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一　

は
じ
め
に

歐
陽
脩
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
調
べ
る
と
︑
歐
陽
脩
が
二
重
人
格
（
双
重
人
格
（
で
あ
る
と
い
う
論
文
が
多
々
発
表
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
︒
晏
雁
「
従
〝
六
一
詞
〟
看
歐
陽
修
的
双
重
人
格（
１
（」
や
肖
永
鳳
「
彬
彬
儒
士
与
多
情
公
子
―
浅
析
歐
陽
修
詩
文
与
詞

作
所
体
現
的
双
重
人
格
形
象（
２
（」︑
柏
倩
「
論
道
与
狂
歓
―
用
狂
歓
化
理
論
分
析
歐
陽
修
詩
文
和
詞
的
分
裂
状
態（
３
（」
等
が
そ
れ
で
あ
り
︑

そ
れ
に
反
駁
す
る
論
文
も
発
表
さ
れ
て
お
り
︑
た
と
え
ば
何
蕾
︑
胡
林
貴
「
歐
陽
修
艶
情
詞
新
論
―
兼
駁
歐
陽
修
〝
双
重
人
格
〟
説（
４
（」︑

范
衛
平
「〝
歐
陽
修
人
格
分
裂
説
〟
辨
誤（
５
（」

等
が
あ
る
︒
そ
も
そ
も
歐
陽
脩
が
二
重
人
格
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
︑
彼
の
作
る
詩
や
文
章

と
︑
詞
の
内
容
に
あ
ま
り
に
も
格
差
が
あ
り
︑
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
議
論
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
章
培
恒
︑
駱
玉
明
『
中

国
文
学
史
新
著
』
で
は
︑
次
の
よ
う
に
記
述
す
る（

６
（︒

 
 

而
詞
中
大
量
的
情
感
性
表
述
︑
又
與
歐
陽
修
詩
文
的
崇
道
抑
情
傾
向
形
成
巨
大
的
反
差
︒
一
個
人
在
需
要
大
量
情
感
投
入
的
藝
術

創
造
領
域
里
︑
某
些
場
合
過
度
地
宣
泄
情
感
（
歐
陽
詞
多
借
女
性
口
吻
大
寫
情
詞
可
作
例
證
（︑
在
別
一
些
場
合
又
固
執
地
抑
制
情

感
的
表
露
︑
這
從
某
種
程
度
上
說
︑
實
有
人
格
分
裂
之
嫌
︒
而
這
種
人
格
分
裂
竟
出
現
在
被
目
爲
一
代
宗
師
的
歐
陽
修
身
上
︑
又

不
能
不
說
是
宋
代
文
學
的
一
大
悲
哀
︒

 
 

ま
た
︑
詞
の
中
の
大
量
の
情
感
に
滿
ち
た
表
現
は
︑
歐
陽
修
の
詩
文
に
見
ら
れ
る
︑
道
を
尊
び
情
を
抑
え
る
傾
向
と
は
お
お
い
な
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―
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環
境
に
着
目
し
て
―

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か

（（



る
徑
庭
が
あ
る
︒
あ
る
一
人
の
人
物
が
︑
大
量
の
情
感
を
投
入
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
藝
術
創
造
の
領
域
に
於
い
て
︑
あ
る
場

合
に
は
過
度
に
情
感
を
吐
露
し
（
歐
陽
修
の
詞
は
︑
多
く
の
場
合
︑
女
性
の
口
吻
を
借
り
て
︑
情
事
に
關
わ
る
詞
を
大
量
に
書
い

て
い
る
の
は
そ
の
例
で
あ
る
（︑
別
の
場
合
に
は
頑
な
な
ま
で
に
情
感
の
表
出
を
抑
制
す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
あ
る
程
度
︑
人
格

分
裂
の
嫌
い
な
し
と
し
な
い
︒
し
か
も
︑
そ
う
し
た
人
格
分
裂
が
︑
一
代
の
宗
匠
と
目
さ
れ
て
い
る
歐
陽
修
の
身
に
起
こ
っ
て
い

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
も
ま
た
宋
代
文
學
の
大
い
な
る
悲
哀
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

道
を
尊
び
情
を
抑
え
る
傾
向
が
あ
る
歐
陽
脩
の
詩
や
散
文
に
対
し
て
︑
彼
の
詞
で
は
女
性
の
口
吻
を
借
り
て
︑
大
量
に
情
事
に
関
わ

る
内
容
を
書
く
と
い
う
よ
う
に
過
度
に
情
感
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
到
底
同
じ
人
物
の
作
と
は
思
え
ず
︑
も
し
同
一
人
物
が
作
っ

た
と
す
れ
ば
人
格
分
裂
の
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
こ
と
は
宋
代
文
学
の
大
い
な
る
悲
哀
で
あ
る
と
す
る
︒「
宋
代
文

学
的
一
代
悲
哀
」
と
は
誇
張
さ
れ
た
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
歐
陽
脩
が
作
る
詞
の
内
容
に
違
和
感
を
抱
き
︑
彼
が
二
重
人
格
で

あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
な
の
で
︑
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
歐
陽
脩
の
詞
に
つ
い
て
当
時
の
様
々
な
資
料
を
跡
づ
け
る
こ

と
を
通
し
て
︑
詞
が
作
ら
れ
た
場
面
と
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
環
境
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
彼
に
二
重
人
格
の
嫌
い
が
あ
っ
た
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

二　

従
来
の
歐
陽
脩
詞
の
評
価

歐
陽
脩
の
詞
は
︑『
近
體
樂
府
』
三
巻
と
『
醉
翁
琴
趣
外
篇
』
六
巻
に
よ
っ
て
今
日
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
︒『
近
體
樂
府
』
は
南
宋

の
慶
元
二
年
（
一
一
九
六
（
に
周
必
大
が
故
郷
で
あ
る
吉
州
で
完
成
さ
せ
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑

『
醉
翁
琴
趣
外
篇
』
は
編
纂
者
が
不
明
で
あ
る
が
︑
南
宋
後
期
の
淳
祐
十
年
（
一
二
五
〇
（
以
降
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒『
近
體
樂
府
』

三
巻
に
は
百
八
十
一
首
あ
る
い
は
百
九
十
四
首
の
詞
が
収
録
さ
れ
て
お
り（

７
（︑『

醉
翁
琴
趣
外
篇
』
六
巻
に
は
二
百
三
首
収
録
さ
れ
て
い

る（
８
（︒
こ
の
二
書
に
共
通
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
詞
は
百
二
十
四
首
で
あ
り
︑
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
か
ら
歐
陽
脩
詞
に
は
偽
作
が
含
ま

れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
︑
唐
圭
璋
は
取
捨
選
択
し
て
『
全
宋
詞
』
に
歐
陽
脩
詞
と
し
て
二
百
四
十
首
を
収
録
し
て
い
る
︒
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歐
陽
脩
の
詞
に
偽
作
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
南
宋
初
の
曾
慥
は
「
樂
府
雅
詞
序
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
︒

 
歐
公
一
代
儒
宗
︑
風
流
自
命
︑
詞
章
幼
眇
︑
世
所
矜
式
︑
當
時
小
人
或
作
艷
曲
︑
謬
爲
公
詞
︑
今
悉
刪
除
︒

 
 

歐
公
は
一
代
の
儒
宗
︑
風
流
自
命
に
し
て
︑
詞
章
は
幼
眇
に
し
て
︑
世
の
矜
式
す
る
所
︑
當
時
の
小
人
或
ひ
は
艷
曲
を
作
り
︑
謬

り
て
公
の
詞
と
爲
す
︑
今
悉
く
刪
除
す
︒

当
時
の
小
人
が
艶
麗
な
内
容
の
詞
を
作
り
︑
そ
れ
が
誤
っ
て
歐
陽
脩
の
詞
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
の
で
︑
そ
れ
ら
を
全
て
削
除
し
た

と
述
べ
る
︒
さ
ら
に
︑
南
宋
中
後
期
頃
の
陳
振
孫
は
『
直
齋
書
録
解
題
』
に
お
い
て
︑
歐
陽
脩
詞
（
六
一
詞
（
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
論
じ
る
︒

 
 

歐
陽
文
忠
公
修
撰
︒
其
閒
多
有
與
花
閒
︑
陽
春
相
混
者
︑
亦
有
鄙
褻
之
語
一
二
廁
其
中
︑
當
是
仇
人
無
名
子
所
爲
也
︒

 
 

歐
陽
文
忠
公
修
の
撰
︒
其
の
閒
に
多
く
花
閒
︑
陽
春
と
相
混
す
る
者
有
り
て
︑
亦
た
鄙
褻
の
語
も
一
二
其
の
中
に
廁ま
じ

り
︑
當
に
是

れ
仇
人
無
名
子
の
爲
す
所
な
る
べ
し

鄙
俗
な
語
句
や
俗
艶
な
内
容
を
も
つ
歐
陽
脩
の
詞
は
︑
彼
に
恨
み
を
持
っ
て
い
た
仇
や
敵
が
作
り
︑
歐
陽
脩
詞
と
し
て
広
め
ら
れ
た

と
陳
振
孫
は
述
べ
る
︒
歐
陽
脩
は
北
宋
の
政
治
家
と
し
て
︑
ま
た
儒
学
の
大
家
と
し
て
名
高
く
︑
そ
の
彼
に
鄙
俗
な
語
句
や
俗
艶
な
内

容
の
詞
は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
陳
振
孫
は
考
え
︑
そ
れ
ら
は
偽
作
で
あ
る
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
を
か
け
ず
に
︑
歐
陽
脩
作
と
し
て
伝
わ
る
俗
艶
な
内
容
を
持
つ
詞
を
歐
陽
脩
詞
と
し
て
受
け
と

め
る
と
︑
北
宋
時
代
の
高
級
官
僚
で
あ
り
︑
官
界
の
指
導
者
的
存
在
で
も
あ
っ
た
歐
陽
脩
像
と
奇
妙
な
違
和
感
が
生
じ
て
し
ま
い
︑
そ

れ
が
前
述
し
た
よ
う
に
歐
陽
脩
が
二
重
人
格
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
彼
に
俗
艶
な
詞
が
あ
る
の
は
二
重

人
格
で
あ
れ
ば
首
肯
で
き
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
︒

一
方
︑
正
反
対
な
内
容
を
持
つ
詞
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ら
を
全
て
歐
陽
脩
詞
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
だ
と
い
う
見
方
も

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か

（（



あ
る
︒
田
中
謙
二
氏
は
「
歐
陽
脩
の
詞
に
つ
い
て
」
の
中
で（

９
（︑「
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
公
の
手
に
な
っ
た
と
見
て
︑
別
に
ふ
し
ぎ
は
な
い
と

思
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
方
が
︑
あ
の
政
治
家
と
し
て
︑
或
は
哲
学
史
学
文
学
そ
し
て
金
石
学
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
学
者
・
作
家
と
し

て
︑
一
五
三
巻
の
文
集
以
外
に
も
尨
大
な
著
作
を
遺
し
た
巨
人
歐
陽
文
忠
公
の
︑
人
間
的
振
幅
を
さ
ら
に
大
な
ら
し
め
て
痛
快
き
わ
ま

り
な
い
」
と
し
て
︑
内
容
が
俗
艶
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
「
人
間
的
振
幅
」
の
大
き
さ
の
表
れ
で
あ
る
と
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
儒
家
の
大
家
で
あ
る
歐
陽
脩
に
俗
艶
な
内
容
の
詞
は
絶
対
あ
り
得
な
い
と
し
て
そ
れ
ら
を
偽
作
と
し
て
除
外

し
て
し
ま
う
と
い
う
︑
所
謂
門
前
払
い
を
し
て
し
ま
う
か
︑
そ
う
し
た
俗
艶
な
内
容
も
全
て
彼
の
詞
と
認
め
て
し
ま
い
︑
彼
に
は
二
重

人
格
の
嫌
い
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
か
︑
は
た
ま
た
詞
の
内
容
に
些
か
奇
異
の
感
は
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
を
含
め
て
人
間
的
振
幅
の
大
き

さ
だ
と
考
え
る
か
︑
と
い
う
三
つ
の
大
き
な
方
向
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
の
見
解
は
︑
い
ず
れ
も
歐

陽
脩
詞
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
︑
ど
う
受
け
止
め
る
か
と
い
う
考
え
方
の
提
出
で
あ
っ
て
︑
実
際
に
歐
陽
脩
が
俗
艶
な
詞
を
作
成

し
た
か
ど
う
か
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
︒
従
っ
て
︑
実
際
に
俗
艶
な
詞
を
作
っ
た
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑
詩

や
文
章
に
存
分
に
才
能
を
発
揮
し
た
歐
陽
脩
に
と
っ
て
︑
詞
の
中
に
俗
艶
な
内
容
を
書
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
技
量
そ
の
も
の

が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
︒
多
く
の
詞
を
残
し
て
い
る
歐
陽
脩
に
と
っ
て
︑
詞
作
成
の
技
量
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
余
地

は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
︑
実
際
に
歐
陽
脩
が
俗
艶
な
内
容
の
詞
を
作
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
︑
具
体
的

に
は
歐
陽
脩
に
は
俗
艶
な
詞
を
作
る
場
面
が
あ
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
環
境
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す

る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

三　

俗
艶
な
歐
陽
脩
詞

歐
陽
脩
が
詞
を
作
っ
た
場
面
や
そ
の
受
容
環
境
を
考
え
る
前
に
︑
ま
ず
こ
れ
ま
で
俗
艶
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
歐
陽
脩
詞
の
幾
つ

か
を
取
り
上
げ
て
︑
ど
の
よ
う
に
俗
艶
な
の
か
と
い
う
確
認
を
し
て
お
き
た
い
︒
た
と
え
ば
次
の
「
醉
蓬
萊
」
が
あ
げ
ら
れ
る（

（1
（

︒

 
 

見
羞
容
斂
翠
︑
嫩
臉
匀
紅
︑
素
腰
裊
娜
︒
紅
藥
闌
邊
︑
惱
不
敎
伊
過
︒
半
掩
嬌
羞
︑
語
聲
低
顫
︑
問
道
有
人
知
麼
︒
强
整
羅
裙
︑
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偸
囘
波
眼
︑
佯
行
佯
坐
︒

 
 

更
問
假
如
︑
事
還
成
後
︑
亂
了
雲
鬟
︑
被
娘
猜
破
︒
我
且
歸
家
︑
你
而
今
休
呵
︒
更
爲
娘
行
︑
有
些
針
線
︑
誚
未
嘗
收
囉
︒
卻
待

更
闌
︑
庭
花
影
下
︑
重
來
則
个
︒

 
 

見
れ
ば
︑
羞
ず
か
し
そ
う
な
面お
も
ては
翠み
ど
りの
眉
を
斂ひ
そ

め
︑
や
わ
ら
か
な
臉ほ
ほ

は
紅
色
ほ
ん
の
り
︑
素ま
し
ろき
腰
は
裊な
よ
な
よ娜
と
︒
紅
い
芍
藥
の
垣
根

の
ほ
と
り
︑
彼
を
惹
き
つ
け
て
行
か
せ
な
い
︒
か
わ
い
ら
し
い
羞
ら
い
を
︑
半
ば
掩
い
か
く
し
つ
つ
︑
話
す
聲
も
低
く
ふ
る
え
︑

訊
ね
る
に
は
誰
か
に
知
ら
れ
や
し
な
か
っ
た
？
わ
ざ
と
ら
し
く
羅
う
す
ぎ
ぬ

の
裙
ス
カ
ー
ト

を
整
え
︑
こ
っ
そ
り
秋な
が
し
め波
を
送
り
︑
立
ち
か
け
て
み

た
り
坐
っ
て
み
た
り
︒

 
 

更
に
訊
ね
る
こ
と
に
は
︑
も
し
も
濡
れ
事
を
終
え
た
あ
と
︑
雲
な
す
鬟わ
げ

が
亂
れ
た
ら
︑
お
っ
母
さ
ん
に
見
破
ら
れ
や
し
な
い
か
し

ら
？
︒
私
は
ひ
と
ま
ず
家
へ
歸
り
ま
す
︑
あ
な
た
も
今
は
お
き
な
さ
い
な
︒
そ
の
上
お
っ
母
さ
ん
の
た
め
に
し
な
く
ち
ゃ
︑
ち
ょ
っ

と
ば
か
り
の
針
仕
事
︑
ま
だ
片
附
か
な
く
て
叱
ら
れ
て
る
の
が
あ
る
ん
だ
わ
︒
そ
れ
よ
り
夜
が
ふ
け
て
か
ら
︑
庭
の
花
の
影
の
も

と
︑
も
う
一
度
來
て
下
さ
い
な
︒

こ
こ
に
は
情
事
に
関
わ
っ
た
若
い
女
性
の
姿
が
具
に
見
て
取
れ
る
︒
女
性
の
眉
や
頬
︑
腰
を
「
羞
容
斂
翠
︑
嫩
臉
匀
紅
︑
素
腰
裊
娜
」

と
描
き
︑
さ
ら
に
髪
の
毛
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
事
が
母
親
に
見
破
ら
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
女
性
の
心
の
揺
れ
動
き
を
「
事

還
成
後
︑
亂
了
雲
鬟
︑
被
娘
猜
破
」
と
描
写
す
る
︒
最
後
に
︑
夜
が
更
け
て
か
ら
も
う
一
度
会
い
た
い
と
結
ぶ
こ
と
で
︑
相
手
の
こ
と

を
一
途
に
思
っ
て
い
る
様
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
次
の
「
南
郷
子
」
で
は
女
性
の
初
恋
の
想
い
出
が
描
写
さ
れ
て
い
る（

（（
（

︒

 
 

好
个
人
人
︑
深
點
脣
兒
淡
抹
腮
︒
花
下
相
逢
︑
忙
走
怕
人
猜
︒
遺
下
弓
弓
小
繍
鞋
︒

 
 

剗
襪
重
來
︒
半

烏
雲
金
鳳
釵
︒
行
笑
行
行
連
抱
得
︑
相
挨
︒
一
向
嬌
癡
不
下
懷
︒

 
 

口
紅
を
濃
く
塗
り
︑
う
っ
す
ら
と
お
白
粉
を
は
た
い
た
愛
し
の
彼
女
と
︑
花
咲
く
も
と
で
ラ
ン
デ
イマ

マブ
し
ま
し
た
︒
ふ
と
彼
女
は

人
目
を
恐
れ
慌
て
て
曲
っ
た
小
さ
い
ぬ
い
と
り
の
布
靴
を
殘
し
て
走
り
去
り
ま
し
た
︒

 
 

彼
女
は
走
っ
た
の
で
︑
結
っ
た
髮
に
つ
け
た
金
屬
製
の
鳳
凰
の
か
ん
ざ
し
を
半
分
垂
れ
下
げ
︑
靴
下
の
ま
ま
ひ
き
か
え
し
︑
笑
い

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か

（（



な
が
ら
步
み
︑
行
き
行
き
私
と
手
を
つ
な
ぎ
抱
擁
し
︑
し
ば
ら
く
の
閒
︑
甘
え
て
私
の
胸
か
ら
離
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
美
し
く
も

甘
き
う
ぶ
な
戀
の
想
い
出
︒

こ
こ
で
は
︑
美
し
く
化
粧
を
し
た
女
性
が
花
が
咲
き
誇
る
中
で
デ
ー
ト
を
し
︑
人
目
を
感
じ
た
の
で
鳳
凰
の
か
ん
ざ
し
を
垂
れ
下
げ

た
ま
ま
靴
下
で
走
っ
て
立
ち
去
っ
て
し
ま
い
︑
そ
の
後
引
き
返
し
て
き
て
抱
擁
を
し
甘
え
て
胸
か
ら
し
ば
ら
く
離
れ
な
か
っ
た
と
描
写

す
る
︒
人
の
気
配
を
感
じ
て
あ
わ
て
る
と
い
う
︑
う
ぶ
な
若
い
女
性
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
︑
こ
の
詞
全
体
か
ら
デ
ー
ト
の
一
場
面
が
眼

前
に
生
々
し
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

前
掲
の
「
醉
蓬
萊
」
に
つ
い
て
︑『
中
国
詞
人
選
』
の
中
で
村
上
哲
見
氏
は
次
の
よ
う
に
論
評
す
る（

（1
（

︒

 
 

歐
陽
修
は
柳
永
と
は
異
な
っ
て
高
級
官
僚
で
あ
り
︑
か
つ
当
時
の
文
章
界
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
人
に
か
な
り
な
数
の
艶

情
の
詞
が
あ
る
こ
と
は
︑
ま
こ
と
に
奇
妙
な
取
り
合
せ
で
︑
そ
れ
だ
け
に
宋
代
か
ら
す
で
に
偽
作
だ
と
い
う
説
が
あ
る
︒
彼
が
科

挙
の
総
裁
を
勤
め
た
と
き
に
落
第
さ
せ
ら
れ
た
者
た
ち
が
︑
そ
の
名
声
を
傷
つ
け
ん
が
た
め
に
︑
こ
の
種
の
詞
を
彼
の
作
と
し
て

世
に
ひ
ろ
め
た
の
だ
と
い
う
︒
た
し
か
に
柳
永
を
除
け
ば
同
時
期
の
他
の
文
人
に
は
み
ら
れ
な
い
種
類
の
作
品
で
あ
る
だ
け
に
些

か
奇
異
の
感
が
な
い
で
は
な
い
が
︑
か
と
い
っ
て
右
の
偽
作
説
に
も
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒

歐
陽
脩
が
「
醉
蓬
萊
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
情
事
に
関
わ
っ
た
女
性
や
そ
の
心
の
揺
れ
動
き
を
具
に
書
き
綴
る
こ
と
は
村
上
氏
の
指

摘
の
よ
う
に
確
か
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
︒
同
じ
く
「
南
郷
子
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
う
ぶ
な
女
性
の
デ
ー
ト
の
有
り
様
を
歐
陽

脩
が
赤
裸
々
に
綴
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
ま
れ
る
︒
も
し
も
歐
陽
脩
が
一
人
で
静
寂
な
雰
囲
気
の
部
屋
に
籠
っ
て
︑

こ
の
よ
う
な
詞
を
ひ
ね
り
出
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
確
か
に
二
重
人
格
の
嫌
い
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

従
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
詞
を
作
成
す
る
場
面
︑
す
な
わ
ち
歐
陽
脩
が
詞
を
作
成
し
て
い
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
検
討
や
当
時
そ
れ
を

受
容
す
る
環
境
が
あ
っ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
高
級
官
僚
で
あ
り
当
時
の
文
章
界
の
指
導

者
で
も
あ
っ
た
歐
陽
脩
が
︑
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
詞
を
作
成
す
る
場
面
や
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
環
境
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
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四　

宴
席
と
歐
陽
脩
詞

歐
陽
脩
が
詞
を
作
っ
た
場
面
に
つ
い
て
︑
北
宋
の
錢
世
昭
『
錢
氏
私
志
』
に
は
次
の
如
き
逸
話
が
あ
る
︒

 
 

公
責
妓
云
︑
末
至
何
也
︒
妓
云
中
暑
往
涼
堂
睡
著
︑
覺
而
失
金
釵
︑
猶
未
見
︒
公
曰
若
得
歐
陽
推
官
一
詞
︑
當
爲
賞
汝
︒
歐
卽
席

云
︑
柳
外
輕
雷
池
上
雨
︑
雨
聲
滴
碎
荷
聲
︒
小
樓
西
角
斷
虹
明
︒
闌
干
倚
處
︑
待
得
月
華
生
︒
燕
子
飛
來
窺
畫
棟
︑
玉
鉤
垂
下
簾

旌
︒
涼
波
不
動
簟
紋
平
︒
水
精
雙
枕
︑
傍
有
墮
釵
橫
︒
坐
皆
稱
善
︒
遂
命
妓
滿
酌
稱
歐
︑
而
令
公
庫
償
其
失
釵
︒

 
 

公
は
妓
を
責
め
て
云
く
︑
末
に
至
る
は
何
ぞ
や
と
︒
妓
云
く
︑
暑
さ
に
中
り
て
涼
堂
に
往
き
睡
著
し
︑
覺
め
て
金
釵
を
失
し
︑
猶

ほ
未
だ
見
え
ず
と
︒
公
曰
く
︑
若
し
歐
陽
推
官
の
一
詞
を
得
れ
ば
︑
當
に
爲
に
汝
を
賞
す
べ
し
と
︒
歐
は
卽
席
に
云
く
︑
柳
外
輕

雷
池
上
の
雨
︑
雨
聲
滴し
た
たり
て
荷
聲
を
碎
く
︒
小
樓
西
角
斷
虹
明
ら
か
な
り
︒
闌
干
倚
る
處
︑
月
華
の
生
ず
る
を
待
ち
得
た
り
︒
燕

子
飛
來
し
て
畫
棟
を
窺
い
︑
玉
鉤
簾
旌
を
垂
れ
下
ろ
す
︒
涼
波
動
か
ず
簟
紋
平
ら
か
な
り
︒
水
精
の
雙
枕
︑
傍
ら
に
墮
釵
の
橫
た

わ
る
有
り
と
︒
坐
す
も
の
皆
な
善
し
と
稱
す
︒
遂
に
妓
に
命
じ
て
滿
酌
し
歐
を
稱
せ
し
め
︑
而
し
て
公
庫
を
し
て
其
の
失
釵
を
償

は
し
む
︒

初
め
て
任
官
し
た
洛
陽
で
歐
陽
脩
は
一
人
の
妓
女
と
親
し
く
な
っ
た
︒
あ
る
日
︑
妓
女
が
落
と
し
た
簪
を
一
緒
に
探
し
て
い
た
の
で

宴
席
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
︒
上
司
で
あ
る
錢
惟
演
が
遅
れ
て
き
た
理
由
を
問
い
た
だ
し
︑
そ
こ
で
歐
陽
脩
が
即
席
に
一
詞
を
作
成
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
咎
め
ら
れ
ず
︑
し
か
も
そ
の
詞
の
素
晴
ら
し
い
出
来
映
え
に
よ
っ
て
賞
賛
ま
で
さ
れ
た
︒
こ
の
「
柳
外
輕
雷
池
上
雨
」

で
始
ま
る
詞
は
︑「
臨
江
仙
」
と
し
て
歐
陽
脩
の
詞
集
で
あ
る
『
近
體
樂
府
』︑『
醉
翁
琴
趣
外
篇
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
妓

女
と
の
宴
席
で
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑『
近
體
樂
府
』
巻
二
の
巻
末
（
国
家
図
書
館
本
︑
天
理
本
︑
四
部
叢
刊
本
等
（
に

跋
（
作
者
不
明
（
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
す
る
︒

 
 

荊
公
嘗
對
客
誦
永
叔
小
闋
云
︑
五
綵
新
絲
纏
角
粽
︑
金
盤
送
︑
生
綃
畫
扇
盤
雙
鳳
︒
曰
三
十
年
前
見
其
全
篇
︑
今
才
記
三
句
︑
乃

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か
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永
叔
在
李
太
尉
端
願
席
上
所
作
十
二
月
鼓
子
詞
︒
數
問
人
求
之
︑
不
可
得
︑
嗚
呼
荊
公
之
沒
二
紀
︑
余
自
永
平
幕
召
還
︑
過
武
陵
︑

始
得
於
州
將
李
君
誼
︒
追
恨
荊
公
之
不
獲
見
也
︒
誼
太
尉
猶
子
也
︒

 
 

荊
公
嘗
て
客
に
對
し
て
永
叔
の
小
闋
を
誦
し
て
云
ふ
︑
五
綵
の
新
絲
に
て
角
を
纏く
く

る
粽
︑
金
盤
送
り
︑
生
綃
の
畫
扇
に
雙
鳳
盤
す
︒

曰
く
三
十
年
前
其
の
全
篇
を
見
︑
今
才わ
づ

か
に
三
句
を
記
す
の
み
︑
乃
ち
永
叔
の
李
太
尉
端
願
の
席
上
に
在
り
て
作
り
し
所
の
十
二

月
鼓
子
詞
な
り
︒
數し
ば

し
ば
人
に
問
ひ
之
を
求
む
る
も
︑
得
可
か
ら
ず
︑
嗚
呼
荊
公
の
沒
し
て
二
紀
に
し
て
︑
余
は
永
平
幕
自
り
召

還
さ
れ
︑
武
陵
を
過
り
︑
始
め
て
州
將
李
君
誼
を
得
︒
荊
公
の
獲
見
せ
ざ
る
を
追
恨
す
る
な
り
︒
誼
太
尉
は
猶
ほ
子
な
り
︒

王
安
石
が
歐
陽
脩
の
詞
を
暗
誦
し
て
お
り
︑
三
十
年
前
は
全
編
を
知
っ
て
い
た
が
︑
晩
年
の
彼
は
そ
の
う
ち
の
三
句
し
か
思
い
出
せ

な
か
っ
た
︒
そ
の
詞
は
「
十
二
月
鼓
子
詞
」
で
あ
っ
た
︒「
鼓
子
詞
」
と
は
同
一
曲
を
反
復
し
︑
せ
り
ふ
を
は
さ
ん
で
鼓
に
合
わ
せ
て
唱

わ
れ
る
も
の
で
︑「
十
二
月
鼓
子
詞
」
は
歐
陽
脩
が
李
端
願
の
宴
席
上
で
披
露
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
跋
の
作
者
は
︑
王
安
石
が
亡

く
な
っ
て
二
十
年
後
に
そ
の
詞
を
手
に
入
れ
た
︒
こ
の
「
十
二
月
鼓
子
詞
」
と
は
︑『
近
體
樂
府
』︑『
醉
翁
琴
趣
外
篇
』
の
ど
ち
ら
に
も

収
録
さ
れ
て
い
る
「
漁
家
傲
」
で
︑
正
月
か
ら
始
ま
り
十
二
月
で
終
わ
る
十
二
首
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
中
の
「
五
月
榴
花
妖
艶
烘
」

で
始
ま
る
「
漁
家
傲
」
に
︑
確
か
に
王
安
石
が
暗
誦
し
て
い
た
「
五
綵
新
絲
纏
角
粽
︑
金
盤
送
︑
生
綃
畫
扇
盤
雙
鳳
」
と
い
う
一
節
が

あ
る
︒
こ
の
「
漁
家
傲
」（「
十
二
月
鼓
子
詞
」（
は
王
安
石
も
暗
誦
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
も
と
も
と
歐
陽
脩
が
宴
席
で
披
露

し
た
も
の
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

さ
ら
に
︑
北
宋
の
文
瑩
『
湘
山
野
録
』
巻
上
に
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

 
 

又
歐
陽
公
頃
謫
滁
州
︑
一
同
年
將
赴
閬
倅
︑
因
訪
之
︑
卽
席
爲
一
曲
歌
以
送
︑
曰
︑
記
得
金
鑾
同
唱
第
︑
春
風
上
國
繁
華
︒
︙
︙
︙

予
皇
祐
中
︑
都
下
已
聞
此
闋
歌
於
人
口
者
二
十
年
矣
︒

 
 

又
た
歐
陽
公
は
頃こ
の
ごろ

滁
州
に
謫
せ
ら
れ
︑
一
同
年
將
に
閬ろ
う

の
倅さ
い

に
赴
く
︑
因
り
て
之
を
訪
ね
︑
卽
席
に
一
曲
の
歌
を
爲
り
以
て
送

る
︑
曰
く
︑
記
し
得
た
り
金
鑾
に
唱
第
を
同
じ
く
す
︑
春
風
上
國
繁
華
な
り
︒
︙
︙
︙
予
は
皇
祐
中
に
︑
都
下
に
已
に
此
の
闋
を

聞
く
に
人
口
に
歌
は
る
る
こ
と
二
十
年
な
り
︒
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「
記
得
金
鑾
同
唱
第
」
で
始
ま
る
の
は
「
臨
江
仙
」
で
あ
り
︑『
近
體
樂
府
』︑『
醉
翁
琴
趣
外
篇
』
の
ど
ち
ら
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

歐
陽
脩
が
左
遷
さ
れ
て
滁
州
に
滞
在
し
て
い
た
時
︑
あ
る
同
年
が
閬
州
で
通
判
を
し
て
お
り
︑
彼
の
た
め
に
送
別
の
宴
を
開
き
即
席
で

「
臨
江
仙
」
を
作
っ
た
︒
こ
の
「
臨
江
仙
」
は
人
口
に
膾
炙
す
る
こ
と
既
に
二
十
年
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
︑
長
く
歌
い
継
が
れ
て
き
た
所

謂
当
時
の
ヒ
ッ
ト
曲
に
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
椅
子
に
座
り
机
に
向
か
っ
て
熟
慮
を
重
ね
て
生
み
出
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
︑
歐
陽
脩
が
送
別
の
席
で
即
席
に
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
宴
席
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
即
興
で
作
ら
れ
た
詞
が
︑
当

時
長
く
歌
い
継
が
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
歐
陽
脩
の
詞
は
宴
席
で
唱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
し
か
も
彼
は
宴
席
に
お
い
て
詞
を
即
席
で
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
以
外
の
場
面
で
作
ら
れ
た
詞
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
詞
が
披
露
さ
れ
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た

場
の
一
つ
と
し
て
宴
席
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

五　

歌
妓
と
歐
陽
脩
詞

当
時
の
宴
席
で
は
と
り
わ
け
歌
妓
（
妓
女
（
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
王
兆
鵬
氏
は
『
宋
代
文
学
伝
播
探
原
』
の
中

で
︑
北
宋
の
詞
人
で
あ
る
晏
殊
や
南
宋
の
辛
棄
疾
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
す
る（

（1
（

︒

 
 

至
于
家
中
私
宴
︑
更
少
不
了
歌
妓
的
演
唱
助
興
︒
北
宋
晏
殊
就
是
典
型
的
例
子
︒
他
居
家
〝
未
嘗
一
日
不
燕
飮
〟︑
每
宴
〝
必
以
歌

樂
相
佐
〟︒
辛
棄
疾
也
是
〝
每
燕
︑
必
命
侍
妓
歌
其
所
作
〟
詞
︒

 
 

邸
宅
で
の
私
的
な
宴
會
に
至
っ
て
は
︑
歌
妓
が
歌
い
興
を
添
え
な
い
こ
と
に
は
何
も
は
じ
ま
ら
な
い
︒
北
宋
の
晏
殊
の
例
が
そ
の

典
型
で
あ
る
︒
彼
は
家
に
い
る
と
き
に
は
︑「
こ
れ
ま
で
一
日
と
し
て
宴
席
を
設
け
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
︑
宴
を

催
す
ご
と
に
「
必
ず
歌
樂
に
よ
り
宴
席
の
助
け
と
し
た
」
と
い
う
︒
ま
た
辛
棄
疾
も
「
宴
會
の
た
び
︑
必
ず
侍
妓
に
命
じ
て
自
分

が
作
っ
た
詞
を
歌
わ
せ
た
」
と
い
う
︒

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か

（（



晏
殊
が
開
い
た
宴
席
で
は
必
ず
歌
妓
が
歌
い
興
を
添
え
て
い
た
︒
彼
は
多
く
の
詞
を
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん

ど
宴
席
で
歌
妓
に
よ
っ
て
唱
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
南
宋
の
詞
人
と
し
て
名
高
い
辛
棄
疾
は
自
分
の
詞
を
宴
席
に
お
い
て
侍

妓
に
唱
わ
せ
た
と
言
う
︒
宴
席
で
出
席
者
に
披
露
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
詞
が
世
に
受
容
さ
れ
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
は
見

逃
せ
な
い
︒
詞
が
伝
播
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
︑
詞
が
歌
唱
さ
れ
る
場
面
す
な
わ
ち
宴
席
と
い
う
場
の
力
が
強
く
作
用
し
て
お
り
︑
し

か
も
歌
妓
が
詞
の
伝
播
の
た
め
に
大
い
に
助
け
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

さ
ら
に
︑
歌
妓
自
ら
が
宴
席
に
招
か
れ
た
人
の
詞
を
歌
う
こ
と
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
賈
昌
朝
が
歐
陽
脩
を
宴
席
に
招
い
た
際
︑

そ
の
宴
席
で
歌
妓
が
唱
っ
た
の
は
全
て
歐
陽
脩
の
詞
だ
っ
た
と
い
う
︒
北
宋
の
陳
師
道
『
後
山
談
叢
』
巻
三
に
︑

 
 

文
元
賈
公
居
守
北
都
︑
歐
陽
永
叔
使
北
還
︑
︙
︙
︙
既
燕
︑
妓
奉
觴
歌
以
爲
壽
︑
永
叔
把

側
聽
︑
每
爲
引
滿
︒
公
復
怪
之
︑
召

問
︑
所
歌
皆
其
詞
也
︒

 
 

文
元
賈
公
北
都
に
居
守
し
︑
歐
陽
永
叔
北
に
使
い
し
還
る
︑
︙
︙
︙
既
に
燕
し
︑
妓
は
觴
を
奉
じ
て
歌
ふ
に
以
て
壽
を
爲
す
︑
永

叔

を
把
り
側
聽
し
︑
每
に
引
滿
と
爲
す
︒
公
復
た
之
を
怪
し
み
︑
召
し
て
問
ふ
に
︑
歌
ふ
所
は
皆
な
其
の
詞
な
り
︒

と
記
載
さ
れ
︑
自
分
の
詞
が
宴
席
で
唱
わ
れ
る
こ
と
で
自
然
と
杯
が
進
み
︑
歐
陽
脩
は
自
分
の
詞
を
聞
く
た
び
に
な
み
な
み
と
酒
が
注

が
れ
た
杯
を
飲
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
歌
妓
が
歐
陽
脩
詞
を
暗
誦
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
北
宋
︑
趙
令
畤
『
侯
鯖
録
』
巻

一
に
「
歐
公
閒
居
汝
陰
時
︑
一
妓
甚
韻
︒
文
公
歌
詞
盡
記
之
」（
歐
公
汝
陰
に
間
居
す
る
時
︑
一
妓
甚
だ
韻
あ
り
︒
文
公
の
歌
詞
盡
く
之

を
記
す
（
と
記
載
さ
れ
︑
歌
妓
が
歐
陽
脩
詞
を
全
て
暗
誦
し
て
お
り
︑
こ
の
歌
妓
が
宴
席
で
彼
の
詞
を
歌
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き

よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
当
時
︑
詞
は
宴
席
で
歌
妓
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
︑
詞
と
歌
妓
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
宋

人
は
歌
妓
を
抱
え
る
の
が
一
般
的
と
な
り（

（1
（

︑
歐
陽
脩
自
身
も
歌
妓
を
召
し
抱
え
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
北
宋
の
葛
立
方
『
韻
語

陽
秋
』
巻
十
五
に
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
︒
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余
謂
永
叔
作
此
詩
時
︑
已
爲
内
相
︒
觀
其
所
作
長
短
句
︑
皆
富
豔
語
︒
不
應
當
此
以
汙
尊
俎
︒
永
叔
特
自
謙
之
辭
爾
︒
梅
聖
兪
嘗

和
其
詩
云
公
家
八
九
姝
︑
鬢
髮
如
盤
鵶
︑
朱
唇
白
玉
膚
︑
參
年
始
破
瓜
︒

 
 

余
謂
ら
く
︑
永
叔
此
の
詩
を
作
る
時
︑
已
に
内
相
爲
り
︒
其
の
作
る
所
の
長
短
句
を
觀
る
に
︑
皆
な
豔
語
に
富
む
︒
應
に
此
れ
以

て
尊
俎
を
汙け
が

す
に
當
た
る
べ
か
ら
ず
︒
永
叔
特
に
自
謙
の
辭
の
み
と
︒
梅
聖
兪
嘗
て
其
の
詩
に
和
し
て
云
ふ
︑
公
家
の
八
九
姝
︑

鬢
髮
は
盤
鵶
の
如
く
︑
朱
唇
白
玉
の
膚
︑
參
年
始
め
て
破は

か瓜
な
り
と
︒

こ
こ
で
は
歐
陽
脩
の
作
る
詞
（
長
短
句
（
は
艶
語
に
富
ん
で
い
る
が
︑
そ
れ
は
宴
席
（
尊
俎
（
を
汚
さ
な
い
と
し
て
艶
語
が
宴
席
に

マ
ッ
チ
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑「
公
家
八
九
姝
」
と
記
述
し
て
歐
陽
脩
が
抱
え
て
い
た
歌
妓
に
言
及
す
る
が
︑
そ

れ
は
次
に
挙
げ
る
梅
堯
臣
の
「
次
韻
和
醻
永
叔
」
中
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
詞
は
『
梅
堯
臣
集
編
年
校
注
』
に
よ
れ
ば（

（1
（

嘉
祐
四

年
（
一
〇
五
九
（
の
作
で
あ
り
︑
当
時
歐
陽
脩
は
五
十
三
歳
で
あ
っ
た
︒

 
 

歌
舞
未
終
宴
︑
夕
暮
各
興
嗟
︒
所
嗟
歸
路
暗
︑
嘶
馬
自
知
家
︒
公
家
八
九
姝
︑
鬢
髮
如
盤
鵶
︑
朱
唇
白
玉
膚
︑
參
年
始
破
瓜
︒

 
 

歌
舞
未
だ
宴
終
わ
ら
ず
︑
夕
暮
各
お
の
嗟な
げ

き
を
興
す
︒
嗟
く
所
歸
路
暗
し
︑
馬
嘶
き
自
ら
家
を
知
る
︒
公
家
の
八
九
姝
︑
鬢
髮
は

盤
鵶
の
如
く
︑
朱
唇
白
玉
の
膚
︑
參
年
始
め
て
破
瓜
な
り
︒

梅
堯
臣
は
︑
歐
陽
脩
の
家
に
は
八
︑
九
人
の
姝
︑
す
な
わ
ち
美
し
い
歌
妓
が
い
た
と
い
う
︒
前
述
し
た
如
く
︑
晏
殊
は
邸
宅
で
の
私

的
な
宴
会
で
は
︑
自
分
の
抱
え
て
い
た
歌
妓
に
自
身
の
詞
を
唱
わ
せ
興
を
添
え
︑
辛
棄
疾
は
歌
妓
に
自
分
の
詞
を
唱
わ
せ
て
広
め
て
い

た
の
で
あ
り
︑
歐
陽
脩
が
抱
え
て
い
た
歌
妓
が
宴
席
で
彼
の
詞
を
歌
っ
て
い
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
︒

王
兆
鵬
氏
は
︑
歌
妓
と
詞
の
伝
播
に
つ
い
て
次
の
如
く
記
述
す
る（

（1
（

︒

 
 

宋
代
的
詞
︑
多
由
女
性
歌
妓
傳
唱
︑
歌
妓
的
美
麗
面
容
可
以
悅
目
︑
淸
亮
的
歌
喉
和
優
美
的
音
樂
可
以
娛
耳
︑
較
之
單
純
地
通
過

詞
作
文
本
的
閱
讀
就
多
了
兩
層
悅
目
娛
耳
的
效
能
︒

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か

（（



 
 

宋
代
の
詞
は
︑
多
く
女
性
の
歌
妓
に
よ
っ
て
歌
い
傳
え
ら
れ
︑
歌
妓
の
美
し
い
容
貌
は
人
の
目
を
喜
ば
せ
︑
澄
ん
だ
歌
聲
と
優
雅

な
音
樂
は
人
の
耳
を
樂
し
ま
せ
た
た
め
︑
單
純
に
詞
作
の
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
讀
む
よ
り
も
︑
耳
目
を
樂
し
ま
せ
る
と
い
う
二
層

の
機
能
が
加
わ
る
の
で
あ
る
︒

歌
妓
が
唱
う
詞
は
︑
歌
妓
の
見
目
麗
し
さ
と
そ
の
美
し
い
歌
声
に
よ
り
︑
一
層
人
々
の
心
に
響
く
よ
う
に
な
る
︒
テ
キ
ス
ト
を
通
す

の
で
は
な
く
︑
詞
は
歌
妓
に
唱
わ
れ
る
こ
と
で
人
の
耳
目
を
楽
し
ま
せ
︑
人
々
に
受
容
さ
れ
て
伝
播
し
て
い
く
︒
歌
妓
で
あ
る
女
性
の

口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
詞
に
は
︑
女
性
の
視
点
か
ら
の
内
容
が
適
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
男
性
が
中
心
で
あ
る
聴
衆
は
酒
宴

の
雰
囲
気
に
合
う
よ
う
な
内
容
を
聞
き
た
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
場
面
で
︑
男
性
で
あ
る
詞
の
作
者
が
宴
席
の
雰
囲
気
と
は
無
関

係
に
自
ら
の
主
義
や
思
想
を
詞
の
中
に
入
れ
込
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
詞
を
唱
う
者
と
そ
れ
を
聴
く
者
の
環
境
に
合
わ
せ
て
︑
詞

の
内
容
︑
風
格
は
艶
麗
︑
俗
艶
へ
と
傾
く
の
で
あ
っ
た
︒

し
か
も
︑
宴
席
で
即
興
で
作
ら
れ
た
詞
は
口
頭
に
よ
っ
て
伝
承
し
て
い
く
の
で
あ
り
︑
決
し
て
テ
キ
ス
ト
に
文
字
を
起
こ
す
よ
う
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
歐
陽
脩
は
晩
年
に
自
ら
の
詩
文
集
『
居
士
集
』
五
十
巻
を
編
纂
し
た
が
︑
そ
の
編
纂
の
様
子
に
つ
い
て
南
宋
の

沈
作
喆
は
『
寓
簡
』
巻
八
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
︒

 
 

歐
陽
公
︑
晚
年
常
自
竄
定
平
生
所
爲
文
︑
用
思
甚
苦
︒
其
夫
人
止
之
曰
︑
何
自
苦
如
此
︑
當
畏
先
生
嗔
耶
︒
公
笑
曰
︑
不
畏
先
生

嗔
︑
卻
怕
後
生
笑
︒

 
 

歐
陽
公
︑
晚
年
常
に
自
ら
平
生
爲
り
し
所
の
文
を
竄
定
す
る
に
︑
思
ひ
を
用
ふ
る
こ
と
甚
だ
苦
し
む
︒
其
の
夫
人
之
を
止
め
て
曰

く
︑
何
ぞ
自
ら
苦
し
む
こ
と
此
の
如
き
か
︑
當
に
先
生
の
嗔
り
を
畏
る
る
か
と
︒
公
笑
ひ
て
曰
く
︑
先
生
の
嗔
り
を
畏
れ
ず
︑
卻

て
後
生
の
笑
ひ
を
怕
る
と
︒

歐
陽
脩
は
︑
晩
年
に
精
力
を
傾
け
て
苦
労
し
て
自
分
の
詩
文
集
で
あ
る
『
居
士
集
』
を
編
纂
し
て
い
た
︒
そ
れ
を
見
か
ね
た
夫
人
が

心
配
し
︑
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
苦
心
し
て
ま
で
編
纂
す
る
の
か
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
︑
後
世
の
人
か
ら
笑
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
の
こ
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と
だ
と
答
え
た
︒
歐
陽
脩
は
後
世
に
自
分
の
作
品
を
し
っ
か
り
伝
え
よ
う
と
し
て
︑
苦
心
し
て
『
居
士
集
』
を
編
纂
し
て
い
た
の
で
あ

る
︒
彼
が
完
成
さ
せ
た
そ
の
『
居
士
集
』
五
十
巻
の
構
成
を
確
認
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
︒

 
 

巻
一
～
九
「
古
詩
」︑
巻
十
～
十
四
「
律
詩
」︑
巻
十
五
「
賦
︑
雑
文
」︑
巻
十
六
～
十
七
「
論
」︑
巻
十
八
「
経
旨
︑
辯
」︑
巻
十
九

「
詔
冊
」︑
巻
二
十
～
二
十
三
「
神
道
碑
銘
」︑
巻
二
十
四
～
二
十
五
「
墓
表
」︑
巻
二
十
六
～
三
十
七
「
墓
誌
銘
」︑
巻
三
十
八
「
行

状
」︑
巻
三
十
九
～
四
十
「
記
」︑
巻
四
十
一
～
四
十
三
「
序
」︑
巻
四
十
四
「
序
︑
伝
」︑
巻
四
十
五
～
四
十
六
「
上
書
」︑
巻
四
十

七
「
書
」︑
巻
四
十
八
「
策
問
」︑
巻
四
十
九
～
五
十
「
祭
文
」

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
歐
陽
脩
が
『
居
士
集
』
に
自
分
の
詞
を
収
録
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
後
世
の
人
を
強
く
意

識
し
編
纂
し
た
『
居
士
集
』
に
詞
を
収
録
し
て
い
な
い
こ
と
は
︑
歐
陽
脩
自
身
も
詞
を
後
世
に
残
す
作
品
と
は
全
く
考
え
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑
歐
陽
脩
に
と
っ
て
詞
は
宴
席
で
の
一
過
性
の
も
の
で
あ
る
が
故
︑
そ
の
詞
を
残
す
必
要

が
な
い
の
で
あ
り
︑
一
過
性
で
あ
る
が
故
に
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
作
成
で
き
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
歐
陽
脩
詞
の
内
容
を
見
て
い
く
と
︑
歌
妓
が
宴
席
で
進
ん
で
主
人
や
客
に
詞
を
求
め
︑
即
興
的
に
詞
を
作
っ
て
い
る
様
も

読
み
込
ま
れ
︑
し
か
も
い
つ
も
同
じ
詞
で
は
な
く
歌
妓
は
新
し
い
詞
を
求
め
て
唱
い
︑
客
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
裏
付
け

ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
歐
陽
脩
の
「
玉
楼
春
」
に
「
青
春
才
子
有
新
詞
︑
紅
粉
佳
人
重
勸
酒
」（
青
春
才
子
に
新
詞
有
り
︑
紅
粉
の
佳
人

重
ね
て
酒
を
勸
む
（
と
読
み
込
ま
れ
て
お
り
︑
青
春
才
子
が
宴
席
で
新
詞
を
作
っ
て
い
た
と
記
述
す
る
︒
宴
席
で
歌
妓
の
求
め
に
応
じ

て
即
興
で
詞
を
作
り
︑
そ
の
詞
は
歌
妓
自
身
が
唱
う
も
の
で
︑
歐
陽
脩
が
歌
妓
の
立
場
に
合
わ
せ
て
︑
艶
め
か
し
い
語
句
や
情
事
の
場

面
︑
デ
ー
ト
の
有
り
様
等
を
読
み
込
ん
で
い
た
と
言
え
る
︒
次
の
歐
陽
脩
の
「
減
字
木
欄
花
」
か
ら
は
︑
宴
席
で
歌
妓
が
詞
を
唱
い
︑

聴
衆
と
一
体
と
な
っ
て
盛
り
上
が
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒

 
 

歌
檀
斂
袂
︒
繚
繞
雕
梁
塵
暗
起
︒
柔
潤
淸
圓
︒
百
琲
明
珠
一
線
穿
︒
櫻
唇
玉
齒
︒
天
上
仙
音
心
下
事
︒
留
往
行
雲
︒
滿
坐
迷
魂
酒

半
醺
︒

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か
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歌
檀
袂た
も
とを
斂お
さ

む
︒
繚
繞
た
る
雕
梁
塵
暗
か
に
起
る
︒
柔
潤
淸
圓
な
り
︒
百
琲
の
明
珠
一
線
穿
つ
︒
櫻
唇
玉
齒
︒
天
上
の
仙
音
心
下

の
事
あ
り
︒
行
雲
往
く
を
留
む
︒
滿
坐
迷
魂
し
て
酒
半
ば
醺
た
け
な
わな
り
︒

酔
い
も
た
け
な
わ
︑
そ
こ
で
歌
妓
が
詞
を
唱
い
聴
衆
で
あ
る
男
性
は
そ
れ
を
聞
く
︒
唱
わ
れ
る
詞
は
そ
の
場
の
雰
囲
気
と
融
合
し
「
満

坐
迷
魂
酒
半
醺
」
と
な
っ
て
︑「
櫻
唇
」︑「
玉
歯
」
の
美
し
い
歌
妓
が
宴
席
の
満
座
の
客
と
一
体
と
な
っ
て
ゆ
く
︒
こ
の
よ
う
に
詞
の
唱

わ
れ
た
場
の
状
況
と
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
環
境
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
詞
の
内
容
が
艶
麗
︑
俗
艶
で
あ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
で

あ
る
︒

六　

お
わ
り
に

南
宋
の
羅
大
経
が
『
鶴
林
玉
露
』
巻
二
丙
編
に
お
い
て
︑
歐
陽
脩
の
詩
文
作
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

 
 

楊
東
山
嘗
謂
余
曰
︑
文
章
有
體
︑
歐
陽
公
所
以
爲
一
代
文
章
冠
冕
者
︑
︙
︙
︙
如
作
詩
︑
便
幾
及
李
杜
︒
作
碑
銘
記
序
︑
便
不
減

韓
退
之
︒
作
五
代
史
記
︑
便
與
司
馬
子
長
竝
駕
︒
作
四
六
︑
便
一
洗
崑
體
︑
圓
活
有
理
致
︒
作
詩
本
義
︑
便
能
發
明
毛
︑
鄭
之
所

未
到
︒
作
奏
議
︑
便
庶
幾
陸
宣
公
︒
雖
游
戲
作
小
詞
︑
亦
無
愧
唐
人
花
閒
集
︒
蓋
得
文
章
之
全
者
也
︒

 
 

楊
東
山
嘗
て
余
に
謂
ひ
て
曰
く
︑
文
章
に
體
有
り
︑
歐
陽
公
一
代
の
文
章
冠か
ん
べ
ん冕

爲
る
所
以
は
︑
︙
︙
︙
如
へ
ば
詩
を
作
る
に
︑
便

ち
幾
ど
李
杜
に
及
ぶ
︒
碑
銘
記
序
を
作
る
に
︑
便
ち
韓
退
之
を
減
ぜ
ず
︒
五
代
史
記
を
作
る
に
︑
便
ち
司
馬
子
長
と
竝
駕
す
︒
四

六
を
作
る
に
︑
便
ち
一
つ
に
崑
體
を
洗
ひ
︑
圓
活
に
し
て
理
致
有
り
︒
詩
本
義
を
作
る
に
︑
便
ち
能
く
毛
︑
鄭
の
未
だ
到
ら
ざ
る

所
を
發
明
す
︒
奏
議
を
作
る
に
︑
便
ち
陸
宣
公
に
庶ち

か幾
し
︒
游
戲
に
て
小
詞
を
作
る
と
雖
も
︑
亦
た
唐
人
花
閒
集
に
愧
づ
る
こ
と

無
し
︒
蓋
し
文
章
の
全
を
得
る
者
な
り
︒

歐
陽
脩
が
遊
戯
で
詞
を
作
っ
て
い
た
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
彼
が
宴
席
に
お
い
て
詞
を
即
興
で
作
成
し
て
い
た
行
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爲
は
︑
ま
さ
し
く
こ
こ
で
言
う
遊
戯
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
宴
席
以
外
に
︑
歌
舞
を
上

演
す
る
際
に
も
歐
陽
脩
の
詞
が
唱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
歐
陽
脩
の
詞
集
『
近
體
樂
府
』
巻
一
に
収
録

さ
れ
た
「
西
湖
念
語
」
と
そ
れ
に
続
く
「
采
桑
子
」
十
首
で
あ
る
︒「
西
湖
念
語
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
︒

 
 

昔
者
王
子
猷
之
愛
竹
︑
造
門
不
問
於
主
人
︒
陶
淵
明
之
臥
輿
︑
遇
酒
便
留
於
道
上
︒
況
西
湖
之
勝
槪
︑
擅
東
頴
之
佳
名
︙
︙
︙
因

翻
舊
闋
之
辭
︑
寫
以
新
聲
之
調
︒
敢
陳
薄
伎
︑
聊
佐
淸
歡
︒

 
 

昔
者
　
王
子
猷
の
竹
を
愛
し
て
︑
門
に
造い
た

る
も
主
人
を
問
わ
ず
︒
陶
淵
明
の
輿
に
臥
し
て
︑
酒
に
遇
へ
ば
便
ち
道
上
に
留
ま
る
︒

況
ん
や
西
湖
の
勝
槪
は
︑
東
頴
の
佳
名
を
擅
に
す
る
を
や
︒
︙
︙
︙
因
り
て
舊
闋
の
辭
を
翻
し
︑
寫
す
に
新
聲
の
調
を
以
て
す
︒

敢
へ
て
薄
伎
を
陳
べ
︑
聊
か
淸
歡
を
佐
け
ん
︒

「
念
語
」
と
は
歌
舞
上
演
の
前
口
上
の
こ
と
で
︑
こ
の
「
西
湖
念
語
」
で
は
西
湖
の
美
し
さ
を
強
調
し
︑
歐
陽
脩
が
既
存
の
旋
律
に
合

わ
せ
て
作
っ
た
「
新
聲
」︑
す
な
わ
ち
西
湖
の
美
し
さ
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
「
采
桑
子
」
十
首
へ
と
続
け
る
︒
蘇
軾
の
「
陪
歐
陽
公
燕

西
湖
」
詩
の
施
元
之
注
に
は
「
歐
陽
文
忠
公
︙
︙
︙
作
念
語
及
十
詞
歌
之
」
と
あ
り
︑
こ
の
「
西
湖
念
語
」
に
続
く
こ
れ
ら
の
「
采
桑

子
」
十
首
が
歌
わ
れ
て
い
た
と
記
載
す
る
︒
さ
ら
に
︑
胡
可
先
『
宋
代
詩
詞
実
証
研
究
』
で
は（

（1
（

︑
こ
の
「
西
湖
念
語
」
に
つ
い
て
「
鼓

子
詞
的
形
式
︑
往
往
是
前
小
序
︑
稱
〝
念
語
〟
或
〝
致
語
〟︑
以
說
明
由
來
︒︽
采
桑
子
︾
前
的
︽
西
湖
念
語
︾
就
是
非
常
典
型
的
鼓
子

詞
的
形
式
」（
鼓
子
詞
の
形
式
で
は
︑
し
ば
し
ば
そ
の
前
の
〝
念
語
〟
或
い
は
〝
致
語
〟
と
称
す
る
小
序
で
由
来
を
説
明
す
る
︒︽
采
桑

子
︾
の
前
の
︽
西
湖
念
語
︾
は
非
常
に
典
型
的
な
鼓
子
詞
の
形
式
で
あ
る
（
と
記
述
し
︑
こ
の
「
西
湖
念
語
」
で
由
来
が
述
べ
ら
れ
た

「
采
桑
子
」
は
鼓
と
共
に
唱
わ
れ
た
鼓
子
詞
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
前
述
し
た
鼓
に
合
わ
せ
て
唱
わ
れ
た
「
十
二
月
鼓
子
詞
」
と

同
様
に
︑「
采
桑
子
」
十
首
も
鼓
と
と
も
に
唱
わ
れ
︑
聴
衆
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
娯
楽
的
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は

見
逃
せ
な
い
︒

王
兆
鵬
氏
は
詞
が
歌
わ
れ
る
環
境
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

（1
（

︒

 
 

宋
人
重
視
女
聲
唱
詞
︑
而
女
性
歌
妓
演
唱
的
場
所
又
多
半
是
在
娛
樂
性
和
消
遣
性
的
宴
會
酒
閒
︑
歌
樓
妓
院
︑
听
衆
到
此
的
主
要

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か
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目
的
是
尋
求
感
官
刺
激
︒
爲
適
應
這
種
演
唱
的
雰
圍
和
演
唱
者
歌
妓
的
身
分
︑
詞
的
題
材
就
只
適
宜
于
表
現
帶
有
刺
激
性
的
嫵
媚

動
人
的
女
性
和
女
色
︒

 
 

宋
人
は
女
性
の
詞
の
歌
唱
を
重
視
し
︑
女
性
の
歌
妓
が
歌
う
場
所
も
ま
た
大
半
は
娯
楽
と
憂
さ
晴
ら
し
と
を
主
と
す
る
宴
会
の
酒

席
︑
歌
楼
妓
院
で
あ
り
︑
聴
衆
が
こ
こ
に
足
を
運
ぶ
主
な
目
的
は
感
覚
の
刺
激
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
公
演
の

雰
囲
気
と
歌
唱
す
る
者
た
る
歌
妓
の
身
分
と
に
合
わ
せ
て
︑
詞
の
題
材
は
刺
激
的
と
な
り
︑
艶
や
か
で
人
の
心
を
動
か
す
女
性
と

そ
の
容
色
と
を
表
現
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

娯
楽
や
憂
さ
晴
ら
し
を
主
と
す
る
宴
席
で
歌
妓
は
詞
を
唱
い
興
を
添
え
る
︒
そ
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
詞
は
︑
時
と
し
て

刺
激
的
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
男
性
を
中
心
と
す
る
聴
衆
に
対
し
て
︑
歌
妓
は
女
性
で
あ
り
そ
の
女
性
が
唱
う
た
め
に
歐
陽
脩
は
詞

の
中
に
女
性
の
情
事
や
初
恋
等
を
読
み
込
み
︑
女
性
の
身
分
や
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
詞

の
作
成
場
面
と
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
環
境
を
考
え
る
と
︑
詞
は
遊
戯
的
︑
娯
楽
的
性
格
を
帯
び
て
お
り
︑
そ
の
内
容
が
俗
艶
︑
艶
麗
に

な
る
の
は
問
題
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
艶
や
か
な
詞
を
作
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
従
っ
て
︑
そ
の
詞
の
内
容

が
俗
艶
で
あ
る
こ
と
を
以
て
︑
そ
れ
が
作
者
の
人
格
の
表
出
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
甚
だ
見
当
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま

り
︑
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
︑
詞
に
書
か
れ
た
文
字
だ
け
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
︑
詞
が
作
成
さ
れ
た
当
時
の
場
面
や
そ
れ
が
受
容
さ

れ
た
環
境
を
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
歐
陽
脩
が
二
重
人
格
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
戻
る
と
︑
二
重
人
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
詞
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
そ
こ
で
歐
陽
脩
の
他
の
作
品
に
目
を

向
け
て
み
る
と
︑
残
さ
れ
た
書
簡
の
中
に
眼
が
み
え
に
く
く
な
っ
て
︑
白
と
黒
し
か
判
別
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
歯
が
ぐ
ら
ぐ
ら
す
る

と
い
う
糖
尿
病
の
症
状
が
書
か
れ
︑
書
簡
「
又
与
王
郎
中
」
の
中
で
は
自
ら
「
淋
渇
の
疾
」
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
歐
陽
脩
が
糖

尿
病
で
あ
り
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
が（

（1
（

︑
二
重
人
格
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
載
は
全
く
見
い
だ
せ
な
い
︒
ま
た
既
に
見

て
き
た
よ
う
に
︑
詞
が
作
成
さ
れ
た
場
と
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
環
境
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
詞
の
中
に
人
格
が
表
出
す
る
と
い
う
前
提
︑

つ
ま
り
歐
陽
脩
の
詞
に
二
重
人
格
と
い
う
性
格
が
表
出
し
て
い
る
と
い
う
観
点
は
成
り
立
た
な
い
︒
逆
に
言
え
ば
︑
二
重
人
格
と
錯
覚
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さ
せ
る
ほ
ど
の
詞
を
作
成
し
た
歐
陽
脩
の
技
量
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
︑
先
行
研
究
で
詞
の
内
容
が
彼
の
文

章
や
詩
と
違
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
二
重
人
格
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
た
こ
と
自
体
︑
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の

で
あ
っ
た
︒

注

（
１
（  

『
曲
靖
師
専
学
報
』
第
十
一
巻
第
二
期
︑
一
九
九
二
年
︒

（
２
（  

『
六
盤
水
師
専
学
報
（
社
会
科
学
版
（』
一
九
九
三
年
第
二
期
︑
一
九
九
三
年
︒

（
３
（  

『
語
文
学
刊
』
二
〇
一
〇
年
第
六
期
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
４
（  

『
内
江
師
範
学
院
学
報
』
第
二
十
九
巻
第
五
期
︑
二
〇
一
四
年
︒

（
５
（  

『
南
昌
大
学
学
報
（
人
文
社
会
科
学
版
（』
第
四
十
六
巻
第
四
期
︑
二
〇
一
五
年
︒

（
６
（  

上
海
文
芸
出
版
総
社
︑
復
旦
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︒
な
お
︑
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
︑
井
上
泰
山
︑
後
藤
祐
也
訳
『
中
国
文
学

史
新
著
（
増
訂
本
（』（
関
西
大
学
出
版
部
︑
二
〇
一
三
年
（
に
依
っ
た
︒

（
７
（  

四
部
叢
刊
や
四
庫
全
書
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
近
體
樂
府
』
に
は
百
八
十
一
首
の
詞
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑

天
理
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
収
録
の
『
近
體
樂
府
』
に
は
百
九
十
四
首
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
収
録
詞
数
の
違
い
は
『
近
體
樂
府
』
の

成
立
過
程
と
関
連
し
て
お
り
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
吉
州
本
『
近
體
樂
府
』
考
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
七
十
二
集
︑
二
〇

二
〇
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
８
（  

拙
稿
「
歐
陽
脩
『
醉
翁
琴
趣
外
篇
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
風
絮
』
第
二
号
︑
二
〇
〇
六
年
（
参
照
︒

（
９
（  

田
中
謙
二
「
歐
陽
脩
の
詞
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
第
七
輯
︑
一
九
五
三
年
（︒

（
（0
（  

「
醉
蓬
萊
」
の
日
本
語
訳
（
大
意
（
は
︑
村
上
哲
見
『
中
国
詩
文
選
』（
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
三
年
（
に
依
っ
た
︒

（
（（
（  

「
南
郷
子
」
の
日
本
語
訳
は
波
多
野
太
郎
『
宋
詞
評
釋
』（
櫻
楓
社
︑
一
九
七
一
年
（
に
依
っ
た
︒

（
（（
（  

注
（
（0
（
村
上
哲
見
『
中
国
詩
文
選
』
二
百
十
九
頁
の
記
述
︒

歐
陽
脩
は
二
重
人
格
か

（（



（
（（
（  

王
兆
鵬
『
宋
代
文
学
伝
播
探
原
』（
武
漢
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
（
八
十
五
頁
の
記
述
︒
な
お
該
書
は
︑
萩
原
正
樹
︑
松
尾
肇
子
︑

池
田
智
幸
監
訳
『
宋
代
文
学
伝
播
原
論
―
宋
代
の
文
学
は
い
か
に
伝
わ
っ
た
か
―
』（
朋
友
書
店
︑
二
〇
一
九
年
（
と
し
て
︑
日
本
語

訳
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
以
下
王
氏
の
著
書
を
引
用
す
る
際
に
は
全
て
こ
の
日
本
語
訳
に
依
拠
し
た
︒
本
稿
は
王
兆
鵬
氏
の
『
宋
代
文
学

伝
播
探
原
』
に
多
く
の
啓
発
を
受
け
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑
王
氏
に
は
感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
︒

（
（（
（  

注
（
（（
（
王
兆
鵬
『
宋
代
文
学
伝
播
探
原
』
七
十
五
～
七
十
九
頁
参
照
︒

（
（（
（  

朱
東
潤
編
年
校
注
『
梅
堯
臣
集
編
年
校
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
〇
年
（︒

（
（（
（  

注
（
（（
（
王
兆
鵬
『
宋
代
文
学
伝
播
探
原
』
十
二
頁
の
記
述
︒

（
（（
（  

浙
江
大
学
出
版
社
︑
二
〇
一
九
年
︒
百
五
十
五
頁
の
記
述
︒

（
（（
（  

注
（
（（
（
王
兆
鵬
『
宋
代
文
学
伝
播
探
原
』
百
頁
の
記
述
︒

（
（（
（  

歐
陽
脩
が
糖
尿
病
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
簡
か
ら
窺
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
「
歐
陽
脩
と
古
文
―
古
文
の
大
家
が
生
ま
れ
出
て

き
た
過
程
―
」（『
わ
か
り
や
す
く
お
も
し
ろ
い
中
国
文
学
講
義
』
中
国
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︑
収
録
（
参
照
︒

（
附
記
（ 

本
研
究
は
︑JSPS

科
学
研
究
費（（H00（（（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
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