
一
　
は
じ
め
に

先
ず
『
捜
神
記
』
の
版
本
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

『
捜
神
記
』
は
、
一
般
に
志
怪（

注
一
）小

説（
注
二
）と

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
ま
た
『
捜
神
録
』、『
捜
神
異
記
』、『
捜
神
伝
記
』
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
。『
晋
書
』

本
伝
に
は
三
十
巻
本
の
存
在
が
記
さ
れ
、『
隋
志
』、『
唐
志
』
で
も
同
様
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、『
隋
書
』「
経
籍
史
」、『
旧
唐
書
』「
経
籍
史
」
で
は

史
部
雑
伝
に
分
類
さ
れ
、『
新
唐
書
』「
芸
文
志
」
で
は
子
部
小
説
家
類
に
編
入
さ
れ
て
お
り
、
三
十
巻
本
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
十
巻
本
は
、
の
ち

宋
代
に
散
佚
し
て
い
る
。
ま
た
北
宋
の
『
崇
文
書
目
』
に
は
、『
捜
神
総
記
』
十
巻
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
干
宝
作
で
は
な
い
と
注
記
が
あ
る
。

こ
の
書
も
南
宋
以
降
に
歴
史
か
ら
姿
を
消
し
た
。

現
存
す
る
も
の
で
は
、
明
末
の
二
十
巻
本
、
四
六
四
条
、
逸
文
三
四
条
が
最
も
通
用
し
て
い
て
、
中
世
の
説
話
を
研
究
す
る
た
め
の
必
須
の
資
料
と
な
っ

て
い
る
。
中
国
の
古
書
籍
で
あ
る
『
三
国
志
』・『
後
漢
書
』・『
世
説
新
語
』・『
文
選
』
注
や
、『
芸
文
類
聚
』・『
太
平
御
覧
』・『
太
平
広
記
』
中
の
引
用
説
話
は
、

す
べ
て
二
十
巻
本
系
統
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
二
十
巻
本
が
正
系
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
三
）こ

の
他
、
稗
海
本
・
広
漢
魏
叢
書
本
・
説
庫
本
等
の
八
巻
本
、

唐
代
以
降
の
通
俗
的
な
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
作
っ
た
と
さ
れ
る
勾
道
興
の
敦
煌
本
が
あ
る
。
ま
た
八
巻
本
は
、
敦
煌
本
と
重
複
す
る
話
な
ど
を
含
み
、
魯
迅

は
唐
宋
以
降
の
仮
託
と
み
て
言
及
し
て
い
な
い
（「
古
小
説
鈎
沈
」）。
つ
ま
り
、こ
の
両
者
は
干
宝
の
作
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
本
論
で
も
二
十
巻
本
に
よ
る
。

『
捜
神
記
』
の
怪
奇
譚
に
は
、
多
く
の
動
物
が
出
て
く
る
。
使
用
例
の
多
い
順
に
示
せ
ば
、「
馬
・
い
ぬ
・
蛇
・
牛
・
龍
・
羊
・
狐
・
ブ
タ
・
虎
・
狸
・
鰐
・

猿
・
鼠
・
亀
・
雀
（
黄
雀
）
…
」
な
ど
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
こ
の
他
、
魚
類
・
鳥
類
・
虫
類
な
ど
、
そ
の
使
用
例
の
ジ
ャ
ン
ル
も
多
岐
に
及
ぶ
。
こ
の
う

『
捜
神
記
』
の
中
の
ど
う
ぶ
つ

―
「
い
ぬ
」
の
表
象
―
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ち
、
最
多
使
用
例
の
「
馬
」
は
五
十
話
、
本
稿
で
述
べ
る
「
い
ぬ
」
の
説
話
は
三
十
話
あ
る
。
こ
の
数
に
は
当
該
動
物
単
独
で
の
出
現
だ
け
で
な
く
、
他
の

動
物
と
の
混
用
も
含
ん
で
い
る
。
小
論
で
は
、『
捜
神
記
』
の
著
者
の
経
歴
や
同
書
を
書
き
著
し
た
経
緯
を
解
明
し
な
が
ら
、
同
書
の
中
の
「
い
ぬ
」
の
怪

異
譚
を
読
み
解
き
、
特
に
当
時
の
人
間
や
社
会
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　
著
者
干
宝
と
『
捜
神
記
』
を
著
し
た
経
緯

著
者
干
宝
（
寶
）
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
晋
書
』「
八
二
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

干
寶
、字
は
令
升
、新
蔡
の
人
な
り
。
祖
は
統
、呉
の
奮
武
將
軍
、都
亭
候
な
り
。
父
は
榮
、丹
楊
の
丞
な
り
。
寶
少
く
し
て
學
に
勤
め
、書
記
を
博
覧
し
、

才
器
を
以
っ
て
召
さ
れ
、
佐
著
作
郎
と
爲
る
。
杜
弢
を
平
ら
ぐ
る
に
功
有
り
、
爵
を
關
内
候
を
賜
る
。
…
家
貧
な
る
を
以
て
、
求
め
て
山
陰
の
令
に
補

せ
ら
れ
、
始
案
太
守
に
遷
る
。
王
導
請
ひ
て
司
徒
右
長
史
と
爲
し
、
散
騎
常
侍
に
遷
る
。『
晉
紀
』
を
著
す
。
宣
帝
自
り
愍
帝
に
迄
ぶ
五
十
三
年
、
凡

そ
二
十
卷
、
之
を
奏
す
。
其
の
書
は
簡
略
、
直
に
し
て
能
く
婉
、
咸
な
良
史
と
稱
す
。

性
陰
陽
術
數
を
好
み
、
思
ひ
を
京
房
、
夏
候
勝
等
の
傳
に
留
む
。
…

寶
は
又
た
『
春
秋
左
氏
義
外
傳
』
を
爲
り
、『
周
易
』『
周
官
』
に
注
す
る
こ
と
、
凡
そ
數
十
篇
、
及
び
雜
文
集
あ
り
て
、
皆
な
世
に
行
は
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
干
宝
（
二
八
六
年
？
～
三
三
六
年
）
は
、
字
を
令
升
と
い
い
、
新
蔡
（
現
在
の
河
南
省
新
蔡
県
）
出
身
で
あ
る
。
年
少
よ
り
勤
勉
で
学

問
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
博
覧
強
記
で
西
晋
の
懐
帝
の
時
に
才
覚
を
認
め
ら
れ
、
著
作
郎
（
朝
廷
の
歴
史
書
の
編
集
を
司
る
官
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
愍
帝
の
代

に
杜
弢
の
乱
を
平
定
し
た
功
績
に
よ
り
、
関
内
侯
の
爵
位
を
授
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
北
方
騎
馬
民
族
で
あ
る
匈
奴
左
部
の
劉
曜
が
晋
の
都
長
安
を
攻
撃
し

て
陥
落
さ
せ
た
。
愍
帝
は
降
伏
し
西
晋
は
滅
亡
す
る
（
三
一
六
年
）。
こ
の
時
期
に
異
民
族
に
よ
り
故
地
を
奪
わ
れ
た
高
級
官
僚
・
豪
族
は
こ
ぞ
っ
て
中
国

南
部
に
移
住
し
た
。
こ
れ
を
「
南
渡
」
と
呼
ぶ
。
西
晋
の
皇
族
で
あ
る
安
東
将
軍
司
馬
睿
が
即
位
し
て
東
晋
を
建
国
し
た
（
三
一
八
年
）。
こ
れ
が
晋
中
興

の
祖
と
い
わ
れ
る
元
帝
で
あ
る
。
そ
の
元
帝
を
補
佐
し
た
王
導
（
二
六
七
年
～
三
三
〇
年
）
は
、
晋
朝
に
反
乱
を
起
こ
し
た
大
将
軍
の
王
敦
（
二
六
六
年
～

三
二
四
年
）
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
い
っ
た
ん
賊
軍
に
敗
れ
た
が
、
つ
い
に
は
反
乱
を
鎮
圧
し
て
、
次
の
明
帝
・
成
帝
の
代
に
宰
相
と
な
っ
た
。
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そ
の
王
導
が
中
書
監
の
時
に
、
干
宝
は
国
史
編
纂
に
携
わ
り
、『
晋
紀
』
二
十
巻
を
奏
上
す
る
。
こ
の
功
績
に
よ
り
、「
そ
の
書
は
簡
素
に
し
て
真
撃
、
し

か
も
妖
艶
さ
を
合
わ
せ
持
つ
。
衆
人
こ
と
ご
と
く
優
れ
た
歴
史
書
で
あ
る
と
賞
賛
し
た
」
と
の
評
価
を
得
た
。
ま
た
、
家
計
逼
迫
の
た
め
、
人
に
依
頼
し
て

山
陰
の
県
令
の
地
位
を
得
て
、
さ
ら
に
後
に
は
始
安
の
太
守
と
な
っ
た
。
王
導
の
推
挙
に
よ
り
、
司
徒
長
史
、
散
騎
常
侍
（
天
子
の
御
幸
に
騎
馬
で
同
行
す

る
散
騎
と
、
宮
中
に
仕
え
る
使
徒
の
兼
務
）
の
位
に
上
る
。
そ
の
著
者
に
は
『
春
秋
左
史
義
外
伝
』・『
百
志
誌
』・『
周
易
』
の
注
・『
周
官
』
約
数
十
篇
・『
干

宝
集
』
が
あ
る
が
、
す
で
に
散
逸
し
て
い
る
。

ま
た
『
捜
神
記
』
を
著
し
た
経
緯
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
『
晋
書
』「
八
二
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

寶
の
父
先
に
寵
す
る
所
の
侍
婢
有
り
、
母
甚
だ
妬
忌
す
。
父
の
亡
す
る
に
及
び
、
母
乃
ち
生
き
な
が
ら
婢
を
墓
中
に
推
す
。
寶
の
兄
弟
年
少
に
し
て
、

之
を
審
ら
か
に
せ
ざ
る
な
り
。
後
十
餘
年
、
母
の
喪
に
墓
を
開
く
に
、
婢
の
棺
に
伏
す
る
や
生
く
る
が
如
し
。
載
せ
還
る
に
、
日
を
經
て
乃
ち
蘇
る
。

言
ふ
「
其
の
父
、
常
に
飲
食
を
取
り
て
之
に
與
へ
、
恩
情
生
く
る
が
如
し
」
と
。
家
中
に
在
り
て
の
吉
凶
輒
ち
之
を
語
り
、
考
校
す
る
に
悉
く
驗
あ
り
。

地
中
も
亦
た
惡
し
と
爲
を
覺
え
ず
と
い
ふ
。
既
に
し
て
之
を
嫁
が
し
め
、
子
を
生
む
。

又
た
寶
の
兄
嘗
て
病
み
て
氣
絶
し
、
積
日
冷
た
か
ら
ず
。
後
遂
に
悟
め
て
云
ふ
「
天
地
の
間
の
鬼
神
の
事
を
見
た
り
。
夢
の
覺
む
る
が
如
く
に
し
て
、

自
ら
死
せ
る
を
知
ら
ず
」
と
。

寶
は
此
れ
を
以
て
、
遂
に
古
今
の
神
衹
の
靈
異
、
人
物
の
變
化
を
撰
集
し
、
名
づ
け
て
『
捜
神
記
』
と
爲
す
。
凡
そ
三
十
卷
な
り
。
以
て
劉
惔
に
示

す
に
、
惔
曰
く
「
卿
は
鬼
の
董
狐
と
謂
ふ
可
し
」
と
。
寶
既
に
博
く
異
同
を
採
り
、
遂
に
虚
寶
を
混
ず
。
因
り
て
序
を
作
り
て
以
て
其
の
志
を
陳
べ
て

曰
く
、
先
志
を
載
籍
を
考
へ
、
遺
逸
を
當
時
に
収
む
と
雖
も
、
蓋
し
一
耳
一
目
の
親
し
く
聞
き
覩
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
亦
た
安
ん
ぞ
敢
へ
て
實
を
失

ふ
者
無
し
と
謂
は
ん
や
。
衞
朔
國
を
失
ふ
や
、
二
傳
其
の
聞
く
所
を
互
ひ
に
し
、
呂
望
の
周
に
事
ふ
る
や
、
子
長
其
の
兩
説
を
存
す
。
此
く
の
若
き
の

比
類
、
往
往
に
し
て
焉
有
り
。
此
れ
從
り
て
之
を
觀
れ
ば
、
聞
見
の
一
に
し
難
き
こ
と
、
由
來
尚
し
。
夫
れ
赴
告
の
定
辭
を
書
し
、
國
史
の
方
策
に
據

り
て
す
ら
、
猶
尚
ほ
茲
く
の
若
し
。
況
ん
や
仰
ぎ
て
千
載
の
前
を
述
べ
、
殊
俗
の
表
を
記
す
を
や
。
片
言
を
殘
闕
に
綴
り
、
行
事
を
故
老
に
訪
ね
、
將

に
事
を
し
て
迹
を
二
に
せ
ず
、
言
を
し
て
異
塗
無
か
ら
使
め
、
然
る
後
に
信
と
爲
さ
ん
と
す
る
は
、
固
よ
り
亦
た
前
史
の
病
む
所
な
り
。
然
り
而
う
し

て
國
家
は
注
記
の
官
を
廢
せ
ず
、
學
士
は
誦
覧
の
業
を
絶
た
ざ
る
は
、
豈
に
其
の
失
ふ
所
の
者
、
小
さ
く
、
存
す
る
所
の
大
な
る
を
以
て
な
ら
ず
や
。

今
の
集
む
る
所
、
小
さ
く
、
存
す
る
所
の
者
大
な
る
を
以
て
な
ら
ず
や
。
今
の
集
む
る
所
、
設
し
前
載
に
承
く
る
者
有
ら
ば
、
則
ち
余
の
罪
に
非
ざ
る

『捜神記』の中のどうぶつ

（
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二
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な
り
。
若
使
し
近
世
の
事
を
采
訪
し
、
苟
も
虚
錯
有
ら
ば
、
願
は
く
ば
先
賢
前
儒
と
、
其
の
譏
謗
を
分
か
た
ん
。
其
の
著
述
に
及
び
て
は
、
亦
た
以
て

神
道
の
誣
ら
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
る
な
り
。
羣
言
百
家
、
勝
げ
て
覧
る
可
か
ら
ず
、
耳
目
の
受
く
る
所
、
勝
げ
て
載
す
可
か
ら
ず
。
今
粗
ぼ
以

て
八
略
の
旨
を
演
ぶ
る
に
足
る
を
取
り
て
、
其
の
微
説
を
成
す
而
已
。
幸
は
く
は
將
來
の
好
事
の
士
、
其
の
根
體
を
録
し
、
以
て
游
心
寓
目
し
て
、
尤

無
か
ら
し
め
る
有
ら
ん
こ
と
を
。

こ
の
他
、
こ
の
書
を
著
し
た
理
由
を
述
べ
た
資
料
に
自
序
が
あ
る
。
自
序
の
部
分
は
、『
捜
神
記
』（
平
凡
社
）
の
訳
を
引
い
て
お
く
。

捜
神
記
原
序　
　

晋　

散
騎
常
侍
（
散
騎
省
朝
廷
の
奏
事
を
管
掌
す
る
役
所
で
あ
る
散
騎
省
の
長
官
）　

新
蔡
（
于
宝
の
出
身
地
、
今
の
河
南

省
に
あ
る
）　

于
宝　

字
令
升　

著

先
人
の
記
録
を
書
物
で
し
ら
べ
、
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
収
録
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
た
だ
一
人
の
人
間
が
見
聞
し
た
こ
と

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
た
と
え
大
勢
の
人
が
見
聞
し
た
こ
と
で
も
、
そ
の
す
べ
て
が
真
実
性
を
失
っ
て
い
な
い
と
は
け
っ
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

か
の
衛
朔
（
春
秋
時
代
、
衛
の
恵
公
。
朔
は
そ
の
名
）
が
君
主
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、『
春
秋
』
二
伝
の
（『
左
氏
伝
』
と
『
公
羊
伝
』、

『
穀
梁
伝
』
と
の
何
れ
か
）
あ
い
だ
に
は
伝
聞
に
食
い
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
呂
望
が
（
太
公
望
の
こ
と
で
、
姜
叔
牙
、
呂
尚
と
も
い
う
。
周
文
王
に

見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
知
謀
で
武
王
を
助
け
て
周
の
建
国
に
貢
献
す
る
）
周
に
仕
え
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
司
馬
遷
は
二
説
を
書
き
と
ど
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
目
や
耳
で
見
聞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
昔
か
ら
困
難
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ

い
た
い
一
定
の
形
式
に
の
っ
と
っ
た
赴
告
（『
春
秋
』
を
指
す
）
の
記
録
や
、
国
家
の
歴
史
を
（『
史
記
』
を
指
す
）
記
録
し
た
書
物
に
よ
っ
て
さ
え
、

こ
う
い
う
あ
り
さ
ま
な
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、
千
年
も
昔
の
こ
と
を
、
今
日
か
ら
見
て
記
そ
う
と
す
れ
ば
、
珍
し
い
習
俗
を
記
録
し
、
部
分
的
に
残
存
し
て
い
る
書
物
か
ら
片
言
隻
句
を

拾
っ
て
綴
り
合
わ
せ
、
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
古
老
に
尋
ね
て
、
事
実
に
誤
り
の
無
い
よ
う
に
し
、
記
録
に
食
い
違
い
の
無
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
の
ち
に
、
信
頼
の
お
け
る
記
録
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
歴
史
を
記
す
場
合
に
は
、
こ
の
点
に
苦
労
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
記
録
と
言
う

も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
国
家
に
お
い
て
は
歴
史
編
纂
の
役
人
を
絶
や
さ
ず
、
ま
た
学
者
は
書
物
を
読
む
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勉
強
を
綿
々
と
続
け
て
来
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
伝
え
ら
れ
る
記
録
は
、
な
に
は
と
も
あ
れ
、
失
わ
れ
た
部
分
は
少
な
く
、
真
実
を
留

め
て
い
る
部
分
が
多
い
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

い
ま
私
が
こ
こ
に
収
録
し
た
も
の
の
な
か
に
、
先
人
の
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
誤
り
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

私
の
責
任
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
最
近
の
こ
と
を
採
録
し
た
場
合
に
、
偽
り
や
ま
ち
が
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
様
の
欠
点
は
昔
か
ら
あ
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
非
難
は
、
い
に
し
え
の
賢
人
や
前
代
の
学
者
た
ち
と
分
け
合
っ
て
受
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

し
か
し
、
私
が
こ
の
書
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
は
、
と
も
か
く
神
道
（
超
現
実
的
な
摂
理
）
が
虚
妄
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
記
録
が
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
に
目
を
通
す
こ
と

は
と
う
て
い
で
き
な
い
し
、
ま
た
見
聞
し
た
こ
と
の
す
べ
て
を
、
い
ち
い
ち
記
載
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
八
略
の
趣
旨
を
説
明
す
る
の

に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
雑
然
と
取
り
あ
げ
て
こ
の
拙
著
を
も
の
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
将
来
、
好
事
家
が
現
わ
れ
て
、
私
が
こ
の
書
で
言
わ
ん
と
し
た
根
本
義
を
心
に
刻
み
、
そ
の
点
に
思
い
を
寄
せ
、
眼
を
向
け
て
く
れ
て
、
私
が

の
ち
の
世
に
残
し
た
罪
を
消
し
て
く
れ
れ
ば
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

干
宝
は
、
幼
少
期
か
ら
学
問
を
好
み
、
万
巻
の
書
を
博
覧
し
、
晋
王
朝
に
於
い
て
著
作
郎
（
朝
廷
の
歴
史
書
の
編
集
を
司
る
官
）
と
な
る
。
の
ち
に
国
史

編
纂
に
携
わ
り
、『
晋
紀
』
二
十
巻
を
奏
上
す
る
。
つ
ま
り
、
干
宝
は
東
晋
を
代
表
す
る
歴
史
家
の
一
人
で
あ
る
。
立
場
上
、
王
朝
所
管
の
あ
ま
た
の
書
物

や
記
録
に
触
れ
る
機
会
が
多
々
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
歴
史
家
と
し
て
過
去
の
事
柄
の
事
実
を
祖
述
す
る
重
要
性
も
自
然
と
体
得
し
て
い
る
。
一
方
干
宝
は
、

陰
陽
術
数
に
も
興
味
を
持
ち
、『
周
易
』
に
付
注
し
た
易
学
の
専
門
家
で
も
あ
る
。
事
の
事
実
を
忠
実
に
記
載
す
る
歴
史
家
と
し
て
の
立
場
、
未
来
を
洞
察

す
る
易
学
の
力
量
と
を
兼
ね
備
え
た
干
宝
こ
そ
、
志
怪
小
説
を
書
く
の
に
最
も
相
応
し
い
人
物
で
あ
る
と
思
量
で
き
る
。

こ
の
書
を
著
す
大
義
と
し
て
は
、
そ
の
自
序
で
「
私
が
こ
の
書
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
は
、
と
も
か
く
神
道
（
超
現
実
的
な
摂
理
）
が
虚
妄
な
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
言
明
し
て
い
る
。
神
道
に
つ
い
て
は
、『
周
易
』「
観
掛
彖
伝
」
の
中
で
、
以
下
の
よ
う

に
定
義
す
る
。

天
の
神
道
を
觀
る
に
、
四
時
忒
は
ず
。
聖
人
は
神
道
を
以
て
敎
を
設
け
て
、
天
下
服
す
。
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【
天
道
の
至
神
な
る
を
仰
ぎ
観
て
、
四
時
の
運
行
が
い
さ
さ
か
も
狂
い
が
な
い
こ
と
を
黙
識
す
る
。

聖
人
は
こ
の
天
の
神
道
を
体
し
て
教
え
を
設
け
る
の
で
、
天
下
の
人
々
は
心
服
す
る
の
で
あ
る
。】

　
　
　
　
（『
新
釈
漢
文
大
系　

周
易　

上
』　

明
治
書
院
）

こ
こ
に
、
易
学
研
究
者
と
し
て
の
干
宝
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
を
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
『
捜
神
記
』
と
は
、「
神
（
道
）」
を
「
捜
」
し
求
め
た
「
記
」
録

の
書
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
の
「
記
」
録
で
も
あ
る
。

ま
た
こ
の
書
の
著
述
の
動
機
づ
け
と
し
て
、
干
宝
の
身
近
な
人
間
の
神
秘
的
体
験
か
ら
の
影
響
も
あ
る
。
干
宝
の
父
親
の
愛
妾
を
、
父
親
が
逝
去
し
て
弔

っ
た
際
、
嫉
妬
し
て
い
た
母
親
が
、
父
と
共
に
そ
の
愛
妾
も
墓
穴
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
。
十
数
年
後
、
母
親
を
父
の
墓
に
弔
っ
た
時
に
墓
穴
を
開
け
る

と
、
そ
の
愛
妾
は
ま
だ
生
存
し
て
い
て
、
吉
凶
を
言
い
当
て
る
霊
感
を
具
有
す
る
。
の
ち
に
こ
の
愛
妾
は
、
結
婚
し
て
一
子
を
設
け
る
。
も
う
一
つ
は
、
干

宝
の
兄
が
、
病
で
亡
く
な
っ
た
際
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
兄
は
死
後
か
ら
蘇
生
す
る
。
そ
の
兄
が
、
あ
の
世
で
見
た
人
間
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
鬼
神

の
姿
を
語
っ
て
く
れ
る
。
な
お
、
兄
は
自
分
が
死
ん
だ
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
超
常
現
象
を
身
近
で
体
験
し
た
こ
と
が
本
書
編
纂
の
動
機
と
な

っ
た
と
資
料
は
伝
え
て
い
る
。

三
　『
捜
神
記
』
の
中
の
「
い
ぬ

（
注
四
）」

　

１　
【
巻
三
】　

許
季
山
の
易
断
（
５
１
）・
臧
仲
英
遇
怪

人
物
：　

臧
仲
英
。
官
は
侍
御
史
（
宮
中
の
侍
従
職
）
か
ら
、後
に
太
尉
長
史
（
国
家
の
武
事
を
司
る
長
官
）・
魯
相
（
魯
国
の
大
臣
）
へ
と
出
世
す
る
。

占
卜
：　

許
季
山
。
汝
南
（
河
南
省
）
の
人
で
、
卜
占
の
術
を
よ
く
し
た
。『
後
漢
書
』
巻
八
二
下
「
許
曼
傳
」
に
そ
の
経
歴
が
み
え
る
。

時
代
：　

漢

場
所
：　

右
扶
風
（
陝
西
省
の
西
部
）

記
事
：　

臧
仲
英
の
家
庭
内
で
、
用
意
し
た
お
膳
が
汚
れ
た
り
、
炊
飯
時
に
釜
が
な
く
な
っ
た
り
、
刀
剣
や
竹
弓
が
勝
手
に
動
き
だ
し
た
り
す
る
怪

異
な
現
象
が
起
こ
る
。
さ
ら
に
衣
類
を
入
れ
た
つ
づ
ら
ご
と
燃
え
る
が
衣
類
だ
け
が
焼
け
る
。
そ
の
後
も
女
性
た
ち
の
鏡
が
紛
失
し
た
が
、
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後
日
わ
け
も
な
く
庭
に
投
げ
出
さ
れ
て
返
却
さ
れ
る
。
孫
娘
も
い
な
く
な
っ
た
が
、
二
・
三
日
後
に
便
所
の
中
か
ら
泣
き
声
が
し
て
発
見

さ
れ
る
な
ど
の
怪
異
現
象
が
続
く
。
そ
こ
で
許
季
山
に
占
っ
て
も
ら
い
、
黒
の
老
犬
を
殺
し
、
召
使
の
「
益
喜
」
を
解
雇
す
る
よ
う
指
示

を
受
け
る
。
そ
れ
に
従
う
と
、
そ
の
後
は
あ
の
よ
う
な
怪
異
現
象
は
無
く
な
り
、
臧
仲
英
が
出
世
を
す
る
。

い
ぬ
：　

青
狗
①
・
狗
①

出
典
：　
『
太
平
広
記
』
三
五
九
、『
類
説
』
七
の
『
捜
神
記
』、『
風
俗
通
義
』「
怪
神
第
九
」

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
風
俗
通
義
』「
怪
神
第
九
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

謹
ん
で
考
え
ま
す
に
、
魯
の
大
臣
右
扶
風
の
臧
仲
英
が
侍
御
史
に
な
っ
た
時
、
家
族
が
食
事
の
準
備
を
し
、
膳
を
整
え
て
い
る
と
、

突
然
汚
い
ご
み
土
が
飛
ん
で
き
て
、
食
膳
を
汚
し
た
。
ま
た
、
ご
飯
が
炊
き
上
が
ろ
う
と
し
た
時
に
、
釜
が
見
え
な
く
な
っ
た
。
そ
し

て
武
器
は
勝
手
に
動
き
出
し
た
。
ま
た
、
火
が
勝
手
に
籠
か
ら
出
て
、
衣
服
や
物
を
焼
き
尽
く
し
た
が
、
籠
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
女
や
端
女
が
皆
鏡
を
亡
く
す
と
い
う
不
思
議
な
こ
と
が
あ
り
、
数
日
後
、
堂
の
下
か
ら
庭
に
投
げ
込
ま
れ
、
人
の
声
で
「
お
前

の
鏡
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
ま
た
、
三
、四
歳
の
孫
娘
が
、
い
な
く
な
り
、
捜
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
二
、三
日
す
る
と
厠
の
糞

尿
の
中
で
泣
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
度
々
起
こ
っ
た
。

　
　
　
　
　

汝
南
に
許
季
山
と
い
う
者
が
い
て
、
も
と
も
と
筮
竹
に
よ
る
占
い
を
得
意
と
し
て
い
て
、「
あ
の
家
に
は
老
い
ぼ
れ
の
黒
い
犬
と
、

中
庭
に
御
者
の
益
喜
と
い
う
も
の
が
い
て
彼
ら
が
一
緒
に
な
っ
て
不
思
議
な
こ
と
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
当
に
こ
れ
ら
の
こ

と
を
亡
く
し
た
い
の
な
ら
、
こ
の
犬
を
殺
し
、
益
喜
を
郷
里
に
帰
し
て
し
ま
い
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
そ
の
通
り
す
る
と
、
不
思
議
な

こ
と
は
ぴ
た
り
と
止
ん
で
全
く
無
く
な
り
、
仲
英
は
大
尉
長
史
と
な
っ
た
。（『
風
俗
通
義
』　

明
徳
出
版
社
）

２　
【
巻
三
】　

ふ
し
ぎ
な
猿
（
６
０
）・
淳
于
智
筮
病

人
物
：　

張
劭
、
字
は
元
伯
、
後
漢
の
人
。
官
は
護
軍
将
軍
。

占
卜
：　

淳
于
智

時
代
：　

漢

場
所
：　

汝
南
（
河
南
省
）
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記
事
：　

張
劭
の
母
親
が
重
病
に
罹
り
、
淳
于
智
に
占
っ
て
も
ら
う
。
智
は
、
西
方
に
行
き
沐
猴
を
買
わ
せ
て
、
母
親
の
腕
に
繋
ぎ
、
看
病
者
に
沐

猴
を
叩
か
せ
、
三
日
間
泣
き
続
け
さ
せ
た
後
、
解
放
す
る
よ
う
指
示
を
す
る
。
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
沐
猴
は
門
外
で
犬
に
噛
ま
れ
て
死

ん
だ
。
母
親
の
病
は
快
癒
し
た
。

い
ぬ
：　

犬
①

出
典
：　
『
晋
書
』
巻
九
五
「
淳
于
智
伝
」

３　
【
巻
三
】　

ぶ
ち
犬
の
効
験
（
６
８
）・
严
卿
禳
灾

人
物
：　

魏
序

占
卜
：　

厳
卿

時
代
：　

晋
代

場
所
：　

会
稽
（
浙
江
省
）

記
事
：　

魏
序
が
東
行
の
際
、
今
は
凶
年
で
追
い
は
ぎ
が
横
行
し
て
お
り
、
厳
卿
に
安
否
の
占
い
を
請
う
た
。
卿
は
追
い
は
ぎ
で
は
な
い
が
、
東
行

す
る
と
災
難
に
遭
う
の
で
、
止
め
る
こ
と
を
忠
告
し
た
。
序
は
信
じ
な
い
。
そ
こ
で
、
卿
は
防
難
の
方
法
を
教
え
る
。
西
の
郊
外
に
住
む

老
寡
婦
か
ら
白
い
牡
犬
を
譲
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
船
の
舳
先
に
繋
ぐ
よ
う
に
と
。
序
は
白
犬
を
求
め
た
が
叶
わ
ず
、
そ
こ
で
ま
だ
ら
の

犬
を
用
意
し
た
。
卿
は
白
一
色
で
な
い
と
災
い
が
少
し
は
残
る
。
た
だ
そ
れ
は
家
畜
に
及
ぶ
だ
け
だ
と
明
言
し
た
。
東
行
の
途
次
、
ま
だ

ら
犬
が
ひ
ど
く
吠
え
だ
し
た
。
見
る
と
黒
い
血
を
一
斗
余
り
も
吐
い
て
死
ん
で
い
た
。
そ
の
夜
、
序
の
屋
敷
で
も
鵞
鳥
が
数
羽
原
因
不
明

で
死
ん
だ
が
、
家
族
は
無
事
で
あ
っ
た
。

い
ぬ
：　

狗
③
（
特
に
白
雄
狗
・
駁
狗
）

出
典
：　
『
晋
書
』
巻
九
五
「
厳
卿
伝
」

４　
【
巻
三
】　

足
に
は
い
り
こ
ん
で
い
た
蛇
（
６
９
）・
华
佗
治
疮

人
物
：　

劉
勲
、
瑯
邪
（
山
東
省
）
の
人
。
官
は
河
内
（
河
南
省
の
中
の
黄
河
以
北
の
地
）
の
太
守
。
劉
勲
の
娘
。
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占
卜
：　

華
佗
、
字
は
元
化
、
名
は
旉
、
沛
国
（
江
蘇
省
）
の
人
。

時
代
：　

漢

場
所
：　

瑯
邪
（
山
東
省
）

記
事
：　

劉
勲
の
二
十
歳
前
の
娘
が
、
左
足
の
膝
の
裏
側
に
で
き
も
の
が
で
き
、
一
度
治
っ
て
も
数
日
後
に
ま
た
出
て
く
る
と
い
う
状
態
が
七
八
年

も
続
き
、
困
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
華
佗
を
呼
び
寄
せ
て
調
べ
て
も
ら
う
。
華
佗
は
、
茶
色
の
犬
一
匹
と
良
馬
二
頭
を
用
意
す
る
よ
う
に
言

い
、
犬
の
首
に
縄
を
か
け
て
馬
を
交
代
さ
せ
な
が
ら
三
十
里
余
り
引
か
せ
、
さ
ら
に
人
に
歩
い
て
引
か
せ
て
五
十
里
程
行
か
せ
た
。
こ
の

時
に
娘
を
投
薬
で
眠
ら
せ
て
、
一
方
で
犬
の
後
足
近
く
の
腹
部
を
切
っ
た
。
切
っ
た
と
こ
ろ
と
娘
の
で
き
も
の
の
部
分
を
二
三
寸
の
間
隔

で
向
い
合
わ
せ
た
。
暫
く
す
る
と
で
き
も
の
の
中
か
ら
蛇
の
頭
が
見
え
て
き
た
。
錐
で
横
か
ら
蛇
の
頭
を
突
き
、
引
っ
張
り
出
し
た
。
蛇

の
長
さ
は
三
尺
程
で
あ
っ
た
。
傷
口
に
膏
薬
を
塗
る
と
、
七
日
で
快
癒
し
た
。

い
ぬ
：　

犬
③
（
特
に
黄
犬
）

出
典
：　
『
華
佗
別
伝
』（『
後
漢
書
』
巻
八
二
下
、『
三
国
志
』
巻
二
九
「
華
佗
伝
」
の
注
引
）

５　
【
巻
五
】　

李
の
種
子
（
１
０
０
）・
张
助
种
李

人
物
：　

張
助
、
南
頓
県
（
河
南
省
）
の
人
。

場
所
：　

南
頓
県
（
河
南
省
）

記
事
：　
「
犬
」
の
用
語
は
見
ら
れ
る
が
内
容
に
は
、
係
わ
り
が
な
い
。

い
ぬ
：　

犬
①

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
風
俗
通
義
』
巻
九
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

謹
ん
で
考
え
ま
す
に
、
汝
南
の
南
頓
の
張
助
と
い
う
者
が
、
田
ん
ぼ
で
稲
を
植
え
て
い
る
時
に
、
李
の
種
を
見
つ
け
た
。
持
ち
帰
ろ

う
と
思
っ
た
が
、
桑
畑
に
空
い
て
い
る
土
地
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
種
を
植
え
、
残
り
の
飲
み
水
を
か
け
た
。
後
に
人
が
桑
畑
を
何
度

か
通
る
う
ち
に
（
桑
畑
に
）
李
の
木
が
生
え
て
い
る
の
を
見
つ
け
、そ
れ
を
人
々
に
話
し
た
。
目
が
痛
い
者
が
い
て
、李
の
木
陰
で
休
み
、

「
李
君
様
、
私
の
目
を
治
し
て
く
だ
さ
い
、
治
っ
た
ら
お
礼
に
一
匹
の
豚
を
捧
げ
ま
す
」
と
言
っ
た
。
す
る
と
、
目
の
痛
み
が
少
し
良

『捜神記』の中のどうぶつ
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く
な
っ
た
の
で
、
ま
た
、
行
っ
て
お
願
い
す
る
と
自
然
に
治
っ
た
。
そ
の
噂
が
広
ま
り
、
目
の
見
え
な
い
者
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
よ
う
に
伝
わ
り
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
り
、
そ
の
李
の
木
の
下
は
車
馬
が
い
つ
も
ご
っ
た
が
え
し
、
お
供
え

の
酒
や
肉
は
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
年
余
り
が
経
ち
、
遠
く
に
出
か
け
て
い
た
張
助
が
帰
っ
て
来
て
、
こ
の
騒
ぎ
を

見
て
、驚
い
て
「
こ
こ
に
ど
ん
な
神
が
い
よ
う
か
、私
が
植
え
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た
。
そ
し
て
、す
ぐ
に
そ
の
李
の
木
を
斬
っ
た
。

６　
【
巻
六
】　

犬
に
角
が
生
え
れ
ば
（
１
２
０
）・
狗
生
角

人
物
：　

張
助
、
南
頓
県
（
河
南
省
）
の
人
。

時
代
：　

文
帝
の
後
元
五
年
（
前
一
五
九
年
）

場
所
：　

齊
国
の
雍
城
門
外

記
事
：　

主
人
公
や
占
卜
者
は
い
な
く
て
、
犬
に
関
す
る
怪
異
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　

文
帝
の
後
元
五
年
六
月
、
齊
国
の
雍
城
門
外
に
角
を
生
や
し
た
犬
が
い
た
。
京
房
『
易
傳
』
に
、
政
治
が
民
心
を
把
握
で
き
な
い
と
、
民

は
上
の
者
を
害
そ
う
と
す
る
。
そ
の
象
徴
と
し
て
犬
に
角
が
生
じ
る
と
い
っ
た
異
変
が
起
き
る
と
あ
る
。

い
ぬ
：　

狗
②

出
典
：　
『
峰
苑
珠
林
』
八
七
の
『
捜
神
異
記
』、『
漢
書
』「
五
行
志
」
第
七
中
之
上

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
漢
書
』「
五
行
志
」
第
七
中
之
上
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

文
帝
の
後
の
五
年
六
月
、
斉
の
雍
城
門
外
に
角
の
生
え
て
い
る
狗
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
帝
の
兄
で
あ
る
斉
の
悼
恵
王
の

歿
後
、
帝
の
斉
の
地
を
分
割
し
て
、
そ
の
庶
子
七
人
を
立
て
て
こ
れ
を
み
な
王
と
し
た
。
彼
ら
兄
弟
は
そ
ろ
っ
て
強
く
、
炕
陽
の
心
が

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
犬
禍
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
犬
は
守
り
禦
ぐ
も
の
で
あ
り
、
角
は
兵
器
の
像
で
、
前
方
に
あ
っ
て
上
に
向
か

う
も
の
で
あ
る
。
犬
に
角
が
生
え
て
な
ら
ぬ
の
は
、
あ
た
か
も
諸
侯
が
兵
を
挙
げ
て
京
師
に
向
か
う
べ
き
で
な
い
と
同
様
で
あ
る
。
天

は
人
を
戒
め
る
こ
と
が
早
い
の
に
、
諸
侯
は
さ
と
ら
な
か
っ
た
。
六
年
後
、
呉
・
楚
が
叛
き
、
済
南
・
膠
西
・
膠
東
の
三
国
が
こ
れ
に

呼
応
し
、
兵
を
挙
げ
て
斉
に
至
っ
た
。
斉
王
は
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
城
守
し
、
三
国
が
こ
れ
を
囲
ん
だ
。
た
ま
た
ま
漢
は
呉
・
楚
を
破

り
、
よ
っ
て
四
王
を
誅
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
天
狗
星
が
梁
に
下
っ
て
呉
・
楚
が
梁
を
攻
め
、
狗
が
斉
で
角
を
生
じ
て
三
国
が
斉
を
囲
ん
だ
。
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漢
は
つ
い
に
呉
・
楚
を
梁
で
破
り
、
四
王
を
斉
で
誅
し
た
の
で
あ
る
。
京
房
の
『
易
伝
』
に
い
う
、「
執
政
、
失
わ
れ
て
、
下
ま
さ
に

こ
れ
を
害
せ
ん
と
し
、
そ
の
妖
怪
と
し
て
狗
が
角
を
生
ず
る
。
君
子
が
か
り
そ
め
に
免
れ
、
小
人
が
こ
れ
に
陥
り
、
そ
の
妖
怪
と
し
て

狗
に
角
を
生
ず
る
」
と
。（『
漢
書
』　

筑
摩
書
房
）

７　
【
巻
六
】　

犬
が
豚
と
交
わ
れ
ば
（
１
２
２
）・
狗
与
彘
交

時
代
：　

漢
の
景
帝
三
年
（
前
一
五
四
年
）

場
所
：　

邯
鄲
（
河
北
省
西
南
部
と
河
南
省
北
部
）

記
事
：　

主
人
公
や
占
卜
者
は
い
な
く
て
、
犬
と
豚
と
に
関
す
る
怪
異
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　

漢
の
景
帝
三
年
、
邯
鄲
で
犬
と
豚
と
が
交
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
趙
王
が
六
国
と
同
盟
し
て
謀
反
を
起
こ
し
、
匈
奴
と
も
意
を
結
ん
だ
。『
漢

書
』「
五
行
志
」
に
は
、
犬
は
戦
で
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
る
前
兆
、
豚
は
北
方
の
匈
奴
を
指
す
。
諫
言
を
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
異
類
が

交
わ
り
を
結
び
害
が
生
じ
る
と
あ
る
。
ま
た
、
京
房
『
易
傳
』
に
は
、
夫
婦
関
係
が
厳
正
で
な
け
れ
ば
犬
と
豚
と
が
交
わ
る
よ
う
な
異
変

が
起
き
る
。
こ
れ
は
国
家
に
戦
乱
が
起
き
る
象
徴
で
あ
る
と
す
る
。

い
ぬ
：　

犬
①
・
狗
②

出
典
：　
『
峰
苑
珠
林
』
四
二
の
『
捜
神
記
』

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
漢
書
』「
五
行
志
」
第
七
中
之
上
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

景
帝
の
三
年
二
月
、
邯
鄲
で
狗
と
彘
が
交
尾
し
た
。
惑
乱
の
気
は
、
犬
豕
の
禍
い
に
近
い
の
で
あ
る
。
当
時
、
趙
王
遂
は
惑
乱
し
て
、

呉
・
楚
と
謀
っ
て
反
逆
し
、使
者
を
匈
奴
に
つ
か
わ
し
て
そ
の
援
兵
を
求
め
、つ
い
に
そ
の
罪
に
伏
し
た
。
犬
は
〔
吠
え
守
る
も
の
ゆ
え
〕、

兵
革
が
異
類
に
外
附
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
を
失
う
の
に
似
る
と
い
う
占
い
で
あ
り
、
豕
は
北
方
匈
奴
の
象
で
あ
る
。
言
を
逆
に
し
聴

く
耳
を
失
え
ば
、
異
類
に
交
わ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
害
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
京
房
の
『
易
伝
』
に
い
う
、「
夫
婦
の
関
係
が
厳
重
で

な
い
と
、
そ
の
妖
怪
と
し
て
狗
と
豕
が
交
わ
る
。
こ
れ
を
徳
に
反
く
と
い
い
、
国
に
兵
革
が
あ
る
」
と
。

８　
【
巻
六
】　

冠
を
か
ぶ
っ
た
犬
（
１
２
９
）・
狗
冠

『捜神記』の中のどうぶつ
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時
代
：　

前
漢
の
昭
帝
、
後
漢
の
霊
帝
の
時
代

場
所
：　

役
所

記
事
：　

主
人
公
や
占
卜
者
は
い
な
く
て
、
犬
に
関
す
る
怪
異
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　

前
漢
の
昭
帝
の
時
に
、
尻
尾
の
な
い
大
き
な
白
犬
が
冠
を
被
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
後
漢
の
霊
帝
に
は
宮
中
で
犬
に
冠
を
被
せ
印
綬

を
腰
に
縛
っ
て
遊
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
一
匹
の
犬
が
逃
げ
出
し
司
空
府
（
官
吏
の
勤
務
を
観
察
す
る
役
所
）
に
跳
び
込
ん
だ
。
京
房
『
易

傳
』
に
は
、
君
主
が
正
し
か
ら
ず
臣
下
が
君
主
の
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
す
る
と
、
狗
が
冠
を
被
り
、
朝
廷
の
門
か
ら
跳
び
出
す
と
い
う
異

変
が
起
こ
る
と
あ
る
。

い
ぬ
：　

狗
④
（
特
に
白
犬
）

出
典
：　

昭
帝
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』「
五
行
志
」
第
七
中
之
上
、
霊
帝
に
つ
い
て
は
『
後
漢
書
』「
霊
帝
紀
」
に
見
え
る
。

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
漢
書
』「
五
行
志
」
第
七
中
之
上
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

賀
が
王
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
ま
た
大
き
く
白
い
狗
が
方
山
冠
を
か
ぶ
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
尾
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
衣
服
の
妖
怪
で
あ
り
、

ま
た
犬
禍
で
も
あ
っ
た
。
賀
が
こ
の
こ
と
を
郎
中
令
龔
遂
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
遂
は
言
っ
た
。「
こ
れ
は
天
の
戒
め
で
あ
り
、
側
に
侍

っ
て
い
る
者
が
こ
と
ご
と
く
礼
儀
を
わ
き
ま
え
な
い
こ
と
狗
が
冠
を
つ
け
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
や
か
ら
を
去
ら

な
け
れ
ば
亡
ぶ
の
で
あ
る
。」
賀
が
廃
さ
れ
て
か
ら
数
年
後
、
宣
帝
は
彼
を
封
じ
て
列
侯
と
し
た
が
、
ま
た
罪
が
あ
り
、
死
ん
で
か
ら

後
嗣
が
置
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
ま
た
犬
禍
で
尾
が
な
い
こ
と
の
効
で
あ
る
。
京
房
の
『
易
伝
』
に
い
う
、「
行
な
い
が
順
当
で
な
い
と
、

そ
の
咎
は
人
奴
が
冠
を
つ
け
、
天
下
が
乱
れ
、
辟
に
嫡
子
な
く
、
妾
の
子
が
位
に
即
く
こ
と
に
な
る
」
と
。
ま
た
い
う
、「
君
が
正
し

く
な
い
と
、
臣
が
位
を
奪
お
う
と
し
、
そ
の
妖
怪
と
し
て
、
狗
が
冠
を
つ
け
て
朝
廷
の
門
を
出
る
こ
と
に
な
る
」
と
。

９　
【
巻
六
】　

犬
の
怪
異
（
１
３
５
）・
犬
祸

人
物
：　

石
良
と
劉
音
、
共
に
長
安
の
人

占
卜
：　

不
詳

時
代
：　

成
帝
の
河
平
元
年
（
前
二
八
年
）
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場
所
：　

長
安

記
事
：　

主
人
公
と
し
て
石
良
と
劉
音
と
が
登
場
す
る
が
、
犬
に
関
す
る
怪
異
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　

成
帝
の
河
平
元
年
（
前
二
八
年
）、
長
安
で
石
良
と
劉
音
と
同
居
し
て
い
た
。
人
の
形
を
し
た
も
の
が
部
屋
に
現
れ
た
の
で
殴
り
つ
け
る

と
犬
に
な
っ
て
逃
げ
だ
し
た
。
後
に
武
装
し
た
数
人
が
部
屋
に
現
れ
た
の
で
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り
し
た
が
、
全
て
犬
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
二
月
か
ら
六
月
ま
で
及
ん
だ
。
劉
向
の
『
洪
範
五
行
傳
』
で
は
、
こ
れ
ら
は
み
な
医
務
の
禍
で
あ
る
と
し
、
君
主
へ
の
諫

言
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
咎
め
と
し
て
い
る
。

い
ぬ
：　

狗
②
犬
①

出
典
：　
『
芸
文
類
聚
』
九
四
の
『
捜
神
記
』

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
漢
書
』「
五
行
志
」
第
七
中
之
上
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

成
帝
の
河
平
元
年
、
長
安
の
石
良
と
い
う
男
が
劉
音
と
い
う
男
と
同
室
に
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
人
の
よ
う
な
状
の
も
の
が
そ
の
室

内
に
い
た
の
で
、
こ
れ
を
撃
つ
と
、
狗
に
な
っ
て
、
逃
げ
去
っ
た
。
そ
の
あ
と
で
数
人
の
者
が
甲
を
着
、
刀
や
弩
な
ど
を
持
っ
て
良
の

家
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
良
ら
が
格
闘
し
て
撃
つ
と
、
死
ん
だ
り
傷
つ
い
た
り
し
た
が
、
そ
れ
は
み
な
狗
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と

が
二
月
か
ら
お
こ
り
は
じ
め
、
六
月
に
至
っ
て
は
じ
め
て
や
ん
だ
。

10
【
巻
七
】　

犬
が
も
の
を
言
え
ば
（
２
０
９
）・
狗
作
人
言

時
代
：　

永
嘉
五
年
（
三
一
一
年
）

場
所
：　

呉
郡
嘉
興
（
江
蘇
省
）

記
事
：　

主
人
公
や
占
卜
者
は
い
な
く
て
、
犬
に
関
す
る
怪
異
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　

永
嘉
五
年
（
三
一
一
年
）、
呉
郡
嘉
興
県
の
張
林
の
家
の
犬
が
、
突
然
人
間
の
こ
と
ば
で
「
天
下
の
人
が
み
な
餓
死
す
る
ぞ
」
と
言
っ
た
。

果
た
し
て
二
胡
の
乱
（
二
胡
と
は
石
勒
と
石
虎
の
こ
と
。
共
に
匈
奴
の
出
身
で
、
前
趙
に
背
い
て
後
に
後
趙
を
建
て
た
）
が
起
こ
り
、
天

下
の
人
は
飢
餓
に
苦
し
ん
だ
。

い
ぬ
：　

狗
①

『捜神記』の中のどうぶつ
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出
典
：　
『
晋
書
』「
五
行
志
」
中
、『
宋
書
』「
五
行
志
」
二

11
【
巻
九
】　

犬
に
嚙
み
殺
さ
れ
た
鳥
（
２
４
４
）・
狗
啮
群
鹅

人
物
：　

・
王
莽
。
前
漢
第
十
一
代
元
帝
の
皇
后
の
甥
。
十
三
代
平
帝
を
弑
し
て
幼
帝
を
立
て
、
自
ら
摂
政
の
位
に
着
く
。
や
が
て
新
（
九
―
十
九

年
）
と
国
号
を
改
め
て
皇
帝
を
自
称
し
た
。
後
に
漢
の
遺
族
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。

　
　
　
　

・
翟
義
。
漢
代
、
上
祭
の
人
。
方
進
の
子
で
、
宣
の
弟
。
官
は
東
都
（
河
北
省
大
名
府
）
の
太
守
。

占
卜
：　

不
詳

時
代
：　

後
漢

場
所
：　

東
都
（
河
北
省
大
名
府
）

記
事
：　

王
莽
が
摂
政
の
時
、
漢
を
簒
奪
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
東
都
の
太
守
翟
義
は
、
莽
に
税
義
の
兵
を
向
け
よ
う
と
し
た
。
こ

の
頃
、
義
の
兄
の
宣
は
学
生
た
ち
に
講
義
を
し
て
い
た
。
中
庭
に
は
鵞
鳥
や
雁
が
数
十
羽
群
れ
て
い
た
。
そ
こ
へ
外
か
ら
犬
が
跳
び
込
ん

で
き
て
鳥
た
ち
を
か
み
殺
し
、
そ
の
ま
ま
逃
げ
て
行
方
不
明
で
あ
っ
た
。
宣
は
ひ
ど
く
不
吉
に
感
じ
た
。
数
日
後
、
莽
は
翟
の
三
族
を
皆

殺
し
に
し
た
。

い
ぬ
：　

狗
②

出
典
：　
『
太
平
御
覧
』
八
八
五
、『
太
平
広
記
』
三
五
九
の
『
捜
神
記
』

12
【
巻
九
】　

公
孫
淵
の
死
（
２
４
５
）・
公
孙
渊
家
数
怪

人
物
：　

・
公
孫
淵
。
三
国
魏
の
人
。
景
初
元
年
（
二
三
七
年
）
自
立
し
て
燕
王
と
称
し
た
が
、
翌
年
、
父
の
康
と
共
に
司
馬
懿
に
斬
ら
れ
る
。

　
　
　
　

・
司
馬
懿
。
三
国
魏
の
人
、
字
は
仲
達
。
文
帝
の
時
、
諸
葛
亮
と
戦
う
。
後
に
丞
相
と
な
り
、
宣
帝
と
諡
さ
れ
る
。

占
卜
：　

不
詳

時
代
：　

三
国
時
代

場
所
：　

三
国
時
代
の
魏
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記
事
：　

魏
の
太
傅
司
馬
懿
は
公
孫
淵
を
討
ち
、
淵
の
父
子
を
斬
殺
し
た
。
そ
の
前
に
、
淵
の
家
に
は
た
び
た
び
異
変
が
起
こ
っ
た
。
一
匹
の
犬
が

赤
い
着
物
を
着
て
屋
上
に
登
る
、
一
人
の
子
供
が
米
を
蒸
す
土
鍋
の
中
で
蒸
し
殺
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
襄
平
（
戦
国
時
代
の

燕
の
地
）
で
は
、
頭
・
目
・
口
・
喙
が
つ
い
て
い
て
も
手
足
が
な
い
の
に
揺
れ
動
く
大
き
な
肉
が
現
れ
た
。
こ
れ
は
国
家
滅
亡
の
前
兆
だ

と
占
者
が
言
っ
た
。

い
ぬ
：　

犬
①

出
典
：　
『
太
平
御
覧
』
八
八
五
、『
太
平
広
記
』
三
五
九
の
『
捜
神
記
』、『
三
国
志
』
公
孫
淵
伝
『
晋
書
』「
五
行
志
」
中
、『
宋
書
』「
五
行
志
」
二
・

三

13
【
巻
九
】　

諸
葛
恪
の
死
（
２
４
６
）・
诸
葛
恪
被
杀

人
物
：　

・
諸
葛
恪
。
三
国
呉
の
人
、
字
は
元
遜
。
官
は
荊
州
の
長
官
な
ど
を
歴
任
し
た
。
後
に
孫
峻
に
殺
さ
れ
る
。

　
　
　
　

・
孫
峻
。
三
国
呉
の
人
、
字
は
子
遠
。
官
は
武
衛
都
尉
・
侍
中
と
な
る
。

占
卜
：　

不
詳

時
代
：　

三
国
時
代

場
所
：　

三
国
時
代
の
呉

記
事
：　

呉
の
諸
葛
恪
が
淮
南
征
伐
か
ら
帰
還
後
、
朝
廷
に
参
内
し
よ
う
と
し
た
時
、
胸
さ
わ
ぎ
で
夜
通
し
眠
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
翌
日
、

恪
が
行
列
を
整
え
て
出
か
け
よ
う
と
す
る
と
、
犬
が
衣
を
く
わ
え
て
引
っ
ぱ
る
。
一
度
は
外
出
を
や
め
た
が
、
二
度
目
は
犬
が
衣
を
く
わ

え
て
も
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
、
恪
は
参
内
し
た
。
そ
の
結
果
、
果
た
し
て
恪
は
孫
峻
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
留
守
中

の
恪
の
妻
と
女
中
の
間
に
も
、
恪
の
死
を
予
兆
さ
せ
る
異
変
が
起
き
て
い
た
。
ま
も
な
く
恪
の
一
家
を
逮
捕
す
る
た
め
に
官
吏
と
兵
士
が

や
っ
て
き
た
。

い
ぬ
：　

犬
②

出
典
：　
『
芸
文
類
聚
』
三
五
、『
三
国
志
』
巻
六
四
「
諸
葛
恪
伝
」
の
注
、『
太
平
御
覧
』
五
〇
〇
の
『
捜
神
記
』、『
晋
書
』
巻
二
八
「
五
行
志
」
中
、

『
宋
書
』
巻
三
四
「
五
行
志
」
五
、『
独
異
志
』
下

『捜神記』の中のどうぶつ
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14
【
巻
十
二
】
賁
羊
（
３
０
１
）・
土
中
贲
羊

人
物
：　

・
季
桓
子
。
季
孫
斯
の
こ
と
で
、
桓
は
諡
。
春
秋
時
代
の
魯
国
の
大
夫
。

占
卜
：　

・
仲
尼
。
孔
子
の
字
。

時
代
：　

不
詳

場
所
：　

不
詳

記
事
：　

季
桓
子
が
井
戸
を
掘
っ
て
い
て
、
土
の
缶
の
よ
う
な
物
を
見
つ
け
る
。
そ
の
中
に
は
羊
が
い
た
。
人
を
介
し
て
孔
子
に
、
私
は
井
戸
を
掘

っ
て
い
て
狗
を
見
つ
け
た
が
、
こ
れ
は
何
か
と
尋
ね
た
。
そ
れ
は
羊
で
あ
る
と
思
う
と
孔
子
は
答
え
た
。
木
石
の
妖
怪
は
虁
や
魍
魎
、
水

中
の
妖
怪
は
龍
や
罔
象
、
土
中
の
妖
怪
は
賁
羊
と
い
う
と
の
説
明
が
付
加
さ
れ
た
。

い
ぬ
：　

狗
①

出
典
：　
『
法
苑
珠
林
』
十
一
の
『
捜
神
記
』、『
国
語
』
魯
語
下
、『
初
学
記
』
七
の
『
韓
詩
外
伝
』、『
史
記
』
巻
四
七
「
孔
子
世
家
」、『
説
苑
』
十
八
、『
漢

書
』
巻
二
七
中
之
下
「
五
行
志
」
第
七
中
之
下
、『
琱
玉
集
』
十
二

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
史
記
』
巻
四
七
「
孔
子
世
家
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

孔
子
の
年
が
四
十
三
（
二
）
歳
の
時
、
魯
の
昭
公
は
乾
候
で
没
し
、
そ
の
弟
の
宋
、
即
ち
定
公
が
魯
公
の
位
に
立
っ
た
。
定
公
五
年

の
夏
、
季
平
子
が
死
ん
で
、
子
の
垣
子
が
あ
と
を
嗣
い
で
立
っ
た
。
季
垣
子
が
井
戸
を
掘
っ
て
土
製
の
瓶
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
中
に

羊
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
仲
尼
に
問
う
て
い
っ
た
。「
狗
を
手
に
入
れ
た
が

―
」
と
。
仲
尼
が
言
っ
た
。「
わ
た
し
が
聞
い
て
お

る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
羊
で
し
ょ
う
。
丘
は
こ
う
聞
い
て
い
ま
す
。
木
石
の
怪
物
は
虁
、
魍
魎
で
あ
り
、
水
中
の
怪
物
は
、
龍
、
罔

象
で
あ
り
、
土
の
怪
物
は
賁
羊
で
、
羊
の
形
を
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
。（『
史
記
』　

明
治
書
院
）

15
【
巻
十
二
】
地
中
の
犬
（
３
０
２
）・
地
中
犀
犬

人
物
：　

懐
瑶
、
謡
の
近
所
の
長
老
、
張
懋
、
沈
充
の
四
人
。
懐
瑶
に
つ
い
て
は
不
詳
。
張
懋
は
呉
郡
の
太
守
で
、
後
に
呉
興
の
兵
で
あ
る
沈
充
に

殺
さ
れ
る
。

占
卜
：　

不
詳
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時
代
：　

晋
恵
帝
元
康
年
間
（
二
九
一
～
二
九
九
年
）、
東
晋
元
年
太
興
年
間
（
三
一
八
～
三
二
一
年
）

場
所
：　

呉
郡
婁
県
（
江
蘇
省
）、
呉
興
（
浙
江
省
）

記
事
：　

こ
の
章
で
は
、二
つ
の
事
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
晋
恵
帝
の
元
康
年
間
、呉
郡
婁
県
の
懐
瑶
の
家
で
、

あ
る
時
、
地
面
の
中
か
ら
犬
の
鳴
き
声
が
微
か
に
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
そ
の
場
所
を
み
る
と
、
ミ
ミ
ズ
大
の
小
穴
だ
っ
た
。
瑶
が
こ
こ

を
掘
っ
て
み
る
と
、
雌
雄
が
一
匹
ず
つ
の
子
犬
が
い
た
。
目
は
ま
だ
開
い
て
お
ら
ず
、
普
通
の
犬
よ
り
も
大
き
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
養
っ

た
。
周
囲
の
人
々
が
み
な
見
に
き
た
。
そ
の
中
の
長
老
の
一
人
が
、
こ
れ
は
犀
犬
と
言
い
、
こ
れ
を
得
た
者
は
家
を
富
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
、
是
非
こ
れ
を
養
い
な
さ
い
と
言
っ
た
。
謡
は
子
犬
の
眼
が
ま
だ
開
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
穴
の
中
に
返
し
て
や
り
、
石
臼

で
こ
れ
を
覆
っ
た
。
一
晩
た
つ
と
、
穴
も
無
い
の
に
、
二
匹
の
子
犬
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
瑶
家
で
は
長
年
の
間
、
格
別
の

こ
と
も
な
く
大
過
な
く
過
ご
し
た
。

　
　
　
　

も
う
一
つ
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
大
興
年
間
、
呉
郡
の
太
守
の
張
懋
が
、
離
れ
の
床
下
か
ら
犬
の
鳴
き
声
を
聞
き
つ
け
た
の
で
、

探
し
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
地
面
が
裂
け
て
二
匹
の
犬
が
出
て
き
た
。
捕
ま
え
て
こ
れ
を
養
っ
た
が
、
二
匹
共
死
ん
で
し

ま
っ
た
。
そ
の
後
、
懋
は
呉
興
の
兵
で
あ
る
沈
充
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。

い
ぬ
：　

犬
⑦
狗
①

出
典
：　
『
法
苑
珠
林
』
十
一
、『
太
平
御
覧
』
四
七
二
、『
太
平
廣
記
』
三
五
九
の
『
捜
神
記
』、『
晋
中
興
書
』
微
祥
説
、『
晋
書
』
巻
二
八
「
五
行

志
」
中
、『
宋
書
』
巻
三
一
「
五
行
志
」
二

16
【
巻
十
二
】
犬
蠱
（
３
１
７
）・
鄱
阳
犬
蛊

人
物
：　

趙
寿
、
陳
岑
、
私
（
話
し
手
）
と
そ
の
伯
父
の
妻
、
趙
寿
の
妻
。

占
卜
：　

不
詳

時
代
：　

不
詳

場
所
：　

鄱
陽
（
江
西
省
）

記
事
：　

鄱
陽
（
江
西
省
）
の
趙
寿
は
犬
蠱
を
持
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
陳
岑
と
い
う
人
が
寿
を
訪
ね
る
と
、
突
然
大
き
な
黄
色
い
犬
が
六
・
七
匹
、

『捜神記』の中のどうぶつ
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群
れ
き
て
岑
に
吠
え
つ
い
た
。
ま
た
私
の
伯
父
の
妻
が
壽
の
妻
と
食
事
を
し
た
時
に
は
、
血
を
吐
い
て
今
に
も
死
に
そ
う
に
な
っ
た
。
桔

梗
を
刻
ん
で
飲
ま
せ
る
と
治
っ
た
。
蠱
に
は
化
け
物
が
い
て
、
幽
鬼
の
よ
う
に
妖
し
く
形
状
が
変
化
す
る
。
そ
れ
が
人
に
向
か
っ
た
場
合

に
は
、
皆
死
に
至
る
。

い
ぬ
：　

犬
②
、
狗
①

出
典
：　
『
太
平
御
覧
』
七
三
五
、七
四
二
、九
〇
五
、九
九
三
の
『
捜
神
記
』

17
【
巻
十
四
】　

蛮
夷
の
起
源
（
３
４
１
）・
狗
祖
盘
瓠

人
物
：　

趙
寿
、
陳
岑
、
私
（
話
し
手
）
と
そ
の
伯
父
の
妻
、
趙
寿
の
妻

占
卜
：　

不
詳

時
代
：　

不
詳

場
所
：　

鄱
陽
（
江
西
省
）

記
事
：　

高
辛
氏
（
中
国
伝
説
時
期
の
帝
王
。
黄
帝
の
曽
孫
、
帝
）
の
頃
の
話
で
あ
る
。
王
宮
住
ま
い
の
老
婦
人
が
耳
の
病
気
で
長
患
い
を
し
て
い

た
。
医
者
が
耳
の
中
か
ら
病
原
の「
頂
虫
」を
取
り
だ
し
た
。
の
ち
に
そ
の「
頂
虫
」が
五
色
模
様
の
犬
に
変
化
す
る
。
そ
の
犬
は「
盤
瓠
」

と
名
付
け
ら
れ
る
。
当
時
辺
境
の
蛮
族
で
あ
る
戎
呉
が
国
境
を
侵
し
て
い
た
。
そ
こ
で
王
は
、
戎
呉
の
将
軍
の
首
を
取
っ
た
者
に
は
、
金

千
斤
、一
万
戸
の
領
主
の
地
位
、王
女
を
与
え
る
と
天
下
に
布
告
し
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、「
盤
瓠
」
が
戎
呉
の
将
軍
の
首
を
銜
え
て
現
れ
た
。

　
　
　
　
「
盤
瓠
」
が
動
物
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
人
間
の
報
奨
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
王
や
群
臣
が
反
対
す
る
。
王
女
は
、
こ
れ
を
天
命
と
受

け
止
め
て
「
盤
瓠
」
の
も
と
へ
と
嫁
ぐ
。「
盤
瓠
」
は
、
王
女
を
連
れ
て
深
山
で
あ
る
「
南
山
」
へ
と
入
る
。
王
は
娘
の
身
を
悲
し
く
思

い
、
使
者
を
遣
っ
て
探
さ
せ
た
が
、
そ
の
度
に
山
峰
が
震
撼
し
、
雲
が
た
ち
こ
め
、
風
雨
が
起
こ
り
、
使
者
が
辿
り
つ
く
こ
と
は
な
か
っ

た
。
三
年
が
経
過
し
て
、
王
女
は
六
男
六
女
を
生
ん
だ
。

　
　
　
　

子
供
た
ち
は
自
ら
相
手
を
決
め
て
夫
婦
と
な
る
。
の
ち
に
母
親
で
あ
る
王
女
は
、
帰
っ
て
き
て
こ
の
話
を
王
に
語
っ
た
。
王
は
使
者
を
遣

っ
て
娘
の
子
供
た
ち
を
迎
え
る
。
こ
の
時
に
は
天
候
の
異
常
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
子
供
た
ち
は
、
短
い
着
物
を
身
に
着
け
、
言
語
は

解
せ
ず
、
屈
ん
で
飲
食
を
し
、
好
ん
で
山
に
住
ん
だ
。
王
は
そ
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
、
名
山
と
広
大
な
沢
を
与
え
、「
蠻
夷
」
と
呼
ん
だ
。
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今
の
蛮
族
で
あ
る
梁
・
漢
・
巴
・
蜀
・
武
陵
・
長
沙
・
廬
江
の
諸
都
が
こ
の
地
域
で
あ
る
。
ま
た
今
も
、
供
物
を
用
意
し
て
「
盤
瓠
」
を

祭
っ
て
い
る
。

い
ぬ
：　

犬
①

出
典
：　
『
芸
文
類
聚
』
九
四
、『
法
苑
珠
林
』
十
一
、『
初
学
記
』
二
九
、『
太
平
御
覧
』
七
五
八
の
『
捜
神
記
』、応
邵
『
風
俗
通
義
』、『
魏
略
』、干
宝
『
晋

紀
』、『
後
漢
書
』
巻
八
六
「
南
蠻
西
南
夷
列
伝
」

18
【
巻
十
四
】　

鵠
蒼
（
３
４
３
）・
鹄
苍
衔
卵

場
所
：　

徐
の
国
（
安
徽
省
泗
水
県
の
北
）

記
事
：　

昔
、
徐
の
国
（
安
徽
省
泗
水
県
の
北
）
の
官
女
が
、
懐
妊
し
て
卵
を
生
ん
だ
が
、
不
吉
だ
と
し
て
、
川
原
に
遺
棄
し
た
。「
鵠
蒼
」
と
い

う
名
の
犬
が
、
卵
を
持
っ
て
帰
っ
た
。
や
が
て
子
供
が
生
ま
れ
、
徐
の
国
の
後
継
ぎ
と
な
っ
た
。
鵠
蒼
は
死
の
間
際
に
、
角
が
生
え
九
つ

の
尾
が
現
わ
れ
、
実
は
黄
龍
で
あ
っ
た
と
事
が
分
か
り
、
徐
の
領
内
に
葬
ら
れ
た
。
今
で
も
、
そ
こ
に
犬
塚
が
残
っ
て
い
る
。

い
ぬ
：　

犬
①
、
狗
①

出
典
：　
『
博
物
志
』
八
の
『
徐
偃
王
志
』、『
水
経
注
』
八
の
劉
成
国
『
徐
州
地
理
志
』、『
独
異
志
』

19
【
巻
十
九
】　

度
朔
君
（
４
０
７
）・
度
朔
君

人
物
：　

蔡
庸
・
蘇
と
い
う
役
人
・
曹
操
な
ど

場
所
：　

河
東
郡
（
山
西
省
）

記
事
：  

袁
紹
（
字
は
本
初
）
が
冀
州
（
河
北
省
）
に
い
た
頃
、
河
東
郡
に
「
度
朔
君
」
と
い
う
神
が
現
れ
、
土
地
の
人
々
は
そ
の
神
の
た
め
に
廟

を
立
て
た
。
こ
の
度
朔
君
と
い
う
神
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、度
朔
君
は
「
自
分
の
先
祖
は
兗
州
を
治
め
て
い
た
」

と
自
述
し
て
い
る
。

　
　
　
　

一
つ
目
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
清
川
郡
（
河
北
省
）
の
太
守
に
な
っ
た
陳
留
郡
（
河
南
省
）
の
蔡
庸
が
参
拝
し
た
際
に
、
度
朔
君
は
三
十
年
前

に
亡
く
な
っ
た
蔡
庸
の
息
子
の
「
道
」
が
、
蔡
庸
に
会
い
た
が
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
蔡
庸
親
子
を
引
き
合
わ
せ
た
。

『捜神記』の中のどうぶつ
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次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
あ
る
時
、
蘇
と
い
う
役
人
が
母
親
の
病
気
治
癒
の
た
め
に
参
拝
し
た
。
し
ば
ら
く
待
た
さ
れ
た
後
、
太
鼓
の
音
と
と

も
に
度
朔
君
が
西
北
か
ら
現
れ
た
。
引
き
続
い
て
、
黒
い
頭
巾
を
被
り
、
黒
い
着
物
を
着
た
頭
髪
が
五
色
の
男
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
男

が
立
ち
去
る
と
、
魚
の
頭
の
よ
う
な
形
の
冠
を
被
り
、
白
い
服
を
身
に
つ
け
た
男
が
現
れ
た
。
二
人
の
男
が
立
ち
去
っ
た
後
、「
さ
っ
き

の
男
達
は
南
海
君
だ
」
と
、
蘇
は
度
朔
君
か
ら
告
げ
ら
れ
た
。
蘇
は
『
五
経
』、
と
り
わ
け
『
礼
記
』
に
精
通
し
て
い
た
が
、
度
朔
君
と

の
学
問
上
で
の
議
論
で
は
全
く
敵
わ
な
か
っ
た
。
母
の
病
気
の
治
癒
の
方
法
と
し
て
は
、
家
の
近
く
の
東
の
古
い
橋
を
修
復
す
れ
ば
、
病

気
が
よ
く
な
る
と
度
朔
君
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　

最
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
曹
操
が
袁
譚
を
討
伐
し
た
時
、
部
下
を
遣
わ
し
度
朔
君
に
絹
千
疋
の
徴
発
を
迫
る
も
、
こ
れ
を
拒
否
さ
れ
る
。
曹

操
は
廟
を
壊
す
た
め
に
張
郃
を
遣
わ
せ
た
。
度
朔
君
も
数
万
の
兵
士
を
派
遣
し
て
こ
れ
に
立
ち
向
か
わ
せ
る
。
こ
の
時
、
辺
り
一
面
霧
が

立
ち
込
め
て
、
廟
の
位
置
が
分
か
ら
な
く
な
る
。
だ
が
、
度
朔
君
は
全
員
に
退
避
を
命
じ
る
。
何
年
か
後
、
蘇
の
家
と
隣
家
に
神
が
降
る
。

実
は
そ
れ
が
度
朔
君
で
あ
っ
た
。
度
朔
君
は
元
の
廟
の
位
置
は
運
気
が
悪
い
の
で
、
別
の
場
所
に
世
話
に
な
り
た
い
と
、
人
を
介
し
て
曹

操
に
伝
え
た
。
曹
操
は
承
諾
し
て
、
街
の
北
側
の
楼
閣
に
度
朔
君
を
住
ま
わ
せ
る
。
数
日
後
、
曹
操
は
狩
り
に
出
か
け
、
不
思
議
な
獲
物

を
捕
ま
え
る
。
そ
の
夜
、
度
朔
君
の
住
む
楼
閣
か
ら
「
子
供
が
消
え
た
」
と
鳴
き
声
が
し
た
。
曹
操
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
神
の
威
力
が
衰

退
し
た
予
兆
で
あ
る
と
察
知
し
て
、
翌
早
朝
、
数
百
匹
の
犬
を
連
れ
て
、
こ
の
楼
閣
を
取
り
囲
ま
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
楼
閣
か
ら
飛
び

出
た
動
物
を
、
犬
が
噛
み
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
は
、
こ
の
楼
閣
に
廟
の
神
は
現
れ
な
く
な
っ
た
。

い
ぬ
：　

犬
③

出
典
：　
『
太
平
広
記
』
二
九
三
の
『
捜
神
記
』、『
初
学
記
』
二
八
、『
芸
文
類
聚
』
八
六
、『
太
平
御
覧
』
八
八
二
、九
六
八
の
『
列
異
伝
』

20
【
巻
十
八
】　

煮
て
食
べ
た
木
の
精
（
４
１
８
）・
陆
敬
叔
烹
彭
侯

人
物
：　

陸
敬
叔

時
代
：　

三
国
時
代

場
所
：　

建
安
郡
（
福
建
省
）

記
事
：　

呉
の
孫
権
の
時
、
陸
敬
叔
は
建
安
郡
の
太
守
と
な
っ
た
。
陸
敬
叔
は
人
を
遣
わ
し
大
き
な
楠
の
樹
を
伐
ら
せ
た
。
そ
の
樹
は
斧
を
何
度
も
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振
り
下
ろ
さ
な
い
う
ち
に
、
急
に
血
が
流
れ
出
し
、
伐
り
倒
す
と
人
の
顔
に
狗
の
体
を
も
つ
物
が
中
か
ら
出
て
き
た
。
陸
敬
叔
は
「
こ
れ

は
彭
候
と
い
う
も
の
で
あ
る
」と
言
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
煮
て
食
べ
た
と
こ
ろ
、そ
の
味
は
狗
の
よ
う
で
あ
っ
た
。『
白
沢
図
』に
は「
木

の
精
を
彭
候
と
い
い
、
姿
形
は
黒
狗
の
よ
う
で
、
尾
は
無
い
。
煮
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。

い
ぬ
：　

狗
③

出
典
：　
『
法
苑
珠
林
』
八
、『
太
平
御
覧
』
八
八
六
、『
太
平
広
記
』
四
一
五
の
『
捜
神
記
』

21
【
巻
十
八
】　

千
年
の
狐
（
４
２
１
）・
张
华
擒
狐

人
物
：　

張
華

時
代
：　

晉
の
恵
帝
の
時

記
事
：　

張
華
（
字
は
茂
先
）
は
、
晋
の
恵
帝
の
頃
の
司
空
（
丞
相
・
上
公
に
次
ぐ
高
官
）
で
あ
っ
た
。
同
じ
頃
、
燕
の
昭
王
の
墓
の
前
に
ま
だ
ら

狐
が
住
ん
で
い
て
、
積
年
の
功
で
変
化
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
張
華
に
会
う
た
め
書
生
に
姿
を
変
え
て
、
自
分
の
才
能
で
張
華
に
会
え
る

か
ど
う
か
を
墓
前
の
華
表
に
聞
い
た
。
華
表
は
「
会
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
張
華
は
知
恵
が
あ
る
。
君
は
議
論
に
負
け
て
恥
を
か
い
て

戻
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
千
年
の
才
能
を
失
う
ば
か
り
か
、
私
自
身
に
も
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
忠
告

し
た
が
、
狐
は
そ
の
忠
告
を
無
視
し
て
張
華
に
会
い
に
行
っ
た
。
書
生
は
佇
ま
い
や
振
る
舞
い
が
風
流
な
感
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
書

生
が
文
学
に
つ
い
て
述
べ
た
意
見
が
張
華
の
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
意
見
だ
っ
た
り
、
三
史
に
つ
い
て
議
論
し
て
も
、
そ
の
意
見
に

張
華
が
負
け
て
し
ま
う
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
張
華
は
書
生
妖
怪
か
狐
狸
だ
ろ
う
と
疑
い
、
門
の
警
備
を
厳
重
に
さ
せ
た
。

そ
ん
な
折
、
張
華
の
も
と
に
豊
城
県
（
江
西
省
）
知
事
の
電
渙
（
字
は
孔
章
）
が
訪
れ
た
の
で
、
張
華
は
書
生
の
事
件
を
相
談
し
た
。
電

渙
は
書
生
の
こ
と
を
疑
っ
て
い
る
な
ら
、
犬
で
試
す
よ
う
伝
え
、
実
際
に
試
し
て
み
た
が
、
犬
に
そ
の
書
生
は
恐
れ
ず
、
怒
っ
た
張
華
は

千
年
を
経
た
古
木
で
照
ら
せ
ば
そ
の
正
体
も
暴
け
る
と
し
て
、
使
者
に
そ
の
木
を
伐
ら
せ
に
い
か
せ
た
。
そ
の
道
中
、
空
中
か
ら
現
れ
た

子
供
に
使
者
が
華
表
を
採
り
に
行
く
こ
と
を
伝
え
る
と
、
子
供
は
「
馬
鹿
な
老
い
ぼ
れ
狐
の
せ
い
で
、
私
も
災
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
声
を
あ
げ
て
泣
い
た
と
思
い
き
や
、
ぱ
っ
と
消
え
て
見
え
な
く
な
っ
た
。
使
者
が
千
年
の
木
を
伐
採
す
る
と
、
血
が
流
れ
た
。

そ
の
木
を
持
ち
帰
り
、
火
を
点
け
て
若
者
を
照
ら
し
た
と
こ
ろ
、
ま
さ
し
く
ま
だ
ら
狐
だ
っ
た
。
張
華
は
「
私
に
会
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

『捜神記』の中のどうぶつ
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狐
と
華
表
は
も
う
千
年
は
生
き
ら
れ
た
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
そ
の
二
つ
を
煮
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

い
ぬ
：　

犬
①
、
狗
①

出
典
：　
『
太
平
御
覧
』
九
〇
九
の
『
捜
神
記
』、『
続
齋
諧
記
』、『
集
異
記
』（『
太
平
広
記
』
四
四
二
引
）、『
琱
玉
集
』
十
二
、
稗
海
本
『
捜
神
記
』

22
【
巻
十
八
】　

消
え
た
下
男
（
４
２
５
）・
山
魅
阿
紫

人
物
：　

陳
羨

占
卜
：　

道
士

時
代
：　

後
漢
の
建
安
年
間

場
所
：　

西
海
（
青
海
省
）

記
事
：　

後
漢
の
建
安
年
間
に
、
西
海
（
青
海
省
）
の
都
尉
に
な
っ
た
陳
羨
（
沛
国
（
安
徽
省
）
の
人
）
に
は
王
霊
孝
と
い
う
部
下
が
お
り
、
二
度

も
理
由
な
く
逃
亡
し
た
。
連
れ
も
ど
し
た
王
霊
孝
を
陳
羨
は
殺
そ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
ま
た
逃
げ
ら
れ
た
。
王
霊
孝
を
長
時
間
捜
し

て
も
見
つ
か
ら
な
い
た
め
、
妻
を
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、
王
霊
孝
は
妖
怪
に
連
れ
去
ら
れ
た
と
証
言
し
た
。
そ
し
て
郊
外
を
捜
し
た
と
こ
ろ
、

空
の
塚
の
中
か
ら
王
霊
孝
を
見
つ
け
、
人
と
犬
の
声
を
聞
い
た
妖
怪
は
逃
げ
て
い
っ
た
。
王
霊
孝
は
人
間
の
受
け
答
え
が
で
き
ず
、「
阿

紫
よ
」
と
し
か
言
え
な
か
っ
た
が
、
十
数
日
経
っ
た
あ
る
日
、
王
霊
孝
は
元
の
状
態
に
戻
り
、「
阿
紫
」
と
名
乗
る
美
し
い
女
性
と
一
緒

に
生
活
し
、犬
と
遭
遇
し
て
も
妖
怪
だ
と
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
証
言
し
た
。
道
士
は
「
こ
れ
は
山
の
妖
怪
だ
」
と
言
い
、ま
た
、『
名

山
記
』
に
「
大
昔
の
売
春
婦
が
狐
に
姿
を
変
え
、「
阿
紫
」
と
名
乗
り
、そ
こ
か
ら
多
く
の
狐
が
「
阿
紫
」
と
名
乗
る
こ
と
が
多
い
」
と
あ
る
。

い
ぬ
：　

犬
②
、
狗
①

出
典
：　
『
太
平
広
記
』
四
四
七
の
『
捜
神
記
』

23
【
巻
十
八
】　

白
犬
の
い
た
ず
ら
（
４
３
２
）・
田
琰
杀
狗
魅

人
物
：　

田
琰

場
所
：　

北
平
（
河
北
省
）
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記
事
：　

北
平
の
田
琰
は
母
親
の
喪
に
服
し
て
お
り
、
も
う
す
ぐ
一
周
忌
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
夜
、
田
琰
は
妻
の
部
屋
に
入
っ
て
き
た
の

で
、
こ
れ
を
疑
っ
た
妻
が
「
喪
に
服
し
て
い
る
最
中
な
の
に
、
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
」
と
尋
ね
て
も
、
こ
れ
を
聞
き
入
れ

ず
に
田
琰
は
妻
と
交
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
田
琰
は
妻
の
部
屋
に
入
り
、
し
ば
ら
く
一
言
も
喋
ら
な
か
っ
た
の
で
、
妻
は
先
程
の
部
屋
に
入

っ
て
き
た
こ
と
も
含
め
て
田
琰
を
責
め
た
が
、
そ
れ
を
田
琰
は
妖
怪
の
仕
業
だ
と
気
付
き
、
夜
が
暮
れ
て
も
寝
ず
に
喪
服
を
廬
に
か
け
た

状
態
で
待
ち
伏
せ
し
た
。
そ
う
し
た
後
、
一
匹
の
白
い
犬
が
現
わ
れ
、
喪
服
を
く
わ
え
た
後
、
人
間
に
化
け
て
喪
服
を
着
、
家
の
中
に
入

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
を
田
琰
は
追
い
、
丁
度
妻
の
寝
台
に
上
が
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
す
ぐ
に
打
ち
殺
し
、
妻
も
恥
ず
か
し
さ
の
余

り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

い
ぬ
：　

狗
①
（
白
狗
）
犬
①

出
典
：　
『
太
平
広
記
』
四
三
八
の
『
捜
神
記
』

24
【
巻
十
八
】　

酒
屋
の
老
犬
（
４
３
３
）・
沽
酒
家
老
狗

人
物
：　

来
季
徳
は
南
陽
（
河
北
省
）
の
人
で
、
司
空
を
務
め
た
。

場
所
：　

南
陽
（
河
北
省
）

記
事
：   

亡
く
な
っ
た
司
空
で
あ
っ
た
南
陽
の
来
季
徳
の
遺
体
は
棺
に
納
め
ら
れ
て
い
た
が
、
安
置
の
後
忽
然
と
姿
を
現
わ
し
、
祭
壇
の
上
に
座
っ

た
。
顔
色
・
服
装
・
声
色
も
確
か
に
生
前
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
。
孫
や
子
、
女
性
達
と
、
順
に
説
教
を
行
っ
た
が
、
話
は
筋
道
が
通
っ
て
い

た
。
奴
隷
を
鞭
で
打
っ
た
が
、
皆
は
そ
の
過
ち
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
お
供
え
物
を
飲
食
し
尽
く
す
と
、
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
て
去
っ
て

い
っ
た
の
で
、
家
族
の
人
達
は
皆
大
い
に
悲
し
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
続
い
て
か
ら
数
年
が
経
ち
、
家
族
の
人
達
は
い
よ
い
よ
嫌
気

が
さ
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
飲
酒
を
し
過
ぎ
て
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
正
体
を
現
し
た
の
だ
が
、
た
だ
の
老
い
た
犬
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
に
皆
で
こ

れ
を
打
ち
殺
し
た
上
で
調
べ
る
と
、
村
の
酒
屋
の
犬
で
あ
っ
た
。

い
ぬ
：　

狗
②
（
老
狗
①
）

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
風
俗
通
義
』
怪
神
第
九
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

謹
ん
で
考
え
ま
す
に
、
司
空
で
あ
る
南
陽
の
来
季
徳
は
、
死
後
す
ぐ
に
埋
葬
の
儀
式
を
し
な
い
で
部
屋
に
遺
体
を
安
置
さ
れ
て
い
た

『捜神記』の中のどうぶつ

（
一
四
七
）　



と
こ
ろ
、
突
然
祭
壇
の
台
に
座
り
、
姿
・
顔
か
た
ち
、
着
て
い
る
物
、
声
す
べ
て
生
前
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
孫
や
子
ど
も
、
婦
人
た
ち

に
次
々
に
訓
戒
を
し
、
そ
の
内
容
は
理
路
整
然
と
し
て
い
た
。
使
用
人
に
体
罰
を
与
え
、
そ
れ
は
す
べ
て
そ
の
過
失
に
相
当
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
十
分
に
飲
食
し
た
後
、
別
れ
の
挨
拶
を
し
て
去
っ
て
行
っ
た
。
家
族
は
大
変
哀
し
み
別
れ
た
く
な
い
と
お
も
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
三
、四
回
あ
る
と
、
だ
ん
だ
ん
嫌
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
酒
に
酔
っ
て
正
体
を
現
し
、
そ
れ
が
た

だ
の
年
と
っ
た
犬
で
あ
っ
た
の
で
、
と
う
と
う
そ
れ
を
撲
殺
し
、
街
角
に
行
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
酒
屋
の
犬
で
あ
っ
た
。（『
風
俗
通

義
』　

明
徳
出
版
社
）

出
典
：　
『
太
平
広
記
』
四
三
八
に
引
く
『
捜
神
記
』、『
風
俗
通
義
』
怪
神
篇

25
【
巻
十
八
】　

門
前
の
役
人
（
４
３
４
）・
黑
帻
白
衣
吏

人
物
：　

王
瑚
、
字
は
孟
璉

場
所
：　

山
陽
（
山
東
省
）、
東
海
郡
（
江
蘇
省
）
蘭
陵

記
事
：　

山
陽
の
王
瑚
は
、
東
海
郡
蘭
陵
の
尉
だ
っ
た
。
真
夜
中
に
、
黒
い
頭
巾
を
被
り
白
い
単
衣
を
着
た
役
人
が
現
わ
れ
て
、
縣
の
役
所
に
や
っ

て
来
て
門
を
叩
く
。
こ
れ
を
出
迎
え
る
と
忽
然
と
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
数
年
続
い
た
。
そ
の
後
に
こ
れ
を
見
て
み

る
と
、
一
匹
の
老
い
た
犬
が
い
た
。
黒
い
頭
に
白
い
体
は
そ
の
ま
ま
で
、
役
所
に
来
る
と
人
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
孟
璉
に

報
告
し
て
犬
を
殺
し
た
と
こ
ろ
、
怪
異
は
無
く
な
っ
た
。

い
ぬ
：　

狗
①

出
典
：　
『
芸
文
類
聚
』
九
四
、『
太
平
御
覧
』
九
〇
五
、『
太
平
広
記
』
四
三
八
の
『
捜
神
記
』

26
【
巻
十
八
】　

怪
異
に
動
じ
な
い
人
（
４
３
５
）・
李
叔
坚
见
怪
不
怪

人
物
：　

李
叔
堅

記
事
：　

桂
陽
郡
（
湖
南
省
）
の
太
守
の
李
叔
堅
は
、
そ
の
当
時
従
事
（
州
の
長
官
の
輔
佐
役
）
だ
っ
た
。
犬
を
自
宅
で
飼
っ
て
い
た
が
、
人
間
の

よ
う
に
立
っ
て
歩
き
だ
し
た
た
め
、
家
族
の
人
は
「
殺
し
て
し
ま
お
う
」
と
考
え
た
。
し
か
し
、
李
叔
堅
は
「
犬
と
馬
は
君
子
に
例
え
る
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こ
と
が
で
き
る
。
人
が
歩
く
の
を
見
て
、
こ
の
犬
も
真
似
し
た
の
だ
ろ
う
。
何
も
気
を
も
む
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
ま
た
し
ば
ら
く

し
て
、
犬
が
李
叔
堅
の
冠
を
冠
っ
て
走
り
出
し
、
家
の
人
達
は
と
て
も
驚
い
た
。
だ
が
、
李
叔
堅
は
「
誤
っ
て
冠
に
触
れ
て
し
ま
い
、
紐

に
引
っ
掛
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
だ
」
と
言
う
。
つ
い
に
は
、
竈
の
前
で
火
を
焚
い
た
の
で
、
家
族
は
い
よ
い
よ
不
安
に
な
り
慌
て
た
が
、

そ
れ
で
も
李
叔
堅
は
「
男
性
も
女
性
も
み
ん
な
畑
の
中
に
い
る
か
ら
、
犬
が
手
伝
い
で
火
を
焚
い
た
の
だ
。
近
く
の
人
に
迷
惑
を
か
け
ず

に
済
ん
だ
の
は
幸
い
な
こ
と
だ
。
こ
れ
の
ど
こ
が
悪
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。
数
日
後
、
犬
は
急
に
死
ん
だ
が
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
少
し
も
災
い
は
起
こ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

い
ぬ
：　

犬
③
狗
④

出
典
：　
『
風
俗
通
義
』
九
・
怪
神
篇

特
記
：　

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
記
録
と
し
て
、『
風
俗
通
義
』
怪
神
第
九
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

世
間
に
は
し
ば
し
ば
犬
が
災
い
を
な
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
打
ち
殺
し
て
、
そ
の
血
を
家
の
門
口
に
塗
っ
て
災
い
を
さ
け
よ

う
と
す
る
が
、
多
く
は
災
い
に
み
ま
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　

謹
ん
で
考
え
ま
す
に
、
桂
陽
の
太
守
で
あ
る
汝
南
の
李
叔
堅
は
、
若
い
時
に
、
ま
だ
、
下
級
の
従
事
の
職
で
あ
っ
て
家
に
い
た
時
、

犬
が
人
の
よ
う
に
立
っ
て
行
く
こ
と
が
あ
り
、家
の
者
は
こ
の
犬
を
殺
し
て
し
ま
え
と
言
っ
た
。
叔
堅
は「
犬
や
馬
が
君
子
を
諭
し
た
り
、

犬
が
人
間
の
行
い
を
見
て
、
人
間
に
倣
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
傷
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
。
叔
堅
は
県
令
に

謁
見
し
て
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
、
冠
を
長
い
す
に
置
く
と
、
犬
が
そ
れ
を
か
む
っ
て
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
家
の
者
は
大
変
驚
い

た
が
、
叔
堅
は
ま
た
、「
犬
が
誤
っ
て
冠
の
紐
に
さ
わ
る
と
、
冠
の
紐
が
犬
に
引
っ
掛
っ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
ま
た
、
犬
が

竈
の
前
で
火
種
を
蓄
え
て
い
た
の
で
、家
の
者
は
ま
す
ま
す
恐
れ
た
が
、叔
堅
は
ま
た
「
女
や
子
ど
も
が
皆
田
ん
ぼ
で
働
い
て
い
た
の
で
、

火
種
を
蓄
え
て
手
伝
っ
た
だ
け
で
、
全
く
村
人
に
面
倒
を
か
け
た
く
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
憎
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
い

っ
た
。
し
か
し
、
村
の
中
で
は
人
々
は
気
味
悪
が
っ
て
噂
を
し
、
犬
が
妖
怪
で
な
い
と
は
言
わ
な
か
っ
た
が
、
敢
え
て
殺
す
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
数
日
し
て
、
犬
が
突
然
死
ん
だ
が
、
少
し
の
災
い
も
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
叔
堅
は
大
尉
の
属
官
・
固

陵
の
長
官
・
原
武
の
長
官
と
な
り
、
と
う
と
う
高
い
位
を
得
た
。（『
風
俗
通
義
』　

明
徳
出
版
社
）
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27
【
巻
十
九
】　

大
蛇
を
退
治
し
た
娘
（
４
４
０
）・
李
寄
斩
蛇

人
物
：　

寄
と
い
う
李
誕
の
一
番
末
の
娘

場
所
：　

閩
中
郡
（
福
建
省
）

記
事
：　

東
越
の
閩
中
郡
（
福
建
省
）
の
庸
嶺
と
い
う
高
さ
数
十
里
の
山
の
西
北
に
あ
る
沢
の
中
に
、
長
さ
七
・
八
丈
、
胴
が
十
囲
あ
ま
り
の
大
き

さ
の
大
蛇
が
住
ん
で
い
て
、
以
前
か
ら
地
元
の
人
達
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
牛
や
羊
を
用
い
て
祭
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
効
果
が
無

か
っ
た
。
あ
る
時
、
そ
の
大
蛇
は
十
二
・
三
歳
の
娘
が
食
べ
た
い
と
言
っ
て
き
て
、
都
尉
と
県
令
は
共
に
こ
の
状
況
を
憂
い
た
が
、
災
い

は
止
ま
ら
ず
、
身
分
の
低
い
家
の
娘
や
罪
人
の
家
の
娘
を
尋
ね
求
め
て
は
八
月
一
日
の
祭
の
時
に
蛇
の
穴
の
入
り
口
に
娘
を
送
り
届
け
た
。

毎
年
、
合
計
九
人
を
要
し
、
蛇
が
出
て
き
て
娘
達
を
呑
み
込
ん
だ
。
将
楽
県
の
李
誕
の
家
に
は
、
娘
六
人
ば
か
り
の
息
子
が
一
人
も
い
な

い
家
庭
だ
っ
た
。
そ
の
中
の
「
寄
」
と
い
う
名
の
一
番
末
の
娘
が
、
求
め
に
応
じ
て
行
く
こ
と
を
志
願
し
、
説
得
し
た
が
両
親
は
許
さ
な

か
っ
た
。
だ
が
、
寄
は
自
分
で
こ
っ
そ
り
と
家
を
出
て
、
い
い
剣
と
蛇
を
噛
む
犬
を
求
め
た
。
八
月
一
日
に
な
り
、
廟
の
中
に
入
っ
て
座

っ
た
。
剣
を
懐
に
忍
ば
せ
、
犬
を
引
き
連
れ
た
。
最
初
に
数
個
の
餅
を
丸
め
て
蜜
と
麦
粉
を
か
け
た
物
を
穴
の
入
り
口
に
置
い
て
お
き
、

蛇
が
そ
の
臭
い
を
嗅
い
で
食
べ
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
寄
は
犬
を
放
ち
、
そ
の
犬
は
蛇
に
噛
み
つ
き
、
寄
も
後
ろ
か
ら
斬
り
つ
け
た
。
蛇
は

の
た
打
ち
回
っ
て
死
ん
だ
。
寄
は
穴
の
中
で
九
人
の
娘
の
髑
髏
を
見
つ
け
、
そ
れ
ら
に
向
か
っ
て
「
お
前
達
は
弱
虫
だ
か
ら
蛇
に
喰
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
よ
。
本
当
に
哀
れ
な
こ
と
ね
」
と
言
っ
て
、
闊
歩
し
て
帰
っ
た
。
越
王
は
こ
の
話
を
聞
き
、
寄
を
呼
ん
で
后
に
し
、

そ
の
父
親
を
将
楽
の
令
に
任
命
し
、
母
親
と
姉
達
に
も
皆
褒
美
の
物
を
与
え
た
。
そ
れ
以
来
、
東
冶
で
は
妖
怪
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
二
度

と
無
く
な
っ
た
。
そ
の
歌
謡
は
今
で
も
残
っ
て
い
る
。

い
ぬ
：　

犬
④

出
典
：　
『
北
堂
書
鈔
』
一
二
二
、『
芸
文
類
聚
』
九
十
四
、『
法
苑
珠
林
』
四
二
『
太
平
御
覧
』
三
四
四
、四
三
七
、四
四
一
、九
〇
五
の
『
捜
神
記
』、『
太

平
寰
宇
記
』
一
〇
一
の
『
坤
元
録
』

28
【
巻
十
九
】　

司
徒
府
の
蛇
（
４
４
１
）・
司
徒
府
大
蛇

人
物
：　

魏
舒
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時
代
：　

晋
の
武
帝
の
咸
寧
年
間

記
事
：　

晋
の
武
帝
の
咸
寧
年
間
に
魏
舒
は
司
徒
に
な
っ
た
。
役
所
に
十
丈
ほ
ど
の
長
さ
の
大
蛇
が
二
匹
が
い
て
、
政
務
室
の
平
た
い
垂
木
の
上
に

数
年
間
住
み
つ
い
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
役
所
で
は
度
々
子
供
・
鶏
・
犬
等
が
い
な
く
な
る
こ
と
を

怪
し
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
あ
る
夜
に
そ
の
内
の
一
匹
が
、
柱
の
側
を
通
っ
た
際
に
刃
物
で
切
ら
れ
て
負
傷
し
た
た
め
、
垂
木
に
登
れ
な

く
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
事
実
を
知
り
、
数
百
人
を
擁
し
、
長
時
間
攻
撃
し
て
殺
害
し
た
。
大
蛇
が
い
た
と
こ
ろ
を
覗
く
と
部
屋

の
天
井
い
っ
ぱ
い
に
骨
の
残
骸
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
役
所
は
一
旦
取
り
壊
し
、
再
度
そ
こ
に
建
て
直
し
た
。

い
ぬ
：　

犬
①

出
典
：　
『
太
平
広
記
』
四
五
六
の
『
捜
神
記
』、『
晋
書
』
巻
二
十
九
「
五
行
志
」
下
、『
宋
書
』
巻
三
十
四
「
五
行
志
」
五

29
【
巻
二
十
】　

忠
犬　

そ
の
一
（
４
５
７
）・
义
犬
救
主

人
物
：　

李
信
純

時
代
：　

呉
の
孫
権
の
時
代

場
所
：　

襄
陽
郡
紀
南
県
（
湖
北
省
）

記
事
：  

呉
の
孫
権
の
時
代
に
、
襄
陽
郡
紀
南
県
に
李
信
純
と
い
う
人
お
り
、「
黒
龍
」
と
い
う
名
の
犬
を
飼
っ
て
い
た
。
大
変
可
愛
が
り
、
李
信

純
は
黒
龍
を
ど
こ
に
で
も
一
緒
に
連
れ
て
い
き
、
食
事
も
全
部
分
け
合
っ
て
食
べ
て
い
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
郊
外
で
深
酒
し
て
酔
っ
て

し
ま
い
、
家
に
帰
れ
ぬ
ま
ま
草
む
ら
の
中
で
寝
て
し
ま
っ
た
。
偶
然
、
猟
に
出
か
け
て
い
た
太
守
の
鄭
瑕
が
田
ん
ぼ
の
深
く
生
い
茂
っ
た

草
に
火
を
放
た
せ
焼
き
払
っ
た
。
寝
て
い
る
李
信
純
の
所
に
火
の
手
が
迫
り
、
黒
龍
は
そ
れ
を
見
つ
け
、
李
信
純
の
服
を
口
で
引
っ
張
る

が
李
信
純
は
全
く
動
か
な
か
っ
た
。
近
く
の
谷
川
に
黒
龍
は
走
っ
て
川
の
中
に
入
り
、
全
身
を
濡
ら
し
て
水
を
注
ぎ
、
李
信
純
の
災
難
を

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
黒
龍
は
水
を
運
ぶ
の
に
疲
れ
果
て
、
傍
ら
で
倒
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
少
し
し
て
、
李
信
純
は
黒

龍
が
全
身
を
濡
ら
し
た
ま
ま
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
、
火
災
の
跡
を
見
て
悲
嘆
に
暮
れ
た
。
鄭
瑕
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
、
こ
の
こ
と

を
憐
れ
ん
だ
鄭
瑕
は
「
犬
が
恩
に
報
い
る
こ
と
は
人
間
よ
り
も
立
派
で
あ
る
。
恩
を
知
ら
な
い
人
間
は
犬
で
す
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
人
に
命
じ
て
棺
桶
・
衣
類
・
寝
具
を
用
意
し
、
黒
龍
を
葬
っ
た
。
今
で
も
紀
南
に
は
高
さ
十
丈
余
り
の
「
義
犬

『捜神記』の中のどうぶつ

（
一
五
一
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冢
」
が
あ
る
。

い
ぬ
：　

犬
⑦
狗
①
（
黒
龍
）

出
典
：　

勾
道
興
本
『
捜
神
記
』、
稗
海
本
『
捜
神
記
』

30
【
巻
二
十
】　

忠
犬　

そ
の
二
（
４
５
８
）・
快
犬
救
主

人
物
：　

華
隆

時
代
：　

太
興
年
間
（
三
一
八
～
三
二
一
年
）

場
所
：　

呉
の
地
方

記
事
：　

太
興
年
間
、
呉
国
の
華
隆
と
い
う
人
は
「
的
尾
」
と
い
う
足
の
速
い
犬
を
飼
っ
て
い
て
、
い
つ
も
一
緒
に
連
れ
て
い
た
。
あ
る
時
華
隆
は

川
辺
に
出
か
け
、
荻
を
刈
っ
て
い
た
際
に
大
蛇
に
巻
か
れ
、
的
尾
が
勇
気
を
出
し
て
蛇
を
咬
み
殺
し
た
が
、
華
隆
の
意
識
は
無
か
っ
た
。

的
尾
は
周
囲
を
鳴
き
な
が
ら
駆
け
回
り
、
船
ま
で
走
っ
て
戻
り
、
そ
し
て
草
む
ら
に
戻
っ
た
。
こ
の
的
尾
の
様
子
を
怪
し
ん
だ
華
隆
の
従

者
達
は
的
尾
の
後
に
付
い
て
い
き
、
気
絶
し
て
い
る
華
隆
を
見
つ
け
、
家
に
連
れ
て
帰
っ
た
。
的
尾
は
華
隆
の
こ
と
が
心
配
で
、
食
事
を

し
よ
う
と
し
な
い
。
つ
い
に
華
隆
が
意
識
を
取
り
戻
し
た
所
、
よ
う
や
く
的
尾
は
食
事
を
し
始
め
た
。
そ
う
し
て
、
華
隆
は
親
戚
と
対
す

る
よ
う
に
的
尾
を
可
愛
が
っ
た
。

い
ぬ
：　

犬
④
（
的
尾
）

出
典
：　
『
太
平
御
覧
』
九
〇
五
、『
太
平
広
記
』
四
三
七
の
『
幽
明
録
』

四
　
結
語

『
捜
神
記
』
の
中
の
「
い
ぬ
」
の
表
象
に
つ
い
て
、
前
掲
の
怪
奇
譚
を
も
と
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。

○
い
ぬ
が
人
の
犠
牲
に
な
っ
て
人
命
を
救
う
。
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・「
い
ぬ
」
が
、
魏
序
の
厄
災
の
身
代
わ
り
な
っ
て
死
ぬ
。　
（
ぶ
ち
犬
の
効
験　

６
８
話
）

・
李
信
純
の
火
事
の
災
難
か
ら
の
救
出
の
た
め
、「
い
ぬ
」
の
「
黒
龍
」
が
、
命
が
け
で
水
を
運
ん
で
救
命
す
る
。「
い
ぬ
」
は
、
最
後
に
は
力
尽
き
て

死
ぬ
。　
（
忠
犬　

そ
の
一　

４
５
７
話
）

・「
い
ぬ
」
の
「
的
尾
」
は
、
華
隆
が
蛇
に
巻
き
つ
か
れ
た
の
を
助
け
、
意
識
を
失
っ
た
華
隆
の
こ
と
を
家
臣
に
告
げ
る
。
そ
の
後
、
意
識
を
取
り
戻

し
た
華
隆
は
、「
的
尾
」
を
親
戚
同
様
に
可
愛
が
る
。（
忠
犬　

そ
の
二　

４
５
８
話
）

〇
人
間
の
病
気
を
治
癒
す
る
。

・「
い
ぬ
」
は
、
張
邵
（
人
名
）
の
母
親
の
病
気
を
治
す
た
め
に
買
っ
て
き
た
猿
を
噛
み
殺
す
。
そ
う
す
る
と
母
親
の
病
気
が
治
っ
た
。　
（
ふ
し
ぎ
な

猿　

60
話
）

・「
い
ぬ
」
は
、
劉
勲
の
娘
の
左
足
の
で
き
も
の
治
癒
の
た
め
、
犠
牲
と
な
っ
て
殺
さ
れ
る
。
娘
の
足
は
全
快
す
る　
（
足
に
は
い
り
こ
ん
で
い
た
蛇　

69
話
）

・「
い
ぬ
」
そ
の
も
の
は
登
場
し
な
い
。
た
だ
、多
く
の
「
い
ぬ
」
が
吠
え
る
と
、目
の
悪
い
人
が
視
力
を
恢
復
で
き
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。（
李

の
種
子　

１
０
０
話
）

〇
狐
つ
き
を
退
治
す
る
補
助
を
す
る
。

・「
い
ぬ
」
は
、若
者
の
書
生
に
化
け
た
狐
の
正
体
を
暴
く
た
め
に
使
わ
れ
た
が
、狐
の
化
け
物
に
は
効
き
目
は
な
か
っ
た
。　
（
千
年
の
狐　

４
２
１
話
）

・
狐
の
妖
怪
に
さ
ら
わ
れ
た
王
霊
孝
を
助
け
る
た
め
、
陳
羨
は
「
い
ぬ
」
も
連
れ
て
い
き
、
王
霊
孝
を
助
け
出
す
。　
（
消
え
た
下
男　

４
２
５
話
）

〇
い
ぬ
に
異
変
が
起
こ
る
こ
と
は
禍
の
予
兆
（
国
家
・
戦
争
・
反
乱
・
人
・
下
剋
上
な
ど
）
で
あ
る

・「
い
ぬ
」
に
角
が
生
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
家
が
民
意
を
反
映
し
て
い
な
い
証
左
と
な
り
、
い
ず
れ
は
反
乱
が
起
き
る
。　
（
角
生
え
れ
ば　

１
２
０
話
）

・「
い
ぬ
」
の
異
変
は
、
戦
争
で
多
数
の
死
者
が
出
る
こ
と
の
予
兆
で
、「
い
ぬ
」
が
「
ブ
タ
」
と
交
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争
が
起
こ
る
予
兆
で
あ

る
。
そ
の
通
り
に
趙
国
が
謀
叛
（
呉
楚
七
国
の
乱
）
を
起
こ
し
た
。　
（
犬
が
豚
と
交
わ
れ
ば　

１
２
２
話
）

『捜神記』の中のどうぶつ
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・
臣
下
が
下
剋
上
を
狙
う
と
、
冠
を
冠
っ
た
「
い
ぬ
」
が
朝
廷
の
門
を
跳
び
出
す
現
象
が
起
き
る
。　
（
冠
を
か
ぶ
っ
た
犬　

１
２
９
話
）

・
君
主
が
諫
言
を
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
、｢

い
ぬ｣

が
人
間
に
化
け
た
り
、
武
装
し
て
人
間
と
戦
う
こ
と
が
あ
る
。　
（
犬
の
怪
異　

１
３
５
話
）

・「
い
ぬ
」
が
突
然
人
間
の
言
葉
を
喋
る
と
、程
無
く
胡
人
に
よ
る
反
乱
が
起
こ
り
、人
々
は
飢
餓
に
苦
し
ん
だ
。　
（
犬
が
も
の
を
言
え
ば　

２
０
９
話
）

・
太
守
翟
義
は
、
王
莽
が
王
位
を
簒
奪
し
よ
う
と
す
る
野
心
を
知
り
、
義
兵
を
挙
げ
て
こ
れ
を
と
り
除
こ
う
と
企
ん
だ
。
こ
の
時
「
い
ぬ
」
が
、
鵞

鳥
や
雁
を
噛
み
殺
し
て
し
ま
う
異
変
が
起
き
た
。
数
日
後
に
、
王
莽
は
敵
対
す
る
翟
義
の
身
内
を
皆
殺
し
に
し
た
。　
（
犬
に
嚙
み
殺
さ
れ
た
鳥　

２
４
４
話
）

・
公
孫
淵
父
子
は
司
馬
懿
に
よ
っ
て
惨
殺
さ
れ
た
。
事
件
発
生
前
の
淵
の
家
で
は
、「
い
ぬ
」
冠
を
か
ぶ
り
、
赤
い
服
を
身
に
纏
い
、
正
装
し
て
屋
上

に
行
っ
た
と
い
う
異
変
が
あ
っ
た
。　
（
公
孫
淵
の
死　

２
４
５
話
）

・「
い
ぬ
」
は
、
諸
葛
恪
に
出
廷
し
な
い
よ
う
に
と
再
三
阻
止
行
動
を
す
る
が
、
つ
い
に
は
追
い
払
わ
れ
て
し
ま
う
。
朝
廷
に
出
か
け
た
諸
葛
恪
は
、

朝
廷
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。　
（
諸
葛
恪
の
死　

２
４
６
話
）

・「
い
ぬ
」
が
人
間
の
よ
う
に
立
ち
歩
き
を
し
た
り
、
火
を
起
こ
し
た
り
と
奇
妙
な
行
動
を
し
た
の
で
、
周
囲
の
者
が
気
味
悪
が
り
「
い
ぬ
」
を
殺
そ

う
と
し
た
。
飼
主
の
李
叔
堅
は
、
全
く
気
に
せ
ず
普
段
通
り
に
過
ご
し
た
。
そ
う
す
る
と
、「
い
ぬ
」
は
間
も
な
く
死
ん
で
、
凶
事
は
起
き
な
か
っ
た
。

（
怪
異
に
動
じ
な
い
人　

４
３
５
話
）

〇
怪
物
退
治
の
お
供
の
一
角
と
し
て
役
目
を
果
た
す

・
寄
と
い
う
娘
が
大
蛇
退
治
す
る
た
め
、
役
人
に
剣
と
「
い
ぬ
」
と
を
所
望
す
る
。
寄
は
大
蛇
退
治
の
目
的
を
果
た
す
。　
（
大
蛇
を
退
治
し
た
娘　

４
４
０
話
）

〇
人
間
の
祖
先
譚
、
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
国
王
に
な
る

・「
い
ぬ
」
が
蛮
族
の
祖
先
と
な
る
。　
（
蛮
夷
の
起
源　

３
４
１
話
）

・「
鵠
蒼
」
と
い
う
名
の
「
い
ぬ
」
が
、卵
を
持
ち
か
え
る
。
そ
の
卵
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
が
、の
ち
に
徐
の
国
の
王
に
な
っ
た
。　
（
鵠
蒼　

３
４
３
話
）
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〇
い
ぬ
が
災
害
を
も
た
ら
し
た
り
、
悪
さ
を
す
る
。

・「
い
ぬ
」
は
、
臧
仲
英
の
家
で
数
々
の
災
い
を
起
こ
し
、
最
終
的
に
は
殺
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
怪
異
現
象
は
消
え
た
。　
（
許
季
山
の
易
断　

51
話
）

・
懐
瑤
の
家
で
地
中
か
ら
「
い
ぬ
」
の
泣
き
声
が
す
る
。
そ
の
後
ま
も
な
く
、
こ
の
二
匹
の
犬
は
懐
瑤
の
家
か
ら
忽
然
と
姿
を
消
す
。
懐
瑤
の
家
で
は

特
別
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
の
ち
に
（
時
空
を
変
え
て
）
張
懋
の
家
の
床
下
か
ら
「
い
ぬ
」
現
れ
、
そ
れ
を
飼
っ
た
張
懋
は
兵
士
に
殺
害
さ
れ
て

し
ま
う
。　
（
地
中
の
犬　

３
０
２
話)

・
趙
寿
の
飼
っ
て
い
る
犬
蠱
は
い
ろ
い
ろ
な
姿
・
形
に
変
化
す
る
妖
怪
で
、「
い
ぬ
」
に
も
変
化
す
る
。
そ
の
犬
蠱
に
標
的
に
さ
れ
た
人
間
が
必
ず
殺

さ
れ
て
し
ま
う
。　
（
犬
蠱　

３
１
７
話
）

・
曹
公
の
放
っ
た
数
百
匹
の
「
い
ぬ
」
が
、「
度
朔
君
」
と
い
う
神
を
殺
し
、
廟
神
を
途
絶
え
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。　
（
度
朔
君　

４
０
７
話
）

・「
い
ぬ
」
の
妖
怪
が
田
琰
に
な
り
す
ま
し
、
妻
の
部
屋
に
入
り
交
わ
ろ
う
と
し
た
が
、
田
琰
本
人
に
発
見
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
。　
（
白
犬
の
い
た
ず
ら

　

４
３
２
話
）

・
村
の
酒
屋
の
老
い
た
「
い
ぬ
」
が
、
亡
く
な
っ
た
司
空
の
来
季
徳
に
な
り
す
ま
し
、
私
利
私
欲
の
限
り
の
や
り
た
い
放
題
を
尽
く
す
。
最
後
に
は
来

季
徳
の
遺
族
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。　
（
酒
屋
の
老
犬　

４
３
３
話
）

・
真
夜
中
に
な
る
と
、
一
匹
の
老
い
た
「
い
ぬ
」
が
、
白
い
単
衣
を
着
、
黒
い
頭
巾
を
被
っ
た
役
人
に
化
け
て
県
の
役
所
の
門
を
叩
く
。
迎
え
る
と
姿

を
消
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
続
い
た
。
数
年
後
、
こ
の
「
い
ぬ
」
を
殺
し
た
ら
怪
異
は
無
く
な
っ
た
。　
（
門
前
の
役
人　

４
３
４
話
）

〇
そ
の
他

・「
い
ぬ
」自
体
は
、登
場
し
な
い
が
、「
賁
羊
」と
い
う
土
の
中
の
妖
怪
を
見
つ
け
た
季
桓
子
が「
い
ぬ
」だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。　
（
賁
羊　

３
０
１
話
）

・
樟
の
大
木
を
切
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
人
の
顔
と
「
い
ぬ
」
の
体
を
持
っ
た
木
の
精
が
出
て
き
た
。
煮
て
食
べ
る
と
「
い
ぬ
」
の
よ
う
な
味
が
し
た
。　

（
煮
て
食
べ
た
木
の
精　

４
１
８
）

・
子
供
・
鶏
や
「
い
ぬ
」
が
し
ば
し
ば
消
え
る
と
い
う
怪
奇
が
起
き
た
。
の
ち
に
役
所
に
住
み
つ
い
た
大
蛇
を
退
治
す
る
と
、
大
蛇
の
体
内
か
ら
そ
の

残
骸
の
骨
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。　
（
司
徒
府
の
蛇　

４
４
１
話
）
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こ
の
他
「
や
ま
い
ぬ
」（
白
虎
の
墓　

２
７
４
話
）
に
関
す
る
話
が
一
つ
出
て
く
る
が
、通
常
の
「
い
ぬ
」
と
は
係
わ
ら
な
い
の
で
割
愛
し
た
。
ま
た
、『
捜

神
記
』
の
中
の
「
い
ぬ
」
に
関
す
る
用
語
は
、
漢
語
史
研
究
の
面
で
も
面
白
い
問
題
が
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

注
釈

（
一
）
志
怪
と
い
う
こ
と
ば
が
み
え
る
中
国
の
古
典
資
料
と
し
て
は
、『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
（
第
一
）
が
初
出
で
あ
る
。

北
冥
に
魚
あ
り
、
そ
の
名
を
鯤
と
為
す
。
鯉
の
大
い
さ
其
の
幾
千
里
な
る
か
を
知
ら
ず
。
化
し
て
鳥
と
為
る
や
、
そ
の
名
を
鵬
と
為
す
。
鵬
の
背
、

其
の
幾
千
里
な
る
か
を
知
ら
ず
。
怒
し
て
飛
べ
ば
、
其
の
翼
は
垂
天
の
雲
の
若
し
。
是
の
鳥
や
、
海
の
運
く
と
き
則
ち
将
に
南
冥
に
徒
ら
ん
と
す
。
南

冥
と
は
天
地
な
り
。

斉
諧
は
怪
を
志
（
識
）
る
者
な
り
、
諧
の
言
曰
わ
く
、
鵬
の
南
冥
に
徒
る
や
、
水
の
撃
（
激
）
す
る
こ
と
三
千
里
、
芙
揺
に
搏
ち
て
上
る
こ
と
九
千

里
、
去
る
に
６
月
の
息
を
以
て
す
る
者
な
り
と
。
野
馬
や
塵
埃
や
、
生
物
の
息
を
以
て
相
い
吹
く
な
り
、
天
の
蒼
蒼
た
る
は
其
れ
正
色
な
る
か
。
其
れ

遠
く
し
て
支
極
す
る
所
な
け
れ
ば
か
。
其
の
下
を
視
る
や
、
亦
た
是
く
の
若
く
な
ら
ん
の
み
。
且
夫
れ
水
の
積
む
や
厚
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
大
舟

を
負
（
載
）
す
る
や
力
な
し
。
杯
水
を
坳
堂
の
上
に
覆
せ
ば
、
則
ち
芥
こ
れ
が
舟
と
為
ら
ん
も
、
杯
を
焉
に
置
か
ば
則
ち
膠
〔
着
〕
せ
ん
。
水
浅
く
し

て
舟
大
な
れ
ば
な
り
。
風
の
積
む
や
厚
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
大
翼
を
負
す
る
や
力
な
し
。
故
に
九
万
里
に
し
て
風
斯
ち
下
に
在
り
、
而
る
後
乃
今

や
風
に
培
（
馮
）
り
、
背
に
青
天
を
負
い
て
、
こ
れ
を
夭
閼
（
抑
遏
）
す
る
者
な
し
。
而
る
後
乃
今
や
将
に
南
を
図
ら
ん
と
す
。

（『
荘
子
』　

岩
波
書
店
）

　

こ
こ
で
は
「
志
怪
」
は
、「
識
怪
」
と
同
意
語
と
し
て
、「
怪
を
し
る
」
と
解
釈
す
る
。

（
二
）
小
説
と
い
う
こ
と
ば
が
み
え
る
中
国
の
古
典
資
料
と
し
て
は
、
同
じ
く
『
荘
子
』
の
外
物
篇
（
第
二
六
）
が
初
出
で
あ
る
。

夫
れ
竿
纍
を
掲
げ
、
灌
瀆
に
趣
き
、
鯢
鮒
を
守
る
は
、
其
の
大
魚
を
得
る
に
於
い
て
、
難
し
。
小
説
を
飾
り
て
以
て
縣
令
に
干
む
る
は
、
其
の
大
達

に
於
い
て
亦
た
遠
し
。
是
を
以
て
未
だ
嘗
て
任
氏
の
風
俗
を
聞
か
ざ
れ
ば
、
其
の
與
に
世
を
經
す
べ
か
ら
ざ
る
や
、
亦
た
遠
し
。
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（『
荘
子
』　

岩
波
書
店
）

こ
の
資
料
で
は
小
説
と
は
、
つ
ま
ら
な
い
弁
舌
、
と
る
に
足
ら
な
い
意
見
な
ど
と
解
釈
す
る
。

ま
た
小
説
を
言
語
作
品
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
区
分
と
し
た
も
の
に
、
班
固
が
著
し
た
『
漢
書
』
芸
文
志
（
第
十
）
が
あ
る
。
春
秋
戦
国
期
の

諸
家
の
著
述
を
、
先
ず
六
つ
の
分
野
に
大
別
す
る
。
下
位
区
分
の
一
つ
と
し
て
諸
子
略
を
設
け
、
そ
の
中
を
細
分
し
て
儒
家
・
道
家
・
陰
陽
家
・
法
家
・

名
家
・
墨
家
・
従
横
家
・
雑
家
・
農
家
・
小
説
家
を
挙
げ
る
。「
小
説
家
は
十
五
家
、
千
三
百
八
十
篇
あ
っ
た
」
と
記
載
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
ほ

ぼ
散
逸
し
て
い
る
。
小
説
と
い
う
事
項
と
関
連
す
る
記
載
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

右
、
小
説
家
は
十
五
家
、
千
三
百
八
十
篇
あ
っ
た
。

小
説
家
者
流
は
、
お
そ
ら
く
稗
官
（
古
の
官
で
、
街
談
巷
語
を
集
め
る
こ
と
を
掌
る
）
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
街
談
巷
語
は
、
街
や
巷
で
き

い
た
こ
と
を
路
傍
で
伝
え
説
く
よ
う
な
者
が
造
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
の
こ
と
ば
に
、「
た
と
い
〔
一
枝
一
芸
の
〕
小
道
に
も
、
か
な
ら
ず
観
る
べ
き

道
理
は
あ
る
も
の
、
た
だ
遠
大
な
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
小
道
に
拘
泥
し
て
大
事
を
忘
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
そ
の
た
め
君
子
は
そ
う
し
た
小
道
を

学
ば
な
い
の
で
あ
る
」（『
論
語
』
子
張
）
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
ま
た
小
説
を
滅
ぼ
さ
な
い
で
、
巷
に
い
つ
小
知
の
者
が
言
い
及
ん
だ
こ
と

も
、
こ
れ
を
綴
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
の
中
に
も
し
一
言
の
採
る
べ
き
も
の
が
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
ま
た
芻
蕘
（
草
刈
り
と
木
こ

り
）
や
狂
夫
（
大
言
壮
語
す
る
人
）
の
意
見
に
す
ぎ
な
い
。
…

以
上
、
お
よ
そ
諸
子
は
「
百
八
十
九
家
、
四
千
三
百
二
十
四
篇
（
実
際
に
は
計
四
千
五
百
四
十
一
篇
で
、
二
百
十
七
篇
多
い
）
あ
っ
た
。
蹴
鞠
一
家
、

二
十
五
篇
を
出
し
た
。

諸
子
十
家
の
う
ち
、
観
る
に
足
る
も
の
は
九
家
（
小
説
を
除
外
す
る
）
だ
け
で
あ
る
、
い
ず
れ
も
、
王
道
が
衰
微
し
、
諸
侯
は
征
伐
に
努
め
、
時
君

や
世
主
が
そ
れ
ぞ
れ
の
好
悪
に
従
っ
て
そ
の
方
法
を
異
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
た
。
か
く
て
九
家
の
術
は
鋒
の
突
き
出
る
よ
う
に
並
び
興
り
、
お

の
お
の
一
つ
の
端
緒
を
引
い
て
、
お
の
れ
の
善
し
と
す
る
と
こ
ろ
を
尊
び
、
そ
れ
を
も
っ
て
奔
走
游
説
し
、
諸
侯
の
合
意
を
獲
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ

と
ば
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
た
と
え
ば
水
と
火
が
互
い
に
滅
ぼ
し
あ
い
、
ま
た
互
い
に
生
か
し
う
ご
と
く
、
互
い
に
補
い
あ
う
の
で
あ
る
。
仁
の
義
に

お
け
る
敬
の
和
に
お
け
る
関
係
は
、
お
互
い
に
反
対
し
あ
い
な
が
ら
、
み
な
互
い
に
成
就
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。
…

『捜神記』の中のどうぶつ

（
一
五
七
）　



さ
れ
ば
こ
れ
を
九
家
の
術
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
は
、
か
の
野
に
求
め
る
に
な
お
ま
さ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
六
芸
の
術
を
修
め
て
、
こ
の
九
家

の
言
を
観
、
短
を
捨
て
長
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
諸
子
の
あ
ら
ゆ
る
方
略
に
通
達
で
き
る
の
で
あ
る
。

（『
漢
書
』　

筑
摩
書
房
）

　

こ
の
資
料
で
も
前
出
の
『
荘
子
』
の
解
釈
と
大
差
は
な
く
、
街
や
巷
で
き
い
た
こ
と
を
路
傍
で
伝
え
説
く
よ
う
な
街
談
巷
語
と
捉
え
て
い
る
。

（
三
）
現
存
の
『
捜
神
記
』
に
つ
い
て
、『
干
寶　
『
捜
神
記
』（
白
帝
社
）
で
は
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

現
行
『
捜
神
記
』
二
十
巻
は
原
書
の
ま
ま
で
は
な
く
、
散
逸
し
た
も
の
を
後
人
が
再
編
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
法
苑
珠
林
』『
唐

開
元
占
經
』、
ま
た
『
藝
文
類
聚
』『
太
平
御
覧
』
な
ど
類
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
捜
神
記
』
逸
文
を
集
め
、
部
分
的
に
残
さ
れ
て
い
た
原
書
を
補

う
よ
う
に
し
て
再
編
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
四
）
巻
数
・
見
出
し
の
タ
イ
ト
ル
・
話
数
は
『
捜
神
記
』（
平
凡
社
）
に
、
中
国
語
の
見
出
し
の
タ
イ
ト
ル
は
『
搜
神
记
』（
中
国
画
报
出
版
社
）
に
よ
る
。

項
目
「
い
ぬ
」
の
部
分
の
用
語
は
、
使
用
例
と
使
用
回
数
を
表
す
。
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