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一　
　

は
じ
め
に

　

六
朝
期
に
お
け
る
志
怪
小
説
以
降
、
唐
代
伝
奇
小
説
に
至
る
間
、
話
柄

の
進
展
と
し
て
「
人
化
し
て
虎
と
為
る
」
説
話
に
関
心
が
持
た
れ
た
の

は（
1
（

、
一
つ
は
人
が
虎
に
変
身
す
る
（
あ
る
い
は
虎
が
人
に
変
身
す
る
）「
変

虎
譚
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
異
類
婚
姻
譚
」
の
一
種
と
し

て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
代
表
的
作
品
は
、『
太
平
広
記
』
巻
四
二
六
か
ら

巻
四
三
三
に
至
る
「
虎
」
の
部
門
に
所
収
さ
れ
る
八
〇
話
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
ら
を
概
観
し
て
、
こ
の
二
つ
の
要
素
に
大
別
し
て
考
察
す

唐
代
伝
奇
小
説
に
お
け
る
変
虎
譚
の
諸
相

─
中
島
敦
「
山
月
記
」
に
及
ぶ
─

赤
井
益
久

る
こ
と
は
、
唐
代
伝
奇
小
説
が
到
達
し
た
文
学
的
な
意
味
を
と
ら
え
る
う

え
で
、
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
便
宜
上
、「
異
類
婚
姻
譚
」
か
ら
見
る

こ
と
に
す
る
。

二　
　
「
申
屠
澄
」
と
「
白
鳥
処
女
説
話
」

　
「
異
類
婚
姻
譚
」
と
し
て
は
、
ま
ず
は
「
申
屠
澄
」（『
太
平
広
記
』
巻

四
二
九
・
虎
四
）
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
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申
屠
澄
は
漢
州
の
什
じ
ゅ
う

邡ほ
う

県
尉
に
赴
任
す
る
途
次
、
真
符
県
の
東
十

里
ほ
ど
で
風
雪
に
遭
い
、
周
囲
に
暖
を
求
め
た
。
近
く
に
煙
火
が
昇

る
一
軒
の
茅
屋
を
認
め
て
宿
泊
を
願
い
出
る
。
家
に
は
老
夫
婦
と

十
四
五
歳
の
少
女
が
い
る
。
老
夫
婦
は
申
屠
澄
に
火
に
近
づ
き
暖
を

取
ら
せ
、
酒
を
勧
め
る
。
せ
っ
か
く
の
機
会
だ
か
ら
と
余
興
に
酒
令

を
設
け
て
、現
在
の
気
持
ち
を
古
典
に
託
し
て
詠
じ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
応
酬
を
通
じ
て
小
女
の
非
凡
さ
を
認
め
た
申
屠
澄
は
、
気
に
入

り
結
婚
を
申
し
出
る
。
今
ま
で
多
く
の
者
が
求
婚
し
て
き
た
が
、
娘

と
別
れ
る
の
に
忍
び
な
く
断
っ
て
き
た
父
親
も
、
申
屠
澄
の
人
物
を

認
め
て
許
す
こ
と
に
す
る
。
乗
っ
て
き
た
馬
に
娘
を
の
せ
て
旅
立
っ

た
。
任
地
に
つ
く
と
、
妻
は
懸
命
に
一
家
を
切
り
盛
り
し
、
人
付
き

合
い
も
そ
つ
な
く
こ
な
し
、
十
日
の
内
に
周
囲
の
評
判
を
得
た
。
妻

の
夫
の
親
族
に
対
す
る
思
い
は
厚
く
、
下
僕
や
婢
女
に
至
る
ま
で
愛

情
が
行
き
届
い
て
い
た
。
役
人
の
任
期
が
満
了
す
る
と
、
故
郷
に
帰

る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
男
女
一
人
ず
つ
の
子
供
が
生
ま
れ
、
何

れ
も
聡
明
で
あ
り
、
澄
の
妻
へ
の
愛
情
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
っ

た
。
二
十
日
ほ
ど
経
過
し
て
、
妻
の
実
家
に
戻
っ
た
。
草
ぶ
き
の
家

は
依
然
と
し
て
も
と
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、人
影
は
見
え
な
か
っ
た
。

澄
は
妻
と
と
も
に
、
そ
の
小
屋
に
泊
ま
る
こ
と
に
し
た
。
妻
は
両
親

を
慕
い
、
一
日
中
泣
き
続
け
て
い
た
が
、
壁
の
隅
に
あ
っ
た
昔
の
着

物
の
下
か
ら
、
塵
に
ま
み
れ
た
虎
の
皮
を
一
枚
見
つ
け
た
。
妻
は
そ

れ
を
見
る
な
り
急
に
大
声
で
笑
い
出
し
、「
こ
れ
が
ま
だ
こ
こ
に
あ
っ

た
の
ね
」
と
言
っ
て
、
そ
の
皮
を
着
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
虎
に
変
わ

り
、
そ
し
て
咆
哮
し
、
爪
を
立
て
て
地
面
を
蹴
っ
て
扉
を
突
き
破
り

走
り
去
っ
た
。
澄
は
驚
い
て
逃
げ
出
し
、
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
虎

の
去
っ
た
あ
と
を
追
っ
た
、
林
を
望
み
な
が
ら
何
日
も
大
声
で
泣
い

た
。
そ
の
行
方
は
と
う
と
う
分
か
ら
な
か
っ
た
。（
出
典
は
、
唐
・

裴は
い

鉶け
い

『
伝
奇
』）

　

本
話
は
明
・
曹
学
佺
『
蜀
中
広
記
』（
巻
八
〇
、四
庫
全
書
）
神
仙
記
第

十
「
附
録
鬼
怪
」
に
『
太
平
広
記
』
を
典
拠
に
全
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る

の
を
は
じ
め
、
明
・
陳
継
儒
の
『
虎
薈
』（
巻
四
、
叢
書
集
成
初
編
）、
高

麗
僧
・
一
然
『
三
国
遺
事
』（
巻
五
、
感
通
第
七
、
金
現
感
虎
）、
明
・
馮

夢
龍
の
編
輯
と
考
え
ら
れ
る
『
情
史
』（
あ
る
い
は
『
情
史
類
略
』）、
清
・

葆
光
子
輯
『
物
妖
志
』（
虎
）（
香
艶
叢
書
第
十
集
）
な
ど
に
所
収
さ
れ
て

い
る
。
内
容
は
「
異
類
婚
姻
譚
」
に
属
し
、
恋
愛
物
語
の
様
相
を
呈
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
関
心
を
引
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
見

目
麗
し
い
美
女
が
結
婚
し
て
良
妻
賢
母
と
し
て
暮
ら
し
な
が
ら
、の
ち「
虎

皮
」
を
纏
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
野
生
を
露
わ
に
し
た
虎
に
戻
る
と
い
う
衝

撃
は
、
読
む
者
の
心
を
と
ら
え
る
。
こ
こ
に
「
変
虎
譚
」
に
お
け
る
神
性
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と
獣
性
と
を
顕
著
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
異
類
婚
姻
譚
に
お
い
て
は
、

獣
夫
と
人
妻
、
ま
た
男
子
と
獣
妻
と
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、「
申
屠
澄
」

は
む
ろ
ん
後
者
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
。

　

こ
の
「
申
屠
澄
」
は
、
世
界
的
に
分
布
す
る
「
白
鳥
処
女
説
話
」（
中

国
に
お
い
て
は
「
天
鵞
処
女
説
話
」
と
も
言
う
）
に
属
す
る
と
見
な
す
学

者
が
い
る
。
李
艶
茹
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る（

2
（

。「
こ
の
物
語

は
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
や
題
材
か
ら
見
て
、
さ
ら
に
深
刻
な
テ
ー
マ
す
な
わ

ち
『
白
鳥
処
女
説
話
』
を
含
意
し
て
い
る
。
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
は
〈
虎
皮

の
脱
皮
〉
↓
〈
女
性
へ
変
身
〉
↓
〈
虎
皮
を
秘
匿
さ
れ
る
〉
↓
〈
男
性
と

結
婚
〉
↓
〈
虎
皮
の
発
見
〉
↓
〈
変
虎
し
て
去
る
〉
に
区
分
さ
れ
、
白
鳥

処
女
説
話
の
変
形
で
あ
る
。
現
代
の
学
者
で
あ
る
李
道
和
氏
は
白
鳥
処
女

説
話
の
由
来
を
、
殷
周
期
の
祓
禊
習
俗
に
み
と
め
、
漢
代
に
至
る
と
上
巳

の
節
句
と
結
び
つ
き
、
晋
代
に
至
っ
て
基
本
的
な
構
成
を
形
成
し
た
。」

と
指
摘
し
て
い
る（

3
（

。

　
「
白
鳥
処
女
説
話
」
は（

（
（

、
通
常
以
下
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
を
持
つ
。
わ

が
国
に
伝
わ
る
『
近
江
国
風
土
記
』
に
従
え
ば
、
①
水
源
地
（
湖
、
池
な

ど
）
に
白
鳥
が
飛
来
し
て
羽
衣
を
脱
ぎ
、
女
性
の
姿
を
現
す　

②
天
女
が

水
浴
び
を
し
て
い
る
間
に
女
性
に
心
を
奪
わ
れ
た
男
が
羽
衣
を
隠
す　

③

天
女
は
天
に
帰
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う　

と
い
う
内
容
で
あ
る
。「
虎
皮
」

と
「
羽
衣
」
と
い
う
差
は
あ
れ
、
彼
此
の
境
を
超
越
す
る
ア
イ
テ
ム
の
存

在
と
プ
ロ
ッ
ト
上
の
類
似
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語

に
占
め
る
「
獣
性
」
の
比
重
は
変
虎
譚
に
お
い
て
は
重
く
、
決
定
的
な
要

素
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
申
屠
澄
」
に
類
似
す
る
作
品
に
、「
天
宝
選

人
」（
巻
四
二
七
・
虎
二
）
が
あ
る
。
そ
の
梗
概
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　

天
宝
年
間
、
科
挙
に
推
薦
さ
れ
た
男
が
都
に
上
ろ
う
と
し
た
。
途

中
日
暮
れ
に
な
り
、
あ
る
村
の
僧
房
に
投
宿
す
る
。
翌
早
朝
に
出
発

し
よ
う
と
院
内
を
歩
い
て
い
る
と
、
破
屋
中
に
十
七
八
歳
の
美
女
が

虎
の
皮
を
布
団
替
わ
り
に
寝
て
い
る
。
男
は
密
か
に
近
づ
き
虎
皮
を

隠
し
て
し
ま
う
。
少
女
は
目
が
覚
め
、
び
っ
く
り
し
恐
れ
て
男
の
妻

と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
、
逃
れ
る
の
は
難
し
い
か
ら
と

の
こ
と
。
虎
の
皮
を
隠
し
た
こ
と
は
秘
密
に
し
た
。
妻
を
連
れ
て
科

挙
に
応
じ
、
登
第
し
て
任
地
に
赴
い
た
。
数
年
で
任
期
が
満
ち
、
二

人
の
間
に
は
数
人
の
子
供
が
あ
っ
た
。
一
家
で
旅
を
し
て
い
る
と
き

に
、
以
前
に
投
宿
し
た
僧
院
に
再
び
宿
る
こ
と
に
な
っ
た
。
男
は
妻

に
向
か
っ
て
言
っ
た
。こ
こ
は
君
と
始
め
て
出
逢
っ
た
場
所
で
あ
る
、

覚
え
て
い
る
か
と
。
す
る
と
妻
は
急
に
怒
り
出
し
、
私
は
本
来
人
間

で
は
な
く
、
偶
々
男
に
と
ら
わ
れ
、
子
供
ま
で
も
う
け
、
嫌
で
い
や

で
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
仕
方
が
無
く
付
き
従
っ
て
い
た
だ
け
、
今
ま

た
辱
め
を
受
け
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
、虎
の
皮
を
返
せ
と
迫
る
。
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男
は
詫
び
た
が
、
妻
の
怒
り
は
い
よ
い
よ
激
し
く
な
り
、
虎
皮
の
あ

り
か
を
言
っ
て
し
ま
う
。
北
屋
に
隠
し
て
あ
っ
た
虎
皮
を
手
に
入
れ

た
女
は
、
怒
り
益
々
激
し
く
目
は
稲
妻
の
よ
う
に
輝
き
、
跳
躍
し
た

か
と
思
う
と
大
き
な
虎
に
変
身
し
、
振
り
返
り
咆
哮
し
山
中
に
消
え

て
い
っ
た
。
男
は
子
ら
を
連
れ
て
去
っ
て
行
っ
た
。（
出
典
は
、
唐
・

皇
甫
氏
『
原
化
記
』）

　

こ
の
点
に
つ
き
、
小
澤
俊
夫
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ

こ
に
い
た
っ
て
、
こ
の
話
は
じ
つ
は
『
天
人
女
房
』
の
あ
の
、「
羽
衣
」

を
め
ぐ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
ひ
じ
ょ
う
に
近
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。『
天

人
女
房
』で
は
、天
人
の
衣
を
取
っ
た
男
自
身
が
天
人
を
妻
と
し
て
い
る
。

（
略
）「
虎
女
房
」は
人
物
が
複
雑
化
さ
れ
て
い
る
が
、構
造
と
し
て
は『
天

人
女
房
』
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
」（

（
（

。

三　
　
「
虎
の
皮
」

　

主
人
公
の
申
屠
澄
が
結
婚
後
、
妻
の
実
家
を
訪
れ
る
と
、
草
屋
は
昔
と

変
わ
ら
ず
に
依
然
と
し
て
あ
っ
た
。
妻
は
そ
の
壁
の
片
隅
に
、
古
着
に
紛

れ
て
「
一
虎
皮
」
を
見
つ
け
る
。
こ
れ
を
契
機
に
妻
は
虎
に
変
身
し
て
山

中
に
身
を
隠
す
こ
と
に
な
る
。
翻
っ
て
み
れ
ば
、
申
屠
澄
の
妻
は
じ
つ
は

虎
の
化
身
で
あ
り
、
妻
は
仮
の
姿
、
虎
の
姿
こ
そ
が
「
本
身
」
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
虎
に
関
す
る
変
身
譚
の
中
で
、「
虎
皮
」
は
重
要
な
構
成
要
素

で
あ
る
。「
虎
皮
」
の
例
は
『
太
平
広
記
』「
虎
」
部
門
に
集
中
し
て
認
め

ら
れ
「
申
屠
澄
」
以
外
に
、「
渓
口
道
士
」（
巻
四
二
六
・
虎
一
、
出
典
は

『
解
頤
録
』）、「
天
宝
選
人
」（
巻
四
二
七
・
虎
二
、
出
典
は
唐
・
皇
甫
氏

『
原
化
記
』）、「
王
居
貞
」（
巻
四
三
〇
・
虎
五
、
出
典
は
唐
・
裴
鉶
『
伝

奇
』）、「
僧
虎
」（
巻
四
三
三
・
虎
八
、
出
典
は
『
高
僧
伝
』）、「
崔
韜
」（
巻

四
三
三
・
虎
八
、
出
典
は
唐
・
薛
用
弱
『
集
異
記
』）
な
ど
に
登
場
す
る
。

例
を
二
つ
ほ
ど
見
て
み
よ
う
。「
渓
口
道
士
」の
梗
概
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

　

開
元
年
間
、
峡
口
に
は
虎
の
被
害
が
多
く
、
往
来
の
船
が
峡
を
下

る
と
き
に
は
生
け
贄
を
差
し
出
し
た
。
そ
う
で
な
い
と
船
中
の
被
害

が
増
大
し
た
。
あ
る
時
、
船
中
の
客
は
皆
富
裕
で
あ
り
、
一
人
の
貧

乏
人
が
生
け
贄
に
選
ば
れ
た
。
別
れ
る
に
際
し
て
、
そ
の
貧
乏
人
は

皆
の
代
わ
り
に
死
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
言
う
こ
と
を
聞
け
と
言

う
。
そ
の
男
の
言
う
に
は
、
陸
に
上
が
り
、
虎
の
足
跡
を
追
う
、
そ

こ
で
一
計
が
あ
る
の
で
、
流
れ
の
難
所
で
私
の
帰
り
を
待
っ
て
い
て

く
れ
と
言
う
。
約
束
の
日
の
正
午
を
過
ぎ
て
も
戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば

船
を
出
せ
と
の
こ
と
。
男
は
岸
に
上
が
っ
て
虎
の
足
跡
を
追
う
。
暫

く
行
く
と
石
洞
が
あ
り
、
中
に
石
床
が
あ
っ
て
道
士
が
寝
て
お
り
、
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傍
ら
に
「
虎
の
皮
」
が
掛
か
っ
て
い
た
。
男
は
そ
れ
を
取
り
上
げ
、

斧
を
手
に
道
士
に
臨
む
。
目
を
覚
ま
し
た
道
士
は
虎
の
皮
の
奪
わ
れ

た
こ
と
を
知
り
、
男
を
食
い
殺
す
と
脅
す
。
男
の
方
も
負
け
じ
と
け

ん
か
を
仕
掛
け
る
。
言
い
負
け
た
道
士
は
、
事
実
を
男
に
告
げ
る
。

じ
つ
は
道
士
は
天
帝
に
罪
を
得
て
こ
の
地
に
流
さ
れ
、
虎
と
な
っ
て

千
人
を
食
い
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
と
一
人
を
欠
く
だ
け
と
な
っ

た
。
男
に
虎
の
皮
を
奪
わ
れ
た
以
上
、
再
び
別
の
虎
と
な
っ
て
千
人

の
命
を
奪
う
必
要
が
あ
る
と
。
道
士
は
一
計
を
案
じ
、
提
案
す
る
。

男
に
は
虎
の
皮
を
持
っ
て
船
に
戻
り
、
髪
の
毛
と
ひ
げ
を
若
干
、
指

の
爪
、
頭
か
ら
足
に
及
ぶ
体
か
ら
血
液
二
三
升
を
抜
き
取
り
、
古
着

に
包
ん
で
持
っ
て
来
い
と
伝
え
る
。
男
は
船
に
戻
り
、
道
士
の
到
着

を
待
っ
て
い
る
。
先
ず
虎
の
皮
を
道
士
に
渡
す
と
道
士
は
虎
に
変
身

し
、
つ
ぎ
に
古
着
の
包
み
を
渡
す
と
、
虎
は
そ
れ
を
喰
ら
っ
た
。
こ

の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
は
、こ
の
地
で
は
虎
の
被
害
は
な
く
な
っ
た
。

人
々
は
口
々
に
虎
の
食
べ
た
人
数
が
千
人
に
上
り
、
虎
は
天
上
に

帰
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
い
合
っ
た
。（
出
典
は
、『
解
頤
録
』）

　
「
崔
韜
」
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

蒲
州
の
人
で
あ
る
崔
韜
は
、
滁
州
を
遊
歴
す
る
途
中
「
仁
義
館
」

に
投
宿
す
る
。
駅
の
役
人
は
こ
こ
は
不
吉
で
あ
り
止
め
た
方
が
良
い

と
言
う
。
崔
韜
は
こ
れ
を
聞
か
ず
に
宿
泊
す
る
。
夜
半
、
寝
に
就
く

と
正
門
か
ら
一
匹
の
虎
が
入
っ
て
く
る
。
中
庭
で
虎
の
皮
を
脱
ぐ
と

妙
齢
の
女
性
に
な
り
、
崔
韜
の
寝
室
に
や
っ
て
く
る
。
娘
の
言
う
に

は
、
父
と
兄
は
猟
に
従
事
し
て
い
る
が
家
は
貧
し
く
、
自
ら
は
良
き

伴
侶
を
求
め
、
夜
に
な
る
と
密
か
に
虎
の
皮
を
着
て
君
子
を
訪
れ
て

い
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
ま
で
こ
こ
を
訪
れ
た
賓
客
は
、
自
ら
驚
い
て

命
を
落
と
し
た
者
、
今
日
は
優
れ
た
君
子
に
会
え
て
幸
い
で
あ
り
、

わ
が
意
を
察
し
て
く
れ
と
言
う
。
崔
韜
は
娘
の
来
て
い
た
虎
の
皮
を

古
井
戸
の
中
に
投
じ
て
し
ま
う
。
娘
と
結
婚
し
、
明
経
に
合
格
し
た

崔
韜
は
、
妻
と
子
を
伴
い
宣
城
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
途
中
ふ

た
た
び
「
仁
義
館
」
に
投
宿
す
る
。
崔
韜
は
古
井
戸
を
覗
い
て
み
る

と
、
昔
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
。
崔
韜
は
妻
に
、
こ
こ
は
君
と
始
め
て

あ
っ
た
場
所
、
虎
の
皮
も
昔
の
ま
ま
だ
と
言
う
。
妻
は
虎
の
皮
を
着

て
み
た
い
と
言
い
、「
虎
皮
」
を
身
に
纏
う
と
忽
ち
虎
に
変
身
し
、

跳
躍
咆
哮
し
た
か
と
思
う
と
子
供
と
崔
韜
を
喰
ら
っ
て
去
っ
て
行
っ

た
。（
出
典
は
、
唐
・
薛
用
弱
『
集
異
記
』）

　
「
渓
口
道
士
」
は
、
変
虎
譚
の
中
で
「
人
が
虎
に
変
身
す
る
」
動
機
と

し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
の
話
柄
で
あ
り
、
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「
崔
韜
」
は
前
述
し
た
「
白
鳥
処
女
説
話
」
型
を
有
す
る
話
柄
で
あ
る
。

前
者
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、後
者
の
構
成
要
素
を
挙
げ
て
み
る
と
、

〈
虎
の
皮
の
脱
皮
と
窃
視
〉
↓
〈
女
性
へ
の
変
身
〉
↓
〈
結
婚
〉
↓
〈
虎

の
皮
の
秘
匿
〉
↓
〈
虎
の
皮
の
奪
還
〉
↓
〈
虎
へ
の
変
身
〉
と
い
う
要
素

で
あ
り
、
た
し
か
に
「
白
鳥
処
女
説
話
」
に
類
似
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

両
者
の
話
柄
に
お
け
る
「
虎
の
皮
」
は
、
異
類
と
人
間
と
の
境
界
を
越

境
す
る
ア
イ
テ
ム
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
着
脱
は
瞬
時
に
し
て
異
世
界

に
行
く
こ
と
が
で
き
、そ
の
扱
い
も
通
常
の
衣
服
と
同
様
に
簡
便
で
あ
り
、

人
間
が
異
類
に
変
身
す
る
と
い
う
非
合
理
性
を
合
理
的
解
釈
に
引
き
寄
せ

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
岡
田
充
博
氏
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。「
中

国
の
場
合
も
、
虎
へ
の
変
身
に
獣
皮
と
衣
服
が
登
場
す
る
。
し
か
し
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
起
源
と
し
て
古
く
基
本
的
な
の
は
虎
皮
の
方
で
あ
り
、

以
後
も
こ
の
方
法
が
受
け
継
が
れ
る
。（
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら

れ
る
衣
服
の
着
脱
に
は
、
虎
皮
の
併
用
は
見
ら
れ
な
い
。）
こ
の
衣
服
重

視
と
虎
皮
重
視
の
相
違
に
は
、変
身
の
能
動
・
受
動
の
性
格
が
深
く
関
わ
っ

て
い
よ
う
。
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
変
身
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
狼
は
、

衣
服
（
文
明
）
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
野
生
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
り
、
罰

に
よ
っ
て
変
身
す
る
中
国
の
場
合
は
、
虎
皮
（
野
生
）
に
包
ま
れ
て
文
明

か
ら
拉
致
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（

6
（

　

こ
の
際
に
お
け
る
「
虎
の
皮
」
は
、
い
わ
ば
「
獸
性
」
の
獲
得
を
象
徴

し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
、
人
が
虎
に
変
身
す
る
動
機
や
理
由
と
し
て
極

め
て
理
解
し
や
す
い
。
た
と
え
ば
「
王
居
貞
」（『
太
平
広
記
』
巻

四
三
〇
・
虎
五
）
は
、
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
「
白
鳥
処
女
説
話
」
に
近
い
要

素
を
持
ち
な
が
ら
道
士
か
ら
借
り
た
「
虎
の
皮
」
を
着
け
て
虎
に
変
身
し

て
わ
が
家
に
帰
り
、
わ
が
子
を
襲
っ
て
喰
ら
う
と
い
う
所
業
を
人
身
に

戻
っ
て
自
覚
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
虎
」
と
「
人
」

と
の
間
の
齟
齬
と
葛
藤
と
が
、
こ
の
説
話
に
は
同
時
に
包
含
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

四　
　
「
罰
せ
ら
れ
て
虎
と
為
る
」

　
「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
は
、
変
虎
譚
の
主
題
を
考
え
る
場
合
に
極
め
て

重
要
で
あ
る
。
す
で
に
挙
げ
た
「
渓
口
道
士
」
に
は
、
虎
と
な
っ
て
人
を

襲
う
道
士
が
じ
つ
は
天
界
に
お
い
て
罪
を
犯
し
た
罰
と
し
て
人
間
世
界
に

堕
と
さ
れ
て
き
た
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
原
文
に
は
「
吾
有
罪
于
上

帝
、
被
謫
在
此
爲
虎
（
吾 

上
帝
に
罪
有
り
、
謫た
く

さ
れ
て
此
に
在
り
て
虎

と
為
る
）」と
あ
る
。こ
れ
に
類
す
る
話
柄
は
少
な
く
な
い
。「
呉
道
宗
」（『
太

平
広
記
』
巻
四
二
六
・
虎
一
）
に
は
、
虎
に
化
し
た
母
親
が
息
子
の
道
宗

に
い
っ
た
言
葉
「
宿
罪
見
譴
、
當
有
變
化
之
事
（
宿
罪
譴せ

め
ら
れ
て
、
当ま
さ
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に
変
化
の
事
あ
る
べ
し
）」（
出
典
は
南
朝
宋
・
東
陽
無
疑
『
斉
諧
記
』）、

虎
へ
の
化
身
は
罪
業
に
よ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
費
忠
」（『
太
平
広
記
』
巻
四
二
七
・
虎
二
）
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
興
味
深
い
話
を
載
せ
て
い
る
。

　

費
州
の
蛮
人
は
一
族
挙
げ
て
費
を
姓
と
し
た
。
土
地
に
は
虎
暴
が

多
く
、
人
々
は
虎
の
害
を
避
け
る
た
め
に
樹
上
に
昇
っ
た
。
野
宿
す

る
と
き
は
火
を
焚
い
た
。
開
元
中
、
狄て
き

光こ
う

嗣し

が
刺
史
と
な
り
、
そ
の

孫
が
官
舎
で
生
ま
れ
た
。
そ
の
乳
母
の
夫
で
あ
る
費
忠
は
勇
敢
で
弓

矢
が
得
意
だ
っ
た
。
以
前
、
費
忠
が
食
糧
を
持
参
し
て
家
に
帰
ろ
う

と
し
て
い
た
折
、日
暮
れ
に
な
っ
た
の
で
食
糧
を
隠
し
た
。そ
し
て
、

火
を
焚
き
刀
を
手
に
し
て
樹
上
に
昇
り
、
虎
の
襲
来
か
ら
身
を
守
っ

た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
四
匹
の
虎
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
匹
の
大

虎
が
虎
の
皮
を
脱
い
で
老
人
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
費
忠
は
樹
上

よ
り
降
り
て
老
人
の
喉
を
摑
み
刀
で
首
を
切
ろ
う
と
し
た
。
老
人
は

命
乞
い
を
し
て
言
っ
た
。「
自
分
は
南
村
の
費
老
と
言
い
、
罰
せ
ら

れ
て
虎
に
さ
れ
ま
し
た
。
天
上
の
世
界
に
は
日
曆
が
あ
っ
て
日
ご
と

に
喰
ら
う
人
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
夜
は
ち
ょ
う
ど
費
忠
と

い
う
人
物
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
そ
の
人
を
待
っ

て
い
た
の
で
す
。
ま
さ
か
あ
な
た
に
捕
ら
え
ら
れ
る
と
は
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
し
嘘
だ
と
思
う
な
ら
ば
腰
に
あ
る
日
暦
を
見
て
く
だ

さ
い
」
日
暦
を
見
た
費
忠
は
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
危
難
か
ら
免
れ
る

こ
と
が
で
き
る
か
を
尋
ね
た
。
費
老
は
言
う
。
同
姓
同
名
の
人
間
が

い
れ
ば
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
老
人
に
虎
の
皮
を
返
却
す
る
と

帰
っ
て
行
っ
た
。
数
日
後
、
南
村
の
費
忠
は
畑
仕
事
の
際
に
虎
に
襲

わ
れ
て
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。（
出
典
は
、
唐
・
戴
孚
『
広
異
記
』）

　

こ
の
話
に
は
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
被
罰
爲
虎
（
罰

せ
ら
れ
て
虎
と
為
る
）」
す
な
わ
ち
虎
に
変
身
し
た
の
は
罪
を
犯
し
罰
を

受
け
て
い
る
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
天
曹
有
日
曆
令
食
人
（
天
曹
に

日
暦
有
り
人
を
食
は
し
む
）」
す
な
わ
ち
虎
に
な
っ
て
毎
日
喰
ら
う
べ
き

人
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
費
忠
」
を
は

じ
め
と
し
て
「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
型
説
話
を
読
ん
で
推
測
で
き
る
こ
と

は
、
天
上
界
で
何
ら
か
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
罰
と
し
て
異
類
に
身
を
堕

と
さ
れ
、
虎
に
変
身
し
て
地
上
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
渓
口

道
士
」
の
例
の
よ
う
に
千
人
の
人
間
を
喰
ら
う
ま
で
は
許
さ
れ
な
い
場
合

や
「
費
忠
」
の
例
の
よ
う
に
日
ご
と
に
異
な
る
人
間
を
喰
ら
わ
ね
ば
な
ら

な
い
場
合
の
ご
と
く
、
人
間
世
界
と
は
異
な
る
規
範
の
下
に
虎
と
し
て
活

か
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、「
費
忠
」
に
お
け
る
「
日
暦
」
と
同
様
に
こ
の
説
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話
群
の
背
景
に
あ
る
当
時
の
人
々
の
観
念
を
窺
う
に
た
る
興
味
あ
る
記
事

が
あ
る
。「
稽
胡
」（『
太
平
広
記
』
巻
四
二
七
・
虎
二
）
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　

慈
州
の
稽
胡
は
狩
猟
で
生
計
を
立
て
て
い
た
。あ
る
日
、鹿
を
逐
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
石
室
に
逃
げ
込
ん
だ
。
中
に
は
朱
衣
を
着
た
道
士

が
机
に
座
っ
て
い
る
。
道
士
は
、「
私
は
虎
の
王
で
あ
る
。
天
帝
が

私
に
虎
ど
も
の
食
糧
を
管
理
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
虎
に
は
食

べ
ら
れ
る
相
手
が
決
ま
っ
て
い
る
。
む
や
み
に
無
実
の
者
を
食
べ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
お
前
の
名
前
を
聞
き
、
わ
が
食
糧
と
な

る
人
間
な
の
だ
」
と
告
げ
た
。
机
の
上
に
は
、
朱
筆
、
盃
、
名
簿
が

あ
っ
た
。
道
士
が
名
簿
を
示
す
と
稽
胡
は
恐
れ
お
の
の
き
、
助
命
を

嘆
願
し
た
。
道
士
が
言
う
に
は
、
私
が
お
前
を
許
さ
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
天
命
で
あ
る
。
お
前
を
許
せ
ば
私
は
一
食
を
失
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
遭
っ
た
も
何
か
の
縁
で
あ
る
の
で
と
、
救

命
の
方
法
を
授
け
る
。
わ
ら
人
形
を
作
り
、
そ
れ
に
自
分
の
衣
服
を

着
せ
、
猪
の
血
を
三
斗
、
絹
一
匹
を
用
意
す
れ
ば
免
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
言
う
。
や
が
て
群
虎
が
や
っ
て
き
て
、
各
自
の
食
べ
る
人
間

の
指
示
を
道
士
か
ら
受
け
て
去
っ
て
行
く
。
翌
日
、
用
意
し
た
物
を

持
参
し
て
道
士
の
元
を
訪
れ
る
。
わ
ら
人
形
を
庭
に
立
て
、
猪
の
血

を
そ
の
傍
ら
に
置
き
、
稽
胡
を
高
さ
十
丈
ほ
ど
の
樹
に
昇
ら
せ
、
絹

で
体
を
縛
ら
せ
た
。
恐
怖
の
余
り
落
下
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
だ
。
道

士
は
部
屋
に
戻
る
と
一
匹
の
虎
に
化
し
て
咆
哮
す
る
こ
と
再
三
、
樹

上
の
稽
胡
を
捕
ら
え
よ
う
と
飛
び
跳
ね
る
が
届
か
な
い
。
そ
こ
で
わ

ら
人
形
を
咥く
わ

え
て
高
く
放
り
投
げ
た
。猪
の
血
を
啜す
す

っ
て
飲
み
干
し
、

部
屋
に
戻
る
と
再
び
人
間
の
姿
に
戻
っ
た
。
庭
に
出
た
道
士
は
稽
胡

に
樹
上
よ
り
降
り
て
く
る
よ
う
に
言
う
。
道
士
が
朱
筆
で
帳
簿
に
あ

る
稽
胡
の
名
前
に
印
を
付
け
る
と
、
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
出
典
は
唐
・
戴
孚
『
広
異
記
』）

　

変
虎
譚
の
研
究
は
、
話
の
内
容
が
極
め
て
残
忍
で
悲
惨
で
あ
る
こ
と
か

ら
話
自
体
に
関
心
が
向
き
、
そ
の
背
後
に
あ
る
物
語
を
支
え
る
大
き
な
構

造
を
看
過
し
が
ち
で
あ
る
。「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
型
の
変
虎
譚
は
大
き

く
二
つ
に
区
分
で
き
る
。
一
つ
は
、
罪
を
犯
し
た
本
人
が
罰
と
し
て
虎
に

変
身
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
、
他
一
つ
は
本
人
が
虎
に
変
身
す
る
わ
け
で
は

な
く
、
虎
に
食
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
罰
を
得
る
と
い
う
形
で
あ
る
。
先

に
見
た「
渓
口
道
士
」「
呉
道
宗
」な
ど
が
前
者
に
区
分
さ
れ
、「
費
忠
」「
稽

胡
」
が
後
者
に
区
分
さ
れ
る
。

　

と
く
に
後
者
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
稽
胡
」
を
読

ん
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
天
界
に
お
い
て
罪
を
犯
し
罰
を
受
け
た
者
は
名
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簿
に
名
前
が
記
載
さ
れ
、
差
配
役
が
そ
れ
ぞ
れ
の
虎
に
そ
れ
ぞ
れ
が
食
す

べ
き
人
物
を
指
名
す
る
。
犯
し
た
罪
は
判
然
と
し
な
い
場
合
が
多
い
が
、

話
の
展
開
上
は
そ
れ
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
虎
に
食
わ
れ

る
と
い
う
点
に
こ
そ
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
虎
に
よ
っ
て
食
べ

ら
れ
た
人
間
は
名
簿
に
点
検
を
受
け
て
罪
は
償
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
費
忠
」
で
は
「
日
暦
」、「
稽
胡
」
に
あ
っ
て
は
「
簿
籍
」
と
表
記
さ

れ
る
虎
に
食
べ
ら
れ
る
人
間
の
名
簿
は
、
さ
な
が
ら
地
獄
や
冥
府
に
お
け

る
死
者
の
名
簿
「
録
鬼
簿
」（
あ
る
い
は
「
司
命
簿
」）
に
似
て
い
る（

7
（

。
言

う
ま
で
も
な
く
「
録
鬼
簿
」
は
人
間
の
寿
命
を
記
載
し
た
名
簿
で
あ
り
、

寿
命
の
尽
き
た
人
間
を
冥
界
か
ら
の
使
者
が
こ
の
世
に
訪
れ
て
拘
引
し
て

連
れ
去
る
。
冥
府
か
ら
の
使
者
は
、
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
強
引
さ
と
絶
対
の

権
能
を
付
さ
れ
、
そ
れ
に
抗
う
こ
と
は
基
本
的
に
で
き
な
い
。
中
に
は
、

同
姓
同
名
の
者
と
入
れ
替
わ
る
場
合
、
冥
界
か
ら
の
使
者
に
賄
を
渡
し
て

寿
命
を
延
ば
す
者
、
名
簿
に
あ
る
寿
命
を
書
き
換
え
て
も
ら
う
場
合
な
ど

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
説
話
に
お
け
る
基
本
的
構
造
の
枠
内
に
あ
る
。

　
「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
型
説
話
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
人
間
性
を
剥
奪

さ
れ
、
人
知
を
わ
き
ま
え
な
い
畜
生
に
堕
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虎

の
残
忍
性
や
凶
暴
性
す
な
わ
ち
「
獸
性
」
が
罰
と
し
て
人
間
に
付
与
さ
れ

る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
こ
の
人
間
性
と
獸
性
と
の
間
に
葛
藤
や
軋
轢
を

認
め
た
と
こ
ろ
に
、
変
虎
譚
の
進
展
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
典
型
が

「
費
忠
」
に
看
取
で
き
る
。
本
身
が
虎
で
あ
る
老
人
は
費
忠
を
許
し
、
虎

の
皮
を
再
び
得
た
暁
に
は
す
で
に
人
事
不
省
と
な
り
、
再
び
費
忠
を
襲
っ

て
喰
ら
う
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
は
明
白
で
あ
り
、
け
っ
し
て
「
負
約
」
つ

ま
り
約
束
を
破
る
わ
け
で
は
な
い
と
確
認
す
る
段
が
あ
る
。
人
間
の
姿
の

老
人
と
し
て
約
束
は
す
る
が
、
獣
身
と
し
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
言

う
の
で
あ
り
、
そ
の
間
に
厳
然
と
境
界
が
あ
り
、
容
易
に
は
越
え
ら
れ
な

い
隔
た
り
が
あ
っ
た
。「
虎
の
皮
」
は
そ
れ
を
容
易
に
超
越
す
る
手
段
と

し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五　
　

虎
と
人
と
の
間

　

さ
て
こ
こ
ま
で
変
虎
譚
の
い
く
つ
か
を
概
観
し
て
き
た
が
、
我
々
が

も
っ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
品
は
、「
罪
過
に
よ
る
変
身
」

型
説
話
の
罪
を
犯
し
た
当
事
者
が
虎
に
変
身
す
る
話
柄
、
も
し
く
は
そ
れ

を
応
用
し
た
物
語
で
あ
り
、
小
説
と
し
て
も
完
成
度
が
高
い
。

　
「
獣
性
」
の
獲
得
と
離
脱
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
他
の
所
謂
変
身
譚

に
み
と
め
ら
れ
る
「
狐
」「
魚
」「
蛇
」「
田
螺
」
な
ど
と
比
較
し
て
も
「
虎
」

の
も
つ
属
性
は
著
し
く
異
な
り
、
そ
れ
だ
け
読
む
者
に
与
え
る
衝
撃
も
大

き
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
常
性
を
超
越
し
て
人
間
世
界
と
そ
う
で
は

な
い
世
界
と
の
区
別
を
際
立
た
せ
る
に
は
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
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王
辟
疆
は
そ
の
著
『
唐
人
小
説
』
に
お
い
て
「
人
化
し
て
虎
と
為
る
」

説
話
の
代
表
と
し
て
「
張
逢
」
を
収
録
し
、
概
略
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「『
太
平
広
記
』
本
と
臨
安
書
棚
本
『
続
玄
怪
録
』
と
比
較
す
る
と

校
勘
上
後
者
が
優
れ
て
い
る
。
宋
代
に
『
太
平
広
記
』
を
修
訂
す
る
際
に

竄
入
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
人
が
化
し
て
虎
と
為
る
話
は
至
っ
て
怪
異

な
も
の
で
あ
る
。
他
に
巻
四
三
二
に
「
南
陽
士
人
」
が
所
収
さ
れ
て
お
り
、

あ
る
い
は
「
張
逢
」
と
源
は
一
つ
で
あ
り
、
伝
播
の
途
に
異
文
が
生
じ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
巻
四
二
七
に
は
「
李
徴
」
が
あ
り
、
李
徴
が

虎
に
変
身
す
る
話
を
載
せ
て
い
る
。
最
後
に
あ
る
人
間
に
戻
る
要
素
が
な

い
点
は
「
張
逢
」
と
は
異
な
る
。
明
人
が
李
景
亮
撰
「
人
虎
伝
」
と
し
て

い
る
が
ま
っ
た
く
根
拠
は
な
い
。」（

8
（

王
辟
疆
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
三
話
の
構
成
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

便
宜
上
、
王
辟
疆
校
本
に
よ
り
「
張
逢
」
の
内
容
を
ま
ず
見
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

　

南
陽
の
張
逢
は
貞
元
の
末
に
嶺
南
に
旅
に
出
て
、
途
中
福
州
の
横

山
店
に
宿
泊
し
た
。時
に
空
は
晴
れ
て
日
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

山
に
靄
が
た
な
び
く
景
色
は
美
し
く
、
心
引
か
れ
て
山
深
く
ま
で
来

た
。
す
る
と
目
の
前
に
深
緑
の
気
持
ち
の
良
さ
そ
う
な
草
む
ら
が
広

が
っ
て
い
る
。
傍
ら
の
木
の
枝
に
衣
を
脱
い
で
掛
け
、
草
の
上
に
身

を
投
じ
て
転
が
る
と
な
ん
と
も
言
え
ぬ
気
持
ち
に
な
っ
た
。
あ
た
か

も
獣
が
走
り
回
る
よ
う
な
心
地
が
し
て
満
足
し
て
立
ち
上
が
る
と
、

体
は
す
で
に
虎
に
な
っ
て
い
た
。
紋
様
は
鮮
や
か
に
見
え
、
牙
や
爪

は
鋭
く
、
力
が
漲
り
無
敵
に
思
え
た
。
や
が
て
跳
躍
疾
駆
し
て
山
を

越
え
、
谷
を
渡
っ
た
。
そ
の
速
さ
は
稲
妻
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
夜
に

な
り
、
飢
え
が
募
る
と
犬
や
子
豚
を
捕
ら
え
て
喰
ら
っ
た
。
恍
惚
と

し
た
気
持
ち
に
な
り
、
心
中
福
州
の
鄭
録
事
を
捕
ら
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
路
傍
に
身
を
潜
め
て
い
る
と
、
ほ
ど
な

く
道
行
く
人
が
あ
り
、見
る
と
鄭
糺
を
迎
え
に
出
た
役
人
で
あ
っ
た
。

来
る
人
に
「
福
州
鄭
録
事
、
名
は
璠
殿
。
旅
程
に
よ
れ
ば
前
の
宿
場
、

何
時
お
立
ち
に
な
っ
た
か
」
と
尋
ね
る
。
人
は
、
わ
が
主
人
な
り
と

答
え
る
。
重
ね
て
そ
の
服
装
と
随
行
の
人
数
を
訊き

く
。
三
人
の
内
、

緑
の
衣
服
を
着
た
者
が
録
事
で
あ
る
と
答
え
る
。
張
逢
は
身
を
屈
め

て
そ
の
到
来
を
待
っ
て
い
る
。
前
を
通
過
す
る
刹
那
、
張
逢
は
飛
び

か
か
っ
て
鄭
録
事
を
咥
え
て
山
に
逃
げ
た
。
人
は
多
く
い
た
が
追
う

者
も
な
く
、
内
臓
と
髪
の
毛
を
残
し
て
全
て
食
べ
尽
く
し
た
。
山
林

に
一
人
い
て
、
ふ
と
心
に
思
っ
た
。「
私
は
本
来
人
で
あ
る
。
何
の

楽
し
み
が
あ
っ
て
虎
と
な
っ
た
の
だ
。
深
山
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
だ
。
元
の
場
所
に
戻
り
人
の
姿
に
戻
る
べ
き
だ
」
と
。
元
の
場

所
に
戻
る
と
衣
服
は
ま
だ
枝
に
掛
か
っ
て
お
り
、
草
む
ら
も
元
の
ま
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ま
で
あ
っ
た
。再
び
そ
の
上
を
転
が
る
と
、元
の
人
の
姿
に
戻
っ
た
。

張
逢
が
失
踪
し
て
よ
り
捜
索
し
た
が
杳よ

う

と
し
て
行
方
が
知
れ
な
か
っ

た
。
帰
還
し
た
張
逢
に
そ
の
理
由
を
問
う
た
が
、
張
逢
は
山
中
に
自

然
を
求
め
て
寺
院
に
行
き
着
き
、
仏
教
談
義
に
時
間
を
経
つ
の
も
忘

れ
た
と
偽
っ
た
。
配
下
が
近
く
に
虎
が
出
没
し
て
鄭
録
事
を
襲
っ
た

こ
と
、
こ
の
付
近
に
は
猛
獣
が
多
い
こ
と
を
告
げ
て
、
張
逢
の
無
事

の
帰
還
を
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
元
和
六
年
張
逢
は
淮わ
い

陽よ
う

の
公
館
に
宿

泊
し
た
折
に
、
同
宿
の
者
ら
が
「
酒
令
」
を
設
け
、「
己
れ
の
奇
事

を
言
う
」
を
語
り
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
張
逢
の
順
番
に
な
り
虎
に

変
身
し
た
「
横
山
の
事
」
を
語
る
と
、
坐
客
に
鄭て
い

遐か

な
る
進
士
が
急

に
怒
り
だ
し
、
張
を
殺
そ
う
と
し
た
。
じ
つ
は
鄭
遐
こ
そ
鄭
録
事
鄭

糺
の
息
子
で
あ
っ
た
。周
囲
の
者
が
間
に
入
り
、郡
将
も
こ
れ
を「
故

殺
」（
故
意
に
よ
る
殺
人
）
で
は
な
い
の
で
張
の
罪
を
問
わ
ず
、
鄭

遐
を
淮
南
に
、張
逢
を
改
名
し
て
西
方
に
行
か
せ
難
を
避
け
さ
せ
た
。

（
出
典
は
、
唐
・
李
復
言
『
続
玄
怪
録
』）

　
「
張
逢
」
の
内
容
は
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
見
た
変
虎
譚
と
は
異
な
っ
て

い
る
。
虎
へ
の
変
身
の
動
機
は
「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
で
は
な
く
、
ま
た

「
発
狂
」「
狂
疾
」
で
も
な
い
。
草
上
に
お
け
る
快
適
さ
や
自
由
の
獲
得

と
言
え
る
。
ま
た
、
空
腹
の
あ
げ
く
に
犬
や
子
馬
や
仔
牛
を
喰
ら
っ
た
う

え
に
、
い
か
に
も
唐
突
に
福
州
の
鄭
録
事
を
襲
っ
て
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
場
面
が
あ
る
。「
張
逢
」
だ
け
を
見
て
い
て
も
こ
れ
は
不
分

明
で
あ
る
の
だ
が
、
す
で
に
見
た
「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
型
説
話
の
「
費

忠
」
や
「
稽
胡
」
で
見
た
例
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
虎
に
変
身
し
た
張
逢
が

自
ら
の
責
と
し
て
喰
ら
う
べ
き
人
物
と
し
て
指
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
張
逢
」
は
全
体
と
し

て
変
虎
譚
の
類
話
を
借
り
な
が
ら
、
新
た
な
物
語
を
意
識
し
て
い
る
と
捉

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
が
、
虎
に
変
身
し
な
が
ら
、

人
間
の
心
を
持
ち
、
途
中
で
「
本も
と 

人
な
り
。
何
の
楽
し
み
あ
り
て
虎
と

為
る
。
自
ら
深
山
に
囚と
ら

は
る
、
盍な
ん

ぞ
初
化
の
地
を
求
め
て
復か
へ

ら
ざ
ら
ん
や
」

と
述
懐
し
て
、
自
ら
の
判
断
で
元
の
場
所
に
戻
り
、
人
身
を
恢
復
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
類
話
と
の
著
し
い
違
い
が
あ
る
。

　

じ
つ
は
こ
の
「
張
逢
」
に
は
後
日
談
が
あ
っ
て
、
鄭
録
事
の
息
子
に
事

が
露
見
し
て
復
讐
さ
れ
る
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
同
座
に
あ
っ

た
周
囲
の
者
の
仲
介
や
郡
将
に
よ
っ
て
裁
か
れ
、「
父
の
讐あ
だ

を
聞
く
は
、

以
て
報
い
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
此
の
讐
は
故
殺
に
非
ず
。
必
ず
逢
を

殺
さ
し
む
れ
ば
、
遐
も
亦
た
坐
に
当
た
る
」
と
論
評
さ
れ
て
話
は
終
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
後
日
談
は
、
説
話
の
信
憑
性
を
増
す
効
果
が
あ
り
物
語
の

一
貫
性
か
ら
見
れ
ば
興
味
深
い
が
、
変
虎
譚
の
要
素
と
し
て
は
あ
く
ま
で

も
付
加
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い（

9
（

。
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虎
へ
の
変
身
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
草
上
の
快
適
さ

や
自
由
の
獲
得
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
同
時
に
空
腹
に
よ
る
「
飢
え
」
は
何

を
意
味
す
る
の
か
。「
飢
え
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
獸
性
」
の
増
大
と
人
間

性
と
の
矛
盾
を
「
張
逢
」
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
描
き
出
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

　
「
張
逢
」
と
比
較
し
て
虎
と
人
と
の
間
に
お
け
る
矛
盾
や
相
克
が
明
確

に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
南
陽
士
人
」
で
あ
ろ
う
。『
太
平
広
記
』
に

よ
っ
て
、
そ
の
概
略
を
見
て
み
る
。

　

南
陽
の
士
人
は
熱
病
を
患
い
、
十
日
ほ
ど
治
癒
し
な
か
っ
た
。
あ

る
夏
の
夜
、
門
を
叩
く
者
が
あ
り
、
夢
心
地
で
聞
き
、
目
を
覚
ま
し

て
対
応
に
出
る
と
文
書
を
渡
さ
れ
た
。「
お
前
は
虎
に
な
る
」
と
。

文
書
に
は
何
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
印
だ
け
が
押
さ
れ
て
い
た
。
翌

日
、
そ
の
こ
と
を
家
人
と
話
す
も
誰
も
知
ら
ず
、
文
書
だ
け
が
あ
っ

た
。
病
気
も
平
癒
し
た
の
で
一
人
で
散
策
に
出
る
。
一
里
ほ
ど
行
く

と
、
山
の
麓
に
谷
川
が
流
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
て
歩
く
。
ふ
と
自
ら
を

顧
み
る
と
頭
は
す
で
に
虎
に
な
り
、
手
足
も
す
で
に
虎
に
変
わ
っ
て

い
た
。
こ
の
ま
ま
帰
っ
て
も
家
族
を
驚
か
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

恥
ず
か
し
さ
と
憤
り
と
を
抱
え
て
山
に
入
っ
た
。
二
日
を
経
過
す
る

と「
飢
え
」が
募
っ
た
。水
辺
に
近
づ
く
と
蝌
お
た
ま
じ
ゃ
く
し

蚪
が
見
え
た
の
で
掬
っ

て
食
っ
た
。
美
味
で
あ
っ
た
。
次
に
は
兎
を
捕
ま
え
て
喰
ら
う
と
い

よ
い
よ
強
く
な
っ
た
と
自
覚
し
た
。
昼
は
草
藪
に
隠
れ
、
夜
に
食
糧

を
求
め
た
。
鹿
を
逐
い
、
虎
は
人
を
食
う
と
言
う
の
を
思
い
出
し
、

「
採
桑
の
婦
人
」
を
捕
ら
え
て
喰
ら
っ
た
。
こ
と
に
甘
美
で
あ
っ
た
。

路
傍
に
隠
れ
て
通
行
人
の
様
子
を
窺
っ
た
。柴
を
担
っ
た
人
が
見
え
、

こ
れ
を
襲
お
う
と
す
る
と
、
後
ろ
で
「
襲
う
な
」
と
い
う
声
が
す
る
。

振
り
返
る
と
白
い
髯
を
蓄
え
た
老
人
が
い
る
。
神
人
で
あ
っ
た
。
老

人
が
言
う
に
は
、「
お
前
は
天
神
に
よ
り
虎
に
さ
れ
た
の
だ
。
そ
の

時
期
も
も
う
じ
き
終
わ
る
、
そ
う
す
れ
ば
人
身
に
戻
れ
る
の
だ
。
も

し
こ
こ
で
人
を
食
っ
て
い
た
ら
永
遠
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
明

日
、王
評
事
と
い
う
人
物
が
通
る
か
ら
そ
れ
を
喰
ら
う
べ
き
で
あ
る
」

と
言
う
や
姿
を
消
し
た
。
次
の
日
の
夜
、
路
傍
に
身
を
潜
め
て
待
っ

て
い
る
と
、空
中
で
の
や
り
と
り
が
聞
こ
え
て
く
る
。王
評
事
が
や
っ

て
来
る
。
朱
衣
を
身
に
つ
け
馬
に
乗
り
半
酔
の
四
十
ば
か
り
に
な
る

男
が
供
を
従
え
て
近
づ
い
て
く
る
。
虎
は
飛
び
か
か
り
馬
上
に
仕
留

め
、
草
藪
に
引
き
ず
り
込
ん
で
喰
ら
っ
た
。
供
は
散
り
散
り
に
逃
げ

て
い
っ
た
。
喰
い
終
わ
る
と
心
は
正
気
に
戻
り
、
帰
路
も
覚
え
て
い

た
。
川
辺
に
戻
っ
て
姿
を
見
る
と
、
人
の
姿
に
戻
っ
て
い
た
。
そ
れ

か
ら
五
六
年
後
、
陳
許
の
長
葛
県
に
出
か
け
た
折
、
県
令
が
宴
席
を

開
き
三
十
人
ほ
ど
が
出
席
し
た
。
主
人
は
参
会
者
に
そ
れ
ぞ
れ
「
人
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変
化
の
事
」
を
語
ら
せ
る
。
こ
の
人
の
番
に
な
る
と
己
が
虎
に
変
身

し
た
こ
と
を
語
り
、「
変
化
の
妄
な
ら
ざ
る
」こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
主
人
こ
そ
王
評
事
の
息
子
で
あ
り
、
父
の
仇
を
殺
し
た
が
、
官

は
事
実
を
知
り
赦
免
し
た
。（
出
典
は
、
唐
・
皇
甫
氏
『
原
化
記
』）

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
張
逢
」
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

同
時
に
、構
成
上
あ
る
い
は
表
現
上
に
進
展
の
跡
も
う
か
が
え
る
よ
う
だ
。

変
身
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
天
神
の
予
兆
と
い
う
形
を
と
っ
て
首
尾
を
踏

ま
え
て
い
る
。
虎
に
な
っ
た
主
人
公
が
「
飢
え
」
に
苛
ま
れ
る
場
面
は
、

「
張
逢
」
で
は
「
犬
彘
駒
犢
之
輩
、
悉
無
可
取
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
本

話
に
お
い
て
は
蝌
蚪
、
兎
、
麞の
ろ

、
人
間
と
い
う
順
に
獲
物
が
次
第
に
大
き

く
な
る
に
つ
れ
、「
飢
え
」が
増
す
激
し
さ
を
巧
み
に
伝
え
て
い
る
。ま
た
、

唐
突
に
見
え
る
「
王
評
事
を
襲
え
」
と
い
う
件
も
人
物
名
こ
そ
異
な
れ
、

両
話
は
同
工
と
い
っ
て
よ
く
、
天
界
に
お
け
る
「
簿
籍
」
に
よ
る
指
示
で

あ
る
こ
と
も
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
変
虎
譚
を
支
え
る
背
景
に

い
か
な
る
世
界
観
が
存
在
す
る
か
を
知
る
契
機
と
な
る
。
王
評
事
の
遺
児

に
よ
る
復
讐
に
ま
つ
わ
る
後
日
談
も
「
張
逢
」
と
同
工
で
あ
る
。

　

た
だ
「
南
陽
士
人
」
で
看
過
で
き
ぬ
点
は
、
虎
に
な
っ
た
主
人
公
が
た

び
た
び
人
間
と
し
て
の
意
識
を
見
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
虎
に
な
っ
て

両
日
が
過
ぎ
、
飢
餓
を
覚
え
て
蝌
蚪
を
食
べ
る
前
に
「
自
念
常
聞
虎
亦
食

泥
（
自
ら
念お
も

ふ
常
に
聞
く
虎
も
亦
た
泥
を
食
す
と
）」
と
言
い
、
兎
や
鹿

を
食
べ
て
「
採
桑
の
婦
人
」
を
襲
う
前
に
「
吾
聞
虎
皆
食
人
（
吾
聞
く
虎

は
皆
人
を
食
ふ
と
）」
と
「
喰
ら
う
」
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
す
な
わ
ち

垣
間
見
せ
る
人
間
性
を
振
り
払
う
よ
う
に
「
獣
性
」
を
確
認
す
る
言
辞
を

弄
し
て
お
り
、
た
だ
ち
に
虎
の
本
身
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
そ
し
て
、
通
行
の
「
荷
柴
人
」
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
て
老
人

（
神
人
）
に
止
め
ら
れ
、「
此
の
人
変
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
心
に
猶
ほ

家
を
思
ふ
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
と
虎
と
の
間
に
あ
る
矛

盾
に
逡
巡
し
躊
躇
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
つ
ま
り
、
虎
の
持
つ

「
獣
性
」
と
人
間
性
と
の
矛
盾
を
露
呈
し
、
そ
こ
に
注
目
し
て
い
る
。

六　
　

李
徴
の
悔
悟

　

以
上
を
踏
ま
え
て
変
虎
譚
に
背
景
に
あ
る
世
界
観
を
見
て
お
く
こ
と
に

し
よ
う
。人
間
に
と
っ
て
虎
は
身
近
に
あ
っ
て
危
害
を
加
え
、場
合
に
よ
っ

て
は
噛
み
殺
さ
れ
食
わ
れ
て
し
ま
う
恐
怖
を
も
た
ら
す
猛
獣
で
あ
る
。
そ

の
忌
避
す
べ
き
異
類
に
堕
す
る
懼
れ
が
基
本
的
観
念
と
し
て
横
た
わ
っ
て

い
る
。
罪
を
犯
し
た
人
間
は
、
罰
と
し
て
虎
に
変
身
さ
せ
ら
れ
、
差
配
役

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
殺
す
べ
き
人
物
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
い
か

に
も
唐
突
に
「
誰
彼
を
喰
ら
う
べ
し
」
と
言
う
号
令
も
こ
う
し
た
構
造
下
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に
あ
っ
て
始
め
て
理
解
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
要
素
は
「
罪
過
に
よ
る
変

身
」
全
て
の
説
話
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
話
の
関
心
は
虎
に
変

ず
る
と
い
う
点
に
移
っ
て
お
り
、虎
に
変
身
す
る
非
合
理
性
を「
狂
疾
」「
虎

皮
」「
倀
鬼
」（

（1
（

を
介
在
さ
せ
契
機
と
す
る
こ
と
で
合
理
的
な
解
釈
を
施
し
、

種
々
の
変
虎
譚
を
生
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
人
間
性
と
「
獣
性
」
と
の
間
に
あ
る
矛
盾
や
相
克
に
対
す
る
自
覚

や
内
省
を
当
時
の
士
人
が
自
ら
の
心
に
抱
え
る
課
題
と
し
て
捉
え
て
い
た

な
ら
ば
、
そ
れ
は
唐
代
伝
奇
小
説
が
獲
得
し
た
新
た
な
地
平
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
最
後
に
「
李
徴
」
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中
島
敦
が
翻
案
し
た
の
も
こ
の
作
品
を
粉
本
と
し
て
い
る（

（（
（

。『
太
平
広
記
』

本
に
基
づ
き
梗
概
を
掲
げ
る
。

　

隴ろ
う

西せ
い

の
李
徴
は
皇
族
の
子
で
あ
り
、
虢か
く

略り
ゃ
くに

家
を
構
え
て
い
た
。

若
く
し
て
博
学
で
文
を
善
く
し
た
。
天
宝
十
年
、
進
士
に
合
格
す
る

と
江
南
の
県
尉
に
任
用
さ
れ
た
。
性
格
は
冷
た
く
、
才
能
を
恃た
の

ん
で

傲
慢
で
あ
っ
た
。
同
僚
を
卑
下
し
て
は
反
発
を
買
っ
て
い
た
。
任
期

が
満
ち
る
と
官
を
辞
し
て
閉
門
し
、
人
と
の
交
わ
り
を
断
つ
こ
と
一

年
ほ
ど
で
あ
っ
た
。の
ち
、生
活
に
追
わ
れ
て
呉
楚
の
間
を
遊
歴
し
、

官
職
の
つ
て
を
求
め
た
。李
徴
の
名
声
は
呉
楚
に
も
聞
こ
え
て
お
り
、

人
々
か
ら
は
厚
く
も
て
な
し
を
受
け
餞
別
も
多
か
っ
た
。
虢
略
に
帰

る
途
次
、
汝
墳
の
旅
館
に
泊
ま
っ
た
折
に
、
突
然
発
狂
し
て
従
者
を

鞭
打
っ
た
。
ひ
と
月
ほ
ど
す
る
と
病
は
益
々
ひ
ど
く
な
り
、
あ
る
夜

に
失
踪
し
て
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
。
折
り
し
も
、
陳
郡
の
袁え
ん

傪さ
ん

が

監
察
御
史
と
な
っ
て
嶺
南
に
赴
任
し
よ
う
と
す
る
。
商
し
ょ
う

於お

の
境
を
払

暁
に
出
発
し
よ
う
と
す
る
と
、駅
吏
が
こ
の
付
近
は
虎
の
害
が
多
く
、

昼
間
の
通
行
し
か
安
全
で
な
い
と
進
言
す
る
。
袁
傪
は
怒
っ
て
、
随

行
も
多
く
天
子
の
使
い
が
怖
れ
る
こ
と
も
な
い
と
敢
え
て
旅
立
つ
。

一
里
ほ
ど
行
く
と
果
た
し
て
草
む
ら
か
ら
虎
が
出
て
き
た
。
袁
傪
は

び
っ
く
り
し
、
虎
は
す
ぐ
に
草
む
ら
に
身
を
隠
し
た
。
す
る
と
「
不

思
議
な
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
。危
う
く
友
人
を
殺
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
」

と
人
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
袁
傪
は
そ
の
声
に
聞
き
覚
え
が
あ
っ

た
。
袁
傪
と
李
徴
と
は
同
年
の
進
士
で
、
昵じ
っ

懇こ
ん

の
間
柄
で
あ
っ
た
。

分
か
れ
て
数
年
経
っ
て
い
た
が
、
そ
の
声
を
聞
き
驚
き
か
つ
不
思
議

に
思
っ
た
。
考
え
あ
ぐ
ね
て
、「
隴
西
の
李
徴
で
は
な
い
か
」
と
尋

ね
た
。
虎
は
呻う
め

く
よ
う
に
叫
ぶ
こ
と
数
声
、
咽
び
泣
く
よ
う
に
思
え

た
。
李
徴
は
袁
傪
の
無
事
と
監
察
御
史
と
し
て
の
出
世
を
喜
ん
だ
。

袁
傪
は
李
徴
に
何
故
に
友
人
の
前
に
姿
を
現
さ
な
い
の
だ
と
訝
る
。

李
徴
は
、
じ
つ
は
と
虎
に
変
身
し
た
経
緯
を
つ
ぶ
さ
に
語
る
。
呉
楚

の
間
に
遊
歴
し
て
汝
墳
に
宿
泊
し
た
折
、
狂
疾
を
得
て
山
谷
中
を
行

く
う
ち
に
虎
に
変
身
し
た
こ
と
、
人
も
獣
も
喰
ら
わ
な
い
も
の
は
な
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か
っ
た
こ
と
、
神じ

ん

祇ぎ

に
背
い
た
行
い
を
繰
り
返
し
た
身
は
友
人
に
合

わ
せ
る
顔
が
な
い
と
伝
え
る
。
袁
傪
は
重
ね
て
「
異
類
と
な
り
な
が

ら
、
人
の
言
葉
を
解
す
る
の
は
何
故
か
」
と
聞
き
糾た
だ

す
。
李
徴
は
「
い

ま
姿
は
虎
に
な
っ
て
い
る
が
、
心
は
人
の
時
の
ま
ま
で
冷
静
で
い
る

か
ら
だ
」
と
答
え
、
無
礼
を
詫
び
る
。
し
か
し
、
務
め
よ
り
帰
還
す

る
途
次
に
再
び
目
に
す
る
と
き
に
は
人
の
心
を
失
い
、
襲
い
か
か
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
殊
に
用
心
し
て
く
れ
と
。
李
徴
は
思
い
詰
め
て

袁
傪
に
後
顧
の
憂
い
を
託
す
。
思
い
残
す
こ
と
は
た
だ
虢
略
に
残
し

た
妻
と
子
供
の
こ
と
、
書
き
た
め
た
旧
稿
数
十
篇
を
伝
え
残
し
た
い

と
。
嶺
南
の
勤
務
よ
り
帰
還
し
た
袁
傪
は
、
約
束
通
り
李
徴
の
家
族

の
生
活
を
救
っ
た
。
の
ち
、
李
徴
の
子
供
が
そ
の
棺
を
求
め
て
き
た

の
で
仕
方
な
く
事
実
を
伝
え
た
。
袁
傪
は
、
兵
部
侍
郞
に
ま
で
出
世

し
た
。（
出
典
は
、
唐
・
張
読
『
宣
室
志
』）

　

す
で
に
見
た
「
張
逢
」「
南
陽
士
人
」
と
比
較
す
る
と
、
話
の
構
成
は

似
て
い
る
も
の
の
、
主
題
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
①

虎
へ
の
変
身
の
動
機　

②
虎
に
変
身
後
の
所
業　

③
李
徴
と
袁
傪
の
対
話　

④
家
族
へ
の
思
い　

⑤
旧
稿
へ
の
未
練
と
委
託　

な
ど
が
主
な
相
違
点
で

あ
る
。

　

虎
へ
の
変
身
の
動
機
は
、「
忽
ち
疾
に
被
り
て
発
狂
す
」
と
あ
り
突
然

の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
に
は
伏
線
が
あ
る
。
す
で
に
疾
を
も
た
ら
し

た
原
因
と
思
わ
し
き
李
徴
の
人
と
な
り
が
、
性
狷
介
に
し
て
人
と
の
折
り

合
い
が
悪
く
、
他
を
卑
下
し
て
不
遜
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
倨
傲
に
し
て
閉

門
し
て
一
年
に
及
ぶ
と
い
う
経
緯
は
疾
を
得
た
理
由
と
し
て
は
十
分
で
あ

ろ
う
。

　

虎
に
変
身
し
た
李
徴
が
袁
傪
と
邂
逅
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
友

情
と
い
う
主
題
が
本
話
の
主
軸
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
目
が
奪
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
じ
つ
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
変
虎
譚
に
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に

「
罪
過
に
よ
る
変
身
」
型
に
あ
る
、
虎
が
喰
ら
う
べ
き
人
物
と
し
て
指
名

さ
れ
る
枠
組
み
を
襲
用
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
、
変
虎
譚
を
換
骨
奪
胎

し
て
い
る
。
両
者
の
邂
逅
が
自
然
に
見
え
る
背
景
と
し
て
巧
み
で
あ
り
、

「
李
徴
」
の
優
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
人
と
虎
の
間
に
お
け
る
矛
盾
相
克
へ
の
言
及
は
、
虎
に
な
っ
て

大
地
を
疾
駆
す
る
と
き
「
こ
れ
よ
り
心 

愈い
よ

い
よ
狠こ
ん

な
る
を
覚お
ぼ

ゆ
」
と
人

間
の
立
場
か
ら
「
獸
性
」
の
獲
得
を
自
覚
し
て
お
り
、
袁
傪
に
な
に
ゆ
え

人
の
言
葉
を
話
せ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
「
我 

今
形
は
変
は
れ
ど
も
心

は
甚
だ
悟
れ
り
」
と
告
白
し
て
、
虎
の
化
身
と
人
間
の
心
と
の
間
で
揺
れ

動
く
気
持
ち
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
袁
傪
が
嶺
南
よ
り
帰
還
す
る
際
に

警
戒
を
促
す
言
葉
「
必
ず
当
に
そ
の
平へ
い

生ぜ
い

に
昧く
ら

か
る
べ
き
の
み
。
此
の
時

君
の
軀か
ら
だを
視
れ
ば
、
猶な

ほ
機
上
の
一
物
の
ご
と
し
。
君
も
亦
た
宜
し
く
其
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の
警
従
を
厳
に
し
て
以
て
之
に
備
ふ
べ
し
」
と
、
後
日
は
人
間
の
心
を
失

い
、
袁
傪
と
の
関
係
も
忘
れ
、
虎
の
本
身
に
な
り
切
り
、
袁
傪
を
襲
う
と

伝
え
て
い
る
。
別
れ
て
後
の
人
の
心
に
戻
れ
ぬ
懼
れ
を
表
白
し
て
い
る
。

そ
し
て
他
の
類
話
と
著
し
く
異
な
る
の
は
、
後
顧
の
憂
い
を
袁
傪
に
託
す

場
面
で
あ
る
。
家
族
へ
の
思
い
と
旧
稿
の
伝
承
を
伝
え
、
化
身
以
前
の
こ

の
世
に
お
け
る
未
練
を
残
し
て
い
る
。
虎
に
変
身
し
な
が
ら
、
な
お
人
間

の
心
を
失
わ
ず
に
い
る
の
は
、
こ
の
世
に
残
し
た
強
い
未
練
に
あ
る
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
。

　

加
え
て
何
よ
り
も
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
作
品
の
篇
幅
の
殆
ど
が
両
者

の
対
話
で
構
成
さ
れ
、
と
り
わ
け
李
徴
の
独
白
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
話
が
変
虎
譚
を
枠
組
み

と
し
て
利
用
し
な
が
ら
、
人
知
の
及
ば
ぬ
事
柄
と
人
知
の
間
、
あ
る
い
は

人
間
の
心
で
制
御
で
き
る
事
柄
と
そ
う
で
は
な
い
事
柄
の
間
で
揺
れ
動
く

往
時
に
お
け
る
士
人
の
心
情
描
写
に
主
題
が
す
で
に
移
っ
て
い
る
証
左
で

は
あ
る
ま
い
か
。「
虎
の
心
」（
獸
性
）
を
制
御
で
き
れ
ば
人
間
性
を
担
保

で
き
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
獸
性
」
に
負
け
て
異
類
に
身
を
や
つ
す
こ
と

に
な
る
。
従
来
の
変
虎
譚
の
枠
組
み
に
こ
う
し
た
主
題
を
託
し
得
た
作
者

は
優
れ
た
技
量
の
持
ち
主
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
人
間
の
持
つ
自
ら
を
顧
み
る
「
自
照
性
」、
新
旧
を

巧
み
に
繋
ぐ
構
成
力
や
表
現
力
、
新
た
に
自
覚
し
た
主
題
を
六
朝
以
来
の

故
事
に
取
材
し
、
換
骨
奪
胎
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
唐
代
伝
奇
小

説
が
獲
得
し
た
可
能
性
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

七　
　

中
島
敦
が
認
め
た
唐
代
小
説
の
主
題

　

中
島
敦
が
取
材
し
た
中
国
古
典
は
「
李
徴
」
で
あ
る
が
、
依
拠
し
た
テ

キ
ス
ト
は
『
太
平
広
記
』
本
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
『
唐
人
説せ
つ

薈わ
い

』
本
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
両
者
の
間
に
は
篇
幅
に
し
て
約
半
分
ほ
ど
の
異

文
が
存
在
す
る
。
あ
ら
す
じ
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

異
同
が
あ
る
。
い
ま
『
国
訳
漢
文
大
成
』
文
学
部
第
十
二
巻
「
晋
唐
小
説
」

所
収
『
唐
人
説
薈
』
本
「
李
徴
」
に
基
づ
き
、『
太
平
広
記
』
本
と
の
主
な

相
違
点
に
つ
き
触
れ
て
お
く
。
詳
細
に
わ
た
る
校
勘
は
煩
瑣
に
な
る
の
で

割
愛
し
、概
要
の
み
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。主
な
相
違
点
は
三
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
李
徴
と
袁
傪
と
が
邂
逅
す
る
場
面
で
の
や
り
と
り
が
や
や
詳
細

に
叙
述
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
異
文
で
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
大
き
な
相

違
は
な
い
。
二
つ
目
は
病
を
得
て
発
狂
し
異
類
と
な
る
場
面
、
飢
餓
に
迫

ら
れ
て
堪
え
ら
れ
な
く
な
り
獣
の
み
な
ら
ず
人
間
を
も
襲
う
こ
と
に
な
る

点
で
あ
る
。
よ
り
叙
述
が
詳
細
に
な
り
、
喰
ら
う
人
間
は
「
婦
人
」
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
異
文
で
は
あ
る
が
内
容
的
に
は
相
違
は
な
い
。

　

三
つ
目
が
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
李
徴
が
旧
稿
三
十
篇
を
伝
授
し
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た
の
ち
、「
蓋け

だ

し
吾
が
外そ
と

異
な
る
と
雖
も
、
而し
か

れ
ど
も
中う
ち

異
な
る
所
無
き

を
表
は
さ
ん
と
欲
し
、
亦
た
吾
が
懐お
も

ひ
を
道い

ひ
て
吾
が
憤
り
を
攄の

べ
ん
と

欲
す
る
な
り
」
と
言
い
「
獸
性
」
と
人
間
性
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
う
え

で
、
七
言
律
詩
を
作
る
。
袁
傪
は
こ
れ
を
聞
い
て
「
君
平
生
自
ら
恨
む
有

る
な
き
を
得
ん
や
」と
、そ
の
憤
懣
に
同
情
し
才
能
を
改
め
て
賞
賛
す
る
。

李
徴
は
続
け
て
、
こ
の
世
は
陰
陽
二
儀
か
ら
成
り
、
時
の
巡
り
合
わ
せ
や

運
命
は
自
分
で
は
知
り
得
な
い
。
孔
子
の
弟
子
の
顔が
ん

回か
い

や
冉ぜ
ん

有ゆ
う

で
さ
え
も

貧
窮
や
難
病
と
い
う
運
命
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
ら
に
顧
み
れ

ば
、
昔
南
陽
の
郊
外
で
一
人
の
寡
婦
と
私
通
し
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
家

の
者
が
私
を
害
そ
う
と
す
る
の
で
、
再
び
寡
婦
と
逢
う
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
。
私
は
火
を
放
ち
家
人
数
人
を
焼
き
殺
し
た
。
そ
れ
こ
そ
自
ら
の

「
恨
み
」
で
あ
る
と
述
懐
す
る
。
こ
の
極
め
て
衝
撃
的
な
要
素
は
『
太
平

広
記
』
本
に
は
存
在
し
な
い
。
主
人
公
李
徴
が
虎
に
な
る
に
は
そ
れ
な
り

の
罪
（
作
品
中
で
は
「
恨
み
」）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
で
追

加
さ
れ
た
要
素
と
思
わ
れ
る
。

　
『
唐
人
説
薈
』
は
清
・
陳
世
煕
の
編
輯
に
な
り
、
唐
代
の
小
説
を
主
に

し
て
五
代
・
宋
に
及
ぶ
作
品
一
四
六
種
を
六
集
に
分
け
て
収
録
し
て
い
る
。

し
か
し
、
明
人
の
古
籍
を
改
竄
す
る
風
潮
を
無
批
判
に
継
承
し
て
編
集
は

蕪
雑
杜
撰
な
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
『
唐
人
説
薈
』
本
「
李
徴
」
は
、
じ
つ

は
明
・
陸
楫
等
の
編
纂
に
な
る
『
古
今
説
海
』（
説
淵
五
二
、
別
伝
五
二
）

に
所
収
さ
れ
る
「
人
虎
伝
」
を
そ
の
ま
ま
襲
用
し
て
お
り（

（1
（

、
し
た
が
っ
て
、

中
島
敦
が
影
響
を
受
け
た
作
品
は
、
結
果
的
に
は
『
古
今
説
海
』
本
「
人

虎
伝
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
明
代
に
お
い
て
加
筆
追

加
さ
れ
た
要
素
は
唐
代
伝
奇
小
説
本
来
の
も
の
で
は
な
い
が
、
人
間
の
心

に
中
に
あ
る
克
服
す
べ
き
も
の
と
そ
れ
に
掣
肘
さ
れ
る
人
間
の
在
り
方
に

対
す
る
相
克
と
矛
盾
は
唐
代
伝
奇
小
説
に
す
で
に
認
め
う
る
主
題
で
あ
る

こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

中
島
敦
は
『
古
今
説
海
』
本
「
人
虎
伝
」
に
基
づ
き
、
か
つ
中
国
の
変

虎
譚
を
襲
用
し
つ
つ
、
南
陽
の
郊
外
で
の
寡
婦
と
の
私
通
の
要
素
を
採
用

し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
に
駆

ら
れ
た
が
た
め
に
「
猛
獣
」
に
な
っ
た
と
、
自
作
の
主
題
を
こ
の
点
に
絞

り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
原
作
「
李
徴
」
で
は
、
最
後
ま
で

袁
傪
の
前
に
は
虎
に
変
身
し
た
姿
を
見
せ
て
い
な
い
が
、「
山
月
記
」
の

最
後
で
は
袁
傪
一
行
に
月
を
仰
い
で
咆
哮
す
る
姿
を
見
せ
て
印
象
深
い
。

　

中
島
敦
が
「
李
徴
」
を
粉
本
と
し
た
「
山
月
記
」
に
お
い
て
、
文
学
に
囚

わ
れ
偏
頗
な
考
え
に
左
右
さ
れ
た
人
間
の
孤
独
と
葛
藤
を
巧
み
に
描
写
し

た
こ
と
は
す
で
に
定
評
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
題
は
す
で
に
唐
代
伝

奇
小
説
に
は
認
め
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
鋭
く
見
抜
い
た
文
学
者

の
目
は
当
時
の
作
品
の
意
義
を
的
確
に
捉
え
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う（

（1
（

。



國學院雑誌　第 121 巻第７号（2020年） ─ 38 ─

八　
　

ま
と
め
に
代
え
て

　

変
虎
譚
の
諸
相
を
ま
と
め
る
に
当
た
っ
て
、
類
話
の
中
で
も
人
と
虎
の

間
に
注
意
を
払
い
、「
李
徴
」
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
解
釈
に
示
唆
を
与

え
る
と
思
し
き
作
品
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
太
平
広
記
』
巻

四
三
三
・
虎
八
「
僧
虎
」
で
あ
る
。
袁
州
の
山
中
の
僧
侶
が
虎
の
皮
を
手

に
入
れ
戯
れ
に
身
に
纏
う
と
、
道
行
く
人
が
本
物
の
虎
と
思
い
込
み
携
帯

し
て
い
た
も
の
を
捨
て
て
逃
げ
て
い
っ
た
。
僧
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
喜
ん

だ
。
あ
る
と
き
虎
の
皮
を
脱
ご
う
と
試
み
る
が
、
ど
う
し
て
も
脱
ぐ
こ
と

が
で
き
な
い
。「
飢
え
」
に
迫
ら
れ
獲
物
を
求
め
る
が
捕
ら
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
こ
で
道
行
く
僧
侶
を
襲
っ
て
喰
ら
っ
た
。
そ
こ
で
心
に
思

う
、「
私
は
も
と
人
間
で
あ
り
、
幸
い
に
し
て
僧
侶
と
な
っ
た
も
の
の
、

禁
戒
を
守
れ
ず
、
生
き
た
ま
ま
虎
に
変
じ
た
。
こ
れ
ほ
ど
業
力
の
大
な
る

者
は
い
な
い
」
と
。
す
る
と
虎
の
皮
は
脱
げ
、
一
裸
僧
に
な
っ
た
。
も
と

居
た
寺
は
す
で
に
廃
さ
れ
、
結
局
は
臨
川
の
崇
寿
院
に
身
を
寄
せ
た
。
時

の
住
持
円
超
上
人
に
相
談
を
す
る
。
上
人
は
、
人
が
異
類
に
変
化
す
る
の

は
「
念
」
に
よ
る
と
諭
す
。

　

虎
に
変
身
し
た
僧
侶
は
、
鬼
神
に
使
役
さ
れ
、
夜
に
は
山
中
を
歩
き
回

り
一
年
中
休
息
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。「
甚
だ
之
を
厭
苦
す
。

形
骸
は
虎
と
雖
も
、
而し
か

れ
ど
も
心
は
歴
々
然
と
し
て
人
な
り
」
に
は
、
虎

と
人
と
の
間
に
横
た
わ
る
相
克
と
矛
盾
と
が
端
的
に
窺
わ
れ
る
。
ま
た
上

人
の
言
葉
「
生
死
罪
福
は
皆
念
に
由よ

り
て
作お
こ

る
。
刹せ
つ

那な

の
間
に
、
天
堂
と

地
獄
と
を
分
か
つ
。
豈あ

に
前
生
と
後
世
と
在
ら
ん
や
。
爾な
ん
ぢは
悪
念
に
て
虎

と
為
り
、
善
念
に
て
人
と
為
る
。
豈
に
証あ
か
しに

非
ざ
ら
ん
や
」
と
い
う
言
葉

か
ら
は
、
変
虎
譚
の
物
語
が
い
か
な
る
思
い
で
伝
承
さ
れ
た
か
が
理
解
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
僧
虎
」
の
出
典
は
『
高
僧
伝
』
で
あ
り（

（1
（

、
全
体
に
仏
教
説
話
と
し
て

潤
色
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
題
は
「
人
化
し
て
虎
と
為
る
」
説
話
の
本

質
に
通
じ
る
所
が
あ
る
。

注（１
） 「
人
化
し
て
虎
と
為
る
」
説
話
の
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
に
及
ぶ
作
品
に
つ
い
て
は
、

荘
司
格
一
『
中
国
中
世
の
説
話
─
古
小
説
の
世
界
』（
白
帝
社
、
一
九
九
二
年
）

所
収
「
六
、
虎
」
及
び
「
附
Ⅰ
「
人
虎
伝
」
と
「
山
月
記
」
─
詩
を
手
が
か
り
に

─
」、
富
永
一
登
『
中
国
古
小
説
の
展
開
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
第
四
章

「
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇
へ
─
異
類
婚
を
中
心
と
し
て
─
」第
一
節「『
人
虎
伝
』

の
系
譜
─
六
朝
化
虎
譚
か
ら
唐
伝
奇
小
説
へ
─
」
が
考
察
を
加
え
て
い
る
。

（
２
） 

李
剣
国
主
編
『
唐
宋
伝
奇
品
読
辞
典
』
上
巻
（
新
世
界
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

所
収
、
李
艶
茹
「
申
屠
澄
」
五
六
三
頁
。

（
３
） 
李
道
和
『
歳
時
民
俗
與
古
小
説
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
下
篇
「
從
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歳
時
民
俗
生
發
的
古
小
説
母
題
研
究
」
第
一
章
「
天
鵞
處
女
型
故
事
的
成
型
」
お

よ
び
第
二
章
「
天
鵞
處
女
型
故
事
的
變
型
」
中
の
「
虎
女
故
事
」
参
照
。

（
４
） 「
白
鳥
処
女
説
話
」
に
つ
い
て
は
、
鐘
敬
文
「
中
国
的
天
鵞
処
女
型
故
事
」（『
鐘

敬
文
民
間
文
学
論
集
』
下
冊
、
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
初
出

一
九
三
三
年
）、
君
島
久
子
「
中
国
の
羽
衣
説
話
─
そ
の
分
布
と
系
譜
」（
日
本
中

国
学
会
報
二
一
集
、
一
九
六
九
年
）
参
照
。「
白
鳥
処
女
説
話
」（Sw

an M
aiden 

type

）
は
、『
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
』（
ハ
ン
ス
＝
イ
エ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
著
、

加
藤
耕
義
訳
、小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
、二
〇
一
六
年
）に
よ
れ
ば
、「
超
自
然
の
、

ま
た
は
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
妻
（
夫
）
ま
た
は
そ
の
他
の
親
族
400
～
424
」
中
の

「
400
い
な
く
な
っ
た
妻
を
捜
す
夫
」（
３
）
に
該
当
す
る
。

（
５
） 

小
澤
俊
夫
『
昔
話
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
─
ひ
と
と
動
物
と
の
婚
姻
譚
─
』（
講
談
社

学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
一
五
一
頁
。

（
６
） 

岡
田
充
博
『
唐
代
小
説
「
板
橋
三
娘
子
」
考
─
西
と
東
の
変
驢
変
馬
譚
の
な
か
で

─
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
二
年
）
第
三
章
「
中
国
の
変
身
譚
の
中
で
」
二
五
三
頁
。

（
７
） 

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
名
前
に
従
っ
て
虎
に
食
わ
れ
る
と
い
う
話
は
、
他
に
『
太
平

広
記
』
巻
四
三
三
・
虎
八
「
柳
并
」
に
は
「
行
二
十
里
至
一
茅
庵
、
入
其
中
。
不

見
有
人
、
惟
見
席
上
案
硯
朱
筆
。
有
一
卷
文
書
8

8

皆
是
人
名
、
或
有
勾
者
、
有
未
勾

者
、
己
名
在
焉
。」
と
あ
り
、「
誰
彼
を
喰
ら
う
」
と
明
言
す
る
話
は
、
ほ
か
に
『
太

平
広
記
』
巻
四
三
二
・
虎
七
「
石
井
崖
」
に
「
石
井
崖
者
初
為
里
正
、
不
之
好
也
。

遂
服
儒
、
號
書
生
。
因
向
郭
買
衣
、
至
一
溪
、
溪
南
石
上
有
一
道
士
衣
朱
衣
、
有

二
青
衣
童
子
侍
側
。
道
士
曰
、
我
明
日
日
中
得
書
生
石
井
崖
充
食

8

8

8

8

8

8

8

8

、
可
令
其
除
去

刀
杖
、
勿
有
損
傷
。」
が
あ
る
。
荘
司
格
一
氏
は
注
（
1
）
所
引
著
書
に
お
い
て
「
南

陽
士
人
」
の
作
中
「
王
評
事
を
喰
ら
う
べ
し
」
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
「
評
事
と

い
う
の
は
裁
判
官
で
あ
り
、
そ
れ
を
と
っ
て
食
べ
て
人
間
の
姿
に
戻
り
た
い
と
い

う
の
も
、
裁
判
そ
の
も
の
、
ま
た
官
憲
へ
の
反
抗
の
意
を
ふ
く
む
も
の
と
解
釈
さ

れ
よ
う
。」（
二
六
〇
頁
）
と
説
明
す
る
が
、
憶
測
で
あ
り
、
こ
の
説
話
を
理
解
す

る
上
で
正
し
く
な
い
。

（
８
） 

王
辟
疆
『
唐
人
小
説
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）「
按
『
太
平
廣
記
』

巻
四
二
九
、
亦
引
此
文
、
字
句
多
異
。
而
『
其
時
逢
方
伺
之
』
句
下
、
缺
二
十
一

字
、
尤
爲
顯
然
。
其
他
異
文
、
雖
可
理
解
、
審
視
數
四
、
皆
不
及
臨
安
本
之
佳
。

蓋
宋
時
修
廣
記
時
多
所
竄
易
故
也
。
人
化
爲
虎
、
其
事
至
怪
。
惟
廣
記

四
百
三
十
二
南
陽
士
人
一
條
、
似
與
張
逢
事
同
出
一
源
、
或
是
傳
聞
異
辭
、
故
復

形
及
復
仇
、
亦
大
略
從
同
。
廣
記
四
百
二
十
七
尚
有
李
徴
一
條
、
亦
記
徴
化
虎
事
、

與
張
逢
亦
頗
相
類
。
但
後
段
無
復
形
事
、
與
逢
又
異
。
明
人
有
改
題
人
虎
傳
者
、

下
題
李
景
亮
撰
。
則
全
無
依
據
也
。」
ま
た
、
魯
迅
は
『
唐
宋
伝
奇
集
』（
魯
迅
輯

録
古
籍
叢
編
第
二
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）「
序
例
」
に
「
繼
復

讀
大
興
徐
松
登
科
記
考
、
積
微
成
昭
、
鉤
稽
淵
密
、
而
於
李
徴
及
第
、
乃
引
李
景

亮
人
虎
傳
作
證
。
此
明
人
妄
署
、
非
景
亮
文
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
９
） 

変
虎
譚
の
要
素
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
付
加
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
物
語
の

要
素
と
し
て
は
首
尾
一
貫
し
て
作
品
の
完
成
度
を
高
め
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
要

素
は
、
変
虎
譚
の
当
初
よ
り
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
南
朝
宋
・
東
陽
無

疑
撰
『
斉
諧
記
』
を
出
典
に
持
つ
「
師
道
宣
」（『
太
平
広
記
』
巻
四
二
六
・
虎
一
）

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。「
晋
の
太
元
元
年
、
江
夏
郡
安
陸
県
の
師
道

宣
は
若
く
し
て
発
狂
し
て
虎
に
な
っ
た
。
数
え
き
れ
ぬ
人
を
喰
ら
い
、
の
ち
に
樹

上
採
桑
の
婦
人
を
襲
い
喰
ら
っ
た
。
そ
の
女
性
の
簪
や
腕
輪
を
山
中
に
隠
し
、
の

ち
人
間
の
姿
に
戻
り
そ
れ
ら
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
後
、
殿
中
令
史
と
し
て
仕
官

し
た
。
夜
、
仲
間
と
〈
天
地
変
怪
の
事
〉
を
語
り
合
う
時
に
発
病
し
て
虎
に
な
り
、

人
を
食
べ
た
こ
と
を
語
り
、食
べ
た
人
の
名
を
明
か
し
た
。座
中
に
肉
親
が
い
て
、

役
所
に
訴
え
ら
れ
、
健
康
の
獄
中
で
餓
死
し
た
。」
六
朝
志
怪
小
説
ら
し
く
、
荒

削
り
だ
が
唐
代
の
変
虎
譚
の
要
素
、
す
な
わ
ち
「
採
桑
の
婦
人
を
襲
う
」
必
然
性
、

人
身
の
恢
復
、
後
日
談
に
お
け
る
復
讐
譚
が
す
で
に
認
め
ら
れ
る
。

（
10
） 「
倀
鬼
」（
あ
る
い
は
「
山さ
ん

魈し
ょ
う」

と
も
言
う
）
は
、
本
来
虎
に
食
わ
れ
た
人
間
が
鬼

と
な
り
虎
に
使
役
さ
れ
て
悪
事
を
働
く
者
を
指
す
。『
太
平
広
記
』
に
は
、
こ
の

説
話
群
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
11
） 
山
敷
和
男
「『
人
虎
伝
』
と
『
山
月
記
』」（『
漢
文
学
研
究
』
第
八
号
、
一
九
六
〇

年
）
を
参
照
し
た
。

（
12
） 
八
幡
健
吾
「
山
月
記
と
唐
人
説
薈
本
人
虎
伝
」（『
香
川
中
国
学
会
報
』
第
五
号
、

一
九
六
四
年
）
に
よ
る
。

（
13
） 『
古
今
説
海
』
本
は
、
李
徴
を
「
李
微
」
袁
傪
を
「
袁
儼
」
と
し
て
い
る
。「
人
虎

伝
」
を
『
古
今
説
海
』『
唐
人
説
薈
』
本
以
外
に
『
唐
代
叢
書
』
本
に
出
る
と
指

摘
す
る
向
き
も
あ
る
が
、『
唐
人
説
薈
』『
唐
代
叢
書
』
は
異
名
同
書
で
あ
る
。
清
・

陳
世
熙
が
乾
隆
五
七
年
（
一
七
九
二
年
）
に
先
ず
『
唐
人
説
薈
』
と
し
て
上
梓
し
、

の
ち
清
・
王
文
浩
が
嘉
慶
十
一
年
（
一
八
〇
六
年
）『
唐
代
叢
書
』
と
改
題
し
て

刊
行
し
た
。

（
1（
） 

中
島
敦
が
唐
代
伝
奇
小
説
の
主
題
を
的
確
に
把
握
し
、
自
ら
の
創
作
に
活
か
し
た

点
に
つ
い
て
は
、
上
尾
龍
介
「
人
虎
傳
と
山
月
記
」（『
中
国
文
学
論
集
』
第
四
号
、

一
九
七
四
年
）
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。

（
1（
） 

南
朝
梁
・
慧
皎
『
梁
高
僧
伝
』、
唐
・
道
宣
『
唐
高
僧
伝
』、
宋
・
賛
寧
『
宋
高
僧

伝
』
の
何
れ
に
も
こ
の
説
話
は
認
め
ら
れ
な
い
。

【
付
記
】

（
第
二
章
「
申
屠
澄
」
と
「
白
鳥
処
女
説
話
」
に
つ
い
て
は
、
赤
井
益
久
・
岡
田
充
博
・

澤
崎
久
和
共
著
「『
河
東
記
』
訳
注
稿
（
七
）」（
名
古
屋
大
学
『
中
国
語
学
・
文
學
論

集
』
第
三
十
三
輯
、
二
〇
二
〇
年
二
月
発
行
）
所
収
「
申
屠
澄
」（
赤
井
益
久
担
当
）【
参

考
】
の
叙
述
と
一
部
重
複
が
あ
る
。）


