々
が
迎
え
入
れ
ら
れ
た
あ
と
、
物
語
り
が
楽

器
付
き
で
歌
わ
れ
る
。
語
り
手
た
ち
が
坐
る
机
の
中
央
に
は
「
唱
本
」
と

呼
ば
れ
る
、
筆
写
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
置
か
れ
、
語
り
の
個
々
の
段
落
の

最
初
に
「
南
無
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
句
を
は
さ
み
な
が
ら
、
物

語
り
が
展
開
す
る
。
我
々
が
調
査
し
た
例
で
い
え
ば
、
多
く
の
場
合
、
午

前
中
に
三
時
間
、
昼
食
を
は
さ
ん
で
、
午
後
に
三
時
間
ほ
ど
の
語
り
物
が

行
な
わ
れ
る
。

語
り
が
終
わ
っ
た
後
に
、
紙
銭
と
願
文
と
が
焼
か
れ
、
神
々
を
送
る
歌

と
と
も
に
、
人
々
は
拝
礼
を
し
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
宣
巻
の
行
事
は
完
了

す
る
。

以
上
に
、
現
在
、
行
な
わ
れ
て
い
る
宣
巻
と
呼
ば
れ
る
民
間
芸
能
に
つ

い
て
、
語
り
の
内
容
以
外
の
、
具
体
的
な
行
事
の
経
過
を
か
い
つ
ま
ん
で

記
述
し
て
み
た
。
こ
の
一
連
の
行
事
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
迎

神
と
送
神
と
の
儀
式
が
き
っ
ち
り
と
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

神
々
の
来
臨
を
迎
え
て
、
語
り
が
行
な
わ
れ
、
語
り
が
終
わ
っ
た
あ
と
、

神
々
を
送
り
出
す
と
い
う
枠
組
み
が
、
し
っ
か
り
と
守
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
実
際
の
物
語
り
の
冒
頭
も
、
香
を
焚
き
、
そ
の
香
に
よ
っ
て
神
々
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を
招
く
こ
と
を
述
べ
た
、
香
讃
の
文
句
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
多
い
。

こ
う
し
た
中
国
に
お
け
る
芸
能
の
実
態
を
、
日
本
の
芸
能
と
比
較
し
て

見
る
と
き
、
日
本
に
お
い
て
も
、
古
い
段
階
の
神
事
の
中
で
は
、
迎
神
と

送
神
と
の
儀
式
が
不
可
欠
な
行
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
宗
教
行
事
が
芸
能
化
し
た
と
き
、
迎
神
と
送
神
と
の
手
続
き
は
、

有
る
に
し
て
も
痕
跡
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
と

え
ば
能
楽
に
は
、
前
の
世
の
生
涯
に
思
い
が
遺
る
人
物
の
霊
を
呼
び
出
し

て
、
そ
の
人
物
に
前
世
で
の
出
来
事
を
語
ら
せ
、
や
が
て
そ
の
霊
が
も

ど
っ
て
ゆ
く
の
を
見
送
る
と
い
う
筋
書
き
の
も
の
が
多
い
。
そ
の
基
盤
に

は
、
死
者
の
霊
を
迎
え
て
行
な
わ
れ
る
宗
教
的
な
儀
礼
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
能
舞
台
の
背
後
に
必
ず
画
か
れ
る
松
は
、
霊
を
招
き
降
ろ
す
た
め

の
憑
代
だ
と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宣
巻
の
よ
う
な
、
語
り

も
の
や
唱
い
も
の
文
芸
に
お
い
て
、
そ
の
表
演
の
最
初
と
最
後
と
に
、
そ

れ
と
一
連
の
不
可
欠
な
行
事
と
し
て
、
迎
神
や
送
神
の
儀
式
が
行
な
わ
れ

る
の
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
。
宣
巻
の
中
で
の
迎
神
と
送
神
と

の
よ
う
に
、
元
来
の
か
た
ち
を
留
め
た
ま
ま
、
一
連
の
語
り
や
演
劇
が
構

成
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
は
、
日
本
の
芸
能
化
し
た
戯
曲
や
語
り
物
の
中

に
は
あ
ま
り
多
く
は
遺
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

別
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
、
語
り
が
芸
能
化
し
、
語

ら
れ
る
内
容
も
世
俗
化
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
に
も
、
そ
の
語
り
物
を
容
れ

紹興の宣巻、送神儀礼。中央で深く拝礼をしているのが筆者。
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る
枠
組
み
部
分
に
つ
い
て
は
、
元
来
の
宗
教
儀
礼
と
し
て
の
構
造
が
そ
の

ま
ま
に
保
た
れ
、
芸
能
化
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。車

錫
倫
教
授
も
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
宝
巻
文
芸
の
歴
史
の
中
で
、
明
清

時
期
以
降
、
語
ら
れ
る
内
容
が
世
俗
化
し
、
宗
教
色
を
薄
め
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
白
蓮
教
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
宗
教
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
た
民
間
教
派
宝
巻
の
伝
統
も
、
現
在
で
は
す
で
に
絶
え
て
し

ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
語
ら
れ
て
い
る
物
語
り
の
内

容
に
つ
い
て
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
郷
村
で
の
語
り
で
見
る
限
り
、
ま
っ

た
く
宗
教
色
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

た
と
え
ば
、
紹
興
近
辺
で
語
ら
れ
る
宣
巻
で
は
、「
三
包
」
と
呼
ば
れ

て
、
三
種
類
の
包
拯
に
よ
る
裁
判
物
語
り
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
語
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
三
包
と
は
、「
割
麦
宝
巻
」「
賣
花
宝
巻
」「
賣
水
宝
巻
」

の
三
種
類
の
語
り
物
で
あ
る
。
包
拯
の
裁
判
物
語
り
（
龍
図
公
案
、
包
公

案
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
方
が
あ
る
）
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
近

世
社
会
に
広
く
流
行
し
た
裁
判
物
語
り
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
り
、
包
拯

に
関
連
づ
け
て
、
元
来
は
包
拯
と
は
関
係
の
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
語

り
も
、
こ
の
一
連
の
物
語
り
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
割
麦
、

賣
花
、
賣
水
と
い
う
三
つ
の
包
拯
の
裁
判
物
語
り
は
、
数
多
く
あ
る
包
公

案
の
中
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
よ
く
人
々
に
知
ら
れ
た
物
語
り
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宝
巻
の
テ
キ
ス
ト
は
、
杭
州
、
蘇
州
、
上
海

な
ど
の
都
市
の
、
善
書
な
ど
を
印
刷
す
る
書
房
に
お
い
て
、
木
版
本
と
し

て
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
賣
花
宝
巻
」
を
除
い
て
、
三
包
の
他

の
二
種
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
く
の
版
本
は
伝
わ
ら
な
い
よ
う
な
の
で

あ
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
、
必
ず
し
も
有
名
で
は
な
い
部
分
を
含
む
、
三
つ

の
包
公
物
語
り
が
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
磯
部
祐
子
氏
は
、
そ
の
内
の
二
つ
に
ま
で
、
地

獄
め
ぐ
り
の
描
写
が
見
え
る
こ
と
に
注
目
し
、
目
連
戯
の
上
演
な
ど
と
の

関
連
に
も
言
及
を
し
て
い
る
。
そ
の
語
り
が
、
み
な
死
者
の
救
済
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
に
「
三
包
」
の
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
ま
と

め
て
上
演
さ
れ
る
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る（
２
）。

磯
部
氏
の
想
定
は
、
十
分
に
同
意
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し

は
、
も
う
少
し
広
い
視
点
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
物
語
り
が
、

い
ず
れ
も
不
条
理
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
女
性
た
ち
の
寃
魂
の

救
済
を
語
り
、
死
者
た
ち
を
な
ぐ
さ
め
る
と
い
う
内
容
の
代
表
的
な
作
品

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
み
た
い
。

　

宝
巻
作
品
に
は
、
女
性
た
ち
の
苦
難
の
生
涯
を
語
る
も
の
が
多
い
。
そ

う
し
た
特
色
は
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
宝
巻
の
一
つ
、「
香
山
宝
巻
」

で
語
ら
れ
る
観
世
音
菩
薩
（
王
女
妙
善
）
の
経
歴
に
も
す
で
に
見
え
る
も
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の
で
あ
っ
た（
３
）。

こ
こ
で
、「
賣
花
宝
巻
」
で
語
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
物
語

り
の
中
心
人
物
、
張
氏
（
張
三
娘
）
の
無
念
の
死
を
め
ぐ
る
事
件
に
つ
い

て
、
そ
の
要
点
部
分
だ
け
記
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
筋
書
き
で
あ
る（
４
）。

事
件
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
包
拯
が
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
、

宋
の
仁
宗
の
時
代
の
こ
と
。
張
氏
（
張
三
娘
）
は
、
科
挙
を
め
ざ
し

て
学
問
を
し
て
い
る
若
者
、
劉
思
進
の
妻
で
あ
っ
た
。
劉
思
進
は
、

元
来
は
良
家
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
知
県
の
悪
だ
く
み
で
、
大
き
な

弁
償
金
を
支
払
い
、
家
は
貧
し
く
な
っ
た
。
家
計
を
助
け
る
た
め
、

張
氏
は
、
造
花
を
作
っ
て
、
開
封
の
ま
ち
を
売
り
歩
い
た
。
権
力

者
、
曹
璋
の
家
の
門
前
を
通
り
か
か
っ
た
張
氏
は
、
屋
敷
の
中
に
誘

い
込
ま
れ
る
。
家
の
主
人
の
曹
璋
は
、
張
氏
に
迫
っ
て
妻
に
し
よ
う

と
す
る
が
、
張
氏
は
そ
れ
を
拒
絶
。
曹
璋
は
、
部
下
た
ち
に
命
じ
て

張
氏
を
打
ち
殺
さ
せ
、
屋
敷
の
中
の
西
園
に
そ
の
死
体
を
埋
め
た
。

夫
の
劉
思
進
の
夢
に
張
氏
が
現
れ
、
自
分
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
告

げ
、
こ
の
こ
と
を
包
拯
に
訴
え
て
ほ
し
い
と
願
う
。
劉
思
進
は
、
ま

ち
が
え
て
下
手
人
で
あ
る
曹
璋
本
人
に
事
件
の
こ
と
を
訴
え
て
し
ま

い
、
曹
璋
に
よ
っ
て
水
牢
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
劉
思
進
の
母
親
の

任
氏
が
、
包
拯
に
訴
え
、
ま
た
包
拯
の
前
に
張
氏
の
幽
霊
が
現
れ

て
、
事
件
の
こ
と
を
告
発
す
る
。

事
件
の
調
査
を
決
心
し
た
包
拯
は
、
曹
璋
の
屋
敷
に
出
向
き
、
西

園
を
掘
っ
て
、
張
氏
の
遺
体
を
発
見
す
る
。
包
拯
は
、
曹
璋
を
開
封

府
に
連
行
し
、
そ
の
自
白
を
得
て
、
か
れ
を
処
刑
す
る
。

包
拯
は
、
特
殊
な
宝
物
を
用
い
て
張
氏
を
蘇
生
さ
せ
、
劉
思
進
を

水
牢
か
ら
解
放
し
、
保
護
し
て
い
た
母
親
の
任
氏
と
も
会
わ
せ
て
、

一
家
は
団
円
す
る
こ
と
を
得
た
。

　

こ
の
物
語
り
の
中
で
積
極
的
に
行
動
し
て
い
る
の
は
、
張
三
娘
の
ほ

か
、
劉
思
進
の
母
親
の
任
氏
で
あ
っ
て
、
張
氏
の
夫
の
劉
思
進
の
行
動

は
、
い
か
に
も
ふ
が
い
な
い
。
女
性
が
活
躍
す
る
こ
と
は
、
宝
巻
文
芸
に

共
通
す
る
特
色
で
あ
り
、
元
来
の
宝
巻
の
受
容
層
や
そ
の
語
り
の
場
を
反

映
し
た
要
素
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
物
語
り
の
中
の
包
拯
に
つ
い

て
は
、
権
力
者
に
屈
し
な
い
と
い
う
点
で
は
立
派
で
あ
る
が
、
幽
霊
の
言

葉
を
信
じ
て
行
動
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
の
推
理
に
よ
っ
て
殺

人
事
件
が
解
決
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

包
拯
の
裁
判
物
語
り
は
、
広
く
見
れ
ば
、
中
国
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
西

欧
か
ら
日
本
ま
で
、
近
代
社
会
を
共
通
の
基
盤
に
し
て
発
達
し
た
探
偵
小

説
の
一
種
に
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
近
現
代
の
都
市
生
活

者
た
ち
の
論
理
的
な
思
考
を
重
視
す
る
姿
勢
が
、
探
偵
小
説
と
い
う
特
殊

な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
芸
を
発
達
さ
せ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
郷
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村
共
同
体
の
因
習
的
な
思
考
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
合
理
性
を
追
求
す
る
都

市
生
活
が
な
け
れ
ば
、
論
理
的
に
犯
人
を
わ
り
だ
す
こ
と
を
中
心
に
据
え

た
探
偵
小
説
が
広
く
一
般
の
人
々
に
愛
好
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
中
国
近
世
の
小
説
全
般
も
、
そ
う
し
た
合
理
的
思
考

を
基
礎
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
教
授
が
早

い
時
期
に
指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る（
５
）。

　

た
だ
、
包
拯
の
裁
判
物
語
り
に
は
、
た
と
え
ば
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー

ム
ズ
の
探
偵
物
語
り
な
ど
と
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
包
拯
が
犯
罪
の

犯
人
の
割
り
出
す
際
に
は
、
被
害
者
自
身
の
冥
界
か
ら
の
告
発
と
証
言
と

が
大
き
な
役
割
り
を
果
た
す
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
包
拯
が
、
昼
間
は

現
世
の
お
役
人
、
夜
間
は
冥
界
の
裁
判
官
と
い
う
二
重
生
活
を
し
て
い
る

と
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
包
拯

の
裁
判
物
語
り
に
は
、
合
理
性
に
基
づ
く
論
理
的
な
推
論
以
外
の
、
不
純

な
要
素
（
探
偵
小
説
と
し
て
は
不
純
な
要
素
）
が
混
じ
っ
て
お
り
、
む
し

ろ
そ
う
し
た
要
素
の
方
が
主
体
と
な
っ
て
物
語
り
が
展
開
し
、
事
件
は
そ

の
不
純
な
要
素
を
借
り
て
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
裁
判
物
語
り
の
発
達

は
、
中
国
近
世
の
都
市
生
活
者
た
ち
の
合
理
的
思
考
が
基
礎
に
な
っ
て
い

た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
合
理
性
の
追
求
を
し
の
ぐ
要
素
と
し
て
、
不
遇

に
死
ん
だ
女
性
た
ち
の
寃
魂
を
な
ぐ
さ
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
幽
霊
裁
判
と
も
い
う
べ
き
物
語
り
が
展
開
し
た
基
礎
に
は
、

都
市
に
住
む
人
々
の
生
活
の
中
に
、
か
れ
ら
の
合
理
性
の
追
求
の
精
神
を

も
ね
じ
曲
げ
る
も
の
と
し
て
、
寃
魂
へ
の
恐
怖
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ

ろ
う
。
か
れ
ら
の
都
市
生
活
に
脅
威
を
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
は
、

十
分
に
は
な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
寃
魂
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
都
市
生
活
者
た
ち
が
包
拯
に
期

待
し
た
第
一
の
任
務
は
、
明
快
な
論
理
的
推
理
に
よ
っ
て
事
件
を
解
決
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
寃
魂
た
ち
の
言
葉
を
聴
き
、
そ
の
怨
恨
を
晴
ら
す
こ

と
な
の
で
あ
っ
た
。

二　

孤
魂

　

田
仲
一
成
教
授
は
、
こ
う
し
た
十
分
に
は
な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
寃

魂
た
ち
を
、
孤
魂
（
孤
魂
野
鬼
の
孤
魂
）
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
う
し
た

孤
魂
祭
祀
が
、
中
国
近
代
演
劇
の
展
開
に
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
こ
と

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
論
証
し
て
お
ら
れ
る（
６
）。

中
国
に
お
け
る
演
劇

の
歴
史
の
前
半
期
を
代
表
す
る
の
が
儺な

儀
礼
・
儺
戯
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
後
半
期
、
宋
代
以
降
の
戯
曲
は
孤
魂
祭
祀
を
基
礎
に
し
て
発
展
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
い
時
代
に
起
源
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
儺
戯
の
場
合
に
は
、
人
々
の
生
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活
を
お
び
や
か
す
の
は
、
共
同
体
の
外
部
か
ら
襲
い
か
か
っ
て
来
る
邪
悪

な
存
在
で
あ
り
、
人
々
は
儺
儀
礼
・
儺
戯
の
行
事
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た

邪
悪
な
存
在
を
追
い
払
お
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
続
漢
書
」
礼
儀
志

が
記
録
す
る
、
歳
末
の
大
儺
の
行
事
は
、
疫
病
を
追
い
払
う
こ
と
を
主
た

る
目
的
と
し
、
貴
族
の
子
弟
た
ち
も
特
殊
な
衣
装
で
そ
れ
に
参
加
し
、
方

相
氏
に
扮
し
た
者
の
指
揮
の
の
も
と
、
宮
中
か
ら
邪
悪
な
も
の
を
追
い
払

い
、
宮
門
を
出
、
み
や
こ
大
路
を
駆
け
抜
け
、
最
終
的
に
は
、
洛
水
に
流

し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
儺
の
行
事
の
根
本
的
な
性
格
は
、
外
か
ら

の
邪
悪
な
侵
犯
者
に
反
撃
し
、
そ
れ
を
追
い
退
け
る
宗
教
儀
礼
で
あ
っ
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
儺
戯
に
対
し
て
、
中
国
近
世
の
孤
魂
祭
祀
は
、
そ
の
根
本
的

な
性
格
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
孤
魂
た
ち
も
、
鬼
王
な
ど
に
率
い
ら

れ
て
疫
病
を
振
り
ま
い
た
り
し
て
、
人
々
の
生
活
を
お
び
や
か
す
存
在
で

あ
る
点
で
は
共
通
性
を
持
つ
が
、
儺
戯
で
追
い
払
わ
れ
る
対
象
が
共
同
体

の
外
部
の
存
在
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
孤
魂
た
ち
は
、
基
本
的
に
共

同
体
内
部
に
由
来
す
る
存
在
で
あ
り
、
身
近
な
人
々
が
、
そ
の
不
幸
な
死

な
ど
を
通
じ
て
、
孤
魂
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
孤
魂
た
ち
は
、

人
々
の
生
活
に
不
安
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
孤
魂
は
、
追
い

払
っ
て
す
む
の
で
は
な
く
、
同
じ
共
同
体
に
住
む
人
々
の
手
に
よ
っ
て
、

な
ぐ
さ
め
ら
れ
、
救
済
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぐ
さ
め
ら
れ
る
べ
き

孤
魂
は
、
帝
王
以
下
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
間
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
田
仲
一
成
教
授
は
、
そ
う
し
た
孤
魂
の
原
型
を
、
他
集
団

と
の
武
装
抗
争
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
人
々
に
見
よ
う
し
て
お
ら
れ
る
。

共
同
体
の
近
辺
に
は
、
そ
う
し
た
人
々
を
葬
る
無
縁
墓
地
が
あ
り
、
そ
こ

に
住
ま
う
孤
魂
は
、
共
同
体
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
、
済
度
さ
れ
る
の
を

待
っ
て
い
た
。

　

中
国
の
演
劇
の
歴
史
は
、
孤
魂
を
な
ぐ
さ
め
る
と
い
う
要
素
が
中
心
に

な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
宗
教
儀
礼
か
ら
芸
能
へ
と
飛
躍
を
し
た
の

だ
と
、
田
仲
教
授
は
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
演
劇
が
、
宋
代
以
降
の
都
市

文
化
の
展
開
の
中
で
、
宗
教
的
色
彩
を
薄
め
、
芸
能
へ
と
そ
の
性
格
を
変

え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
来
た
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
転
換
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
軸
を
孤
魂
祭
祀
と
い
う
要

素
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
、
田
仲
教
授
が
提
唱
し
た
新
し
い
視
点
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。
舞
台
に
登
場
す
る
軍
事
的
英
雄
た
ち
は
、
孤
魂
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
英
雄
た
ち
の
物
語
り
を
演
じ
る
こ
と
を
通
じ

て
、
孤
魂
た
ち
を
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

中
国
近
世
社
会
が
、
唐
代
以
前
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
共
同
の
宗
教
的

関
心
の
中
心
を
孤
魂
の
救
済
に
置
い
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
七
月
十

五
日
の
盂
蘭
盆
会
・
中
元
節
の
祭
祀
の
変
質
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
盂
蘭
盆
会
の
行
事
は
、
南
北
朝
時
代
の
後
半
期
に
す
で
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に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
長
安
の
み
や
こ
を
舞
台

に
し
て
、
華
や
か
な
都
市
行
事
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

唐
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
盂
蘭
盆
と
呼
ば
れ
る
盆
器
が
、
い
く
つ

も
宮
中
で
用
意
さ
れ
て
、
そ
の
上
に
供
養
の
品
々
が
載
せ
ら
れ
、
華
や
か

に
飾
り
付
け
ら
れ
た
あ
と
、
役
人
た
ち
が
行
列
を
作
っ
て
、
そ
の
盂
蘭
盆

を
、
長
安
の
大
寺
に
送
り
込
ん
だ
。
当
然
、
そ
の
行
事
を
見
よ
う
と
、
長

安
の
ま
ち
で
生
活
を
す
る
一
般
的
な
住
民
た
ち
も
蝟
集
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
盂
蘭
盆
の
一
つ
一
つ
に
は
、
皇
室
の
祖
先
の
名
が
表
示
さ

れ
て
い
た
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
な
宮
廷
行
事
を
通
し
て
も
、
当
時
の
盂

蘭
盆
会
の
本
質
が
宗
族
を
中
心
と
し
た
祖
先
祭
祀
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
行
事
の
拠
り
所
と
な
っ
た
仏
典
、「
仏
説
盂

蘭
盆
経
」
が
、
没
後
に
苦
し
ん
で
い
る
七
世
の
父
母
と
現
世
の
父
母
と
救

う
た
め
に
盂
蘭
盆
の
行
事
を
行
な
え
ば
よ
い
と
云
っ
て
い
る
こ
と
と
も
対

応
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
盆
器
は
、
祖
先
た
ち
の
霊
魂
が
や

ど
る
容
器
（
魂
瓶
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
の
一
種
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
の
推
測
を
、
以
前
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る（
７
）。

　

し
か
し
、
こ
の
盂
蘭
盆
と
呼
ば
れ
る
祖
先
供
養
の
盆
器
は
、
中
国
近
世

の
盂
蘭
盆
の
行
事
の
中
で
は
、
次
第
に
そ
の
姿
を
消
し
て
ゆ
く
。
宋
代
か

ら
明
清
時
期
に
書
か
れ
た
、
都
市
の
年
中
行
事
を
記
録
し
た
多
数
の
筆
記

類
に
も
、
七
月
十
五
日
に
盂
蘭
盆
を
用
意
す
る
と
い
う
記
述
が
見
つ
け
出

し
に
く
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
盂
蘭
盆
の
設
置
に
代
わ
っ
て
、
七

月
十
五
日
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
水
辺
で
の
水
燈
・

江
燈
・
河
燈
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
行
事
で
あ
っ
た
。
明
か
り
を
点
け
た

燈
篭
を
水
に
浮
か
べ
て
流
す
、
日
本
で
言
う
精
霊
流
し
の
行
事
で
あ
る
。

清
代
の
北
京
で
の
風
俗
を
記
し
た
、
于
敏
中
「
日
下
旧
聞
考
」
風
俗
の
部

分
に
、
七
月
晦
日
の
水
燈
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（
８
）。

　

晦
日
は
地
蔵
仏
の
誕
生
日
だ
と
さ
れ
、
地
面
に
直
接
に
香
燭
を
奉

げ
る
。［
北
京
城
近
辺
の
］
積
水
潭
と
泡
子
湖
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

水
燈
の
行
事
が
行
な
わ
れ
る
。

　

こ
の
水
燈
の
行
事
は
、
こ
こ
で
は
七
月
晦
日
に
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
て

お
り
、
元
来
は
七
月
七
日
の
盂
蘭
盆
会
と
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
周
密
の
「
武
林
旧
事
」
の
中
秋
節
の
条
に
も
、
次
の
よ
う

に
あ
る（
９
）。

　

こ
の
日
（
中
秋
）
の
夜
に
は
、
浙
江
に
お
い
て
、
一
点
紅
と
呼
ば

れ
る
、
羊
の
皮
で
作
っ
た
小
さ
な
水
燈
が
数
十
万
個
も
流
さ
れ
る
。

水
面
全
体
を
覆
い
、
い
っ
ぱ
い
の
星
の
よ
う
に
輝
い
て
、
大
い
に
見

も
の
で
あ
る
。
あ
る
人
の
見
解
で
は
、
こ
の
行
事
は
浙
江
の
神
さ
ま
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が
喜
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
単
に
美
観
の
た
め
だ
け
に
行
な
う
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
武
林
旧
事
」
は
、
水
燈
を
中
秋
節
の
行
事
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
同
じ
く
南
宋
の
み
や
こ
臨
安
（
杭
州
）
の
繁
華
を
記
録
し
た
、「
夢

粱
録
」
巻
四
の
解
制
日
（
七
月
十
五
日
）
の
条
に
は
、
こ
の
日
に
江
燈
の

行
事
が
行
な
わ
れ
る
と
し
て
い
る）

（（
（

。

　

皇
后
殿
か
ら
錢
が
下
賜
さ
れ
、
内
侍
が
使
者
と
な
っ
て
龍
山
に
お

も
む
き
、
江
燈
一
万
個
を
流
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
近
世
の
都
市
で
は
、
水
燈
、
江
燈
な
ど
と
呼
ば
れ

る
灯
篭
流
し
が
、
七
月
十
五
日
の
行
事
の
中
で
も
特
に
重
要
な
一
節
と

な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
水
燈
行
事
は
、
孤
魂
の
救
済
を
主
た
る
目
的
と
し

て
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
帝
京
歳
時
紀
勝
」
中
元
の
条
に
は
、
次
の

よ
う
に
云
う）

（（
（

。

街
々
に
は
、
蓆
掛
け
の
台
や
、
鬼
王
の
小
屋
掛
け
の
座
が
組
ま
れ

て
、
経
典
が
読
ま
れ
、
放
焰え
ん

口く

（
施
餓
鬼
）
が
行
な
わ
れ
て
、
孤
魂

の
救
済
が
は
か
ら
れ
る
。
美
し
い
紙
を
糊
貼
り
し
て
〝
法
船
〟
が
作

ら
れ
、
そ
の
長
さ
が
七
、
八
十
尺
に
も
な
る
も
の
が
、
池
の
側
で
燃

や
さ
れ
る
。
河
燈
に
火
が
点
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
慈
悲
の
船
に

よ
っ
て
万
物
を
救
済
す
る
と
の
意
味
を
こ
め
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
河
燈
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
精
霊
船
を
流
す
行
事

が
、
孤
魂
を
救
済
す
る
一
つ
の
手
段
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

七
月
十
五
日
の
盂
蘭
盆
会
（
道
教
の
中
元
節
）
の
目
的
が
、
個
別
の
家

の
祖
先
の
霊
魂
の
救
済
か
ら
、
孤
魂
の
救
済
へ
と
そ
の
重
点
を
移
す
の
に

と
も
な
っ
て
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
儀
礼
の
種
類
に
も
必
然
的
に
変
化
が

あ
っ
た
。
上
に
挙
げ
た
水
燈
の
ほ
か
、
施
餓
鬼
（
放
焰
口
）
や
水
陸
齋
な

ど
の
行
事
が
、
七
月
十
五
日
の
行
事
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
放
焰
口
や
水
陸
齋
は
、
宗
族
の
祭
祀
で
は
対
象

に
な
ら
な
い
無
縁
の
霊
魂
を
祀
る
宗
教
儀
礼
で
あ
り
、
元
来
は
七
月
十
五

日
と
い
う
日
付
に
は
限
定
さ
れ
な
い
行
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
近

世
社
会
と
い
う
環
境
の
中
で
、
そ
れ
が
盂
蘭
盆
行
事
の
中
で
も
重
要
な
儀

礼
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
盂
蘭
盆
の
行
事
は
、
特
定
の
祖
霊
を
対
象

と
す
る
救
済
抜
苦
の
儀
式
か
ら
、
死
後
に
も
こ
の
世
界
に
対
し
て
怨
み
の

思
い
を
懐
い
て
い
る
多
数
の
霊
魂
を
あ
わ
せ
て
救
済
す
る
（
普
度
）
行
事

へ
と
、
そ
の
主
要
な
機
能
が
変
化
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。



國學院雜誌  第 117 巻第 11 号（2016年） — 168 —
　

郷
党
集
団
の
中
に
あ
っ
て
、
互
い
の
事
情
を
知
り
合
い
つ
つ
生
活
す
る

の
と
比
べ
て
、
都
市
で
の
生
活
は
孤
立
性
が
強
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
え
た
い

の
知
れ
な
い
孤
魂
の
存
在
に
対
す
る
恐
怖
も
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
う
し
た
都
市
生
活
者
の
増
加
が
、
盂
蘭
盆
会
の
性
格
を
も
変

え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
近
世
の
戯
曲
が
孤
魂
祭
祀
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
田

仲
一
成
教
授
が
、
現
地
調
査
に
も
と
づ
き
、
多
数
の
実
例
を
挙
げ
つ
つ
証

明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
孤
魂
祭
祀
劇
の
一
つ
の
典
型
が
目
連
戯
で

あ
っ
た
。
二
十
世
紀
初
頭
の
紹
興
で
の
目
連
戯
に
つ
い
て
、
謝
徳
耀
は
、

次
の
よ
う
に
報
告
を
し
て
い
る）

（（
（

。

　

六
月
に
は
「
目
蓮
戯
」
と
「
大
戯
」
と
が
盛
ん
に
上
演
さ
れ
る
。

「
目
蓮
戯
」
は
無
念
の
死
を
と
げ
た
人
を
済
度
す
る
た
め
に
上
演
さ

れ
、「
大
戯
」
の
方
は
〝
太
平
を
求
め
る
〟
た
め
に
上
演
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
六
月
に
は
気
候
が
暑
く
、
疫
病
や
農
作
物
の
虫
害
が
流

行
し
や
す
い
の
で
、
そ
の
た
め
六
・
七
月
に
は
「
目
蓮
戯
」
と
「
大

戯
」
と
の
上
演
も
ま
た
、
各
郷
村
に
お
い
て
流
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
紹
興
に
お
け
る
演
劇
の
機
能
と
し
て
、
神
を
祀
り
、

祖
先
を
祀
り
、
季
節
の
行
事
や
娯
楽
と
し
て
上
演
さ
れ
る
こ
と
の
ほ

か
に
、
霊
魂
の
救
済
と
魔
物
の
駆
除
と
い
う
神
秘
的
な
色
彩
を
塗
り

加
え
る
こ
と
に
な
る
。「
目
蓮
戯
」
と
「
大
戯
」
と
は
、〝
死
者
の
呼

び
起
こ
し
〟
と
〝
地
獄
め
ぐ
り
〟
と
い
う
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
除
け
ば
、
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
戯
曲
の
筋
書
き
や
配
役
の

組
み
合
わ
せ
の
点
で
、
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
あ
る
。

　
「
大
戯
」
が
上
演
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
、
演
じ
手
と
村
民
た
ち
と

は
、
郷
村
近
辺
の
管
理
さ
れ
て
い
な
い
墓
地
の
中
に
行
き
、
手
に
は

刀
や
さ
す
ま
た

4

4

4

4

を
持
っ
て
、
ぐ
る
り
と
見
て
ま
わ
る
。
こ
れ
を
〝
死

者
の
呼
び
起
こ
し
〟
と
言
う
。
思
う
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
死
者
の

魂
を
起
こ
し
て
、
呼
び
寄
せ
、
い
っ
し
ょ
に
演
劇
を
見
る
と
い
う
意

味
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
目
連
戯
の
上
演
に
先
立
ち
、
演
者
自
身
や
村
民
た
ち
が

近
辺
の
無
縁
墓
地
に
行
き
、
孤
魂
た
ち
を
呼
び
起
こ
し
、
演
劇
の
場
に
迎

え
寄
せ
、
か
れ
ら
と
一
緒
に
演
劇
を
見
る
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の

盆
行
事
に
つ
い
て
、
盆
踊
り
を
す
る
人
々
の
中
に
は
死
者
た
ち
も
交
ざ
っ

て
い
る
と
す
る
俗
信
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
目
連
戯
（
目
蓮
戯
）
は
、

無
念
の
死
を
遂
げ
た
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
観
客
の
中
に
は
孤
魂
自
身
も
ま
じ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

演
劇
の
上
演
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
人
々
の
魂
が
済
度
さ
れ
な
い
と
き
、

農
村
地
域
で
あ
れ
ば
、
疫
病
の
流
行
や
農
作
物
の
害
虫
の
発
生
と
い
う
か
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た
ち
で
、
そ
の
怨
み
の
思
い
が
表
明
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。戯

曲
以
外
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
も
、
近
世
社
会
と
い
う
環
境
の

中
に
あ
っ
て
、
孤
魂
祭
祀
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
宝
巻
は
、
演

劇
と
は
少
し
異
な
り
、
説
唱
文
芸
に
属
す
る
、
語
り
物
・
歌
い
物
な
の
で

あ
る
が
、
こ
の
文
芸
も
、
孤
魂
祭
祀
と
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
前

に
も
見
た
よ
う
に
、
宝
巻
の
中
で
、
女
性
た
ち
の
苦
難
に
満
ち
た
生
涯
が

語
ら
れ
、
包
拯
の
裁
判
物
語
り
に
見
え
る
よ
う
に
、
不
条
理
に
殺
さ
れ
た

女
性
の
救
済
が
図
ら
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
女
性
た
ち
が
孤
魂
と
し
て
の

性
格
を
濃
厚
に
具
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。

よ
り
広
い
視
点
か
ら
見
る
た
め
に
、
孟
姜
女
の
物
語
り
に
つ
い
て
取
り

上
げ
て
み
れ
ば
、
唐
の
貫
休
「
杞
梁
妻
」
詩
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

‥
‥ 

杞
梁
貞
婦
啼
嗚
嗚 

杞
梁
の
忠
実
な
妻
は
［
長
城
の
下
で
］
ワ
ン

ワ
ン
と
泣
く

上
無
父
兮
中
無
夫 

上
に
父
な
く
、
中
に
夫
な
く

下
無
子
兮
孤
復
孤 

下
に
子
も
な
く
、
孤
独
の
極
み

一
号
城
崩
塞
色
苦 

ひ
と
た
び
泣
き
声
を
上
げ
れ
ば
、
長
城
は
崩

れ
て
寒
々
と
し
た
塞
外
の
風
景

再
号
杞
梁
骨
出
土 

ふ
た
た
び
泣
き
声
を
上
げ
れ
ば
、
杞
梁
の
骨

が
土
中
か
ら
現
れ
る

疲
魂
飢
魄
相
逐
帰 

疲
れ
飢
え
た
魂
魄
が
次
々
と
も
ど
っ
て
来
る

 

‥
‥ 

呉
真
氏
が
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
孟
姜
女
の
物
語
り
は
孤
魂

祭
祀
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た）

（（
（

。
孟
姜
女
の
夫
の
杞
梁
は
、
秦
の
始
皇

帝
の
長
城
建
設
に
駆
り
出
さ
れ
て
、
そ
の
死
に
ざ
ま
も
知
ら
れ
な
い
孤
魂

で
あ
り
、
孟
姜
女
が
夫
の
骨
を
持
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
き
、
長
城
の
下

に
枯
骨
を
さ
ら
し
て
い
た
疲
魂
・
飢
魄
（
名
も
な
い
孤
魂
た
ち
）
も
、
孟

姜
女
に
付
い
て
故
郷
へ
帰
ろ
う
と
す
る
。
孟
姜
女
は
、
孤
魂
の
救
済
者
と

し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
孟
姜
女
自
身
も

ま
た
、
上
に
父
な
く
、
中
に
夫
な
く
、
下
に
子
が
な
い
と
嘆
い
て
い
る
よ

う
に
、
孤
魂
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
。
こ
う
し
た
孟
姜
女
の

物
語
り
を
上
演
す
る
こ
と
が
、
孟
姜
女
を
介
し
て
、
名
も
な
い
疲
魂
・
飢

魄
た
ち
を
な
ぐ
さ
め
る
こ
と
に
通
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
現
在
、
長
寿
を
祝
っ
た
り
、
家
の
新
築
祝
い
な
ど
の
た
め

に
芸
人
を
招
い
て
行
な
わ
れ
る
、
い
わ
ば
祝
事
と
し
て
行
な
わ
れ
る
宣
巻

の
中
で
、
孤
魂
の
救
済
を
目
的
と
す
る
物
語
り
が
唱
わ
れ
て
い
る
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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単
に
、
過
去
か
ら
の
方
式
を
伝
承
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
、

現
在
と
い
う
社
会
環
境
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
芸
能
に
別
の
意
味
が

付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
検
討
す
る
に
値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

盂
蘭
盆
行
事
の
基
礎
と
な
っ
た
目
連
救
母
の
物
語
り
は
、「
仏
説
盂
蘭

盆
経
」
の
中
の
短
い
記
述
を
起
点
に
し
て
、
大
き
く
展
開
を
し
た
。
こ
の

物
語
り
の
内
容
も
、
時
代
と
社
会
と
に
対
応
し
て
多
様
に
変
化
を
し
、
唐

代
後
半
期
に
は
敦
煌
の
「
目
連
変
文
」
な
ど
の
作
品
に
定
着
さ
れ
、
さ
ら

に
中
国
近
世
文
芸
の
中
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
宝
巻
文
芸
も
ま
た
、

目
連
の
物
語
り
を
取
り
入
れ
て
、「
目
連
宝
巻
」
の
か
た
ち
で
唱
わ
れ
て

い
る
ほ
か
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
同
じ
く
目
連
に
関
わ
る
「
目
連
三
世

宝
巻
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
目
連

三
世
宝
巻
」
の
中
で
は
、
仏
弟
子
で
あ
っ
た
目
連
は
、
そ
の
死
後
、
黄
巣

に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
黄
巣
は
、
唐
代
末
年
の
混
乱
し
た

世
情
の
中
で
反
乱
を
起
こ
す
。
黄
巣
は
、
さ
か
ん
に
殺
戮
を
し
て
ま
わ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
を
「
目
連
三
世
宝
巻
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
目
連
が
地
獄
に
墜
ち
た
母
親
を
救
う
た
め
に
地

獄
の
門
を
破
壊
し
た
た
め
、
地
獄
に
い
た
多
く
の
亡
者
た
ち
が
地
獄
を
脱

出
し
、
こ
の
世
に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
目
連
は
、
そ
う
し
た
亡
者
た

ち
を
地
獄
へ
も
ど
す
た
め
に
、
大
々
的
に
殺
戮
を
行
な
っ
た
の
だ
、
と）

（（
（

。

地
獄
を
脱
出
し
、
こ
の
世
界
に
ま
ぎ
れ
て
生
き
て
い
る
亡
者
た
ち
も
、
孤

魂
の
一
つ
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
孤
魂
を

放
置
す
れ
ば
、
人
々
の
生
活
の
安
定
が
お
び
や
か
さ
れ
る
。
目
連
に
は
、

孤
魂
た
ち
を
取
り
締
ま
る
役
目
が
託
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
目
連
三
世
宝
巻
」
に
見
え
る
、
地
獄
が
壊
れ
て
、
多
く
の
亡
者
た
ち

が
逃
げ
出
し
、
こ
の
世
界
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
、
こ
の
世
に

損
害
を
も
た
ら
す
存
在
た
ち
を
、
も
と
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
戻
す
と
い
う
物

語
り
の
枠
組
み
は
、
長
篇
章
回
小
説
「
水
滸
伝
」
の
構
造
と
も
共
通
し
て

い
る
。「
水
滸
伝
」
の
主
人
公
の
宋
江
に
は
、
黄
巣
と
な
っ
た
目
連
と
は

少
し
か
た
ち
は
異
な
る
が
、
封
印
が
破
ら
れ
、
こ
の
世
界
に
散
ら
ば
っ
て

し
ま
っ
た
百
八
の
悪
鬼
た
ち
を
回
収
す
る
役
目
が
託
さ
れ
て
い
る
。
宋
江

は
、
最
後
に
、
最
大
の
悪
鬼
た
る
李
逵
を
、
み
ず
か
ら
の
生
命
を
か
け
て

回
収
し
て
物
語
り
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
水
滸

伝
」
も
ま
た
、
孤
魂
に
関
わ
る
物
語
り
と
し
て
の
基
盤
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
よ
う
。
中
国
の
近
世
文
芸
展
開
を
そ
の
基
礎
か
ら
考
え
よ
う

と
す
る
と
き
、
文
芸
活
動
と
孤
魂
と
い
う
存
在
と
の
関
わ
り
は
、
無
視
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

日
本
民
俗
の
中
で
の
、
祭
祀
か
ら
芸
能
へ
と
い
う
流
れ
を
考
え
る
に
際

し
て
有
用
な
、
二
つ
の
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。
柳
田
國
男
の
い
う

祖
霊
観
念
と
折
口
信
夫
が
提
唱
す
る
ま
れ
び
と

0

0

0

0

の
観
念
と
で
あ
る
。
中
国

近
世
の
孤
魂
観
念
は
、
日
本
の
民
俗
学
が
提
出
し
た
、
こ
う
し
た
観
念
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と
、
ど
こ
ま
で
重
な
り
、
重
な
ら
な
い
部
分
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
、
孤
魂
の
観
念
は
、
中
国
近
世
社
会
の
中
で
強
調
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
も
し
、
祖
霊
観
念
や
ま
れ
び
と
観
念
と
対
比
さ
せ
て
考
え
よ
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
古
く
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
儺
行
事
と
近
世
の
孤
魂
祭
祀
と
の
両
者
に
通
底
す
る
、
よ
り
基
礎
的

な
、
中
国
文
化
独
自
の
霊
魂
観
念
を
抽
出
す
る
必
要
が
あ
る
に
違
い
な

い
。
我
々
の
探
求
は
、
ま
だ
そ
こ
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
。折

口
信
夫
の
芸
能
論
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
た

だ
、
我
々
が
中
国
の
祭
祀
芸
能
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
折
口
の
説
の

う
ち
、
都
合
の
よ
い
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
中
国
の
芸
能
に
も
そ
の

説
明
が
あ
て
は
ま
る
と
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な

い
。
折
口
信
夫
が
考
え
た
こ
と
の
中
の
、
中
国
の
芸
能
に
適
用
で
き
る
部

分
と
適
用
で
き
な
い
部
分
と
の
双
方
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
、
日
中
両
国

の
芸
能
の
間
に
存
在
す
る
差
異
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
作
業
を
積
み
重
ね
た
上
に
、
い
つ
の
日
か
我
々
自
身
の
手
で
、

「
中
国
文
学
の
発
生
」
と
題
す
る
文
章
が
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

注（
１
） 

車
錫
倫
『
中
国
宝
巻
研
究
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
２
０
０
９
年

（
２
） 

磯
部
祐
子
「
紹
興
の
宝
巻 

― 

「
三
包
宝
巻
」
を
中
心
に
」
桃
の
会
論
集
５
集
、
２

０
１
１
年

（
３
） 

小
南
一
郎
「
香
山
宝
巻 

― 

観
世
音
菩
薩
の
中
国
的
生
涯
」
桃
の
会
論
集
５
集
、

２
０
１
１
年

（
４
） 「
賣
花
宝
巻
」
の
種
々
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
松
家
裕
子
「
紹
興
民
間
の

『
賣
花
宝
巻
』
テ
キ
ス
ト
」（
中
国
近
世
唱
導
文
藝
研
究 

― 

江
南
地
域
に
お
け
る

実
態
調
査
、
平
成
20
年
度
―
22
年
、
科
学
研
究
費
研
究
報
告
）
に
詳
し
い
。
ま
た

同
氏
「
紹
興
宣
巻
の
研
究 

― 

現
代
中
国
に
お
け
る
唱
導
文
芸
の
ひ
と
つ
の
あ
り

か
た
」
説
話
・
伝
承
学
２
２
号
、
２
０
１
４
年
、
も
参
照
。

（
５
） 

吉
川
幸
次
郎
「
中
国
小
説
に
於
け
る
論
証
の
興
味
」（
吉
川
幸
次
郎
全
集
巻
一
）

（
６
） 

田
仲
一
成
『
中
国
祭
祀
演
劇
の
研
究
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
１
９
８
１

年
、
同
『
中
国
巫
系
演
劇
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
１
９
９
３
年
、
同
『
中
国

鎮
魂
演
劇
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
１
６
年
、
な
ど

（
７
） 

小
南
一
郎
「
盂
蘭
盆
経
か
ら
目
連
変
文
へ 

― 

講
経
と
語
り
物
文
芸
と
の
間
」（
上
）

東
方
学
報
（
京
都
）
第
75
冊
、
２
０
０
３
年

（
８
） 

日
下
旧
聞
考
巻
一
四
八
、
風
俗

 

晦
日
謂
是
地
蔵
仏
誕
、
供
香
燭
於
地
、
積
水
潭
、
泡
子
湖
各
有
水
燈

（
９
） 

武
林
旧
事
巻
三
、
中
秋

 

此
夕
浙
江
放
一
点
紅
羊
皮
小
水
燈
数
十
万
盞
、
浮
満
水
面
、
燦
如
繁
星
、
有
足
観

者
、
或
謂
此
乃
江
神
所
喜
、
非
徒
事
観
美
也

（
10
） 
夢
粱
録
巻
四
、
解
制
日

 
后
殿
賜
錢
、
差
内
侍
往
龍
山
、
放
江
燈
万
盞

（
11
） 
帝
京
歳
時
紀
勝

 

中
元
祭
掃 
‥
‥ 

街
巷
撘
苫
高
台
、
鬼
王
棚
座
、
看
演
経
文
、
施
放
焰
口
、
以
済

孤
魂
、
錦
紙
紮
糊
法
船
、
長
至
七
八
十
尺
者
、
臨
池
焚
化
、
点
然
河
燈
、
謂
之
慈
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航
普
渡

（
12
） 
謝
徳
耀
「
紹
興
的
戯
劇
」
民
衆
教
育
第
五
巻
四
・
五
期
、
１
９
３
７
年
（
田
仲
一

成
『
中
国
巫
系
演
劇
研
究
』
１
９
９
３
年
、
の
引
用
に
よ
る
）

（
13
） 

呉
真
「
招
魂
と
施
食
：
敦
煌
孟
姜
女
物
語
に
お
け
る
宗
教
救
済
」
東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
第
160
冊
、
２
０
１
１
年

（
14
） 

小
南
一
郎
「
中
国
近
世
に
お
け
る
目
連
伝
承
の
展
開
」
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基

盤
Ｃ
２
）
研
究
成
果
報
告
書
（
宝
巻 

― 

宗
教
文
芸
と
し
て
の
視
点
か
ら
）、
２
０

０
５
年


