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増

子

和

男

 
 
前
 
言

 
唐
代
伝
奇
「
陸
顧
伝
」
に
つ
い
て
論
考
を
試
み
た
小
論
も
、
本
稿
を
併
せ
る

 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

と
四
編
と
な
っ
た
。
当
初
は
、
上
・
下
二
編
で
完
結
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
の

小
品
に
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
様
々
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
た
め
で
あ
る
。

 
見
る
角
度
を
変
え
れ
ば
、
更
に
考
え
る
べ
き
問
題
も
出
て
来
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
が
、
こ
の
辺
り
で
、
現
段
階
で
見
出
さ
れ
た
事
柄
を
整
理
し
て
、

一
つ
の
区
切
り
と
し
た
い
。

 
 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
 
落
第
書
生
・
陸
顕
は
、
い
く
ら
麺
を
食
べ
て
も
腹
が
一
杯
に
な
ら
ず
、
む

 
し
ろ
痩
せ
て
し
ま
う
と
言
う
特
異
体
質
の
持
ち
主
。
あ
る
日
、
胡
人
が
彼
の

 
も
と
を
訪
れ
、
そ
の
腹
中
に
あ
っ
て
麺
大
食
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
「
消
麺

 
虫
」
と
言
う
奇
虫
を
破
格
の
値
で
買
い
取
っ
て
行
く
。

 
 
こ
れ
を
元
手
に
都
に
園
林
を
買
っ
て
自
適
の
生
活
を
す
る
陸
顯
の
も
と
を
、

 
先
の
胡
人
が
再
訪
し
、
海
中
世
界
へ
と
彼
を
誘
う
。
そ
の
誘
い
に
乗
っ
た
彼

 
は
、
胡
人
と
共
に
南
海
に
赴
く
。
胡
人
は
、
消
麺
虫
を
使
い
、
海
中
の
「
至

 
宝
」
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
口
に
含
ん
で
海
中
世
界
に
入
っ
て
行
く
。
陸
顯

 
は
、
胡
人
に
従
い
、
竜
宮
や
鮫
室
に
行
き
、
降
し
い
宝
を
得
る
。
分
け
前
と

し
て
そ
の
一
部
を
受
け
取
っ
た
陸
顯
は
都
へ
戻
る
の
を
や
め
、

の
福
建
省
付
近
）
で
一
生
を
終
え
た
。

び
ん
え
つ

閾
越
（
今
日

 
こ
の
話
は
、
石
田
幹
之
助
『
長
安
の
春
』
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
我
が
国
に
 
 
勾

お
い
て
も
説
話
学
や
民
話
学
、
さ
ら
に
は
史
学
な
ど
の
著
作
や
論
文
、
随
筆
に
 
 
〔
6

少
な
か
ら
ず
引
用
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
あ
ま
り
に
荒
唐
無
稽
と
言
っ
て
良
い

内
容
も
手
伝
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
一
個
の
作
品
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
殆

ど
無
か
っ
た
。

 
そ
こ
で
、
本
作
品
中
に
見
出
さ
れ
る
用
語
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
た
の
が
、

こ
の
一
連
の
論
考
で
あ
っ
た
。

 
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
要
点
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
登
場
す
る
胡
人
に
つ
い
て
、
作
品
中
藍
ら
を
「
南
越
（
広
東
、
広
西
地
域
）

 
に
生
ず
」
と
あ
る
こ
と
を
以
て
直
ち
に
東
南
ア
ジ
ア
系
で
あ
る
と
す
る
説
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
あ
る
の
に
対
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い

 
 
ア
 
作
品
中
に
、
「
海
を
航
し
、
山
を
梯
し
て
、
中
華
に
来
た
り
云
々
」

唐
代
伝
奇
「
陸
顯
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）



唐
代
伝
奇
「
陸
顎
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）

 
 
 
と
あ
る
こ
と
。

 
 
イ
 
こ
の
話
の
舞
台
と
な
っ
た
南
越
地
域
に
は
、
西
域
地
方
の
人
々
が
少

 
 
 
な
か
ら
ず
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
ほ
う
た
ん

 
 
ウ
 
石
田
幹
之
助
氏
が
、
「
胡
人
採
宝
課
」
と
名
付
け
た
本
作
品
を
含
む

 
 
 
一
連
の
類
話
で
、
「
胡
人
」
と
あ
る
大
多
数
が
、
西
域
地
方
の
人
を
指

 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
 
 
す
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
 
グ
 
ド

 
等
か
ら
、
こ
こ
に
言
う
胡
人
と
は
、
狭
義
の
胡
人
を
指
す
粟
盗
人
の
。
α
q
巳
雪

 
 
 
 
 
タ
 
ジ

 
ま
た
は
、
大
食
と
呼
ば
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
人
な
ど
を
ま
ず
第
一
に
想
起
す
べ
き

 
で
あ
る
。

②
「
陸
顯
伝
」
以
外
の
志
怪
、
伝
奇
の
類
に
も
、
「
陸
墨
伝
」
と
同
じ
く
、

 
胡
人
の
宝
に
寄
せ
る
飽
く
な
き
執
念
と
そ
れ
を
見
出
す
事
の
出
来
る
不
思
議

 
な
霊
力
が
語
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
う
ち
、
「
陸
願
伝
」
と
同

 
じ
く
宝
珠
を
宝
と
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
類
話
を

 
検
討
す
る
と
、
宝
珠
を
単
な
る
宝
と
し
て
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
特
別
な
力

 
が
あ
る
と
す
る
一
群
の
類
話
が
浮
か
び
上
が
り
、
陸
願
伝
と
酷
似
し
た
話
が

 
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
話
が
、
そ
れ
ぞ
れ
偶
然
に
出
来
上
が
っ
た
と
考
え

 
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
何
ら
か
の
関
連
性
を
認
め
て
し
か
る
べ
き

 
で
あ
る
。

③
消
麺
虫
と
同
じ
く
、

 
 
ア
 
腹
中
に
あ
る
と
、
い
く
ら
で
も
飲
食
で
き
て
し
ま
う
。

 
 
イ
 
富
と
関
わ
り
を
持
つ
。

 
と
言
う
虫
を
志
怪
、
伝
奇
の
類
に
求
め
る
と
、
そ
の
姿
こ
そ
消
麺
虫
の
よ
う

 
に
「
青
い
蛙
の
よ
う
な
姿
」
で
は
な
い
も
の
の
、
ア
、
イ
の
何
れ
か
乃
至
は
、

 
両
方
の
特
徴
を
持
っ
た
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
（
以
上
、
上
編
）
。

④
話
の
舞
台
と
な
っ
た
「
南
海
」
を
唐
代
の
人
々
が
ど
の
辺
り
と
考
え
た
か

 
に
つ
い
て
、
当
時
の
人
々
の
発
想
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
最
も
ポ
ピ
ュ

 
ラ
ー
な
文
学
形
態
と
思
わ
れ
る
詩
の
用
例
を
中
心
に
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

 
「
整
骨
伝
」
に
言
う
南
海
と
は
、
南
シ
ナ
海
沿
岸
1
と
り
わ
け
、
唐
代
の
行

 
政
区
分
で
言
う
と
こ
ろ
の
嶺
半
道
周
辺
の
沿
岸
部
で
あ
ろ
う
と
考
察
し
た
。

⑤
そ
の
南
海
に
陸
顯
が
赴
き
、
「
至
宝
」
を
得
た
胡
人
と
と
も
に
出
か
け
た

 
の
が
、
海
中
世
界
の
竜
宮
、
鮫
室
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
鮫
室
に
つ
い
て

 
は
、
従
来
注
釈
書
な
ど
で
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、
『
文
選
』

 
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
乃
至
は
同
時
代
の
詩
文
の
用
例
か
ら
、
直
人
一
水
中

 
に
す
む
人
魚
の
よ
う
な
も
の
一
の
室
で
あ
ろ
う
と
考
証
し
た
。
そ
こ
に
は
、

 
鮫
人
の
流
す
涙
か
ら
出
来
た
と
さ
れ
る
真
珠
と
、
彼
ら
の
織
り
な
す
高
価
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ

 
絹
織
物
で
あ
る
言
納
紗
が
満
ち
満
ち
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

 
 
こ
の
二
つ
の
用
語
の
検
討
を
通
じ
て
、
唐
代
の
人
々
は
、
話
の
舞
台
と
な
つ

 
た
南
海
と
言
う
も
の
に
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
感
ず
る
と
同
時
に
、
富
を
も
た

 
ら
す
所
と
言
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
以
上
、
中

 
編
）
。

⑥
消
麺
虫
の
形
状
す
な
わ
ち
「
青
い
蛙
の
よ
う
な
形
」
の
来
源
を
検
討
す
右

 
た
め
に
、
本
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
唐
代
に
言
う
と
こ
ろ
の

 
嶺
南
道
に
関
す
る
考
古
学
、
民
俗
学
方
面
の
研
究
報
告
や
資
料
、
さ
ら
に
は

 
当
地
の
状
況
を
記
し
た
歴
代
の
筆
記
を
再
度
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
南
中

 
国
一
帯
に
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
広
く
行
わ
れ
た
農
業
神
と
し
て
の
青

 
蛙
信
仰
を
踏
ま
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

 
 
こ
れ
ら
の
地
域
の
う
ち
、
本
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
嶺
南

 
道
の
境
域
に
古
く
か
ら
居
住
す
る
壮
族
で
は
、
こ
の
蛙
、
特
に
青
蛙
信
仰
が
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古
代
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
作

 
品
が
多
分
に
意
識
し
た
の
は
、
こ
の
壮
族
の
青
蛙
信
仰
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

 
れ
る
。

 
 
こ
う
し
た
青
蛙
信
仰
を
作
者
が
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
作
者
自
身
が

 
嶺
南
画
に
赴
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
形
で
当
地
を
訪
れ
た
こ

 
と
の
あ
る
人
か
ら
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
伝
え
聞
い
た
可
能
性
も
十
分
考
え

 
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
唐
代
、
当
地
を
訪
れ
た
知
識
人
が
少
な
く
な
か
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
た
か
ら
で
あ
る
（
以
上
、
「
消
麺
虫
来
源
小
考
」
）
。

 
 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
も
他
の
伝
奇
の
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

先
行
す
る
詩
文
や
正
倉
、
伝
奇
に
見
え
る
事
柄
を
組
み
合
わ
せ
て
話
を
作
り
上

げ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
寄
せ
木
細
工
の
よ

う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。

 
角
度
を
変
え
て
言
え
ば
、
確
か
に
荒
唐
無
稽
に
思
わ
れ
る
こ
の
話
に
見
え
る

事
柄
も
、
多
く
の
場
合
は
、
作
者
そ
の
人
の
純
然
た
る
創
作
で
は
な
く
、
先
行

の
詩
文
、
と
り
わ
け
志
怪
、
伝
奇
の
類
に
来
源
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
言

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
作
者
の
手
腕
は
、
先
行
す
る
話
や
そ
の
中
に
出

て
き
た
諸
々
の
事
柄
を
、
い
か
に
う
ま
く
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
自
分
の
話
に
仕

立
て
る
か
と
言
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
こ
う
し
た
傾
向
は
、
程
度
に
差
こ
そ
あ
れ
、
典
拠
を
重
視
す
る
中
国
古
典
詩

の
世
界
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
何
事
に
対
し
て
も
「
実
事
」

を
重
視
し
、
要
求
す
る
傾
向
の
顕
著
で
あ
る
彼
ら
の
姿
勢
の
現
れ
と
言
っ
て
良

（
6
、
）
Q

V 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
作
品
の
主
人
公
・
陸
顯
が
、
科
挙
を
目
指
す
書

唐
代
伝
奇
「
陸
顯
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）

生
で
あ
る
と
い
う
設
定
、
そ
し
て
結
局
は
そ
の
志
を
棄
て
、
一
市
民
と
し
て
一

生
を
終
え
る
と
言
う
結
末
も
ま
た
、
沈
既
済
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
豊
中
記
」

（『

ｾ
平
広
記
』
〔
以
後
は
『
広
記
』
と
表
記
〕
巻
八
二
）
を
始
め
と
す
る
一
連

覇
作
品
に
同
じ
と
言
え
る
。

 
そ
う
で
あ
れ
ば
、
主
人
公
で
あ
る
逆
心
と
言
う
名
前
も
、
あ
る
い
は
何
ら
か

の
典
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
二

 
作
品
中
、
陸
顯
を
呉
郡
の
人
と
す
る
。
呉
郡
は
、
唐
代
の
行
政
区
分
で
言
え

ば
江
南
道
に
属
し
、
今
日
の
江
蘇
省
蘇
州
市
周
辺
。
江
南
の
陸
氏
と
言
え
ば
、

朱
、
張
、
顧
氏
と
並
ん
で
、
世
族
（
代
々
官
吏
を
輩
出
し
た
家
柄
）
の
一
つ
に

 
 
 
 
 
エ

数
え
ら
れ
る
。
主
人
公
を
、
朧
西
の
李
氏
一
帝
室
と
同
じ
出
身
地
の
同
姓
1
を

始
め
と
す
る
名
家
の
子
弟
と
設
定
す
る
の
は
、
唐
代
伝
奇
の
常
道
を
踏
ま
え
る

と
言
っ
て
良
い
。

 
名
の
顯
は
ど
う
か
。

 
唐
皇
霊
の
正
史
を
見
渡
す
と
、
益
州
（
今
日
の
四
川
省
）
の
非
漢
族
の
乱
を

収
め
た
の
で
知
ら
れ
る
李
顯
（
『
後
漢
書
』
掩
撃
「
霊
帝
紀
」
）
を
始
め
、
約
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ

ニ
名
の
人
々
の
名
が
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
実
在
の
人
物
た
ち

の
事
跡
と
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
を
結
び
つ
け
る
事
柄
は
見
出
し
得
な
い
。

 
で
は
、
「
顯
」
字
の
語
義
か
ら
手
が
か
り
を
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
現
行
の
辞
書
類
を
参
考
に
す
る
と
、
顯
の
語
義
は
、
お
お
よ
そ
次
の
三
点
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

分
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。

①
大
き
い
頭
、
転
じ
て
大
き
い
様
子
。
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唐
代
伝
奇
「
陸
願
伝
」
に
関
す
る
一
考
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（
下
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『
詩
経
』
小
雅
「
六
月
」
に
、

〇
四
牡
脩
広
 
 
四
牡
 
脩
広

 
其
大
有
顯
 
 
其
の
大
な
る
こ
と

顯
た
る
あ
り

と
あ
り
、
そ
の
「
毛
伝
」
に
、
「
脩
と
は
、
長
き
な
り
。

貌
な
り
。
」
と
見
え
、
後
漢
・
許
慎
『
説
文
』
に
、

○
顯
と
は
、
大
な
る
頭
也
。

顕
と
は
、
大
な
る

西
晋
・
劉
現
「
勧
進
表
」
（
『
文
選
』
巻
三
七
）
に
、

○
蒼
生
顯
然

 
莫
不
欣
戴

そ
う
せ
い

蒼
生
 
顯
然
た
り

き
ん
た
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

欣
戴
せ
ざ
る
は
莫
し

と
あ
る
の
に
対
し
て
、

い
て
、

李
善
注
で
は
、
『
准
南
子
』
巻
二
「
椒
真
直
」
を
引

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う

○
聖
人
は
、
陰
陽
の
気
を
呼
吸
し
て
群
生
 
顯
顯
然
（
仰
ぎ
慕
う
さ
ま
）

 
と
し
て
、
そ
の
徳
を
仰
ぎ
て
和
順
せ
ざ
る
は
莫
し
。

と
説
明
さ
れ
る
。

②
慎
む
さ
ま
。

 
『
周
易
』
巻
三

「
歓
」
に
、

○
有
孚
顯
若
 
 
孚
た
る
有
り
て
、

と
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
疏
」
で
は
、

離
若1

有

 
 
 
 
 
あ
ソ

と
説
明
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
意
味
か
ら
派
生
し
た
熟
語
と
し
て
は
、

DCBA
顯顯額顯
望然若顕

 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

（
温
和
で
敬
順
な
様
子
）

 
 
 
 
 
ヨ

（
厳
か
な
様
子
）

 
 
 
 
お
 

（
仰
ぐ
様
子
）

 
 
 
 
 
 
 
 

（
ふ
り
仰
ぐ
様
子
）
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○
顯
と
は
、
是
れ
厳
正
の
貌
な
り
。

な
ど
が
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
意
味
を
踏
ま
え
た
上
で
、

姓
の
陸
と
あ
わ
せ
見
る
と
、

と
説
明
さ
れ
る
。

③
 
仰
ぎ
慕
う
。

①
陸
の
大
な
る
（
様
）
。

②
陸
の
厳
か
な
る
（
様
）
。



③
陸
に
て
（
海
を
？
）
仰
ぎ
慕
う
。

な
ど
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
要
素
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可

能
性
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
主
人
公
の
命
名
と
直
接
結

び
つ
く
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
記
述
が
、
『
山
海
経
』
に
見
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
い
き
ゅ
う

○
 
ま
た
東
の
か
た
四
百
里
を
国
乱
の
山
と
日
ふ
。
草
木
無
く
、
火
多
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ゅ
う
こ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ

 
其
の
南
に
谷
あ
り
。
中
谷
と
日
ふ
。
条
風
（
東
北
の
風
）
是
よ
り
出
づ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
ろ
う

 
鳥
あ
り
。
其
の
状
は
、
 
棄
の
如
く
、
人
面
四
目
に
し
て
、
耳
有
り
。
其

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
わ

 
の
名
を
顯
と
日
ふ
。
其
の
鳴
く
や
自
ら
叫
ぶ
な
り
。
見
る
れ
ば
則
ち
、

 
 
 
 
 
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

 
天
下
に
大
旱
あ
り
（
「
南
山
経
」
第
一
）
。

 
「
臭
の
よ
う
な
姿
で
、
人
に
似
た
顔
に
四
つ
の
目
で
、
耳
を
持
つ
。
そ
の
名

を
顯
と
い
う
。
鳴
き
声
は
、
自
分
の
名
を
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
鳥
が
出
現

す
る
と
、
天
下
に
大
旱
越
が
起
こ
る
。
」
1
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
怪
異
と
言
っ

て
良
い
姿
形
で
は
な
く
、
こ
の
鳥
が
出
現
す
る
と
旱
越
が
起
こ
る
と
い
う
記
述

で
あ
る
。

 
既
に
「
付
説
」
に
お
い
て
考
証
し
た
よ
う
に
、
消
麺
虫
の
「
青
い
蛙
の
よ
う

な
形
」
は
、
中
国
と
り
わ
け
唐
代
、
嶺
南
道
に
属
し
た
境
域
で
古
代
よ
り
今
日

に
至
る
ま
で
連
綿
と
続
く
青
蛙
信
仰
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
た
。

 
現
代
の
民
俗
学
者
の
共
通
し
た
見
解
と
し
て
、
蛙
と
り
わ
け
青
蛙
は
、

唐
代
伝
奇
「
陸
顯
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）

①
雷
と
関
連
す
る
（
民
話
で
は
、
雷
神
の
子
女
、

 
る
）
。

②
降
雨
と
関
連
す
る
（
蛙
が
鳴
く
の
を
、
祈
雨
、

 
て
い
る
と
見
る
）
。

③
蛙
が
、
害
虫
を
駆
除
し
て
く
れ
る
。

あ
る
い
は
使
者
と
さ
れ

す
な
わ
ち
降
雨
を
祈
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
考
え
た
た
め
に
、
農
業
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
特

に
重
要
な
の
は
、
②
の
蛙
が
降
雨
と
深
く
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
降
雨
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
た
「
青
蛙
神
」
を
思
わ
せ

る
消
前
置
を
腹
中
に
持
つ
落
第
書
生
の
名
が
、
旱
越
を
招
く
怪
鳥
の
名
を
持
つ

の
は
、
偶
然
と
は
見
な
し
難
い
。
牛
僧
儒
の
選
と
伝
え
ら
れ
る
『
玄
写
録
』
所

収
の
「
元
無
有
」
（
『
広
記
』
巻
三
六
九
）
な
る
物
語
の
主
人
公
の
名
-
元
よ
り

有
る
こ
と
無
し
1
等
の
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伝
奇
の
登
場
人
物
の
命
名
に

は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
遊
び
心
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
潜
ん
で

 
 
 
 
 
 
 
ユ

い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
降
雨
と
旱
越
と
言
う
二
つ
の
相
反
す
る
も
の
を
一
例
え
ば
陰
と
陽
と
の
よ
う

に
一
「
対
」
と
見
な
し
て
セ
ッ
ト
で
考
え
る
の
が
、
こ
の
国
の
伝
統
で
あ
っ
た
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
右
の
指
摘
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。

そ

れ
で
は

'三
以
上
の

＄
つ

な

傾
向
の

顕
著
な

「
陸
顯
伝
」
に
、
仮
に
テ
ー
マ

（71）



唐
代
伝
奇
「
陸
顯
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）

を
求
め
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

 
と
こ
ろ
が
、
何
度
こ
の
物
語
を
読
み
返
し
、
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
を
加
え

て
も
、
い
っ
こ
う
に
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
更
に
言
え
ば
、

テ
ー
マ
は
お
ろ
か
、
そ
の
作
品
中
か
ら
何
ら
か
の
主
張
な
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
り

を
読
み
と
る
こ
と
す
ら
非
常
な
困
難
を
伴
う
。
む
し
ろ
作
者
に
は
、
そ
う
し
た

意
識
が
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
方
が
実
態
に
か

な
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
富
永
一
登
「
唐
代
小
説
の
創
作
意
図
」
で
は
、
罪
代
小
説
の
傑
作
の
一
つ
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
お
う
お
う

あ
る
「
杜
子
春
伝
」
が
、
「
李
娃
伝
」
「
鴬
鴬
伝
」
な
ど
と
は
異
な
り
、
作
者
自

身
が
テ
ー
マ
を
記
し
て
い
な
い
大
多
数
の
作
品
群
の
一
つ
の
傾
向
を
知
る
上
で

の
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
し
て
考
察
を
加
え
、
こ
う
し
た
作
品
群
は
、
あ

る
特
定
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
或
い
は
作
者
の
人
生

観
を
反
映
し
た
も
の
で
も
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
作
家
た
ち
の
眼
目
は
、
類

話
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
い
か
に
「
奇
」
な
る
展
開
、
描
写
に
よ
っ
て
、
読
者
を

驚
か
せ
、
楽
し
ま
せ
る
か
と
い
う
譜
諺
性
に
あ
り
、
作
家
た
ち
の
知
的
エ
ネ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ギ
ー
の
発
散
の
場
こ
そ
が
、
唐
名
小
説
で
あ
っ
た
と
見
る
。

 
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
陸
瀬
伝
」
も
、
富
永
氏
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
作

者
自
身
が
テ
ー
マ
を
記
し
て
い
な
い
」
作
品
群
に
含
ま
れ
る
。
し
か
も
、
既
に

見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
も
ま
た
、
右
に
引
い
た
同
氏
の

指
摘
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。

 
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唐
代
伝
奇
は
、
沈
既
済
「
任
叢
書
」
（
『
広
記
』

巻
四
五
二
）
や
李
公
佐
「
南
桐
太
守
伝
」
（
『
広
記
』
巻
石
七
五
）
、
或
い
は
ま

た
陳
鴻
「
長
恨
（
歌
）
伝
」
（
『
広
記
』
巻
四
八
六
）
な
ど
の
著
名
な
作
品
の
中

で
作
者
自
身
が
明
記
す
る
通
り
、
旅
中
や
行
楽
、
酒
宴
の
席
上
で
語
ら
れ
た
も

の
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
場
に
居
合
わ

せ
た
人
々
の
全
て
が
、
考
え
や
利
害
関
係
を
共
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
状
況
の

下
、
内
容
に
よ
っ
て
は
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
の
人
々
の
地
位
や
財
産
、

場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
を
も
失
い
か
ね
な
い
政
治
向
き
の
話
題
な
ど
は
、
極
力

避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
文
字
通
り
の
「
閑
談
」
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
そ
の
場
限
り
の
慰
籍
や
娯
楽
的
要
素
の
あ
る
話
が
好
ん
で
語
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

 
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
陸
顕
伝
」
の
主
要
舞
台
は
単
に
「
南
海
」
と
記
さ

れ
て
は
い
る
が
、
唐
代
の
行
政
区
分
で
言
う
嶺
里
道
に
属
す
る
境
域
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
。
こ
の
地
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
、
様
々
な
形
-
左
遷
、
流

諦
、
或
い
は
栄
転
等
々
1
で
出
か
け
た
所
で
あ
っ
た
。
国
都
・
長
安
の
位
置
す

る
内
陸
西
北
方
の
乾
燥
し
た
風
土
と
は
全
く
異
な
る
当
地
の
風
物
の
あ
れ
こ
れ

は
、
「
奇
を
好
む
」
当
時
の
知
識
人
の
耳
目
を
ひ
き
、
前
記
し
た
「
場
」
で
語

ら
れ
た
伝
奇
の
格
好
の
材
料
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
者
が
目
指
し
た

の
は
、
あ
く
ま
で
も
聞
き
手
（
読
者
）
の
興
味
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
あ
り
、

特
定
の
テ
ー
マ
や
作
者
の
人
生
観
の
披
渥
な
ど
は
、
む
し
ろ
こ
の
際
は
不
要
で

あ
る
。

 
「
陸
顕
伝
」
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
特
定
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
も
、
作
者
の
人
生
観
を
披
早
し
た
も
の
で
も
な
く
、
先
行
の
秘
話
を
巧
み
に

取
り
込
み
つ
つ
、
作
者
が
「
奇
」
な
る
展
開
、
描
写
に
よ
っ
て
読
者
を
驚
か
せ
、

楽
し
ま
せ
る
事
に
の
み
主
眼
を
お
い
て
創
作
し
た
作
品
の
典
型
と
見
な
し
て
し

か
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
割
り
切
れ
な
い
疑
問
が
残
る
。
「
杜
子
春
伝
」

を
は
じ
め
と
す
る
、
富
永
氏
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
「
作
者
自
身
が
テ
ー
マ

を
記
し
て
い
な
い
大
多
数
の
作
品
群
」
の
全
て
が
、
果
た
し
て
こ
の
「
陸
顯
伝
」

と
同
じ
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
更
に
、
作
者
自
身
が
テ
ー
マ
を

記
し
た
と
言
わ
れ
る
作
品
の
テ
ー
マ
を
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
に
受
け

取
っ
て
良
い
か
否
か
。
今
日
的
視
点
で
こ
れ
を
見
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々

の
視
点
に
立
つ
と
い
う
、
氏
の
説
か
れ
た
よ
う
な
姿
勢
で
、
も
う
一
度
こ
れ
ら

の
作
品
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
少
し
く
時
間
を
か
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

Am1注
v一

AA32vv
（
4
）

AA65vv
「
唐
代
伝
奇
『
陸
顯
伝
』
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）
」
、
「
同
（
中
）
」
、
「
同

-
消
麺
虫
来
源
小
考
」
（
何
れ
も
、
『
日
本
文
学
研
究
』
第
三
三
号
か
ら

第
三
五
号
に
か
け
て
連
載
、
一
九
九
八
～
二
〇
〇
〇
年
）
。
更
に
、
こ

れ
と
関
連
し
た
論
考
「
鮫
人
泣
珠
考
」
（
『
村
山
吉
廣
教
授
古
稀
記
念
中

国
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）
を
併
せ
る
と
、
五
編
と
・

な
る
。

荘
司
格
一
『
中
国
中
世
の
説
話
』
（
白
帝
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

石
田
幹
之
助
『
長
安
の
春
』
（
初
出
は
、
創
元
社
、
一
九
四
一
年
。
平

凡
社
東
洋
文
庫
所
収
、
一
九
六
七
年
）
。

蚊
（
鮫
）
人
の
艶
麗
に
つ
い
て
は
、
本
稿
注
1
に
示
し
た
「
鮫
人
泣
珠

考
」
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

以
後
、
本
稿
は
、
「
付
説
」
と
称
す
る
。

こ
う
し
た
彼
ら
の
、
何
事
に
対
し
て
も
実
事
を
求
め
る
姿
勢
に
つ
い
て

唐
代
伝
奇
「
陸
顯
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

 11
）

 10
）

は
、
増
子
が
、
か
つ
て
「
欧
陽
脩
の
文
学
論
に
お
け
る
『
理
』
」
（
『
中

国
詩
文
論
叢
』
第
二
集
、
中
国
詩
文
研
究
会
、
一
九
八
三
年
）
を
は
じ

め
と
す
る
下
編
か
の
論
考
で
考
察
し
た
。

今
村
与
志
雄
『
唐
宋
伝
奇
集
』
下
（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
八

八
年
）
参
照
。

何
頷
（
『
後
漢
書
』
巻
六
七
「
傷
産
列
伝
」
）
、
邪
顯
（
『
一
二
角
質
』
魏
書

巻
一
二
「
那
顯
」
）
、
趙
顯
、
楊
顯
（
『
一
二
語
志
』
蜀
書
巻
三
二
「
先
主
備
」
）
、

東
晋
・
李
顯
（
『
逸
書
』
巻
三
二
「
経
籍
志
」
）
、
司
馬
顯
（
『
墨
書
』
巻

五
九
「
河
仁
王
顯
」
）
、
戴
顯
（
『
七
情
』
巻
九
三
「
隙
逸
伝
」
）
、
郵
長

頗
（
『
北
齊
書
』
巻
囚
四
「
儒
林
伝
」
張
景
仁
）
、
周
頗
（
『
南
史
』
巻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
き

三
四
「
周
朗
、
族
孫
頗
伝
」
）
、
郡
顯
（
『
南
史
』
巻
七
三
「
孝
義
上
」

孫
棘
妻
同
氏
、
徐
濃
墨
二
面
銭
延
慶
）
、
孫
頷
（
『
新
建
書
』
巻
一
九
五
 
 
幻

「
李
知
本
伝
」
）
、
年
季
頗
（
『
新
聖
書
』
巻
一
二
六
「
吐
蕃
伝
・
下
」
）
 
 
臼

な
ど
。『

大
漢
和
辞
典
』
（
修
訂
版
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
六
年
）
、
『
漢
語

大
玉
典
』
（
漢
語
大
船
典
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
、
『
漢
語
大
字
典
』
（
縮

印
本
、
四
川
辞
書
出
版
社
・
湖
北
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
、
『
辞

海
』
（
一
九
七
九
年
版
、
上
海
辞
書
出
版
社
）
、
『
辞
源
』
（
修
訂
版
、
商

務
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）
、
『
国
語
辞
典
』
（
オ
ン
ラ
イ
ン
版
、

d
勾
『
耳
ε
…
＼
＼
≦
毛
≦
．
Φ
α
暮
を
＼
o
ド
＼
巳
9
＼
）
な
ど
。

『
准
南
子
』
の
現
行
テ
キ
ス
ト
で
は
、
「
顯
金
魚
」
に
作
る
。
同
義
。

顎
顯
細
身
、
如
圭
如
璋
（
『
毛
詩
』
大
雅
「
巻
阿
」
）
顎
顯
、
印
印
、
君

之
徳
也
（
『
爾
雅
』
釈
訓
）
、
『
史
記
』
～
『
新
旧
唐
書
』
に
、
「
兆
民
顯

顯
、
威
注
嘉
願
（
『
一
二
国
志
』
「
魏
書
」
巻
二
「
文
帝
 
」
）
と
見
え
る



唐
代
伝
奇
「
陸
題
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
下
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

ほ
か
、
一
八
例
、
『
文
選
』
に
「
顯
顯
印
卯
、
据
据
彊
彊
（
巻
三
四
枚

乗
「
七
発
」
八
首
其
七
）
と
あ
る
ほ
か
、
『
全
唐
詩
』
（
以
下
、
『
全
』

と
表
記
）
に
、
「
粛
粛
享
祀
，
顕
顯
縷
弁
（
巻
一
二
 
郊
廟
歌
辞
「
享

三
農
楽
章
・
粛
和
」
）
し
と
あ
る
ほ
か
三
例
。

①
の
『
周
易
』
の
用
例
の
他
、
『
史
記
』
～
『
新
旧
唐
書
』
に
、
「
昭
事

顯
若
、
存
存
以
侃
」
（
『
旧
唐
書
』
巻
三
〇
「
音
樂
志
」
三
）
と
あ
る
ほ

か
一
例
。
『
全
』
に
、
「
昭
事
顯
若
，
存
存
以
侃
」
（
巻
一
〇
 
郊
廟
歌

辞
「
明
皇
祀
圓
丘
楽
章
・
粛
和
」
）
ほ
か
一
例
。

本
文
③
の
西
晋
・
劉
現
「
勧
進
表
」
の
用
例
の
他
、
『
准
南
子
』
（
巻
二

「
傲
真
訓
」
）
の
現
行
の
テ
キ
ス
ト
、
『
史
記
』
一
『
新
旧
唐
書
』
に
「
今

万
姓
顯
然
、
聞
一
善
令
、
莫
不
途
歌
里
頒
、
延
頸
向
風
、
欣
然
慕
化
。
」

（『

兼
o
早
x
巻
一
百
八
三
、
「
津
温
伝
」
）
と
あ
る
ほ
か
一
例
。
『
全
』

に
、
「
聖
道
本
自
我
、
凡
愚
徒
顯
然
。
」
（
巻
三
五
四
 
劉
禺
錫
「
華
清
詞
」
）

と
あ
る
ほ
か
一
例
。

『
全
』
に
、
「
瀬
翻
意
碧
空
，
怨
情
感
離
別
。
」
（
巻
一
八
一
 
李
白
「
望

夫
山
」
た
だ
し
、
巻
落
七
二
で
は
、
同
作
品
を
、
李
赤
「
姑
熟
雑
詠
望

夫
山
」
と
し
て
い
る
）
と
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
サ
ワ

西
晋
・
郭
瑛
は
、
「
顯
」
字
に
対
し
て
、
「
音
は
娯
」
と
注
す
る
が
、
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
音
よ
り
も
文
字
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

丘
振
声
『
壮
三
図
騰
考
』
（
広
西
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

説
に
関
す
る
詳
細
は
、
「
付
説
」
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
他
に
も
、
醇
翅
鞘
選
と
い
う
『
河
東
記
』
所
収
の
「
瀟
洞
元
」
（
『
広

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
い

記
』
巻
四
四
）
の
登
場
人
物
の
名
、
終
無
為
は
、
「
終
に
為
す
こ
と
無
し
」

で
あ
る
。

（
1
8
）

顯（『山海経図』より）

 
ま
た
、
我
が
国
で
も
良
く
知
ら
れ
る
「
杜
子
春
着
」
の
主
人
公
の
名

も
、
北
朝
・
周
か
ら
階
に
か
け
て
実
在
し
た
学
者
杜
子
心
の
名
と
共
に
、

そ
の
音
か
ら
肚
子
爵
一
心
が
動
く
、
揺
れ
動
く
意
i
を
連
想
さ
せ
、
さ

ら
に
は
、
唐
の
十
一
代
皇
帝
・
憲
宗
の
名
で
あ
る
李
下
（
杜
を
析
字
す

れ
ば
、
木
＋
土
と
な
り
、
そ
の
一
部
木
＋
子
で
李
。
純
と
春
と
が
同
音
。

合
わ
せ
れ
ば
、
李
純
）
を
も
連
想
さ
せ
う
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
成
瀬

哲
生
「
鉄
柱
を
削
る
道
士
」
〔
『
竹
田
晃
先
生
退
官
記
念
東
ア
ジ
ア
文
化

論
叢
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
〕
）
。

 
な
お
、
無
代
伝
奇
に
お
け
る
「
遊
び
心
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

松
本
肇
・
餅
合
法
三
編
『
中
唐
文
学
の
視
角
』
（
言
文
社
、
一
九
九
八
年
）

所
収
。
な
お
、
文
学
に
お
け
る
「
奇
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
加
藤
国

安
「
杜
甫
の
表
現
行
為
に
お
け
る
『
奇
』
」
（
『
中
唐
文
学
の
視
角
』
所
収
）
、

（74）



川
合
康
三
「
奇
-
中
唐
に
お
け
る
文
学
言
語
の
規
範
の
逸
脱
」
（
『
終
南

山
の
変
容
』
所
収
、
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
。
初
出
は
『
東
北
大
学

文
学
部
研
究
年
報
』
三
〇
〔
一
九
八
一
年
〕
）
な
ど
に
詳
し
い
。

 
増
子
も
、
零
参
詩
の
「
奇
」
に
つ
い
て
、
「
理
」
と
の
関
わ
り
を
手

が
か
り
に
考
察
を
試
み
た
事
が
あ
る
（
「
零
参
詩
に
対
す
る
評
語
『
奇
』

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
〔
『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
六
集
、
一
九
八
七
年
〕
）
。

'

（75）

唐
代
伝
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