
唐
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伝
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増

子

和

男

前
 
言

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
梗
概
を
記
す
こ
と
と
し
た
い
。

 
名
著
と
し
て
夙
に
名
高
い
、
石
田
幹
之
助
『
長
安
の
春
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
内
容
を
持
つ
一
群
の
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

に
は
、
次
の
よ
う

 
あ
る
人
が
な
に
か
の
機
会
に
あ
る
宝
物
を
手
に
入
れ
る
。
こ
の
宝
物
は

多
く
の
場
合
一
見
き
わ
め
て
つ
ま
ら
ぬ
も
の
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
の
で
当

人
は
こ
れ
を
宝
物
と
知
ら
ず
に
い
る
。
そ
れ
を
ま
た
あ
る
機
会
に
シ
ナ
に

、
来
て
い
る
西
域
の
商
人
に
見
せ
る
と
非
常
に
珍
重
し
て
莫
大
な
価
を
も
つ

で
こ
れ
を
買
っ
て
い
く
（
「
西
域
の
蓮
池
、
重
価
を
も
っ
て
宝
物
を
求
め

る
話
-
唐
代
支
那
に
広
凝
せ
る
一
種
の
説
話
に
つ
い
て
i
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
ほ
う
た
ん

 
石
田
氏
は
、
こ
う
し
た
内
容
を
持
つ
話
を
「
胡
人
採
集
諌
」
或
い
は
「
胡

 
ば
い
ほ
う
た
ん

人
買
宝
課
」
と
名
付
け
、
文
字
通
り
博
引
肇
証
、
右
記
論
文
の
補
遺
も
含
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
と
約
三
十
の
類
話
を
収
録
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
を
よ
へ
っ

 
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
陸
頗
伝
」
も
、
そ
う
し
た
話
の
一
例
と
し
て
そ
こ
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
問
題
の
所
在
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

①
主
人
公
の
直
訳
は
、
科
挙
に
失
敗
し
て
画
学
に
学
ん
で
い
た
。
彼
は

 
い
く
ら
で
も
麺
が
食
べ
ら
れ
、
し
か
も
食
べ
る
ほ
ど
に
痩
せ
る
体
質
で
あ

 
る
。
あ
る
時
、
南
越
（
広
東
・
広
西
地
方
）
に
住
む
と
い
う
胡
人
数
名
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
彼
の
も
と
を
訪
れ
、
種
々
の
贈
り
物
を
し
た
い
と
申
し
出
る
。
申
し
出

 
を
受
け
た
陸
顕
で
あ
っ
た
が
、
い
さ
さ
か
気
味
が
悪
く
な
り
、
友
人
の
勧

 
め
も
あ
っ
て
郊
外
に
身
を
隠
す
。

②
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
胡
人
は
彼
の
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
突
き
止
め
て

 
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
彼
を
探
し
求
め
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
そ
の
腹

 
中
に
「
消
麺
虫
」
と
い
う
得
が
た
い
宝
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
を
是

 
非
自
分
た
ち
に
譲
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。
陸
顯
が
そ
れ
を
承
諾
す
る
と
胡

 
人
は
薬
を
飲
ま
せ
る
。
す
る
と
彼
は
、
青
い
色
の
蛙
の
ご
と
き
も
の
を
吐

 
き
出
す
。
胡
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
大
切
そ
う
に
し
ま
う
と
彼
に
莫
大
な
謝

 
礼
を
渡
し
て
立
ち
去
る
。

③
胡
人
か
ら
得
た
謝
礼
で
金
持
ち
と
な
っ
た
陸
顯
は
、
太
学
も
や
め
、
長

 
安
に
邸
宅
・
誓
言
を
構
え
、
悠
々
た
る
生
活
を
送
る
。
あ
る
日
、
件
の
胡
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人
た
ち
が
再
び
や
っ
て
き
て
、
海
中
の
奇
宝
を
取
り
に
行
こ
う
と
誘
う
。

誘
い
に
乗
っ
た
陸
顕
は
、
胡
人
に
つ
い
て
南
海
ま
で
出
か
け
て
い
く
。
胡

人
は
、
「
消
麺
虫
」
を
取
り
出
す
と
油
膏
の
入
っ
た
鼎
に
入
れ
て
火
に
か

け
る
。
す
る
と
海
中
か
ち
宝
珠
を
入
れ
た
盤
（
大
皿
）
を
捧
げ
持
っ
た
童

子
が
出
現
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
胡
人
は
宝
珠
を
不
服
と
し
て
童
子
を
の
の

し
り
、
追
い
返
す
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
三
度
目
に
し
て
、
海
中
か
ら

仙
人
が
持
っ
て
き
た
宝
珠
を
見
て
、
胡
人
は
「
至
宝
が
き
た
」
と
言
っ
て
、

こ
れ
を
受
け
取
る
。
宝
珠
を
得
た
胡
人
は
、
こ
れ
を
呑
む
と
自
分
に
つ
い

て
海
中
に
入
る
よ
う
、
陸
顕
を
促
す
。
彼
は
、
胡
人
の
侃
帯
に
掴
ま
り
、

海
中
に
入
る
が
海
水
は
酪
然
と
し
て
開
き
、
鱗
介
の
族
は
辟
易
し
て
彼
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
し
つ
つ
こ

を
避
け
る
。
竜
宮
や
鮫
室
に
行
っ
た
彼
ら
は
、
お
び
た
だ
し
い
宝
を

得
て
、
地
上
へ
と
戻
る
。
そ
の
宝
の
分
け
前
を
得
た
陸
顯
は
、
仕
官
す
る

 
 
 
 
び
ん
え
つ

こ
と
な
く
磐
越
（
今
日
の
福
建
地
方
）
で
一
生
を
送
っ
た
（
『
太
平
広
記
』

 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ょ
う
ど
く
 
 
せ
ん
し
つ
し
（
6
）

巻
四
七
六
。
豆
偏
・
張
読
『
二
黒
志
』
）
。

 
さ
て
、
石
田
氏
の
紹
介
が
、
き
っ
か
け
と
な
り
、
「
陸
顕
伝
」
は
、
我
が
国

で
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
見
え
、
説
話
学
や
民
話
学
、
或
い

は
史
学
の
著
作
や
論
文
な
ど
の
材
料
と
し
て
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
エ
ッ
セ
ー
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

ど
に
も
広
く
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ

ま
に
引
用
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
あ
ま
り
に
荒
唐
無
稽
と
言
っ
て
よ
い
内
容
も

手
伝
っ
て
か
、
本
作
品
を
一
個
の
作
品
と
し
て
論
じ
た
も
の
は
必
ず
し
も
多
く

 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
ヒ

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
本
稿
で
は
、
そ
の
用
語
を
主
な
手
が
か
り
と
し
て
、
立
代
小
説
「
陸
顯
伝
」

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

 
 
 
 
 
一

 
ま
ず
、
先
行
の
著
作
や
論
文
で
も
触
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
用
語
に
つ
き
、

 
 
 
 
 
 
 
す
り

整
理
し
て
お
き
た
い
。

〔
1
〕
胡
人

 
官
僚
志
望
の
一
書
生
に
す
ぎ
な
い
主
人
公
の
も
と
へ
、
あ
る
日
突
然
出
現
し
、

言
葉
巧
み
に
近
づ
い
て
く
る
胡
人
。
し
か
も
、
ど
ん
な
に
彼
ら
の
目
を
避
け
て

隠
れ
住
も
う
と
も
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
居
場
所
を
突
き
止
め
て
し
ま
う
異
能

の
持
ち
主
。
さ
ら
に
、
主
人
公
に
対
す
る
依
頼
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。

利
を
追
求
す
る
あ
く
な
き
執
念
と
、
あ
る
種
得
体
の
知
れ
な
さ
一
本
作
品
で

重
要
な
役
割
を
演
ず
る
胡
人
も
ま
た
、
唐
代
小
説
に
頻
出
す
る
胡
人
像
の
例
に

漏
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

 
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
胡
人
」
と
い
う
呼
称
に
は
、
①
異
民
族

一
般
、
②
波
斯
す
な
わ
ち
、
イ
ラ
ン
系
の
人
々
と
い
う
広
狭
二
義
が
存
す
る
。

唐
代
に
お
い
て
一
般
的
に
は
、
後
者
、
さ
ら
に
限
定
的
に
言
え
ば
、
ソ
グ
ド
人

（
粟
特
人
。
。
。
。
α
q
巳
雪
-
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
ソ
グ
デ
イ
ア
ナ
を
故
郷
と
し
、

今
日
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
あ
っ
た
都
市
国
家
群
を
形
成
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
）
を
指
す
。

 
作
品
中
、
作
者
は
彼
ら
自
身
の
口
に
よ
っ
て
、
「
吾
は
南
越
の
人
な
り
。

ば
ん
ぱ
く
 
 
う
ち

蛮
狛
の
中
に
長
ず
。
1
自
分
は
、
南
越
（
広
東
・
広
西
地
方
）
の
人
で
、
異

民
族
た
ち
の
問
で
成
長
し
ま
し
た
I
」
と
称
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
と
も

す
れ
ば
こ
の
胡
人
た
ち
を
直
ち
に
東
南
ア
ジ
ア
系
の
異
民
族
で
あ
る
と
考
え
が

 
 
 
 
（
1
0
）

ち
で
は
あ
る
。

 
し
か
し
、
石
田
氏
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
自
己
紹
介
の
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い

の
一
節
、
す
な
わ
ち
、
「
海
を
航
し
、
山
を
梯
し
て
中
華
に
至
り
云
々
」
と
あ

（152）



る
の
を
見
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
捉
え
る
の
に
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
東
南
ア
ジ
ア
人
で
も
、
「
海
を
航
し
、
山
を
済
し
」
と
称
し
て
差
し

支
え
ば
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
の
場
合
、
右
に
記
し
た
狭
義
の
「
胡
人
」

 
 
 
 
 
タ
 
ジ

な
い
し
は
、
大
食
つ
ま
り
ア
ラ
ビ
ア
人
な
ど
、
当
時
広
く
世
界
を
交
易
し
て
歩

い
た
人
々
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
南
越

谷
方
に
は
、
こ
れ
ら
西
域
か
ら
や
っ
て
来
た
人
々
が
数
多
く
定
住
し
て
い
た
と

 
 
 
 
 

さ
れ
る
。
し
か
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
作
品
の
童
話
の
多
く
は
、
西
域

の
人
々
と
の
関
連
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
当
時
の
作
者
と
読

者
と
の
間
の
共
通
の
認
識
と
し
て
、
「
南
越
の
胡
人
」
と
言
え
ば
、
東
南
ア
ジ

ア
人
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
西
域
の
人
を
指
す
と
考
え
て
い
た
と
類
推
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
2
〕
宝
珠

 
唐
代
小
説
で
胡
人
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
経
済
力
と
と
も
に
、
「
陸
顕
伝
」

に
見
え
る
の
と
同
じ
く
、
宝
に
対
す
る
飽
く
な
き
執
念
と
、
そ
れ
を
見
つ
け
出

す
鋭
い
霊
感
を
語
る
話
が
少
な
く
な
い
。

 
彼
ら
の
宝
へ
の
執
念
を
示
す
言
葉
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
な
の
は
、
太

宗
・
李
世
民
（
六
二
六
～
六
四
九
在
位
）
の
次
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

 
し
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
こ

 
上
、
侍
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「
吾
聞
く
、
西
域
の
買
胡
は
美
珠
を
得

 
 
 
 
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
れ

れ
ば
、
身
を
剖
き
て
以
て
之
を
蔵
す
と
。
諸
有
る
か
。
」
と
。
（
『
貞
観
政

要
』
十
三
）

 
我
が
身
を
割
い
て
で
も
、
宝
を
か
く
す
と
い
う
彼
ら
の
宝
へ
の
執
念
は
、
唐

人
た
ち
の
興
味
を
よ
ほ
ど
強
く
ひ
い
た
も
の
と
見
え
、
『
広
記
』
巻
四
〇
〇
～

唐
代
伝
奇
「
陸
顕
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

四
〇
五
に
収
録
さ
れ
る
「
宝
」
の
項
な
ど
を
見
渡
し
て
も
、
同
類
の
話
が
少
な

か
ら
ず
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
の
か
く
し
場
所
に
つ
い
て
は
、
或
い
は
『
貞
観
政

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
も
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
え
き

要
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
股
を
割
く
と
い
い
、
或
い
は
ま
た
、
腎
腋
（
二
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ

腕
や
、
わ
き
の
下
）
を
割
く
と
い
う
。

 
そ
し
て
、
彼
ら
胡
人
が
追
い
求
め
る
宝
も
、
「
破
山
剣
」
（
「
破
山
勘
」
、
『
広
記
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
う
よ
う
ざ
つ
そ

二
三
一
二
、
出
『
広
異
記
』
）
、
「
宝
骨
」
（
「
掌
骨
」
、
四
〇
三
、
出
吉
成
式
『
酉
陽
雑
狙
』
）
、

「
鎮
国
椀
」
（
『
広
記
』
四
一
＝
、
出
李
吉
言
『
続
玄
怪
録
』
）
、
「
象
牙
」

 
ろ
う
し
ゅ
う
ば
く
よ
う
（
1
5
）

（「

{
州
莫
倍
」
、
『
広
記
』
四
四
〇
、
出
『
広
異
記
』
）
な
ど
の
例
が
見
ら

れ
る
も
の
の
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
の
は
、
右
に
示
し
た
『
貞
観
政
要
』
に

見
え
る
よ
う
に
、
「
宝
珠
」
で
あ
る
。

「
陸
顕
伝
」
に
見
え
る
宝
は
、

1
 
消
麺
虫

2
 
宝
珠

の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
1
の
消
麺
虫
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
次
項
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
こ
で
は
、
2
の
宝
珠
に
つ
い
て
見
る
。

 
「
陸
顯
伝
」
に
い
う
宝
珠
が
、
「
南
海
」
よ
り
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
記
述

か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
で
産
出
す
る
真
珠
の
類
と
見
て
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ

 
 
ぜ

ろ
う
。
「
南
海
の
珠
」
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
は
、
六
朝
志
怪
・
唐
代
伝
奇
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ん
ぼ
う

類
に
も
、
古
く
は
、
梁
・
任
肪
『
述
異
記
』
（
「
鯨
魚
目
」
〔
『
広
記
』
四
〇
二
〕
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 

以
来
、
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。

 
作
品
中
、
消
麺
虫
に
よ
っ
て
、
呼
び
出
さ
れ
た
海
中
世
界
か
ら
の
使
者
の
も
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た
ら
し
た
宝
珠
を
二
度
に
渡
っ
て
拒
絶
し
、
三
度
目
に
し
て
よ
う
や
く
得
た
「
至

宝
」
と
呼
ば
れ
る
宝
珠
が
至
宝
た
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
自
身
の
価
値
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、

①
そ
れ
を
呑
む
こ
と
よ
っ
て
、
海
中
世
界
を
自
由
に
動
き
回
る
こ
と
が
出

 
来
る
こ
と
。

②
そ
の
威
光
に
よ
っ
て
、
海
中
世
界
に
生
息
す
る
「
鱗
介
の
属
」
を
退
け

 
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

③
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
海
中
世
界
の
お
び
た
だ
し
い
宝
を
手
に
入
れ

 
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

と
言
う
働
き
で
あ
ろ
う
。
消
麺
虫
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
得
た
と
い
う
こ
の
宝
珠

と
の
共
通
点
と
し
て
、
本
稿
注
1
4
に
挙
げ
た
「
宝
を
呼
び
寄
せ
る
力
」
と
は
、

こ
の
事
を
言
う
。

 
宝
珠
を
単
な
る
宝
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
特
別
な
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る

見
方
は
、
志
怪
・
伝
奇
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
、
代
表
的
な
「
力
」
と

し
て
、
彼
ら
が
考
え
た
も
の
は
、
夜
中
、
光
を
発
す
る
と
い
う
も
の
か
ら
始
ま
つ

 
の
 

て
、
以
下
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

 
「
陸
顯
伝
」
に
見
え
る
「
至
宝
」
と
呼
ば
れ
る
珠
の
働
き
は
、
右
の
う
ち
、

ア
（
部
分
的
に
は
イ
）
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
伝

奇
の
中
に
は
、
本
作
品
と
極
め
て
よ
く
似
た
話
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

 
ま
ず
、
「
魏
生
」
と
言
う
話
に
は
、
「
宝
母
」
と
い
う
、

り
の
「
他
の
宝
を
呼
び
寄
せ
る
宝
」
が
登
場
す
る
。

「
至
宝
」
と
そ
っ
く

 
魏
生
と
い
う
も
の
が
、
暴
風
雨
の
後
、
砂
磧
の
中
か
ら
見
つ
け
た
石
片
を

胡
人
た
ち
の
開
く
「
宝
会
」
（
宝
の
品
評
会
）
で
見
せ
た
と
こ
ろ
、
胡
人
が
高

価
で
購
い
た
い
と
申
し
出
、
ど
ん
ど
ん
価
格
を
せ
り
上
げ
、
と
う
と
う
一
千

万
と
い
う
法
外
な
値
で
売
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
宝
の
価
値
を

胡
人
に
尋
ね
る
と
、
「
こ
れ
こ
そ
自
分
た
ち
の
本
国
で
紛
失
し
、
長
く
行
方

を
求
め
て
い
た
「
宝
母
」
で
あ
る
。
毎
月
望
の
日
（
陰
暦
十
五
日
）
に
、
王
自

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ら
が
、
直
接
海
辺
に
出
か
け
、
壇
を
設
け
て
こ
れ
を
祭
る
と
、
明
珠
や
二
目
ハ

が
皆
自
然
に
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
「
宝
母
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
し

と
（
『
広
記
』
四
〇
三
、
出
替
黒
氏
『
磁
化
記
』
。
傍
点
は
増
子
。
以
下
特
に

断
り
が
な
い
場
合
は
同
じ
）
。
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ア
 
珠
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
得
た
人
に
幸
運
（
富
や
高
い
地
位
）
を
招

㊥
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

イ
 
珠
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
っ
た
人
を
災
難
か
ら
守
る
。

ウ
 
珠
を
土
中
に
埋
め
る
と
、
そ
こ
か
ら
清
水
が
湧
く
、
或
い
は
珠
を
濁
水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
に
投
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
清
水
に
変
え
る
。

 
次
に
、
そ
の
珠
な
い
し
は
そ
れ
を
何
ら
か
の
方
法
で
加
工
し
た
も
の
に
よ
っ

て
、
水
上
や
水
中
を
自
由
に
動
き
回
れ
る
と
い
う
話
に
は
、
「
宝
珠
」
、
「
爾
餅
胡
」

 
 
 
お
 

が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
陸
直
伝
」
と
ま
さ
に
瓜
二
つ
の

内
容
を
持
つ
。

 
「
陸
顯
伝
」
と
、
こ
れ
ら
の
話
と
の
共
通
点
を
整
理
す
る
と
、



①
鍋
（
ま
た
は
鼎
）
で
、
珠
を
煮
る
（
「
陸
自
伝
」
で
は
、
煮
る
の
は
珠

 
で
は
な
く
消
麺
虫
）
。

②
そ
れ
に
よ
り
、
海
中
か
ら
使
者
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
（
「
宝
珠
」
）
。

③
「
陸
顯
伝
」
で
は
、
珠
を
呑
む
と
言
い
、
「
宝
珠
」
で
は
珠
と
二
竜
女
を

 
合
し
て
膏
薬
状
と
し
た
も
の
を
足
に
塗
る
と
言
い
、
「
鷲
餅
胡
」
で
は
、
削
っ

 
た
珠
を
油
で
煮
溶
か
し
た
も
の
を
体
に
塗
る
と
言
い
、
そ
れ
ら
の
方
法
に

 
よ
っ
て
海
上
（
「
宝
珠
」
）
ま
た
は
海
中
（
「
需
餅
胡
」
、
「
陸
里
馬
」
）
を
自

 
由
に
動
き
回
る
こ
と
が
出
来
る
。

④
珠
を
何
ら
か
の
形
で
身
に
つ
け
て
海
中
に
は
い
る
と
、
竜
神
や
鱗
介
の

 
族
が
畏
れ
避
け
て
、
こ
の
た
め
海
中
の
宝
を
自
由
に
我
が
も
の
と
す
る
こ

 
と
が
出
来
た
（
「
窩
餅
胡
」
、
「
陸
顯
伝
」
）
。

と
な
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
こ
の
三
話
が
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
の
関
連
も
な
い
と
見

な
す
こ
と
は
困
難
と
言
っ
て
よ
い
。
む
し
ろ
、
話
の
類
似
性
か
ら
す
れ
ば
、
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

者
の
間
に
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
見
る
方
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
、

仮
に
こ
れ
ら
の
間
に
何
ら
関
係
が
な
い
と
し
て
も
、
後
世
の
時
代
区
分
で
言
う

中
唐
か
ら
晩
唐
の
頃
に
か
け
て
同
様
の
話
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
、
ほ

ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
背
景
を
考
え
ず
に
、
た
だ
単
に
偶
然
の

一
致
と
し
た
の
で
は
、
こ
れ
ら
あ
ま
り
に
も
酷
似
し
た
三
話
の
関
係
を
考
え
る

こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
三

 
以
上
の
よ
う
に
、
「
陸
細
魚
」
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
胡
人
と
宝
の
話
は
、

六
朝
志
怪
や
同
時
代
の
伝
奇
の
中
に
見
ら
れ
る
類
話
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

唐
代
伝
奇
「
陸
顕
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

 
そ
れ
で
は
、
「
消
麺
虫
」
と
い
う
奇
妙
な
虫
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
本
稿
の
は
じ
め
で
紹
介
し
た
「
陸
頷
伝
」
の
梗
概
に
見
え
る
「
消
麺
虫
」
の

主
な
特
徴
は
、

＠＠o
そ
れ
が
腹
中
に
あ
る
と
き
は
、
麺
が
い
く
ら
で
も
食
べ
ら
れ
る
。

そ
の
形
状
は
、
青
い
蛙
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
用
い
て
、
他
の
宝
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
い
う
三
点
で
あ
る
。

 
こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
、

胡
人
は
、

 
此
虫
真
菌
地
中
和
之
気
、
起
結
。
故
溶
食
麺
。
蓋
以
麦
自
製
唐
錦
、
至
来

年
夏
季
、
方
始
成
実
、
受
天
地
四
時
全
気
。
故
嗜
其
味
焉
一
こ
の
虫
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

天
地
中
和
の
気
を
う
け
て
生
じ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
麺
を
よ
く
食
べ
る

の
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
麦
と
い
う
も
の
は
、
秋
に
植
え
、
翌
年
の
夏

に
実
が
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
（
こ
の
間
に
）
天
地
の
四
季
の
気
全
て
を
う

け
て
い
る
の
で
、
こ
の
虫
は
麺
を
好
む
の
で
す
。

と
説
明
す
る
。

 
こ
の
種
の
話
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
時
代
は
か
な
り
降
る
が
、

清
・
蒲
松
齢
『
題
号
志
異
』
の
「
酒
虫
」
と
題
さ
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
す
う
へ
い

長
山
県
（
山
東
省
郷
平
）

の
劉
某
は
、
大
変
な
酒
好
き
で
、
一
度
に
一
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か
め甕

を
空
け
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
番
僧
（
異
人
の
僧
）
が
や
っ

て
来
て
、
い
く
ら
酒
を
飲
ん
で
も
酔
わ
な
い
の
は
、
腹
中
に
酒
虫
が
い
る
た

め
だ
と
言
っ
て
、
彼
を
日
向
に
馳
せ
に
寝
か
せ
、
手
足
を
縛
っ
て
顔
の
先
三

尺
ば
か
り
の
所
へ
酒
を
置
く
。
す
る
と
、
乾
き
に
耐
え
か
ね
た
酒
虫
が
の
ど

か
ら
出
る
と
、
酒
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
。
こ
れ
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、
番
僧

は
、
こ
れ
は
酒
の
精
で
、
こ
れ
を
水
に
溶
か
す
と
う
ま
い
酒
が
で
き
る
と
答

え
、
そ
の
虫
を
引
き
取
っ
て
去
っ
た
。
以
後
、
彼
は
、
酒
が
大
嫌
い
と
な
り
、

そ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
豊
か
だ
っ
た
彼
の
家
は
零
落
し
て
三
度

の
食
事
に
も
事
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
（
巻
五
）
。

 
先
行
の
論
考
に
お
い
て
、
「
酒
虫
」
が
直
接
基
づ
い
た
と
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

南
宋
・
軍
糧
『
夷
膳
志
・
丁
志
』
巻
一
六
「
酒
虫
」
で
あ
る
。
こ
の
記
述
で
は
、

そ
の
虫
が
富
と
関
わ
り
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
1
今
日
伝
え

ら
れ
て
い
る
欠
字
の
多
い
テ
キ
ス
ト
を
見
る
限
り
ζ
お
い
て
は
一
な
い
。
し

か
し
、①

虫
が
腹
中
に
あ
る
う
ち
は
、
い
く
ら
で
も
酒
が
飲
め
た
と
し
て
い
る
点
。

②
姿
に
つ
い
て
、
「
塊
肉
垂
の
如
く
」
「
黄
上
□
□
論
難
微
動
す
。
」
と

 
あ
る
点
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
そ
の
形
状
は
、
「
赤
尊
長
三
寸
」
ほ
ど
で
あ
り
、

と
す
る
。
こ
の
h
酒
虫
し
の
特
徴
の
う
ち
、

目
も
口
も
備
わ
っ
て
い
た

Gり

@
そ
れ
が
、
腹
中
に
あ
る
と
、
い
く
ら
で
も
食
べ
ら
れ
た
り
飲
め
た
り
す

 
る
こ
と
。

ω
 
そ
れ
が
富
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
。

の
二
点
は
、
共
通
す
る
が
、
そ
の
形
状
に
著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
虫

が
腹
中
に
あ
る
と
い
く
ら
で
も
酒
が
飲
め
た
と
い
う
記
述
か
ら
見
れ
ば
、
「
酒

虫
」
が
、
「
口
占
伝
」
な
い
し
は
、
同
系
統
の
話
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
形
状
の
著
し
い
相
違
を

思
っ
た
と
き
、
「
酒
虫
」
が
「
消
麺
虫
」
の
、
い
わ
ば
直
系
の
子
孫
と
見
る
の

に
は
た
め
ら
い
を
禁
じ
得
な
い
。
や
は
り
、
そ
の
原
型
は
、
他
に
求
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

な
ど
か
ら
、
こ
の
記
述
が
「
酒
虫
」
の
着
想
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
十
分
予
想
さ
れ
、
「
陸
顯
伝
」
に
比
べ
、
確
か
に
、
よ
り
濃
厚
な
、
い
わ

ば
「
血
の
つ
な
が
り
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
三
者
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
こ
れ
ら
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
本
稿
の
本
題
で
あ
る
「
消
麺
虫
」
の
特
徴

を
明
確
化
す
る
た
め
に
は
、
唐
心
以
前
の
単
級
の
状
況
を
眺
め
る
必
要
が
あ
ろ

う
。 

「
そ
の
虫
が
腹
中
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
飲
食
で
き
た
」
と

言
う
内
容
を
持
つ
話
と
し
て
、
今
日
我
々
が
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
最
も
古
い

も
の
は
、
『
太
平
御
覧
』
八
四
九
に
引
く
、
南
朝
・
宋
（
四
二
〇
1
四
七
九
）

 
 
 
 
 
 
せ
い
か
い
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
7
）

の
東
陽
無
量
『
斉
譜
記
』
に
見
え
る
記
述
で
あ
ろ
う
。

 
江
夏
仁
安
陸
（
湖
北
省
）
に
、
東
浄
の
隆
安
頃
（
三
九
七
-
四
〇
一
）
、

三
人
の
兄
弟
が
あ
り
、
そ
の
長
男
が
流
行
病
に
か
か
っ
て
以
来
、
米
を
一
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簾
（
十
二
。
東
平
で
は
約
二
〇
リ
ッ
ト
ル
）
も
食
べ
る
の
で
、
と
う
と
う

家
を
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
や
が
て
空
腹
に
さ
い
な
ま
れ
た
彼
は
、
他
家

の
畑
に
植
え
て
あ
る
韮
と
大
蒜
を
一
腰
分
食
べ
る
と
、
虫
を
吐
き
出
し
た
。

そ
の
虫
は
、
竜
の
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、
地
面
に
落
ち
る
と
だ
ん
だ
ん
大

き
く
な
り
、
試
み
に
飯
粒
を
与
え
る
と
、
そ
れ
を
溶
か
し
て
水
に
し
て
し
ま
っ

た
…
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ん
う
ん

さ
ら
に
、
『
広
記
』
四
七
三
に
引
く
、
「
怪
哉
」
（
下
梁
・
股
芸
『
小
説
』
）

に
は
、
腹
中
に
あ
る
虫
で
は
な
い
が

場
す
る
。

、
「
酒
虫
」
と
極
め
て
よ
く
似
た
虫
が
登

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ど
う

 
漢
の
武
帝
が
、
甘
泉
宮
に
御
幸
し
た
時
、
画
道
（
天
子
の
通
る
道
）
に
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

頭
も
歯
も
耳
も
備
わ
っ
た
赤
い
虫
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
何
と
い
う
虫
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
の
で
、
東
方
朔
に
こ
れ
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
昔
罪
無
く
し
て
繋

が
れ
た
庶
民
の
愁
い
や
怨
み
が
、
凝
っ
て
虫
に
な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
帝

が
、
ど
う
ず
れ
ば
こ
の
虫
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
下
問
す
る
と
、

朔
は
、
「
お
よ
そ
憂
い
は
酒
を
用
い
て
解
く
と
申
し
ま
す
。
こ
の
虫
も
酒
で

解
け
ま
し
ょ
う
。
」
と
答
え
る
。
そ
の
言
葉
の
通
り
す
る
と
果
た
し
て
虫
は

と
け
て
し
ま
っ
た
。

 
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
虫
と
富
と
の
関
係
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
こ

に
見
え
る
虫
の
姿
は
、
「
消
麺
虫
」
よ
り
も
む
し
ろ
後
代
の
「
酒
虫
」
に
近
い
。

あ
る
い
は
、
『
夷
弓
志
』
の
「
酒
虫
」
の
発
想
の
原
点
は
こ
の
あ
た
り
に
求
め

る
べ
き
か
。

唐
代
伝
奇
「
陸
顯
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

 
降
っ
て
、
唐
代
伝
奇
に
こ
う
し
た
例
を
さ
が
す
と
、
『
広
記
』
二
二
〇
に
引

 
 
く
よ
た
っ

く
「
句
振
鉾
史
」
（
出
戴
孚
『
広
異
記
』
、
作
者
未
詳
『
異
疾
志
』
）
と
言
う
話
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
陸
顕
伝
し
と
極
め
て
よ
く
似
た
構
成
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

 
急
行
県
（
江
蘇
省
）
の
佐
史
（
属
官
）
は
、
鰭
が
好
物
で
一
度
に
数
十
斤

（
唐
代
の
一
斤
は
約
五
九
〇
グ
ラ
ム
）
食
べ
る
。
し
か
も
そ
れ
で
も
食
べ
足

り
な
い
。
県
令
が
試
し
に
鰭
百
斤
を
食
べ
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
悶
絶
し
、
や

 
 
 
 
 
 
お
 

が
て
麻
靴
の
底
の
よ
う
な
虫
を
吐
き
出
し
た
。
こ
れ
を
揚
州
へ
持
っ
て
い

き
売
ろ
う
と
す
る
と
胡
人
が
買
い
た
い
と
申
し
出
、
自
ら
値
段
を
三
百
貫
ま

で
つ
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
こ
の
虫
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、
こ
れ
は
「
錆
（
消

に
同
じ
）
魚
の
精
」
と
言
い
、
人
の
腹
中
の
病
の
塊
を
溶
か
す
も
の
で
あ
る
。

今
、
本
国
の
太
子
が
病
気
な
の
で
、
持
っ
て
帰
っ
て
売
れ
ば
、
千
金
の
儲
け
 
 
朗

に
な
る
と
言
う
。
そ
こ
で
そ
の
半
分
を
売
っ
た
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
口

こ
の
話
は
、
デ
ィ
テ
ー
ル
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、

①
そ
の
虫
が
腹
中
に
あ
る
と
き
、
あ
る
食
物
や
飲
み
物
が
い
く
ら
で
も
食

 
べ
ら
れ
る
点
。

②
そ
れ
を
胡
人
が
高
値
で
購
い
た
い
と
申
し
出
る
点
。

③
胡
人
が
そ
れ
だ
け
の
大
金
を
投
じ
る
理
由
は
、
虫
が
何
ら
か
の
不
思
議

 
な
力
を
持
つ
た
め
で
あ
る
と
し
た
点
。

は
、
「
陸
顕
伝
」
と
全
く
同
じ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
え
る
虫

の
姿
も
ま
た
、
南
朝
・
宋
の
『
斉
譜
記
』
か
ら
清
の
『
柳
斎
志
異
』
に
至
る
ま



で
の
、
虫
の
姿
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
う
し
た
、
い
か
に
も
寄
生
虫
然
と
し
た
姿
が
、

こ
の
種
の
話
の
い
わ
ば
本
流
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
の
遺
跡
の
厨

跡
か
ら
し
ば
し
ば
少
な
か
ら
ぬ
寄
生
虫
卵
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
恐
ら
く
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
寄
生
虫
は
ご
く
身
近
な
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
「
腹
中
の
虫
」
と
称
す
る
以
上
は
、
寄
生
虫

様
の
虫
を
想
像
す
る
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
「
消
麺
虫
」
の
回
す
な
わ
ち
、
「
長
二
寸
許
、
色
青
、
状
如
蛙

-
長
さ
二
寸
ほ
ど
で
、
色
は
青
く
、
蛙
の
よ
う
な
姿
」
と
い
う
は
、
作
者
の

完
全
な
創
作
と
考
え
る
べ
き
か
否
か
。

 
田
口
暢
穂
「
韓
愈
の
『
答
柳
島
州
参
宮
募
』
詩
を
め
ぐ
っ
て
」
に
よ
れ
髄
、

魏
晋
以
来
の
蛙
を
う
た
っ
た
詩
は
、

＠＠＠o
蛙
を
以
て
小
人
の
喩
え
と
す
る
。

有
能
の
士
と
結
び
つ
け
る
。

長
雨
・
大
水
の
景
。

水
辺
の
景
色
の
点
景
。

、

等
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
一
方
、
志
怪
・
伝
奇
で
は
、
右
に
見
る
詩
の
世
界

と
は
趣
を
異
に
し
、
蛙
を
主
人
公
と
す
る
奇
談
の
類
が
散
見
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん
じ
よ

 
そ
う
し
た
奇
談
の
一
つ
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
、
「
腹
中
の
毒
除
（
ひ

き
が
え
る
）
」
を
扱
っ
た
話
が
あ
る
。

 
周
客
子
と
い
う
人
に
娘
が
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
膳
を
い
く
ら
食
べ
て
も
飽

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ょ
う
き
ょ
う

食
し
な
い
。
こ
の
為
、
家
は
貧
し
く
な
っ
た
。
あ
る
時
、
長
橋
 
（
江
蘇

 
 
 
 
 
お
 

省
宜
興
国
か
）
ま
で
来
る
と
、
漁
師
が
魚
を
さ
ば
い
て
謄
に
し
て
い
る
の

を
見
た
。
そ
こ
で
、
銭
一
千
で
そ
れ
を
買
い
、
食
べ
始
め
た
が
、
五
斜
食
べ

た
と
こ
ろ
で
、
吐
い
て
し
ま
う
。
す
る
と
そ
こ
か
ら
蠕
蛉
が
出
て
き
た
。
下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

女
が
魚
を
そ
の
口
に
置
い
た
と
こ
ろ
た
ち
ま
ち
そ
の
魚
は
水
に
な
っ
て
し

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
っ
た
。
娘
は
以
後
二
度
と
謄
を
食
べ
な
か
っ
た
（
『
太
平
御
覧
』
八
六
二
、

出
『
皇
宮
記
』
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
う
い
よ
く

 
右
の
話
を
明
ら
か
に
下
敷
き
に
し
た
と
思
わ
れ
る
豊
代
伝
奇
に
、
實
維
釜
『
広

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

古
今
五
行
記
』
に
見
え
る
話
が
あ
る
。
こ
の
話
は
、
後
世
、
「
意
を
作
り
、
奇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
好
む
」
と
称
せ
ら
れ
た
伝
奇
に
ふ
さ
わ
し
く
、
前
代
の
『
斉
語
口
』
に
比

べ
る
と
、
年
代
を
旦
ハ
体
的
に
晋
の
太
元
八
年
（
三
八
三
）
と
設
定
し
た
り
、
娘

の
様
子
を
事
細
か
に
描
写
す
る
な
ど
、
か
な
り
曲
折
に
富
ん
だ
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
、
蠕
蛉
を
吐
き
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
膳
が
食
べ
ら
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
、
胡
人
三
宝
謳
的
要
素
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と

こ
ろ
は
、
『
斉
譜
記
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
伝
奇
の

成
立
が
古
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
で
き
ぬ
で
は
な
い
施
、
作
者
の

伝
記
そ
の
も
の
が
未
詳
で
あ
る
た
め
に
、
作
品
の
成
立
時
期
も
ま
た
未
詳
と
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

ざ
る
を
得
ず
、
従
っ
て
そ
の
推
測
も
、
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
は
お
く
と
し
て
も
、
唐
代
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
話
が
か
な

り
忠
実
に
前
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
実
に
言
え
る
こ
と
と
思

う
。
従
っ
て
、
「
陸
顯
伝
」
の
作
者
が
、
先
の
「
酒
虫
」
系
の
話
と
共
に
、
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
し
た
話
か
ら
着
想
を
得
た
と
見
る
こ
と
も
ま
た
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、
「
消
麺
虫
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
、

①
そ
れ
が
腹
中
に
あ
る
時
は
、
あ
る
も
の
が
い
く
ら
で
も
飲
食
で
き
る
。

②
そ
の
姿
が
蛙
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

と
い
う
二
点
は
、
志
怪
、
と
り
わ
け
今
日
我
々
が
目
に
し
う
る
も
の
と
し
て
は

南
朝
・
宋
の
東
陽
無
疑
『
世
譜
記
』
に
記
さ
れ
た
内
容
と
酷
似
す
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
「
消
麺
虫
」
の
着
想
も
ま
た
、
前
項
の
胡
人
と
宝
の
場
合
と
同
じ
く
、

先
行
の
文
献
一
よ
り
直
接
的
に
は
『
斉
譜
記
』
な
ど
の
志
怪
、
も
し
く
は
そ

う
し
た
志
怪
の
影
響
を
受
け
て
成
っ
た
と
思
わ
れ
る
伝
奇
（
戴
孚
『
広
異
記
』

や
實
維
饗
『
広
古
今
五
行
記
』
？
な
ど
）
か
ら
着
想
を
得
た
こ
と
が
推
定
さ
れ

 
 
ね

た
。
こ
れ
に
前
項
に
示
し
た
、
「
他
の
宝
を
呼
び
寄
せ
る
宝
の
話
」
な
ど
の
要

素
が
加
味
さ
れ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
「
消
亀
虫
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
で
は
、
作
者
は
た
だ
単
に
種
々
の
話
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
だ
け
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
も
し
仮
に
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
。
一
こ
の
問
題
は
、
下
編
で
考
え
る
こ
と
と
し

た
い
。

唐
代
伝
奇
「
陸
顕
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

【
注
】

（
1
）
 
初
出
は
創
元
社
、
一
九
四
一
年
。
本
稿
で
は
、
『
（
増
訂
）
長
安
の
春
』

 
 
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
・
九
六
七
年
）
・
に
よ
っ
た
。

（
2
）
 
石
田
論
文
を
補
う
論
考
に
、

 
 
①
富
永
一
登
「
唐
代
小
説
に
見
え
る
ペ
ル
シ
ア
人
」
（
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

 
 
 
の
歴
史
と
文
学
』
、
第
一
法
規
、
一
九
八
一
年
）

 
 
②
荘
司
格
一
『
中
国
中
世
の
説
話
-
古
小
説
の
世
界
1
』
（
白
朝
里
、

 
 
 
一
九
九
二
年
）

 
 
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
石
田
論
文
未
載
の
数
輩
を
付
け
加
え
る
。
ま
た
、
本

 
 
稿
執
筆
中
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
し
に
か
』
一
九
九
七
年
十
月
号
（
大
修

 
 
館
書
店
）
所
載
の
佐
々
木
睦
「
胡
人
と
宝
の
物
語
」
に
は
、
野
間
洋
介
採

 
 
集
「
唐
・
五
代
伝
奇
小
説
に
お
け
る
胡
人
と
宝
の
物
語
」
の
表
を
引
い
て

 
 
い
る
。
雲
表
で
は
、
『
太
平
広
記
』
以
外
か
ら
も
話
を
採
集
し
、
そ
の
数

 
 
は
四
十
六
話
に
及
ぶ
。
詳
細
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
 
国
子
監
所
管
の
学
校
の
一
つ
。
唐
戸
で
は
、
五
品
以
上
の
子
弟
の
入
学

 
 
が
許
さ
れ
て
い
た
（
『
文
献
通
考
』
巻
四
一
）
。

（
4
）
 
今
村
与
志
雄
『
唐
宋
伝
奇
集
』
下
で
は
、
「
こ
こ
で
は
、
い
ま
の
イ
ン

 
 
ド
シ
ナ
半
島
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
を
視
界
に
お
さ
め
て
い
る
と
解
釈
し
た
ほ

 
 
う
が
よ
い
か
。
」
と
す
る
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

（
5
）
 
鮫
人
之
室
と
も
い
う
。
蚊
人
は
、
「
鮫
人
」
と
も
表
記
す
る
。
こ
れ
に

 
 
つ
い
て
は
、
本
稿
の
下
篇
で
詳
し
く
述
べ
る
。

（
6
）
 
『
太
平
広
記
』
は
、
以
後
、
『
広
記
』
と
表
記
し
、
「
巻
し
の
字
も
省
略
し
、

 
 
数
字
の
み
記
す
。

（
7
）
 
邸
永
漢
「
消
麺
故
事
」
（
『
食
は
広
州
に
在
り
』
所
収
。
初
出
は
、
文
芸
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春
秋
社
、
一
九
五
八
年
。
本
稿
は
、
中
公
文
庫
［
一
九
七
五
年
］
に
よ
っ

 
 
た
）
な
ど
。

（
8
）
 
先
に
引
い
た
石
田
論
文
以
外
に
、
本
作
品
に
つ
い
て
触
れ
た
論
考
の
い

 
 
く
つ
か
は
後
述
す
る
が
、
作
品
そ
の
も
の
を
考
究
し
た
も
の
と
は
言
い
難

 
 
い
。
今
回
、
筆
者
が
目
に
し
た
訳
注
書
の
う
ち
、
用
語
ま
で
、
比
較
的
詳

 
 
細
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、
国
内
の
も
の
で
は
、

 
 
 
①
漢
文
資
料
編
集
会
議
『
伝
奇
小
説
』
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
一
年
）

 
 
 
②
今
村
与
志
雄
『
唐
宋
伝
奇
集
』
下
（
前
出
）

 
 
中
国
の
も
の
で
は
、

 
 
 
①
王
汝
濤
主
編
『
太
平
広
記
選
』
下
（
斉
重
書
社
、
一
九
八
一
年
）

 
 
 
②
葉
桂
剛
ほ
か
『
中
国
面
争
伝
奇
賞
析
』
下
（
北
京
広
播
学
院
出
版
、

 
 
 
 
一
九
九
二
年
）

 
 
の
四
種
が
あ
っ
た
。
な
お
、
「
陸
心
界
」
を
古
典
小
説
の
一
つ
と
し
て
紹

 
 
介
し
た
も
の
と
し
て
は
、
劉
世
徳
ほ
か
『
中
国
古
代
小
説
百
科
全
書
』
（
〔
李

 
 
剣
岳
執
筆
〕
、
中
国
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。

（
9
）
 
こ
れ
か
ら
触
れ
る
い
く
つ
か
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
先
行
の
論
考
の
蓄

 
 
積
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
詳
し
く
は
、
そ
の
方
面
の
出
自
に
譲
る
こ
と
と

 
 
し
、
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
も
本
作
品
を
考
え
る
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る

 
 
用
語
の
み
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

（
1
0
）
 
荘
司
格
一
『
中
国
中
世
の
説
話
』
（
本
稿
注
2
に
既
出
）
で
は
、
「
こ
の

 
 
胡
は
南
越
で
あ
る
。
」
と
す
る
（
同
書
六
二
頁
）
。

（
1
1
）
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
、
桑
原
粘
度
「
階
唐
時
代
に
支
那
に
来
住

 
 
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」
に
も
指
摘
が
あ
る
（
初
出
は
、
『
内
藤
湖
南
博

 
 
士
還
暦
祝
賀
支
那
学
論
叢
』
、
一
九
二
六
年
。
本
稿
は
『
桑
原
階
蔵
全
集
』

 
 
第
二
巻
を
参
照
し
た
。
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
。
植
木
久
行
『
唐
詩

 
 
の
風
土
』
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
、
そ
の
中
心
地
の
広
州
は
二
代
第
一
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
ん
ぽ
う

 
 
海
外
貿
易
港
と
し
て
繁
栄
し
、
蕃
坊
と
呼
称
さ
れ
る
外
国
人
居
留
地
に

 
 
住
む
外
国
商
人
等
の
数
は
十
万
を
超
え
た
と
い
う
（
研
文
出
版
、
一
九
八

 
 
四
年
）
。

（
1
2
）
 
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
「
陸
図
伝
」
と
同
じ
く
、
『
令
室
志
』
に
載
せ
る

 
 
別
の
話
に
も
、
宝
珠
を
求
め
て
「
海
を
越
え
、
山
を
鍮
え
」
て
唐
へ
や
つ

 
 
て
来
た
胡
人
に
つ
い
て
記
す
が
（
「
筆
生
、
『
広
記
』
四
〇
二
）
、
こ
の
胡

 
 
人
は
、
水
の
少
な
い
「
西
国
の
人
」
と
す
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
明
ら
か
に

 
 
ペ
ル
シ
ア
人
乃
至
は
ア
ラ
ビ
ア
人
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
「
陸

 
 
顕
伝
」
の
表
現
と
あ
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
い
ふ

（
1
3
）
 
「
青
泥
珠
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
戴
孚
『
広
異
記
』
）
、
「
李
勉
」
（
同
巻
、
 
側

 
 
出
醇
用
命
『
集
異
記
』
）
な
ど
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
い

（
1
4
）
 
「
径
寸
珠
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
『
広
異
記
』
）
、
「
蕩
餅
胡
」
1
餅
（
我

 
 
が
国
で
言
う
餅
で
は
な
く
、
小
麦
粉
を
材
料
と
す
る
食
品
）
を
売
る
胡
人

 
 
1
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
語
甫
氏
『
原
化
記
』
）
な
ど
。
ま
た
、
死
ん
だ

 
 
胡
人
の
口
中
に
か
く
す
と
い
う
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
存
す
る
（
「
李
約
」
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
し
や
く

 
 
『
広
記
』
一
六
八
、
出
李
緯
『
尚
書
故
実
』
「
李
下
」
本
稿
注
1
1
に
既
出
。

 
 
り
か
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
こ
う

 
 
「
李
灌
」
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
李
仇
『
独
異
志
』
）
な
ど
。
「
諸
語
伝
」
で
、

 
 
胡
人
が
海
中
に
潜
る
際
に
、
「
珠
を
呑
む
」
と
し
た
の
と
あ
わ
せ
考
え
る

 
 
べ
き
か
。

（
1
5
）
 
間
州
と
は
、
唐
代
置
か
れ
た
州
の
名
。
四
川
省
間
中
県
の
西
。
莫
徳
と

 
 
は
、
少
数
民
族
の
名
。

（
1
6
）
 
両
者
の
共
通
し
た
働
き
は
、
「
他
の
宝
を
呼
び
寄
せ
る
力
」
で
あ
ろ
う
。



（
1
7
）
 
「
珠
」
は
、
淡
水
や
海
水
に
生
息
す
る
貝
類
の
作
る
も
の
を
言
う
。

（
1
8
）
 
「
鯨
魚
目
」
に
は
、
上
は
「
竜
珠
」
か
ら
「
蛇
珠
」
に
至
る
ま
で
の
宝

 
 
珠
の
序
列
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
南
海
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
つ

 
 
い
て
は
、
本
稿
の
下
篇
で
、
や
や
詳
し
く
述
べ
た
い
。

（
1
9
）
 
「
階
侯
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
直
・
謹
直
『
捜
神
記
』
）
以
来
、
志
怪
・

 
 
伝
奇
に
見
出
さ
れ
る
。

（
2
0
）
 
「
玉
猪
子
」
（
『
広
記
』
四
〇
一
、
出
唐
・
黒
塗
『
紀
聞
』
？
〔
『
広
記
』

 
 
原
文
に
は
、
『
紀
聞
列
異
』
と
す
る
が
、
李
剣
国
『
唐
五
代
筆
触
伝
奇
叙

 
 
録
 
上
』
〈
南
開
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
〉
の
見
解
に
、
ひ
と
ま
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
ほ
ば
い

 
 
従
う
こ
と
と
す
る
。
〕
）
、
「
衛
慶
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
皇
甫
枚

 
 
 
さ
ん
す
い
し
よ
う
ど
く

 
 
『
三
水
小
憤
』
）
な
ど
。

（
2
1
）
 
「
上
清
珠
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
段
成
式
『
酉
陽
雑
狙
』
）
、
「
紫
靱
錫
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
い
ふ

 
 
（
『
広
記
』
四
〇
三
、
出
唐
・
戴
孚
『
広
異
記
』
）
な
ど
。

（
2
2
）
 
「
水
珠
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
唐
・
牛
粛
『
紀
聞
』
）
、
「
清
水
珠
」
（
同

 
 
書
同
齢
、
出
張
読
『
皇
室
志
』
）
、
「
青
草
珠
」
（
本
稿
注
1
3
参
照
）
な
ど
。

 
 
こ
の
よ
う
な
力
を
珠
に
求
め
た
理
由
と
し
て
、
富
永
一
登
「
唐
代
小
説
に

 
 
見
え
る
ペ
ル
シ
ア
人
」
（
本
稿
注
1
参
照
）
は
、
砂
漠
の
人
々
の
感
情
を

 
 
反
映
し
た
も
の
と
す
る
。
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
た
「
青
泥
珠
」
は
、

 
 
確
か
に
泥
水
を
清
水
に
変
え
る
働
き
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の

 
 
の
、
そ
こ
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
濁
っ
た
泥
水
を
清
水
に
変
え
る
こ

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
泥
水
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
宝

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
、
よ
り
力
点
を
置
く
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
2
3
）
 
「
宝
珠
」
（
『
広
記
』
四
〇
二
、
出
唐
・
戴
孚
『
広
蓋
記
』
）
、
「
胃
餅
胡
」

 
 
（
本
稿
注
1
4
参
照
）
。

唐
代
伝
奇
「
陸
頗
伝
」
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

（
2
4
）
 
こ
れ
ら
を
収
録
す
る
作
品
集
の
う
ち
、
「
宝
珠
」
を
載
せ
る
戴
孚
『
広

 
 
異
記
』
の
成
立
が
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
二

 
 
話
に
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
想
像
す
る

 
 
ほ
う
が
、
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
陸

 
 
顕
伝
」
を
収
載
す
る
『
去
年
志
』
と
、
「
台
盤
胡
」
を
収
録
す
る
『
同
化
記
』

 
 
の
成
立
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
原
化
記
』
が
、
晩
唐
に
成
立
し
た

 
 
こ
と
以
外
は
i
作
者
の
こ
と
を
も
含
め
て
一
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い

 
 
な
い
た
め
、
未
詳
で
あ
る
。
程
豊
中
『
百
代
小
説
史
話
』
（
文
化
美
術
出

 
 
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
は
、
①
『
宣
室
志
』
、
②
『
原
直
下
』
の
順
、

 
 
宙
吊
国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
（
前
出
）
で
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、

 
①
『
原
化
記
』
、
②
『
宣
室
志
』
の
順
と
す
る
が
、
何
れ
の
説
も
確
証
を

 
 
欠
く
。

（
2
5
）
 
「
中
和
」
に
は
、
儒
教
・
道
教
二
通
り
の
概
念
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

 
 
前
者
で
は
、
「
中
和
」
の
境
界
に
達
す
る
と
「
天
地
位
焉
、
万
物
育
焉
-

 
 
天
地
は
あ
る
べ
き
位
置
を
占
め
、
万
物
は
育
ま
れ
る
」
（
『
礼
記
』
三
一
「
中

 
 
庸
」
）
と
言
い
、
一
方
後
者
で
は
、
「
元
気
」
す
な
わ
ち
、
太
陽
・
太
陰
・

 
 
中
和
を
言
う
。
こ
の
場
合
、
後
者
か
（
以
上
、
今
村
与
志
雄
『
唐
音
伝
奇

 
集
 
下
』
〔
前
出
〕
参
照
）
。

（
2
6
）
 
朱
一
玄
『
柳
斎
志
異
資
料
匪
編
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
。

 
 
な
お
、
本
稿
で
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
馬
騎
点
校
『
夷
堅
志
』
第
二
冊

 
 
（
台
湾
明
文
書
中
、
一
九
九
四
年
）
で
あ
る
。
同
書
は
、
商
務
印
書
館
・

 
 
か
ん
ぷ
ん
ろ
う

 
 
酒
券
楼
蔵
本
を
底
本
に
何
卓
が
一
九
八
○
年
に
点
校
し
た
も
の
を
リ
プ

 
 
リ
ン
ト
し
た
も
の
と
い
う
。

（
2
7
）
 
こ
の
話
は
、
魯
迅
『
古
小
説
鉤
沈
』
に
も
、
『
太
平
御
覧
』
八
四
九
に
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引
く
『
斉
譜
記
』
の
一
節
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
野

 
直
彬
・
尾
上
兼
英
『
幽
明
録
・
遊
仙
窟
』
（
〔
西
岡
晴
彦
執
筆
〕
、
平
凡
社

 
東
洋
文
庫
4
3
、
一
九
六
五
年
初
版
、
一
九
九
二
年
一
九
版
）
で
は
、
梁
・

 
 
い
ん
う
ん

 
 
股
芸
『
小
説
』
の
一
節
と
す
る
。
同
書
で
は
、
底
本
と
し
て
『
古
小
説

 
鉤
沈
』
を
使
用
し
た
旨
明
記
し
て
あ
っ
た
が
、
『
古
小
説
鉤
沈
』
の
数
種

 
 
の
テ
キ
ス
ト
を
あ
た
っ
た
が
、
増
子
が
見
た
通
り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

 
 
り
ょ
う
か

 
周
章
伽
『
股
芸
小
説
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
に
も
、
こ

 
 
の
記
事
は
載
せ
な
い
。
念
の
た
め
、
『
魯
迅
輯
子
忌
燕
手
校
』
（
北
京
魯
迅

 
博
物
館
、
上
海
魯
迅
紀
念
館
、
一
九
九
一
年
）
も
参
照
し
た
が
、
股
芸
『
小

 
 
説
』
に
は
見
え
ず
、
『
斉
譜
記
』
収
載
と
し
て
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
か
っ

 
 
た
。
従
っ
て
、
右
記
の
東
洋
文
庫
所
収
の
訳
本
が
、
こ
の
話
の
出
典
を
段

 
芸
『
小
説
』
と
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
る
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
8
）
 
李
剣
国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
』
（
前
出
）
に
よ
れ
ば
、
『
広
記
』
が

 
 
こ
の
よ
う
に
二
種
の
テ
キ
ス
ト
を
併
記
す
る
の
は
、
前
者
の
内
容
に
後
者

 
 
が
手
を
加
え
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
（
同
書
下
巻
、
一
二
八
九
頁
）
。

（
2
9
）
 
原
文
「
麻
靴
底
」
。
麻
靴
は
、
麻
鮭
と
も
言
い
、
麻
を
編
ん
で
作
っ
た
靴
。

 
新
彊
省
揚
足
番
墓
か
ら
の
出
土
品
の
写
真
を
見
る
限
り
、
今
日
我
々
が
目

 
 
に
す
る
ス
ニ
ー
カ
ー
や
デ
ッ
キ
シ
ュ
ー
ズ
様
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
（
上
海

 
 
市
戯
曲
学
校
中
国
服
装
史
研
究
組
『
中
国
歴
代
服
飾
』
、
学
林
出
版
社
、

 
 
一
九
八
三
年
置
。
そ
の
底
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
舌
平
目
の
よ
う
な
も

 
 
の
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
か
。

（
3
0
）
 
『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
二
四
号
 
第
一
部
「
国
語
・
国
文
学
篇
」
（
一
九

 
 
八
七
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
ん
し
ょ
う

（
3
1
）
 
長
橋
は
、
河
南
省
臨
潭
県
に
も
あ
る
。
こ
の
話
は
、
具
体
的
に
ど
こ

 
 
の
話
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

 
①
こ
れ
に
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
伝
奇
（
詳
し
く
は
後
述
）
が
、
義
興

 
 
 
（
階
唐
の
宜
興
の
呼
称
）
の
話
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ず
ち

 
②
宜
興
の
長
橋
は
、
人
に
害
を
な
す
鮫
を
斬
っ
た
と
言
う
伝
説
で
知

 
 
 
ら
れ
（
『
晋
書
』
巻
五
八
「
周
処
伝
」
）
、
こ
う
し
た
話
の
舞
台
と
し
て
、

 
 
相
応
し
い
こ
と
。

 
 
な
ど
か
ら
、
江
蘇
省
宜
興
県
の
長
橋
と
推
定
し
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
鮫
を

 
斬
っ
た
人
物
が
、
志
怪
の
登
場
人
物
と
同
姓
で
あ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き

 
 
で
あ
ろ
う
。

（
3
2
）
 
『
広
記
』
四
七
三
に
「
七
二
」
と
し
て
引
か
れ
る
。
な
お
、
李
粟
国
『
唐

 
 
五
代
志
怪
伝
奇
叙
説
 
上
』
で
は
、
こ
の
話
が
基
づ
い
た
の
は
、
斉
・

 
 
そ
ち
ゅ
う
し

 
祖
沖
之
『
述
異
記
』
で
あ
る
と
す
る
（
同
書
二
三
一
頁
）
。
そ
の
拠
り
所

 
 
と
な
っ
た
魯
迅
『
古
小
説
自
沈
』
を
確
認
し
た
結
果
、
こ
の
指
摘
が
誤
り

 
 
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
3
3
）
 
明
・
胡
塁
上
『
同
室
山
房
筆
叢
』
巻
三
六
「
二
酉
綴
遺
 
中
」

（
3
4
）
 
ま
た
、
こ
の
話
の
末
尾
に
、
「
時
に
大
い
に
兵
乱
有
り
」
と
あ
り
、
こ

 
 
の
「
事
件
」
が
、
社
会
情
勢
と
関
連
づ
け
て
説
か
れ
て
い
る
点
な
ど
も
、

 
前
代
の
志
怪
と
酷
似
し
、
成
立
時
期
の
古
さ
を
思
わ
せ
る
。

（
3
5
）
 
李
剣
国
『
唐
五
代
志
怪
伝
奇
叙
録
 
上
』
で
は
、
こ
の
人
物
は
、
『
旧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
ん

 
唐
書
』
巻
一
八
三
「
外
戚
伝
」
に
見
え
る
實
維
肇
も
し
く
は
、
そ
の
兄

 
弟
で
は
な
い
か
と
す
る
。
も
し
、
そ
の
説
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
在
世

 
 
は
玄
宗
の
甲
山
年
間
（
七
四
二
i
七
五
六
）
前
後
と
推
定
し
う
る
。
そ

 
う
な
れ
ば
こ
の
伝
奇
は
、
『
宣
室
志
』
よ
り
前
代
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

 
 
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
脱
し
得
な
い
。
た
だ
、
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右
に
示
し
た
理
由
同
様
、
一
つ
の
可
能
性
を
示
す
の
み
に
と
ど
め
る
。

（
3
6
）
 
「
群
籍
伝
」
を
収
め
る
『
宣
室
志
』
の
中
に
も
、
僧
の
姿
に
変
身
し
た

 
 
蛙
が
登
場
す
る
話
が
あ
る
（
「
重
要
」
、
『
広
記
』
四
七
六
）
。
こ
れ
を
見
て

 
 
も
、
作
者
i
そ
し
て
作
者
が
想
定
し
た
読
者
た
ち
一
の
イ
メ
ー
ジ
の

 
 
中
に
、
一
種
不
可
思
議
な
蛙
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
も

 
 
の
と
思
わ
れ
る
。

（
3
7
）
 
そ
れ
で
は
、
先
に
挙
げ
た
「
消
麺
虫
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
、
「
色
青
」

 
 
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 
「
青
い
蛙
の
よ
う
な
姿
」
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
青
蛙
の
神
を
題
材

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
い
あ
し
ん

 
 
と
し
た
『
柳
斎
志
異
』
巻
十
一
に
載
せ
る
「
青
蛙
神
」
の
二
つ
の
話
で
あ

 
 
ろ
う
。
こ
の
話
は
、
江
・
回
す
な
わ
ち
、
漢
江
か
ら
長
江
に
か
け
て
の
地

 
 
方
の
人
々
が
青
蛙
の
神
を
尊
崇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
、
そ

 
 
の
崇
り
や
、
霊
験
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
か
ら
、
作
者
・
蒲

 
松
齢
の
生
き
た
清
代
の
青
蛙
神
信
仰
の
一
端
が
窺
わ
れ
、
あ
る
い
は
三
代

 
 
の
状
況
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

 
 
る
が
、
何
分
に
も
時
代
の
隔
た
り
が
あ
ま
り
に
大
き
く
、
管
見
で
は
そ
の

 
 
間
の
溝
を
埋
め
る
だ
け
の
有
効
な
資
料
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
（
朱
一
源

 
 
『
《
柳
斎
志
異
》
資
料
匿
編
』
〔
前
出
〕
で
も
、
清
・
東
軒
主
人
の
『
述
異

 
記
』
所
載
の
「
青
蛙
神
」
と
い
う
話
を
引
用
す
る
の
み
で
、
そ
れ
よ
り
古

 
 
い
時
代
の
類
話
に
ま
で
説
き
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
話
、
そ
し
て
、
青
蛙

 
神
信
仰
の
古
型
を
た
ど
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
）
。

 
 
次
に
、
蛙
か
ら
離
れ
、
宝
や
富
と
関
連
し
た
「
青
い
虫
」
の
話
へ
と
目

 
 
 
 
 
 
 
せ
し

 
を
転
じ
る
と
、
青
蛛
と
い
う
虫
の
話
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
虫

 
 
は
、
『
太
平
御
覧
』
巻
九
五
〇
に
、
漢
・
劉
安
『
准
南
万
畢
術
』
か
ら
引

唐
代
伝
奇
「
陸
顧
伝
」
'
に
関
す
る
一
考
察
（
上
）

く
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
話
で
あ
る
が
、
こ
の
虫
の
親
子
の
血
を
そ
れ

ぞ
れ
別
の
八
十
一
銭
に
塗
り
つ
け
て
、
別
々
に
使
う
と
、
親
は
子
を
子
は

親
を
慕
っ
て
飛
び
帰
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
る
（
晋
・
干
宝
『
捜
神
記
』
巻

三
二
で
は
、
こ
れ
は
、
こ
の
虫
の
親
子
の
情
が
濃
い
た
め
に
、
互
い
に
慕

い
合
っ
て
飛
び
帰
る
の
だ
と
説
明
す
る
）
。
以
後
、
青
蛛
は
、
銭
の
異
称

と
も
な
る
。
陸
顯
伝
に
い
う
「
青
い
色
の
虫
㌧
と
は
こ
れ
を
念
頭
に
置
く

か
。
待
考
。
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