
唐
代
伝
奇
「
杜
三
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
㈲

破
局
を
予
感
さ
せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て

増

子

和

男

 
 
 
 
前
 
言

 
「
杜
子
春
伝
」
に
関
し
て
、
調
べ
る
ほ
ど
に
論
じ
て
お
き
た
い
こ
と
が
生
じ
、

こ
れ
で
四
編
目
と
な
っ
た
。
ま
だ
論
ず
べ
き
こ
と
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
ろ
そ

ろ
一
区
切
り
を
つ
け
る
時
期
が
近
、
つ
い
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。

 
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
紙
幅
の
都
合
で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ょ
う
け
っ

た
、
二
つ
の
重
要
な
用
語
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
次
回
の
小
結
 
（
結
論
と

い
う
に
は
未
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
）
へ
、
つ
な
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
「
杜
子
春
伝
」
が
、
前
代
の
「
志
怪
」
的
要
素
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と

 
 
 
 
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

異
な
り
、
虚
構
と
し
て
の
か
な
り
周
到
な
構
成
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
こ

と
は
、
今
迄
の
拙
論
で
も
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

 
成
瀬
哲
生
「
鉄
柱
を
削
る
道
士
」
で
は
、
作
品
中
、

ω
 
丹
炉
（
丹
薬
精
煉
の
為
の
炉
）
が
常
識
は
ず
れ
に
巨
大
な
こ
と
。

ω
 
丹
薬
精
煉
の
為
に
華
山
に
入
っ
た
七
月
十
五
日
が
、
煉
丹
の
凶
日
に
当

 
た
っ
て
い
る
こ
と
。

を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
は
作
者
が
、
来
る
べ
き
破
局
を
予
感
さ
せ
る
た
め
に
、
意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

図
的
に
仕
組
ん
だ
仕
掛
け
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
先
行
の

論
考
に
は
見
え
ず
、
傾
聴
す
べ
き
も
の
と
言
え
る
が
、
今
少
し
、
こ
の
問
題
を

検
討
す
る
必
要
を
感
ず
る
σ
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
二
つ
の
用
語
で
あ

る
。

 
 
 
 
一

 
放
蕩
に
よ
っ
て
落
醜
し
た
主
人
公
・
杜
子
春
は
、
突
如
出
現
し
た
老
人
か
ら

三
度
に
渉
る
金
銭
的
救
済
を
受
け
る
。
こ
の
う
ち
二
度
は
全
て
遊
興
の
た
め
に

蕩
尽
し
、
三
度
目
に
し
て
よ
う
や
く
浮
世
の
義
理
を
果
た
し
て
、
老
入
と
の
約

束
の
日
、
自
ら
の
運
命
を
彼
に
委
ね
る
べ
く
、
老
君
廟
（
老
子
廟
）
の
平
滝
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
へ
と
出
か
け
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
再
会
の
旧
が
、
中
元
す
な
わ
ち

七
月
十
五
日
で
あ
る
。

 
こ
の
「
中
元
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
内
外
の
注
釈
書
の
大
部
分
が
、
そ
の

こ
と
ば
の
意
味
に
つ
い
て
辞
書
的
な
説
明
、
す
な
わ
ち
、
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ω
 
道
教
の
祭
日
で
あ
る
。

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
ω
 
1
1
破
局
を
予
感
さ
せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て



汐

ω
 
上
元
（
正
月
十
五
日
）
と
下
元
（
十
月
十
五
日
）
に
対
し
て
い
う
。

と
す
る
中
に
あ
っ
て
、
管
見
で
は
今
村
与
志
雄
『
唐
宋
伝
奇
集
（
下
）
』
だ
け
が
、

孟
蘭
官
学
と
も
鬼
節
と
も
い
う
。
元
来
は
、
仏
教
の
節
日
で
、

養
す
る
祭
祀
だ
が
、
の
ち
、
民
間
の
習
俗
化
し
た
。

祖
先
を
供

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

と
、
孟
蘭
盆
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
七
月
十

五
日
が
、
「
元
来
は
仏
教
の
節
日
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
学
説
か

ら
す
れ
ば
賛
同
し
難
い
が
、
他
の
注
釈
書
が
、
中
元
の
語
義
の
説
明
に
の
み
終

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

始
し
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
注
目
す
べ
き
見
解
と
言
っ
て
よ
い
。

 
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
再
会
の
場
面
以
降
の
出
来
事
を
見
る
に
際
し
て
、
「
中
元
」

と
い
う
用
語
に
、
い
わ
ば
眩
惑
さ
れ
て
、
こ
れ
を
道
教
的
側
面
か
ら
の
み
捉
え

た
の
で
は
、
読
み
解
く
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
仙
薬
完
成
ま
で
の
間
、
決
し
て
口
を
き
い
て
は
な
ら
な
い
と
老
人
に
言
い
渡

さ
れ
た
杜
二
百
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
が
訪
れ
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
試

し
」
と
言
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
閻
羅
王
（
閻
魔
）
配
下
の
「
大

将
軍
」
が
二
度
に
渉
っ
て
登
場
す
る
。
こ
の
大
将
軍
が
、
当
時
の
民
間
信
仰
の

対
象
で
あ
っ
た
五
道
将
軍
（
五
道
大
神
・
五
道
神
）
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
回

 
 
 
 
ら
 

考
証
し
た
。
し
か
も
、
こ
の
五
道
将
軍
が
登
場
す
る
場
面
の
描
写
が
、
当
時
、

非
常
な
流
行
を
見
た
変
文
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
こ
と
も
、
そ
の
際
指
摘
し

た
通
り
で
あ
る
。
就
中
、
こ
の
場
面
と
極
め
て
類
似
し
た
描
写
が
見
出
さ
れ
て

い
た
の
は
、
「
大
目
乾
連
冥
間
直
母
変
文
」
一
ほ
か
な
ら
ぬ
、
立
干
盆
会
の
・

由
来
を
説
い
た
『
孟
蘭
盆
経
』
に
取
材
し
た
変
文
で
あ
る
。

 
こ
の
五
道
将
軍
登
場
の
場
面
ば
か
り
で
な
く
、
い
か
な
る
威
嚇
や
糾
問
に
も

全
く
口
を
開
か
ぬ
子
春
が
、
将
軍
の
命
令
に
よ
っ
て
斬
殺
さ
れ
、
そ
の
魂
が
地

獄
の
辛
酸
を
つ
ぶ
さ
に
な
め
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
場
面
に
も
、
「
目
連
壁
」
の

強
い
影
響
が
見
出
さ
れ
る
ど
は
、
夙
に
先
行
の
論
文
の
指
摘
す
る
こ
と
ろ
で
あ

麗
・ 

従
っ
て
、
こ
う
し
た
「
目
連
窓
」
の
影
響
下
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
面
を
配

す
る
に
際
し
て
、
た
と
え
作
者
が
「
中
元
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
て
も
、

紫
蘭
盆
会
を
念
頭
に
置
か
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
を
受
け

取
っ
た
当
時
の
読
者
も
同
様
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

 
そ
の
起
源
は
と
も
か
く
と
し
て
、
七
月
十
五
日
が
道
教
（
中
元
）
、
仏
教
（
孟

蘭
盆
会
）
共
通
の
祭
日
と
な
っ
た
の
は
、
六
朝
末
期
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
唐
代

の
人
々
に
と
っ
て
も
、
こ
の
日
は
道
・
仏
両
毛
共
通
の
祭
日
で
あ
り
、
両
教
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

迷
え
る
亡
者
救
済
の
行
事
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
と
い
う
。

 
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
子
春
・
老
人
の
再
会
の
日
で
あ
る
「
中
元
」
は
、

当
時
の
人
々
が
道
・
仏
両
教
の
祭
日
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
解
釈

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
中
元
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
単
に
道
教

的
用
語
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
説
明
し
た
従
来
の
大
部
分
の
注
釈
書
の
方
法
は
、

こ
の
場
合
、
必
ず
し
も
十
分
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
あ
る
い
は
、
注
釈
者

自
身
が
右
の
よ
う
な
唐
代
の
情
況
を
ふ
ま
え
、
当
然
今
日
の
読
者
も
認
識
し
て

い
る
は
ず
だ
と
思
い
、
敢
て
孟
蘭
盆
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た

か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
日
、
我
が
国
で
も
、
干
皿
蘭
盆
会
ば
広
く
行
わ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
や
は
り
今
日
の
読
者
に
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対
し
て
、
あ
ま
り
に
も
不
親
切
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

触
れ
る
の
に
さ
ほ
ど
の
紙
幅
が
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
触
れ
て
お
く
と

否
と
で
は
、
次
の
場
面
の
理
解
の
度
合
に
、
少
な
か
ら
ぬ
差
異
を
生
じ
さ
せ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
以
上
の
よ
う
に
、
唐
人
た
ち
は
、
「
中
元
」
の
語
か
ら
道
仏
両
教
の
イ
メ
ー

ジ
を
連
想
し
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
何
故
、
孟
蘭
盆
で
は

な
く
、
中
元
と
し
た
の
か
が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
結
局
ど
ち
、

ら
で
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
作
者
が
何
の
考
慮
も
な
く
、
恣
意
に
中
元
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
本
作
品
の
用
語
配
置
の
周
到

さ
を
、
あ
ま
り
に
無
視
し
た
発
想
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
、
道
・
仏

両
教
の
、
い
わ
ば
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を
意
識
し
は
し
て
も
、
作
者
に
と
っ
て
、

こ
の
日
は
「
中
元
」
と
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
何
か
が
あ
る
と
考
え
て
し
か

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
か
。

 
こ
の
問
題
を
解
く
糸
口
は
、
ま
ず
、
こ
の
日
、
老
人
と
豊
春
が
1
正
確
に

は
、
老
人
が
子
爵
を
利
用
し
て
 
 
何
を
目
的
と
し
て
、
華
山
雲
台
峰
の
一
屋

に
籠
っ
た
の
か
を
想
起
す
る
こ
と
か
ら
見
出
さ
れ
よ
う
。
彼
ら
が
、
こ
の
日
こ

の
場
所
に
籠
っ
た
の
は
、
仙
薬
l
l
恐
ら
く
、
不
老
長
生
を
得
る
と
信
ぜ
ら
れ

た
丹
薬
 
 
を
精
煉
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、

道
教
的
秘
儀
を
行
な
う
日
は
、
道
・
仏
潔
斎
の
祭
日
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
孟

蘭
盆
と
記
す
の
は
、
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
。
や
は
り
道
教
の
祭
日
の
名

称
で
あ
る
中
元
と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
が
、
こ
の
場
合
似
つ
か
わ
し
い
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
本
稿
の
〔
前
言
〕
で
引
い
た
成
瀬
哲
生
「
鉄
柱
を
削
る
道
士
」

が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
元
の
こ
の
日
は
、
煉
丹
i
丹
薬
精
煉
-
の

凶
日
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
論
文
で
は
、
『
道
蔵
』
（
洞
真
部
・

衆
術
類
）
所
収
の
、
『
黄
帝
九
鼎
神
戸
経
訣
』
巻
一
・
四
を
論
拠
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
．
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

ω
作
薬
の
最
良
の
日
は
五
月
五
日
、
次
い
で
七
月
七
日
で
あ
る
。

㈲
 
こ
れ
に
対
し
て
朔
望
（
一
日
中
十
五
日
〔
増
子
。
以
下
同
じ
〕
）
は
凶

 
日
で
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

㈹
 
一
方
、
西
岳
（
華
山
）
の
歳
月
忌
は
七
月
と
八
月
で
あ
る
。

ω
 
ま
た
．
華
山
へ
の
一
般
の
入
山
忌
日
は
、
大
月
（
大
の
月
、
す
な
わ
ち

 
太
陰
暦
で
は
、
三
十
日
ま
で
あ
る
一
・
三
・
五
・
七
・
八
・
十
・
十
二
月
）

 
の
三
・
十
一
・
十
五
・
十
八
・
二
十
四
・
二
十
六
・
二
十
八
日
で
あ
る
。

㈲
従
っ
て
、
七
月
十
五
日
は
煉
丹
を
為
す
最
悪
の
日
で
あ
る
。

 
本
作
品
の
作
者
が
、
道
教
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
知
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
拙
論
に
お
い
て
も
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。

 
そ
う
し
た
作
者
が
、
老
人
・
杜
子
春
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
煉
丹
の
実
行
さ

る
べ
き
日
と
し
て
、
よ
り
に
よ
っ
て
そ
の
為
の
最
悪
の
日
を
、
何
ら
の
作
為
も

な
く
選
び
と
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
や
は
り
、
成
瀬
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
「
破

局
は
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
の
が
、
む
し
ろ
自
然
と
言
う
べ

 
 
 
 
 
 
 

き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
成
瀬
論
文
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
が
、
物
語
の
破
局
を
予
想
さ
せ
る
「
仕
掛
け
」
は
本
作
品
の
後
半
に
も
、

も
う
一
つ
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

唐
代
伝
奇
「
杜
三
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
ω
 
l
I
破
局
を
予
感
さ
せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
一
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二

 
老
人
と
の
約
束
を
固
く
守
り
、
沈
黙
の
行
を
続
け
る
杜
子
春
は
、
地
獄
に
落

と
さ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
を
与
え
ら
れ
て
も
、
う
め
き
声
一
つ
あ
げ
な

い
。
地
獄
で
の
全
て
の
責
め
苦
を
受
け
終
わ
っ
た
早
春
に
対
し
て
、
閻
羅
王
（
閻

魔
）
は
次
の
よ
う
に
宣
告
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ
 
 
 
 
 
 
 
な

此
の
人
は
陰
賊
（
陰
性
の
賊
）
な
れ
ば
、
合
に
男
と
作
す
こ
と
を
得
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
ぽ
 
 
じ
ょ
う

か
ら
ず
、
宜
し
く
女
と
作
し
、
配
し
て
宋
州
養
父
県
営
 
（
今
日
の
山
東

省
単
県
の
副
知
事
）
の
王
勤
の
家
に
生
ま
れ
し
む
べ
し
、
と
。

 
か
く
し
て
女
性
に
生
ま
れ
変
わ
ら
さ
れ
た
子
春
は
、
絶
世
の
美
女
と
し
て
成

長
す
る
が
、
や
は
り
一
言
も
発
し
な
い
。
成
人
し
て
後
、
同
郷
の
進
士
で
盧
珪

と
い
う
人
に
見
そ
め
ら
れ
て
嫁
ぎ
、
や
が
て
一
子
を
も
う
け
る
が
、
情
況
は
全

く
変
わ
ら
な
い
。
あ
る
日
、
全
く
声
を
発
し
な
い
子
春
に
腹
を
立
て
た
夫
に
よ
っ

て
、
一
子
は
惨
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
常
春
が
声
を
発
し
な
い
の
は
、
実
は
自
分

を
侮
蔑
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
つ

乃
ち
両
足
を
持
し
、
頭
を
以
て
石
上
に
撲
つ
。
手
に
応
じ
て
砕
け
、
血
は

 
 
 
そ
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ち
ま

数
名
に
淺
ぐ
。
子
春
、
愛
 
心
に
生
じ
、
忽
ち
其
の
約
を
忘
れ
、
覚
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
は
 
 
 
 
あ
あ

ず
し
て
声
を
失
し
て
（
も
ら
し
て
）
旧
く
、
臆
、
と
。

 
声
と
同
時
に
術
は
破
れ
、
彼
は
元
の
場
所
に
坐
っ
て
い
た
。
煉
丹
の
目
論
見

は
、
崩
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
試
し
」
が
破
れ
る
場
面
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て

は
、
本
作
品
の
テ
ー
マ
を
論
ず
る
上
で
、
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
ど
も

あ
っ
て
、
先
行
の
論
文
で
も
少
な
か
ら
ず
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
解

釈
は
、ω

 
女
性
に
再
生
し
た
理
由

働
「
愛
」
と
い
う
言
葉
の
意
味

と
い
う
二
点
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
全
く
正
反
対
な
二
つ
の
方
向
へ
分
か
れ
て

 
 
 
 

い
る
。

 
そ
の
一
方
は
、
子
忌
を
女
性
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た
の
は
、
母
性
愛
の
美
し

さ
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
愛
と
い
う
こ
と
ば
を
肯
定
的
な
も
の
と
し

て
捉
え
る
解
釈
。
そ
し
て
も
う
一
方
は
、
子
春
を
女
性
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た

の
は
、
母
性
愛
と
い
う
、
人
の
情
愛
中
事
も
断
ち
難
い
l
l
克
服
し
難
い
1

情
に
よ
っ
て
、
沈
黙
の
行
が
破
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
提
示
し
、
愛
と

い
う
こ
と
ば
を
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
解
釈
、
と
な
ろ
う
。

 
結
論
的
に
言
え
ば
、
筆
者
は
、
右
の
解
釈
の
う
ち
、
後
者
を
支
持
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
辺
を
前
記
し
た
「
仕
掛
け
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ

と
と
し
た
い
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
こ
の
問
題
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
先
行
の
論
考
の
次
の
一
節

で
あ
る
。
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マ
マ

 
私
は
特
に
李
復
云
（
言
）
の
作
に
の
み
被
術
者
が
女
性
に
生
ま
れ
変
り
、

母
親
と
し
て
の
苦
し
み
を
受
け
る
有
様
を
み
る
と
、
そ
こ
に
作
者
の
特
に

意
識
す
る
も
の
が
あ
る
様
に
考
え
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
単
に

女
性
蔑
視
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
母
子
関
係
に
於
け
る
愛
情
の

強
調
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
非
人
間
的
な
修
行
拒
否
で
あ
ろ
う
と
思
う
（
内

山
知
也
「
杜
子
春
伝
に
関
す
る
二
一
二
の
考
察
」
〔
前
出
〕
）
。

 
右
の
論
考
は
、
母
性
愛
を
肯
定
的
に
捉
え
た
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
こ

の
立
場
に
立
っ
た
論
考
の
最
も
問
題
と
す
べ
き
点
は
、
「
愛
」
と
い
う
、
本
来

は
本
能
的
な
情
を
示
す
こ
と
ば
を
、
今
日
的
意
味
一
1
宗
教
的
倫
理
的
意
味
を

含
む
も
の
一
に
と
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
こ
の
場
合
の
愛
を
肯

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
ソ

定
的
に
捉
え
、
右
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

結
論
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
後
で
詳
し
く
論
じ
た
い
が
、

こ
こ
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
「
即
ち
女
性
蔑
視
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く

て
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。

 
杜
子
春
が
女
性
に
生
ま
れ
変
わ
ら
さ
れ
た
の
は
、
や
が
て
母
親
と
な
り
、
破

局
を
迎
え
る
た
め
の
い
わ
ば
伏
線
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
面
を
解
釈
す
る
い

ず
れ
の
立
場
に
立
つ
人
も
等
し
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ

も
杜
子
春
が
女
性
に
生
ま
れ
変
わ
ら
さ
れ
た
段
階
で
、
既
に
作
者
は
来
る
べ
き

破
局
を
予
告
し
、
そ
れ
を
読
ん
だ
当
時
の
読
者
も
、
そ
の
予
告
を
感
じ
と
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
先
に
述
べ
た
、
後
半
に
仕
組
ま
れ
た
「
仕
掛
け
」

と
は
、
こ
の
「
女
」
と
い
う
こ
と
ば
を
言
う
。

 
内
山
氏
の
発
言
は
、
そ
れ
に
続
く
「
母
子
関
係
に
於
け
る
愛
情
の
強
調
」
と

い
う
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
性
急
に
過

ぎ
る
判
断
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ρ

 
ま
ず
第
一
に
、
「
女
性
蔑
視
」
と
い
う
用
語
及
び
認
識
は
、
ご
く
最
近
の
所

産
で
あ
り
、
そ
れ
を
遥
か
千
年
以
上
前
の
作
品
を
論
ず
る
に
際
し
て
用
い
る
こ

と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
何
と
な

れ
ば
、
女
性
を
不
完
全
な
も
の
、
男
性
よ
り
劣
る
も
の
と
見
為
す
こ
と
ー
ー
人
7

日
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
女
性
蔑
視
・
女
性
差
別
1
は
、
近
代
以
前
に
あ
っ
て

は
既
定
の
事
実
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
蔑
視
・
差
別
で
あ
る
と
の
自
覚
な

ど
恐
ら
く
は
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

 
 
 
 
 
 

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
杜
早
春
が
女
性
に

生
ま
れ
変
わ
ら
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
自
覚
の
有
無
は
と
も
か
く
、
本
当
に
今

旦
言
う
「
女
性
蔑
視
（
差
別
）
」
で
は
な
い
と
言
い
切
っ
て
良
い
の
か
と
い
う

点
に
あ
る
。
そ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
重
要
な
点
が
見
過
ご
さ
 
 
切

．
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
田

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
西
晋
・
葛
洪
『
抱
朴
子
』
で
は
、
煉
丹
に
際
し
て
は
名
山
に
入
り
、
百
日
の

間
斎
戒
を
持
し
、
五
辛
や
生
魚
を
断
っ
て
、
俗
人
と
顔
を
合
わ
せ
て
は
な
ら
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

い
と
説
き
、
さ
ら
に
自
ら
の
師
・
鄭
隠
の
こ
と
・
ば
を
次
の
よ
う
に
引
く
。

今
之
医
家
、
毎
合
好
薬
好
膏
、
皆
強
欲
悪
難
犬
小
児
婦
人
見
之
。
若
被
諸

物
犯
之
用
、
便
無
験
。
又
染
誉
者
、
悪
悪
目
書
見
之
、
皆
失
美
色
、
況
神

仙
大
平
乎
（
粗
汁
「
丹
薬
」
）

 
応
需
期
に
お
い
て
は
、
一
般
の
医
家
に
あ
っ
て
も
、
薬
品
の
調
合
の
現
場
を
、

難
（
鶏
）
・
犬
・
小
児
・
婦
人
に
見
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
業
者
に
触
れ

．
ノ

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
ω
 
一
破
局
を
予
感
さ
せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
ー



ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
薬
効
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る

記
述
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
何
と
な
れ
ば
、
「
況
ん
や
、
神
仙
の
大
薬
を
や
」

と
あ
る
よ
う
に
、
神
仙
の
大
薬
た
る
丹
薬
の
精
煉
に
際
し
て
は
、
そ
れ
は
よ
り

厳
重
に
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
女
性
は
煉
丹
に
と
っ
て
、
禁
忌
の

対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
女
性
を
難
（
鶏
）
や
犬
な
ど
の
動
物
、
年
端
の
ゆ
か

な
い
小
児
と
同
じ
水
準
の
存
在
、
＝
人
前
の
」
男
性
以
下
の
存
在
と
見
な
す

考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
人
前
で
な
い
、

不
完
全
な
存
在
に
薬
品
の
調
合
を
見
ら
れ
、
触
れ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
薬
の
効
果

は
た
だ
ち
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
当
時
の
人
々
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
こ
う
し
た
禁
忌
の
背
景
に
は
、
女
性
を
不
浄
と
見
な
す
「
女
子
不
浄
観
」
も

深
く
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
我
が
国
に
お
い
て
す
ら
、
国
技
た
る

相
撲
で
は
、
未
だ
に
女
性
が
土
俵
の
上
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、

女
人
禁
制
と
さ
れ
る
場
や
祭
祀
の
少
な
か
ら
ず
存
す
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
も
そ
の
理
由
の
大
半
が
、
女
性
を
不
浄
な
も
の
と
見
、
女
性
の
立

入
り
や
関
与
が
、
「
神
聖
を
殺
す
」
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
周
知
の

通
U
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
子
不
浄
観
の
来
源
は
、
近
代
以
前
の
中
国
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
彼
ら
は
元
来
、
仏
典
に
見
え
な
い

け
つ
お
 
ち

血
汚
池
（
血
の
池
地
獄
）
を
考
案
し
た
が
、
馳
こ
れ
は
古
く
は
男
女
を
問
わ
ず
落

ち
る
地
獄
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に

か
女
性
だ
け
が
落
ち
る
地
獄
へ
と
変
容
し
て
し
ま
う
。
こ
の
変
容
の
背
景
に
は
、

こ
の
国
の
伝
統
と
し
て
あ
る
女
子
不
浄
観
が
深
い
影
を
落
と
し
て
い
る
と
指
摘

 
 
 
 
 
お
と

さ
れ
て
い
る
。

 
『
抱
朴
子
』
で
は
、
煉
丹
に
際
し
て
は
身
を
清
潔
に
し
、
誉
れ
に
近
づ
い
て

は
な
ら
な
い
と
説
く
（
巻
四
「
金
丹
」
）
。
従
っ
て
、
煉
丹
と
い
う
神
聖
な
術
に
、

「
不
浄
な
」
女
性
が
関
与
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
術
の
失
敗

を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
、
物
語
そ
の
も
の
か
ら
も
、
女
性
が
煉
丹
に
関
す
る
こ
と
を
禁
忌
す

る
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
言
説
が
見
出
さ
れ
る
。

 
そ
の
一
つ
は
、
本
稿
で
引
い
た
閻
羅
王
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
地
獄
で
の
責
苦

を
こ
と
ご
と
く
味
わ
い
尽
く
し
た
子
春
に
王
は
宣
告
す
る
。
「
此
の
人
は
陰
賊

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

な
れ
ば
、
宜
し
く
男
と
託
す
こ
と
を
得
べ
ら
ず
。
宜
し
く
女
と
議
し
云
々
」
1

一
こ
れ
は
、
男
性
を
陽
の
気
を
う
け
た
も
の
、
女
性
を
陰
の
気
を
う
け
た
も
の

と
す
る
伝
統
的
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
と
捉
え
得
る
。

 
後
漢
・
王
事
『
論
衡
』
で
は
、
民
間
に
お
い
て
伝
説
の
女
帝
で
あ
る
芸
評
氏

の
図
像
を
杷
る
習
慣
の
あ
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

男
陽
而
女
陰
、
陰
気
為
害
、
故
若
女
蝸
、
墨
筆
祐
也
（
巻
十
五
「
順
鼓
」
）

 
右
の
文
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
陰
気
害
を
為
す
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
に
従
う
な
ら
ば
、
陰
賊
（
陰
性
の
賊
）
と
認
定
さ
れ
た
子
春
が
、

陰
気
を
う
け
た
女
性
と
し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
た
そ
の
段
階
で
、
「
害
を
為
す
」

こ
と
が
予
告
さ
れ
、
そ
れ
を
読
ん
だ
当
時
の
読
者
も
、
来
る
べ
き
煉
丹
の
失
敗

を
予
感
さ
せ
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

 
も
し
仮
に
、
『
抱
米
子
』
の
一
節
や
、
女
子
不
浄
観
、
或
い
は
「
陰
気
 
害

を
為
す
」
と
い
う
考
え
方
の
悉
く
を
、
作
者
が
念
頭
に
置
か
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
女
性
は
煉
丹
の
行
に
適
さ
な
い
と
の
考
え
は
、
や
は
り
あ
っ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
作
品
そ
の
も
の
か
ら
窺
い
う
る
、
煉
丹
に
お
け
る
女

（176）



性
禁
忌
の
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

 
煉
丹
の
術
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
、
子
春
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
、
沈
黙
の
行

で
あ
っ
た
。
子
春
が
男
性
で
あ
っ
た
時
に
は
、
そ
れ
は
易
々
と
守
り
通
さ
れ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
彼
は
、
い
か
な
る
桐
喝
・
威
嚇
に
遭
遇
し
て
も
、
或
い
は
精

神
的
・
肉
体
的
に
責
め
さ
い
な
ま
れ
よ
う
と
も
、
一
切
口
を
開
こ
う
と
し
な
い

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
閻
羅
王
の
命
に
よ
っ
て
、
女
性
と
し
て
再
生
さ
せ
ら

れ
た
段
階
で
、
情
況
は
危
う
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
統
的
な
考
え
方
に
よ
れ

ば
、
女
性
は
沈
黙
を
守
り
通
し
難
い
と
さ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん
ぎ
ょ
う

 
『
詩
経
』
（
大
雅
「
謄
仰
」
）
で
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

 
 
こ
う
し
た
発
想
は
、
「
賢
」
で
な
い
大
多
数
の
女
性
を
「
長
舌
」
す
な
わ
ち
、

お
し
ゃ
べ
り
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
考
え
方

は
、
作
者
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
読
者
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

 
子
春
は
、
母
親
と
な
っ
て
破
局
を
迎
え
る
ま
で
の
間
は
、
つ
い
に
沈
黙
の
行

を
守
り
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
女
性
と
し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
た
段
階

で
は
、
他
の
女
性
た
ち
と
同
様
、
「
長
舌
」
と
な
る
可
能
性
を
内
包
す
る
が
ゆ

え
に
、
沈
黙
を
続
け
る
こ
と
が
難
し
い
と
、
当
時
の
読
者
に
思
わ
れ
た
と
考
え

し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

婦
番
長
舌

維
属
之
階

乱
雲
降
自
失

生
意
婦
瀬

野
の
長
舌
有
る
は

こ
 
 
れ
い

去
れ
属
の
階
な
り

 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら

乱
は
天
よ
り
降
る
に
匪
ず

・
婦
人
よ
り
生
ず

 
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
作
品
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

 
女
性
と
し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
た
子
春
は
、
依
然
沈
黙
を
続
け
る
が
、
絶
世
の

．
美
女
に
成
長
す
る
。
そ
れ
を
見
そ
め
た
の
が
、
同
郷
の
進
士
・
量
質
で
あ
っ
た
。

彼
は
子
春
の
両
親
に
結
婚
の
許
諾
を
申
し
込
む
が
、
両
親
は
子
君
の
口
を
き
か

ぬ
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
拒
む
。
し
か
し
彼
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
両

親
の
許
諾
を
と
り
つ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
，

い
や
し
く
 
 
 
 
 
 
な

筍
も
妻
と
為
り
て
賢
な
ら
ば
、

 
 
い
ま
し

婦
を
戒
む
る
に
足
る
、
と
。

何
ぞ
言
を
用
ひ
ん
。
亦
以
て
長
舌
の

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
女
性
が
煉
丹
に
際
し
て
は
、
禁
忌
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
煉
丹
の
理
論
の
上
か
ら
も
、
ま
た
ス
ト
i
、
リ
ー
の

上
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
た
、
女
性

観
-
ω
 
不
完
全
な
も
の
（
一
人
前
で
な
い
も
の
）
、
②
 
不
浄
な
も
の
、

㈹
 
害
を
為
す
も
の
、
ω
 
長
舌
な
も
の
一
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
今
日

的
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
女
性
蔑
視
（
差
別
）
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
当

時
の
読
者
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
観
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
連
想
し
よ
う
と
も
、
子

春
が
女
性
に
再
生
し
・
た
、
ま
さ
に
そ
の
段
階
で
、
来
る
べ
き
破
局
は
、
や
は
り

強
く
予
感
さ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
か
く
し
て
、
女
性
と
し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
た
子
春
は
結
婚
し
、
一
子
を
も
う

け
る
。
女
性
と
な
っ
た
段
階
で
予
感
さ
れ
た
破
局
は
、

ω
 
宋
州
単
父
県
丞
・
王
勤
の
娘
と
し
て
生
育
し
た
段
階
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唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
ω

破
局
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せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
ー



ω
 
同
郷
の
進
士
・
盧
珪
の
妻
と
し
て
生
活
し
た
段
階

術
の
破
れ
た
後
、
老
人
（
老
道
士
）
は
次
の
よ
う
に
子
春
に
告
げ
る
。

で
は
、
沈
黙
の
続
行
に
よ
り
免
れ
は
し
た
。

 
け
れ
ど
も
、
や
が
て
母
親
と
な
り
、
我
が
子
の
惨
殺
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た

り
に
す
る
に
至
っ
て
、
沈
黙
の
行
を
破
っ
て
声
を
も
ら
し
、
そ
の
結
果
、
煉
丹

の
も
く
ろ
み
は
鳥
有
に
帰
し
て
し
ま
う
。
ω
 
子
の
親
に
対
す
る
愛
情
、
働

妻
の
夫
に
対
す
る
愛
情
は
断
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
母
の
子
に
対
す
る
愛
情
だ

け
は
、
つ
い
に
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
ど
な
れ
ば
、

こ
の
愛
情
こ
そ
は
、
生
き
物
と
し
て
の
人
の
、
根
本
的
な
本
能
と
い
う
も
の
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
感
情
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

 
一
般
の
社
会
で
は
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
よ
ほ
ど
特
別
な
事
情
が
な

い
限
り
、
母
の
子
に
対
す
る
愛
情
を
否
定
し
去
る
考
え
方
が
普
遍
的
に
行
わ
れ

た
こ
と
は
、
恐
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

 
中
国
に
お
い
て
も
、
母
の
子
に
対
す
る
愛
情
は
、
特
に
「
慈
」
の
名
を
も
っ

て
呼
ば
れ
、
『
尚
書
』
に
付
せ
ら
れ
た
、
後
漢
・
孔
安
国
の
伝
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

天
与
我
民
五
常
、
使
仁
義
、
女
童
、
兄
友
、
弟
恭
、
子
下
（
三
八
「
康
詰
」

 
 
 
 
 
み
ん
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

に
見
え
る
「
霊
鳥
」
と
い
う
語
に
対
す
る
伝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
五
常
一
人
の
行
う
べ
き
五
つ
の
道
一
の
一
つ
と
目
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
し
か
し
、
人
工
の
極
と
も
言
う
べ
き
、
丹
薬
の
精
煉
に
際
し
て
は
、
母
の
子

に
対
す
る
愛
情
は
、
人
工
の
対
極
に
あ
る
本
能
（
自
然
）
に
根
ざ
す
が
ゆ
え
に
、

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

吾
子
の
心
、
喜
・
怒
・
哀
・
催
・
悪
・
欲
は
、
皆
忘
れ
ぬ
。
未
だ
揉
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き
 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
あ
あ

ざ
る
所
の
者
は
、
愛
の
み
。
向
に
子
を
し
て
臆
の
芸
無
か
ら
し
め
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
あ

吾
が
薬
は
成
り
、
子
も
ま
た
上
坐
せ
し
も
の
を
。
嵯
乎
、
仙
才
の
得
難
き

か
な
。

 
「
愛
」
を
肯
定
的
に
と
ら
え
た
の
で
は
、
こ
の
一
節
は
意
味
を
な
さ
ぬ
と
言
っ

て
良
い
。
老
道
士
の
「
嵯
乎
、
仙
才
の
得
難
き
か
な
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、

三
春
が
人
の
情
の
う
ち
、
愛
だ
け
を
断
ち
得
ず
、
そ
れ
故
に
究
極
の
目
的
で
あ

る
煉
丹
の
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
、
深
い
痛
恨
の
情
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
煉
丹
に
際
し
て
は
、
所
詮
、
愛
は
無
用
の
い
わ
ば
雑
念
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
だ
い

た
。
そ
れ
を
断
ち
得
ず
、
破
局
を
招
い
た
早
春
は
、
も
は
や
「
錯
大
、
我
を

あ
や
ま
 
 
 
 
 
 
 
す
な
わ

慎
る
こ
と
、
乃
ち
か
く
の
ご
と
し
」
l
l
貧
書
生
め
、
わ
し
を
こ
ん
な
目

に
あ
わ
せ
お
っ
て
一
と
面
罵
さ
れ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
愛
が
雑
念
で
あ
っ

た
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
払
い
得
ず
に
声
を
も
ら
し
た
子
春
は
こ
れ
を
偲
じ
、
俗

界
へ
戻
っ
て
後
、
老
道
士
に
「
過
ち
を
謝
せ
ん
と
」
再
び
華
山
雲
台
峰
へ
と
登
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
士
口
 
 
 
五
口

 
 
 
 
糸

 
 
 
 
 
 
 
一
三
口

 
以
上
、
二
つ
の
用
語
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
れ
ち
が
種
々
の
要
素
を
含
み
つ

つ
、
煉
丹
の
失
敗
と
い
う
、
来
る
べ
き
破
局
を
読
者
に
予
感
さ
せ
る
た
め
に
、

作
者
が
仕
組
ん
だ
、
い
わ
ば
「
仕
掛
け
」
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
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あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
、
深
読
み
に
す
ぎ
、
か
え
っ
て
本
作
品
を

読
み
解
く
妨
げ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
命
が
生
じ
よ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
作
者
の
構
成
力
や
知
識
一
と
り
わ
け
道
教
方
面

に
関
す
る
知
識
一
i
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
と
思
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
作
者
が
、
恐
ら
く
読
者
と
し
て
意
識
し
た
の
は
、
自

ら
と
同
じ
程
度
の
知
識
と
教
養
の
持
ち
主
で
あ
る
可
能
性
も
ま
た
、
高
い
も
の

．
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
を
、
単
に
辞
書
的
意
味
で

の
み
理
解
し
て
、
作
品
を
読
み
解
い
た
の
で
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
い
難

い
。

 
本
作
品
の
作
者
や
、
恐
ら
く
彼
が
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
読
者
た
ち
が
、
当
時

の
知
識
人
と
し
て
一
流
で
あ
っ
た
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
唐
詩
と
い
う
、

極
め
て
陰
騎
に
富
ん
だ
表
現
形
態
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
致
せ

ば
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
の
一
つ
一
つ
を
、
慎
重
に
検
討
す
る
作
業
は
、

や
は
り
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
唐
代
小
説
に
お
け
る

用
語
研
究
の
必
要
性
を
と
な
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

 
 
〔
注
〕

（
1
）
 
『
竹
田
晃
先
生
退
官
記
念
 
東
ア
ジ
ア
文
化
論
叢
』
（
甲
唄
書
院
、
一
九

 
 
九
一
年
）
所
収
。

（
2
）
 
檜
は
、
日
本
で
言
う
ヒ
ノ
キ
で
は
な
く
、
イ
ブ
キ
を
指
す
（
増
子
「
唐

 
 
代
伝
奇
『
杜
子
春
伝
』
に
関
す
る
一
考
察
〔
続
〕
」
参
照
。
な
お
、
こ
の

 
 
一
連
の
論
考
は
、
以
下
、
「
論
考
ω
一
㈹
」
と
表
記
す
る
）
。

（
3
）
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
。
ヒ

（
4
）
 
従
来
、
我
が
国
の
辞
書
等
で
は
、
通
好
盆
の
語
は
梵
語
ウ
ラ
ソ
バ
ナ

（｛

v
＝
拶
目
σ
⇔
づ
拶
）
に
由
来
し
、
そ
れ
は
倒
懸
（
逆
さ
吊
り
）
の
意
味
を
持

つ
と
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
唐
の
貞
観
年

間
（
八
五
九
-
八
七
七
）
末
に
、
僧
玄
応
が
撰
述
し
た
＝
切
経
音
義
』

巻
十
三
が
挙
げ
ら
れ
、
イ
ン
ド
起
源
の
行
事
と
目
さ
れ
、
中
元
に
先
ん
じ

る
行
事
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
次
の
よ
う
な
説
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。

 
①
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
文
献
に
は
ウ
ラ
ソ
バ
ナ
と
い
う
語

 
 
は
見
出
さ
れ
な
い
。

 
②
玄
応
と
同
時
代
の
玄
 
『
大
唐
西
域
記
』
な
ど
に
は
、
イ
ン
ド
仏

 
 
教
で
孟
蘭
盆
会
の
原
型
と
な
る
行
事
の
記
録
は
見
出
さ
れ
ず
、
ま
た

 
 
イ
ン
ド
仏
教
を
忠
実
に
伝
承
す
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
も
、
そ
う
し
た

 
 
行
事
の
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。

 
③
孟
蘭
盆
会
の
由
来
を
示
し
た
『
孟
蘭
盆
経
』
に
も
「
倒
懸
」
を
示

 
 
唆
す
る
語
は
な
い
（
ま
た
、
同
書
そ
の
も
の
も
、
イ
ン
ド
伝
来
で
は

 
 
な
い
「
疑
経
」
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
〔
増
子
〕
）
。

 
④
中
国
で
の
孟
蘭
盆
会
は
、
道
教
行
事
で
あ
る
中
元
の
日
に
当
た
る
。

 
 
こ
の
日
は
麦
作
農
業
地
帯
の
収
穫
祭
を
起
源
と
す
る
。
．

 
⑤
中
国
に
麦
作
と
粉
食
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
主
と
し
て
イ
ラ
ン
系

 
 
の
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
。

 
⑥
イ
ラ
ン
民
族
で
は
、
死
者
の
霊
を
ウ
ル
ヴ
ァ
ン
（
⊂
同
く
鋤
昌
）
と
呼

 
 
び
、
そ
れ
を
隠
る
祭
事
が
古
く
よ
り
存
在
し
た
が
、
孟
蘭
盆
会
と
良

 
 
く
似
た
内
容
を
持
つ
。

 
⑦
こ
の
行
事
が
収
穫
祭
と
結
合
し
て
、
ソ
グ
ド
人
の
中
国
進
出
と
共

 
 
に
中
国
に
将
来
さ
れ
た
。
こ
れ
が
中
元
と
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
仏
教

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
ω
 
1
破
局
を
予
感
さ
せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
一
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げ
あ
ん
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
し

 
 
 
徒
が
夏
安
居
（
夏
の
修
行
）
の
最
終
日
で
あ
る
自
恣
の
日
を
こ
れ
に

 
 
 
結
び
つ
け
、
孟
蘭
盆
会
の
原
型
が
成
立
し
た
（
以
上
、
岩
本
裕
『
日

 
 
 
本
仏
教
語
辞
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）
。

 
 
 
つ
ま
り
、
右
の
説
に
よ
れ
ば
、
今
村
氏
の
言
わ
れ
る
の
と
は
逆
に
、
孟

 
蘭
盆
会
よ
り
先
に
中
元
の
行
事
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
管
見
で

 
 
は
、
イ
ン
ド
（
仏
教
）
起
源
説
を
と
る
側
か
ら
．
の
右
の
説
へ
の
有
力
な
反

 
論
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
 
 
※
但
し
、
以
上
は
、
今
村
説
を
批
判
す
る
た
め
に
引
用
し
た
の
で
あ
り
、

 
唐
代
の
人
々
の
意
識
や
情
況
と
は
自
と
別
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で

 
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
5
）
 
「
論
考
㈹
」
参
照
。

（
6
）
 
近
藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
．
九
七
八
年
）
な
ど
。

（
7
）
 
植
木
久
行
『
唐
詩
歳
時
記
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
年
。
同

 
書
は
、
一
九
八
○
年
に
明
治
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
唐
詩
歳
時
記
-

 
 
四
季
と
風
俗
1
1
』
を
大
幅
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

（
8
）
 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
で
も
触
れ
る
が
、
次
回
の
小
結
に
お

 
 
い
て
、
よ
り
詳
し
く
検
討
を
加
え
た
い
。

（
9
）
前
者
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
は
、
①
近
藤
春
雄
『
唐
代

 
小
説
の
研
究
』
（
前
出
）
、
②
内
山
知
也
「
杜
子
春
伝
に
関
す
る
二
、
三
の

 
考
察
」
（
『
中
国
文
化
研
究
会
会
報
』
四
-
一
、
東
京
教
育
大
学
中
国
文
化

 
研
究
会
、
一
九
五
四
年
）
、
③
同
『
階
唐
小
説
研
究
』
（
木
耳
社
、
一
九

 
 
七
七
年
）
。
後
者
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
は
、
①
武
田
泰

 
淳
「
唐
代
伝
奇
小
説
の
技
術
」
（
『
同
全
集
』
第
十
二
巻
、
薩
摩
書
房
、
一

 
九
七
二
年
。
初
出
は
、
三
省
堂
『
高
等
漢
文
（
三
）
』
の
た
め
の
書
き
下

 
 
う
し
、
一
九
五
四
年
）
、
②
 
岡
村
繁
「
書
評
・
近
藤
春
雄
著
『
唐
代
小

 
 
説
の
研
究
』
」
（
『
中
国
文
学
論
集
』
第
八
号
、
九
州
大
学
中
国
文
学
会
、

 
 
一
九
七
九
年
）
、
③
西
岡
晴
彦
「
杜
子
春
伝
1
1
そ
の
虚
像
と
実
像
旺
」
（
『
中

 
 
国
文
化
〔
漢
文
学
会
会
報
〕
4
2
、
大
塚
漢
文
学
会
、
一
九
八
四
年
）
な
ど

 
 
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
1
0
）
 
以
上
、
前
掲
の
西
岡
氏
の
論
文
参
照
。

（
1
1
）
内
山
氏
の
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
連
の
論
考
は
、
こ
の
方
面
の
先

 
 
駆
的
な
も
の
と
し
て
、
示
唆
に
富
み
、
参
考
と
す
べ
き
点
も
少
な
く
な
い
。

 
 
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
点
以
外
で
も
、
近
代
の
西
欧
の
小
説

 
 
と
、
唐
代
の
伝
奇
と
を
同
じ
水
準
に
お
い
て
評
価
す
る
な
ど
、
理
解
に
苦

 
 
し
む
点
も
ま
た
少
な
く
な
い
。

（
1
2
）
 
五
辛
と
は
、
五
つ
の
辛
味
の
あ
る
甜
菜
。
ニ
ラ
・
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
・
ネ
ギ
・

 
 
ニ
ン
ニ
ク
・
ハ
ジ
カ
ミ
。
な
お
、
鄭
隠
の
こ
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
師
で
あ

 
 
る
葛
玄
の
、
さ
ら
に
師
で
あ
る
左
慈
の
こ
と
ば
で
あ
る
ら
し
い
（
原
文
で

 
 
は
、
．
老
君
と
あ
る
が
、
本
田
済
『
殿
振
子
』
の
見
解
に
従
っ
た
〔
『
中
国

 
古
典
文
学
大
系
』
八
、
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
〕
）
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ

 
ば
、
こ
う
し
た
考
え
は
左
心
の
生
き
た
後
漢
ま
で
潮
り
得
る
。

（
1
3
）
 
沢
田
瑞
穂
『
地
獄
変
』
（
法
蔵
館
、
一
九
六
八
年
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
う

（
1
4
）
 
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
中
国
に
古
く
か
ら
あ
る
「
竈
神
送
り
」
（
か
ま
ど

 
 
の
神
送
り
）
の
儀
式
に
、
女
性
が
参
列
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

 
 
そ
の
理
由
と
し
て
、
女
性
は
お
し
ゃ
べ
り
で
あ
る
の
で
、
竈
神
に
余
計
な

 
 
こ
と
を
聞
か
れ
て
は
困
る
か
ら
で
あ
る
と
の
説
が
あ
っ
た
と
い
う
。
理
由

 
 
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
女
性
を
長
舌
と
見
る
伝
統
が
、
こ
う
し
た

 
説
の
生
ま
れ
る
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
（
中
村
裕
；
道

（180）



 
 
教
と
年
中
行
事
」
参
照
〔
福
井
康
順
ほ
か
『
道
教
』
2
所
収
、
平
河
出
版

 
 
社
、
一
九
八
三
年
〕
）
。
『
抱
朴
子
』
で
も
、
煉
丹
に
つ
い
て
軽
々
し
く
人

 
 
に
伝
授
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
（
「
金
丹
」
）
。
長
舌
は
、
戒
め
ら
れ
ね

 
 
ば
な
ら
ず
、
女
性
は
長
舌
を
そ
の
性
質
と
す
る
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し

 
 
て
、
煉
丹
の
場
か
ら
退
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大

 
 
部
分
の
女
性
を
等
し
並
に
「
長
舌
」
と
決
め
つ
け
て
、
こ
れ
を
退
け
る
こ

 
 
と
も
ま
た
今
旦
言
う
女
性
蔑
視
（
差
別
）
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
5
）
 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
回
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

［181）

唐
代
伝
奇
「
杜
子
春
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
ω
 
l
I
破
局
を
予
感
さ
せ
る
二
つ
の
用
語
を
め
ぐ
っ
て
ー


