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は
じ
め
に

南
曲
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
は
、
明
代
白
話
小
説
『
水
滸
傳
』
に
描
か
れ
る
「
盧
俊
義
落
草
」
の
場
面
を
中
心
に
戯
曲
化
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
は
十
分
で
な
い
。
こ
れ
は
『
元
宵
鬧

傳
奇
』
だ
け
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
南
曲
の
一
作
品
を
取
り
上
げ
て
そ
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
る
研
究
自
体
が
少
な
い
の
で
あ
る
。

明
代
後
期
に
は
小
説
と
戯
曲
が
互
い
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
水
滸
物
語
」
の
真
な
る
理
解
に
は

小
説
と
戯
曲
の
双
方
か
ら
の
研
究
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
は
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
を
精
読
し
、『
水
滸
傳
』
や
そ
の
他
の
戯
曲
と
の
比
較
を
通
し
て
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
独
自
の
創
作
部
分
を
探

り
、
作
者
が
な
ぜ
そ
の
描
写
に
至
っ
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。『
元
宵
鬧
傳
奇
』
は
『
古
本
戯
曲
叢
刊
』
第
二
集
に
収
め
ら
れ
て

い
る
鄭
振
鐸
旧
蔵
鈔
本
を
底
本
と
し
、『
水
滸
傳
』
は
現
存
す
る
中
で
最
古
の
完
本
で
あ
る
容
与
堂
本
（
一
〇
〇
回
本
）
を
底
本
と
す
る
。

な
お
、
本
論
文
に
お
い
て
白
話
文
献
を
引
用
す
る
際
に
は
、
可
能
な
限
り
原
文
の
字
体
に
拠
り
、
そ
の
他
は
新
字
体
で
統
一
し
た
。

一　
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
は
ど
の
よ
う
な
物
語
か

ま
ず
、『
元
宵
鬧
傳
奇
』
の
登
場
人
物
と
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
。『
元
宵
鬧
傳
奇
』（
以
下
、『
元
宵
鬧
』
と
略
す
る
）
の
主
な
登
場
人
物
と

鶴
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あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
般
的
に
南
曲
は
一
幕
を
「
齣
」
や
「
出
」
と
称
す
る
が
、『
元
宵
鬧
』
で
は
「
折
」
と
称
し
て
い

る
た
め
、
本
論
文
も
そ
れ
に
倣
う
。
ま
た
、
そ
の
他
の
戯
曲
を
扱
う
場
合
は
そ
の
戯
曲
の
底
本
の
表
記
に
合
わ
せ
る
。

主
な
登
場
人
物
（︹　

︺
内
は
演
じ
る
役
者
を
指
す
。
生
・
旦
は
男
女
の
主
役
、
付
・
丑
は
道
化
役
で
あ
る
）

︹
生
︺
盧
俊
義
︙
豪
傑
で
知
ら
れ
る
北
京
大
名
府
の
大
富
豪
。

︹
旦
︺
賈
氏
︙
盧
俊
義
の
妻
。
盧
俊
義
が
日
々
鍛
錬
に
明
け
暮
れ
て
思
い
や
り
を
見
せ
な
い
た
め
、
愛
想
を
尽
か
し
て
い
る
。
新
し
く

雇
わ
れ
た
李
固
と
通
じ
合
い
た
い
と
考
え
、
召
使
に
賄
賂
を
贈
ら
せ
て
い
る
。

︹
付
︺
李
固
︙
も
と
も
と
商
人
だ
っ
た
が
元
手
を
す
っ
て
北
京
大
名
府
へ
流
れ
つ
く
。
食
事
を
恵
ん
で
も
ら
お
う
と
盧
俊
義
の
も
と
を

訪
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
計
算
の
腕
を
買
わ
れ
て
盧
家
の
金
勘
定
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

︹
小
生
︺
燕
青
︙
盧
俊
義
の
養
子
で
武
術
に
優
れ
て
い
る
。
盧
俊
義
が
李
固
を
雇
う
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
。

︹
外
︺
宋
江
︙
梁
山
泊
の
首
領
。
豪
傑
と
称
さ
れ
る
盧
俊
義
の
話
を
聞
き
、
仲
間
に
し
た
い
と
考
え
る
。

︹
丑
︺
張
文
遠
︙
宋
江
の
妾
だ
っ
た
閻
婆
惜
の
間
男
。
閻
婆
惜
が
殺
さ
れ
た
後
、
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
逃
亡
し
た
と
こ
ろ
を

李
固
に
助
け
ら
れ
た
。
現
在
は
北
京
大
名
府
の
梁
中
書
の
も
と
で
役
人
と
し
て
働
い
て
お
り
、
梁
中
書
の
信
頼
を
得
て
い
る
。

あ
ら
す
じ

︻
第
一
折
~
第
三
折
︼
梁
山
泊
の
宋
江
た
ち
は
、
亡
く
な
っ
た
前
首
領
の
晁
蓋
を
祀
る
た
め
、
高
名
な
僧
侶
の
大
圓
法
師
を
呼
ぶ
。
大

圓
法
師
は
梁
山
泊
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
予
言
と
盧
俊
義
と
い
う
豪
傑
の
名
を
告
げ
て
去
る
。
そ
こ
で
宋
江
は
軍
師
呉
用
に
頼
み
、

盧
俊
義
を
仲
間
に
す
る
た
め
に
画
策
す
る
。
一
方
、
北
京
大
名
府
に
住
む
富
豪
の
盧
俊
義
は
李
固
と
い
う
男
を
雇
い
、
金
の
管
理
を
任

せ
る
。

︻
第
四
折
~
第
八
折
︼
盧
俊
義
は
夜
に
な
る
と
鬼
神
の
泣
き
声
が
す
る
た
め
眠
れ
ず
、
通
り
が
か
っ
た
占
い
師
を
呼
ぶ
。
こ
の
占
い
師

こ
そ
が
梁
山
泊
の
軍
師
呉
用
で
あ
っ
た
。
呉
用
は
悪
運
を
避
け
る
た
め
に
は
東
南
へ
千
里
（
途
中
に
梁
山
泊
が
あ
る
）
逃
げ
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
占
い
、
天
命
を
詩
に
詠
ん
だ
も
の
（
各
句
の
一
字
目
を
並
べ
る
と
「
蘆
俊
義
反
」
と
な
る
）
を
壁
に
書
か
せ
る
。
盧
俊
義
の
妻
賈
氏
は
盧
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俊
義
に
対
し
て
愛
想
を
尽
か
し
て
お
り
、
盧
俊
義
が
東
南
へ
出
か
け
る
こ
と
を
喜
ぶ
が
、
密
か
に
通
じ
合
っ
て
い
る
李
固
も
一
緒
に
出

か
け
る
と
知
っ
て
落
胆
す
る
。
梁
山
泊
で
は
盧
俊
義
を
捕
ら
え
る
た
め
に
多
く
の
好
漢
た
ち
に
命
令
が
下
さ
れ
、
つ
い
に
盧
俊
義
は
捕

ら
え
ら
れ
る
。
宋
江
は
盧
俊
義
の
た
め
に
宴
を
開
き
、
呉
用
は
李
固
に
盧
俊
義
が
梁
山
泊
の
仲
間
に
な
っ
た
と
嘘
を
言
っ
て
逃
が
す
。

︻
第
九
折
~
第
十
二
折
︼
賈
氏
は
一
人
で
帰
っ
て
き
た
李
固
を
迎
え
る
が
、
李
固
は
盧
俊
義
が
謀
反
を
考
え
て
い
る
と
告
発
し
に
行
こ

う
と
す
る
。
賈
氏
は
謀
反
の
罪
に
連
座
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
相
談
が
あ
る
か
ら
と
夜
寝
室
に
来
る
よ
う
に
李
固
を
誘
う
。
二
人
は
愛
を

誓
い
あ
い
、
盧
俊
義
の
財
産
を
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
よ
う
と
決
め
る
。
燕
青
は
李
固
が
一
人
で
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
怪
し
み
、
朝
に

な
っ
て
李
固
を
訪
ね
る
と
、
李
固
は
賈
氏
の
も
と
に
い
た
。
賈
氏
は
李
固
を
裏
門
か
ら
逃
が
し
、
告
発
の
た
め
役
所
に
向
か
わ
せ
る
。

燕
青
は
二
人
の
姦
通
を
知
っ
て
罵
り
、
盧
俊
義
の
謀
反
の
証
拠
と
さ
れ
る
壁
の
詩
を
削
ろ
う
と
す
る
が
、
賈
氏
に
家
を
追
い
出
さ
れ
て

し
ま
う
。

︻
第
十
三
折
︼
李
固
の
知
人
で
あ
る
役
人
張
文
遠
が
告
発
に
来
た
李
固
と
会
う
。
李
固
は
盧
俊
義
の
財
産
と
妻
を
自
分
の
も
の
に
で
き

る
よ
う
便
宜
を
図
っ
て
ほ
し
い
と
頼
み
、
張
文
遠
は
快
諾
す
る
。
裁
き
の
結
果
、
李
固
が
望
ん
だ
通
り
に
な
り
、
李
固
は
張
文
遠
を
お

礼
の
宴
に
呼
ぶ
。

︻
第
十
四
折
~
第
十
七
折
︼
盧
俊
義
は
好
漢
た
ち
に
帰
郷
の
思
い
を
語
り
、
梁
山
泊
を
去
っ
て
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
。
帰
る
途
中
で
燕

青
と
出
会
い
、
李
固
と
賈
氏
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
怒
っ
た
盧
俊
義
は
燕
青
が
止
め
る
の
も
聞
か
ず
家
に
帰
る
。
李
固
と
賈
氏
は
張

文
遠
を
呼
び
、
宴
を
開
く
。
帰
っ
て
き
た
盧
俊
義
は
宴
の
様
子
を
見
て
賈
氏
を
罵
る
が
、
張
文
遠
た
ち
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
拷

問
の
末
、
盧
俊
義
は
梁
山
泊
の
仲
間
に
な
っ
た
と
嘘
の
供
述
を
さ
せ
ら
れ
る
。

︻
第
十
八
折
~
第
十
九
折
︼
牢
役
人
兼
処
刑
人
の
蔡
福
は
李
固
か
ら
五
百
両
を
も
ら
い
、
盧
俊
義
を
殺
す
よ
う
に
頼
ま
れ
る
一
方
で
、

梁
山
泊
の
一
味
で
あ
る
戴
宗
か
ら
も
一
千
両
を
も
ら
い
、
盧
俊
義
を
守
る
よ
う
に
頼
ま
れ
る
。
蔡
福
は
も
ら
っ
た
金
を
梁
中
書
と
張
文

遠
に
渡
し
、
死
刑
か
ら
流
刑
に
減
刑
し
て
も
ら
う
よ
う
に
考
え
た
。
盧
俊
義
の
流
刑
が
決
ま
る
と
、
李
固
は
護
送
役
人
の
張
豹
と
李
彪

に
賄
賂
を
渡
し
、
護
送
中
に
盧
俊
義
を
殺
す
よ
う
に
言
い
つ
け
る
。
盧
俊
義
は
林
の
中
で
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
燕
青
に
助
け
ら
れ

る
。︻

第
二
十
折
~
第
二
十
一
折
︼
盧
俊
義
は
拷
問
の
傷
を
癒
す
た
め
に
宿
で
休
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
役
人
に
捕
ら
え
ら
れ
る
。
燕
青
は
盧
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俊
義
の
危
機
を
梁
山
泊
に
知
ら
せ
に
行
く
途
中
で
、
梁
山
泊
の
好
漢
で
あ
る
戴
宗
と
石
秀
に
出
会
い
、
事
情
を
話
す
。
石
秀
は
北
京
大

名
府
へ
潜
入
し
、
盧
俊
義
の
処
刑
に
乱
入
し
て
捕
ら
え
ら
れ
る
。
梁
中
書
は
宋
江
た
ち
を
生
け
捕
る
た
め
、
盧
俊
義
と
石
秀
を
す
ぐ
に

殺
さ
ず
、
梁
山
泊
の
軍
勢
が
二
人
を
助
け
に
来
る
の
を
待
つ
こ
と
に
す
る
。

︻
第
二
十
二
折
︼
李
固
の
妻
と
な
っ
た
賈
氏
は
、
李
固
が
自
分
の
寝
室
に
来
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
う
。
召
使
の
春
英
と
李
固
が
密
通

し
て
い
る
の
で
は
と
疑
い
、
春
英
を
問
い
詰
め
よ
う
と
す
る
も
、
反
対
に
春
英
に
言
い
負
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
賈
氏
は
、
今
度
は
張

文
遠
と
逢
引
し
た
い
と
考
え
な
が
ら
書
斎
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
に
運
よ
く
張
文
遠
が
来
る
。
張
文
遠
は
賈
氏
を
口
説
き
、
抱
こ
う
と
す
る

が
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
へ
賈
氏
の
声
を
聞
い
て
春
英
が
や
っ
て
く
る
。
張
文
遠
は
春
英
と
李
固
の
仲
を
問
い
詰
め
な
が
ら
春
英

の
美
し
さ
に
惹
か
れ
、
今
度
は
春
英
を
口
説
き
始
め
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
し
ま
っ
た
賈
氏
は
悲
し
み
な
が
ら
再
び
日
を
改
め
て
張
文

遠
と
会
う
こ
と
を
約
束
す
る
。

︻
第
二
十
三
折
~
第
二
十
五
折
︼
元
宵
節
で
街
が
賑
わ
う
中
、
賈
氏
は
張
文
遠
と
会
う
。
張
文
遠
は
酔
い
つ
ぶ
れ
た
李
固
を
介
抱
し
て

い
た
春
英
も
一
緒
に
三
人
で
寝
よ
う
と
提
案
す
る
。
そ
の
後
賈
氏
と
春
英
は
再
び
張
文
遠
と
会
う
約
束
を
し
て
彼
を
待
つ
が
、
約
束
の

時
間
に
な
っ
て
も
一
向
に
現
れ
ず
、
不
安
に
な
る
。
夜
遅
く
に
や
っ
て
来
た
張
文
遠
は
、
梁
山
泊
の
軍
勢
が
攻
め
て
き
た
時
の
兵
の
準

備
を
し
て
い
た
た
め
遅
く
な
っ
た
と
弁
解
す
る
。
そ
こ
へ
李
固
が
帰
っ
て
き
て
三
人
の
密
通
を
知
り
、
怒
り
出
す
。
春
英
は
賈
氏
に
言

わ
れ
て
や
っ
た
こ
と
だ
と
弁
解
す
る
。
張
文
遠
は
李
固
の
身
勝
手
さ
を
罵
り
、
梁
中
書
に
報
告
す
る
と
言
っ
て
出
て
い
く
。

︻
第
二
十
六
折
~
第
二
十
七
折
︼
宋
江
た
ち
は
元
宵
節
の
賑
わ
い
に
紛
れ
て
北
京
大
名
府
に
攻
め
入
り
、
盧
俊
義
た
ち
を
助
け
、
張
文

遠
と
李
固
と
賈
氏
を
殺
す
。
梁
山
泊
に
戻
っ
た
宋
江
は
大
圓
法
師
の
予
言
通
り
兄
弟
が
百
八
人
揃
っ
た
こ
と
を
喜
び
、
招
安
を
待
ち
望

む
。
そ
こ
へ
戴
宗
が
招
安
の
勅
命
が
下
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
、
宋
江
た
ち
は
皆
で
祝
い
の
酒
を
飲
ん
だ
。

あ
ら
す
じ
を
見
る
と
、
張
文
遠
の
存
在
な
ど
大
小
の
異
同
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
大
ま
か
な
話
の
流
れ
は
『
水
滸
傳
』
と
お
お
む
ね

一
致
し
て
い
る
。

で
は
次
に
『
元
宵
鬧
』
の
作
者
に
つ
い
て
考
え
た
い
。『
元
宵
鬧
』
の
冒
頭
に
は
「
明
呉
江
（
現
江
蘇
省
蘇
州
市
呉
江
区
）
李
素
甫
位
行
撰
」

と
の
題
署
が
あ
る（

１
）。
王
国
維
『
曲
録
』
に
よ
る
と
、
李
素
甫
は
『
元
宵
鬧
』
の
他
に
『
稲
花
初
』・『
落
花
風
』・『
再
生
蓮
』・『
賣
愁
村
』
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と
い
う
四
作
を
制
作
し
た
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
も
散
逸
し
て
い
る
。
ま
た
、
管
見
の
限
り
、
李
素
甫
と
い
う
名
の
人
物
に
つ
い
て
記
載

す
る
資
料
の
中
に
、『
元
宵
鬧
』
の
作
者
に
該
当
す
る
人
物
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る（

２
）。

つ
ま
る
と
こ
ろ
李
素
甫
の
経
歴
は
不
明
だ
が
、『
元
宵
鬧
』
第
一
折
に
は
、
作
者
が
こ
の
戯
曲
を
作
っ
た
動
機
を
唱
っ
た
詞
が
あ
る

（
唱
者
の
脚
色
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
劇
団
長
な
ど
で
あ
ろ
う
か
）。
こ
の
詞
か
ら
李
素
甫
が
置
か
れ
て
い
た
環
境
を
考
え
て
い
き
た
い
。

 　
︻
西
江
月
︼
意
懶
一
腔
愁
緒
、
心
馳
滿
載
憂
思
。
床
頭
金
盡
少
相
知
。
酷
見
炎
凉
滋
味
。
閉
室
閒
觀
水
滸
、
緣
情
草
就
傳
奇
。
高

明
為
我
潤
刪
之
。
莫
笑
俚
詞
鄙
句
。（『
元
宵
鬧
』
第
一
折
）

 　
︻
西
江
月
︼
気
持
ち
が
物
憂
く
胸
い
っ
ぱ
い
の
悲
し
み
、
心
は
満
ち
た
憂
い
に
思
い
を
は
せ
る
。
持
ち
金
は
使
い
果
た
し
、
気
心
の
知
れ
た
友
は
少
な
い
。
富

貴
と
貧
困
の
苦
楽
を
よ
く
味
わ
っ
た
。
一
人
で
部
屋
に
こ
も
り
水
滸
を
観
て
、
感
情
の
ま
ま
に
伝
奇
を
書
い
た
。
南
曲
に
詳
し
い
方
々
は
私
の
た
め
に
こ
れ
を
加

筆
・
削
除
し
て
ほ
し
い
。
野
卑
な
句
を
お
笑
い
く
だ
さ
る
な
。

こ
の
詞
の
後
半
か
ら
、
李
素
甫
は
水
滸
伝
を
も
と
に
し
た
戯
曲
ま
た
は
そ
の
台
本
、
あ
る
い
は
既
に
小
説
と
し
て
成
立
し
た
『
水
滸

傳
』
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
高
明
為
我
︙
︙
」
の
一
文
か
ら
、
李
素
甫
は
こ
の
作
品
を
南

曲
に
詳
し
い
者
に
添
削
し
て
も
ら
い
た
が
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
李
素
甫
の
周
り
に
は
南
曲
を
作
る
者
が
他
に
も

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

呉
江
の
隷
属
す
る
蘇
州
は
、
明
代
後
期
に
は
崑
曲
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。『
義
俠
記
』
の
作
者
沈
璟
や
『
翠
屏
山
』
の
沈
自
晋
は
呉
江

の
人
で
あ
り
、『
水
滸
記
』
の
許
自
昌
は
呉
県
の
人
で
あ
る
よ
う
に
、
現
在
伝
わ
る
水
滸
物
の
南
曲
の
多
く
が
呉
江
・
呉
県
で
製
作
さ
れ

て
い
る
。
馮
夢
龍
や
袁
無
涯
が
万
暦
四
十
二
（
一
六
一
四
）
年
頃
に
『
水
滸
傳
』
を
刊
行
し
た
の
も
こ
の
地
で
あ
り（

３
）、

蘇
州
が
水
滸
伝
と

非
常
に
密
接
な
関
わ
り
の
あ
る
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
呉
江
・
呉
県
発
の
水
滸
物
の
南
曲
に
は
、
潘
金
蓮

と
西
門
慶
、
潘
巧
雲
と
裴
如
海
、
閻
婆
惜
と
張
文
遠
、
賈
氏
と
李
固
と
い
う
よ
う
に
、
四
作
と
も
全
て
男
女
の
不
義
密
通
が
重
要
な
場

面
と
し
て
登
場
す
る（

４
）。

李
素
甫
は
こ
れ
ら
の
南
曲
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
『
元
宵
鬧
』
を
制
作
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、『
元
宵
鬧
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
氏
が
「『
寶
劍
記
』
と
『
水
滸
傳
』
│
林
冲
物
語
の
成
立
に
つ
い
て（

５
）」
の
中

で
言
及
し
て
い
る
。

 　
『
元
宵
鬧
』
に
お
い
て
、
か
つ
て
閻
婆
惜
と
密
通
し
て
い
た
張
文
遠
が
北
京
大
名
府
に
登
場
し
て
盧
俊
義
の
妻
賈
氏
と
密
通
す
る

南
曲
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
と
『
水
滸
傳
』
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な
ど
、
い
ず
れ
も
あ
る
程
度
の
獨
自
色
を
出
そ
う
と
試
み
て
は
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に
『
水
滸
傳
』
の
内
容
か
ら
大
き
く
か
け

離
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
『
水
滸
傳
』
の
刊
行
後
、
そ
の
演
劇
化
と
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。（
一
四
~
一
五
頁
）

小
松
氏
は
テ
キ
ス
ト
が
現
存
す
る
明
代
以
降
の
水
滸
物
の
南
曲
六
作
の
中
で
、『
寶
劍
記
』
を
除
く
五
作
品
は
『
水
滸
傳
』
刊
行
後
に

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
先
掲
し
た
『
元
宵
鬧
』
冒
頭
の
詞
の
内
容
及
び
他
の
水
滸
物
の
南
曲
に
影
響
を
受
け
た
と
思

わ
れ
る
作
者
の
制
作
環
境
か
ら
見
て
も
、『
元
宵
鬧
』
は
『
水
滸
傳
』
成
立
よ
り
後
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二　
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
と
『
水
滸
傳
』
の
比
較

『
元
宵
鬧
』
を
『
水
滸
傳
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、『
水
滸
傳
』
に
は
存
在
し
な
い
『
元
宵
鬧
』
独
自
の
描
写
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

例
え
ば
『
元
宵
鬧
』
第
三
折
で
、
宋
江
に
盧
俊
義
を
落
草
さ
せ
る
計
略
に
つ
い
て
呉
用
が
以
下
の
よ
う
に
話
す
。

 　
︹
末
︺
不
妨
。
我
令
先
差
時
遷
、
潛
入
他
家
。
夜
作
鬼
泣
神
號
、
使
他
坐
卧
不
寧
。
那
時
我
扮
一
算
命
先
生
、
憑
咱
三
寸
不
爛
之

舌
、
管
取
説
他
來
入
夥
。（『
元
宵
鬧
』
第
三
折
）

 　
︹
末
（
呉
用
）︺
構
い
ま
せ
ん
。
私
は
先
に
時
遷
を
や
っ
て
彼
（
盧
俊
義
）
の
家
に
忍
び
込
ま
せ
、
夜
に
鬼
神
の
泣
き
叫
ぶ
ま
ね
を
し
て
、
彼
を
落
ち
着
か
な
い

気
持
ち
に
さ
せ
ま
す
。
そ
の
時
私
が
占
い
の
先
生
に
扮
し
て
、
こ
の
弁
舌
さ
わ
や
か
な
ま
ま
に
、
き
っ
と
彼
を
仲
間
に
来
る
よ
う
に
説
得
し
ま
す
。

あ
ら
か
じ
め
時
遷
に
盧
俊
義
の
家
へ
侵
入
さ
せ
、
盧
俊
義
を
不
安
に
さ
せ
て
か
ら
呉
用
が
占
い
に
行
く
と
言
っ
て
い
る
。
盧
俊
義
は

こ
の
計
略
に
ま
ん
ま
と
引
っ
掛
か
っ
て
し
ま
う
。

 　
︹
生
上
︺︙
︙
夜
眠
不
穩
起
披
襟
、
猛
聽
神
鬼
泣
。
未
審
是
何
因
。
卑
人
夜
來
睡
卧
不
寧
、
披
衣
閲
史
、
只
聽
得
神
號
鬼
哭
、
擲

瓦
抛
磚
、
及
至
點
燈
照
取
、
不
惟
聞
其
聲
、
抑
且
見
其
形
、
家
室
之
中
。
大
非
吉
兆
、
静
思
卑
人
安
居
守
志
、
非
理
不
為
。
總
有

不
吉
、
焉
能
禍
及
於
我
。（『
元
宵
鬧
』
第
四
折
）

 　
︹
生
（
盧
俊
義
）
登
場
す
る
︺
︙
︙
夜
眠
る
も
落
ち
着
か
ず
起
き
て
襟
を
広
げ
る
と
、
ふ
い
に
鬼
神
が
泣
く
の
が
聞
こ
え
た
。
何
に
よ
る
も
の
か
ま
だ
分
か
ら

な
い
。
私
は
夜
中
眠
れ
ず
、
服
を
羽
織
り
史
書
を
読
ん
で
い
る
と
、
ふ
と
聞
こ
え
る
の
は
鬼
神
が
泣
く
声
、
私
は
瓦
や
煉
瓦
を
放
り
投
げ
て
、
明
か
り
を
付
け
る
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と
、
た
だ
そ
の
声
が
聞
こ
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
姿
ま
で
も
が
部
屋
の
中
に
見
え
た
。
ま
っ
た
く
不
吉
で
あ
る
が
、
私
が
志
を
守
っ
て
落
ち
着
い
て
生
活
し

て
い
る
こ
と
を
顧
み
て
も
、
道
理
に
合
わ
な
い
。
た
と
え
不
吉
な
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
私
に
災
い
を
及
ぼ
せ
る
の
か
。

か
く
て
不
安
に
思
い
、
占
い
師
に
見
て
も
ら
お
う
と
し
た
所
へ
呉
用
が
訪
ね
て
く
る
と
い
う
運
び
で
あ
る
。
確
か
に
、
何
事
も
な
く

暮
ら
し
て
い
る
盧
俊
義
が
家
の
前
を
う
ろ
つ
く
占
い
師
に
自
身
の
運
勢
を
占
っ
て
も
ら
う
と
い
う
『
水
滸
傳
』
の
展
開
に
比
べ
、
こ
ち

ら
は
盧
俊
義
の
行
動
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
は
よ
り
自
然
な
展
開
に
な
る
よ
う
新
た
な
描
写
を
加
え
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
水
滸
傳
』
の
梁
山
泊
で
は
、
作
戦
は
立
て
る
も
の
の
、
基
本
的
に
好
漢
た
ち
が
思
い
思
い
に
戦
い
、
騒
ぎ
、
暴
れ
て
い
る
印

象
が
あ
る
が
、『
元
宵
鬧
』
の
梁
山
泊
は
軍
規
に
厳
し
い
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
第
六
折
で
宋
江
は
呉
用
や
戴
宗
に
こ
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

 　
︹
外
︺
︙
︙
自
令
為
始
、
如
弟
兄
中
不
遵
令
者
、
梟
首
勿
論
。
︙
︙
今
日
為
始
、
俱
聽
軍
師
約
束
、
如
有
不
遵
、
斬
首
勿
論
。

︙
︙
如
臨
點
不
到
者
斬
、
聞
鼓
不
進
者
斬
、
聞
金
不
退
者
斬
、
臨
陣
偷
閑
者
斬
、
鼓
噪
喧
嘩
者
斬
、
不
遵
約
束
者
斬
。（『
元
宵
鬧
』

第
六
折
）

 　
︹
外
（
宋
江
）︺
︙
︙
命
令
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
も
し
兄
弟
た
ち
の
中
に
命
令
に
従
わ
な
い
者
が
い
た
ら
、
問
答
無
用
で
さ
ら
し
首
に
せ
よ
。
︙
︙
今
日
を
始
め

と
し
て
、
皆
軍
師
の
指
示
を
聞
き
、
も
し
従
わ
な
け
れ
ば
、
問
答
無
用
で
斬
首
せ
よ
。
︙
︙
点
呼
の
時
に
い
な
い
よ
う
な
者
は
斬
り
、
鼓
を
聞
い
て
進
ま
な
い
者

は
斬
り
、
銅
鑼
を
聞
い
て
退
か
な
い
者
は
斬
り
、
陣
へ
行
っ
て
楽
を
す
る
者
は
斬
り
、
大
声
で
騒
ぐ
者
は
斬
り
、
指
示
に
従
わ
な
い
者
は
斬
る
。

命
令
を
守
ら
な
い
者
は
斬
首
・
さ
ら
し
首
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
規
則
で
あ
る
。『
水
滸
傳
』
第
八
十
三
回
に
、
帰
順
し
た
梁
山
泊
軍

の
士
官
が
役
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
や
む
な
く
宋
江
が
士
官
を
斬
首
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
が
、『
元
宵
鬧
』
の
こ
の
時
の
宋

江
の
台
詞
と
比
べ
る
と
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 　

宋
江
哭
道
、「
我
自
從
上
梁
山
泊
以
來
、
大
小
兄
弟
不
曾
壞
了
一
個
。
今
日
一
身
入
官
、
事
不
由
我
、
當
守
法
律
。
雖
是
你
強
氣

未
滅
、
使
不
的
舊
時
性
格
。」（『
水
滸
傳
』
第
八
十
三
回
）

 　

宋
江
は
泣
き
な
が
ら
言
っ
た
。「
私
は
梁
山
泊
に
上
っ
て
か
ら
、
大
小
の
兄
弟
た
ち
一
人
も
だ
め
に
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
。
今
わ
が
身
は
官
吏
と
な
り
、（
気

ま
ま
に
す
る
）
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
当
然
法
律
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
お
前
の
不
遜
な
気
性
が
ま
だ
消
え
て
い
な
い
と
し
て
も
、
昔
の
性
格
を
表
し
て
は

い
け
な
い
。」南

曲
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
と
『
水
滸
傳
』
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招
安
を
受
け
る
前
は
一
人
の
兄
弟
分
も
処
刑
し
た
こ
と
が
無
か
っ
た
が
、
宋
に
帰
順
し
て
か
ら
は
規
律
を
守
り
、
兄
弟
分
だ
ろ
う
と

斬
首
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、『
元
宵
鬧
』
の
梁
山
泊
は
帰
順
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
招
安
を
受
け

た
後
の
官
軍
に
近
い
性
格
な
の
で
あ
る
。

義
兄
弟
間
で
の
相
手
の
呼
び
方
も
特
徴
的
で
、『
水
滸
傳
』
の
宋
江
は
好
漢
た
ち
か
ら
「
哥
哥
（
あ
に
き
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、『
元

宵
鬧
』
で
は
皆
か
ら
「
主
帥
（
主
将
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
好
漢
た
ち
は
「
主
帥
」
で
あ
る
宋
江
の
命
令
に
従
い
、『
水
滸
傳
』
で
は
反

対
者
も
い
た
（
第
七
十
一
回
）
招
安
に
も
皆
が
素
直
に
賛
成
す
る
。
兄
弟
と
い
う
よ
り
は
司
令
官
と
諸
将
と
い
っ
た
関
係
だ
ろ
う
。

さ
て
、「
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
斬
る
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
通
り
、『
元
宵
鬧
』
の
梁
山
泊
は
よ
く
指
示
を
出
す
描
写
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
第
六
折
の
、
呉
用
が
好
漢
た
ち
に
盧
俊
義
を
捕
ら
え
る
た
め
の
作
戦
を
話
す
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
第
六
折
で
は
、
呉
用
が
李

逵
・
扈
三
娘
・
朱
仝
・
呼
延
灼
・
柴
進
・
花
栄
・
石
秀（
６
）・

孫
二
娘
・
張
順
に
向
け
て
命
令
の
曲
辞
を
歌
う
（
ち
な
み
に
こ
こ
で
は
北
曲
の
曲
牌

が
用
い
ら
れ
て
い
る
）。
以
下
の
︻
表
一
︼
の
通
り
、
曲
辞
の
中
に
は
楽
器
・
色
・
方
角
を
指
す
単
語
が
多
く
含
ま
れ
、
作
戦
に
具
体
性
を

持
た
せ
て
い
る
。

【
表
一
】（
表
中
の
原
文
は
全
て
『
元
宵
鬧
』
第
六
折
よ
り
引
用
）。

好
漢

呉
用
が
指
示
を
出
し
て
い
る
箇
所

李
逵

　
︻
油
葫
蘆
︼
恁
敢
勇
衝
鋒
前
隊
做
先
行
。
統
校
刀
手
三
百
名
。
啣
枚
向
深
林
可
也
潛
藏
隠
。
那
其
間
横
巨
斧
専
心
等
。
我
這
里
施
信
砲
把
紅
旂
引
。

恁
奮
神
威
殺
教
他
手
不
停
。
山
頂
上
一
棒
鑼
聲
振
即
便
可
撥
征
。
涴
（
原
文
は
馬
偏
）
馳
往
東
方
奔
。
誘
來
追
好
把
他
抓
來
擒
。

　
︻
油
葫
蘆
︼
勇
気
に
任
せ
て
突
撃
し
ろ
。
先
頭
部
隊
は
先
に
行
け
。
刀
を
持
つ
兵
三
百
人
を
統
率
せ
よ
。
枚
を
噛
み
林
の
奥
で
、
伏
兵
し
て
隠
れ

る
べ
し
。
そ
の
あ
た
り
で
大
き
な
斧
を
構
え
て
ひ
た
す
ら
に
待
て
。
私
の
方
で
は
号
砲
を
鳴
ら
し
赤
い
旗
を
引
く
。
あ
な
た
の
方
で
は
神
威
を
奮
わ

せ
る
に
任
せ
て
戦
い
、
彼
（
盧
俊
義
）
の
手
を
止
め
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ろ
。
山
頂
で
銅
鑼
が
一
回
鳴
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
方
向
を
変
え
て
東
の
方
へ

走
れ
。
追
っ
て
く
る
よ
う
お
び
き
寄
せ
た
ら
、
そ
こ
で
彼
を
生
け
捕
り
に
し
て
く
る
の
だ
。

扈
三
娘
　
︻
天
下
樂
︼
旂
轉
青
龍
在
震
位
屯
。
耳
也
須
聴
、
畫
角
鳴
。
︙
止
交
鋒
不
許
赢
。
數
合
中
撤
轉
身
。
敗
西
南
棄
甲
價
（
誤
字
か
）
曳
兵
。

　
︻
天
下
樂
︼
旗
が
青
龍
に
変
わ
っ
た
ら
東
に
駐
屯
せ
よ
。
画
角
（
管
楽
器
）
が
鳴
る
の
を
し
っ
か
り
聞
け
。
︙
鋒
を
交
え
る
の
を
止
め
て
勝
っ
て

は
な
ら
な
い
。
数
合
戦
い
、
身
を
ひ
る
が
え
し
て
撤
退
せ
よ
。
西
南
へ
敗
走
し
て
、
よ
ろ
い
か
ぶ
と
を
捨
て
、
武
器
を
引
き
ず
っ
て
逃
げ
ろ
。
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好
漢

呉
用
が
指
示
を
出
し
て
い
る
箇
所

朱
仝
　
︻
哪
吒
令
︼
則
這
本
鎮
坤
方
險
隘
、
左
聯
着
庚
辛
。
據
地
户
要
道
、
右
接
着
丙
丁
。
︙
乍
冲
鋒
逞
己
能
、
戰
酣
間
似
不
勝
。
假
慌
張
向
壬
癸
上
逃
生
。

　
︻
哪
吒
令
︼
た
だ
こ
の
一
隊
は
南
西
の
険
要
の
地
を
抑
え
、
左
聯
は
西
に
つ
け
よ
。
東
南
の
要
道
を
占
拠
し
、
右
聯
は
南
に
つ
け
よ
。
︙
に
わ
か

に
突
撃
し
、
己
の
能
力
を
見
せ
び
ら
か
せ
。
戦
い
の
真
っ
た
だ
中
で
、
勝
て
ぬ
ふ
り
を
せ
よ
。
慌
て
る
ふ
り
を
し
て
、
北
の
方
へ
逃
げ
ろ
。

呼
延
灼
　
︻
鵲
踏
枝
︼
︙
不
争
的
轉
拖
鞭
往
巽
地
去
潛
形
。

　
︻
鵲
踏
枝
︼
︙
戦
わ
ず
に
向
き
を
変
え
て
鉄
鞭
を
引
き
ず
っ
て
逃
げ
、
東
南
へ
行
っ
て
潜
め
。

柴
進
　
︻
勝
葫
蘆
︼
東
南
列
陣
擋
追
軍
。
︙
見
兌
營
旂
動
、
且
行
且
戰
、
誘
彼
入
丧
門
。

　
︻
勝
葫
蘆
︼
東
南
に
陣
を
し
き
、
追
手
の
盧
俊
義
軍
を
遮
れ
。
︙
西
の
軍
営
の
旗
が
動
い
た
ら
、
行
っ
て
戦
い
、
相
手
を
死
の
門
へ
誘
い
こ
め
。

花
栄
　
︻
寄
生
草
︼
你
可
袍
穿
素
、
甲
挂
銀
。
︙
俺
這
里
偷
閑
射
倒
他
神
駿
。
他
那
里
潰
回
東
北
、
不
擇
路
陂
平
。

　
︻
寄
生
草
︼
お
ぬ
し
は
喪
服
の
上
着
を
着
て
、
銀
の
甲
冑
を
か
け
る
の
だ
。
︙
私
の
方
で
は
隙
を
つ
い
て
盧
俊
義
の
駿
馬
を
射
倒
す
。
彼
の
方
で

は
軍
が
崩
れ
て
東
北
へ
引
き
返
す
が
、
平
ら
な
道
は
選
ば
ぬ
だ
ろ
う
。

石
秀
　
︻
勝
葫
蘆
︼
︙
殺
得
他
垂
眉
喪
氣
難
前
進
。

　
︻
勝
葫
蘆
︼
︙
盧
俊
義
が
が
っ
く
り
と
意
気
消
沈
し
て
前
進
で
き
ぬ
よ
う
に
戦
い
な
さ
い
。

孫
二
娘
　
︻
寄
生
草
︼
︙
傍
巉
岩
取
次
已
黄
昏
近
、
燒
火
炬
連
雲
陣
。

　
︻
寄
生
草
︼
︙
峻
険
な
岩
山
に
沿
っ
て
日
暮
れ
近
く
に
、
た
い
ま
つ
に
火
を
つ
け
雲
が
連
な
る
か
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
置
け
。

張
順
　
︻
么
篇
（
寄
生
草
）︼
︙
恁
乍
殷
勤
半
渡
通
名
姓
。
他
計
窮
仗
劍
來
相
併
。
你
連
舟
共
溺
鬧
波
心
。
生
擒
善
覷
毋
傷
損
。

　
︻
么
篇
（
寄
生
草
）︼
︙
お
ぬ
し
は
初
め
は
ね
ん
ご
ろ
な
様
子
で
（
川
の
）
半
分
ま
で
渡
し
た
と
こ
ろ
で
姓
名
を
名
乗
れ
。
盧
俊
義
は
窮
し
剣
を

も
っ
て
戦
い
に
来
る
。
お
前
は
舟
も
ろ
と
も
沈
め
て
波
の
中
で
戦
い
、
生
け
捕
っ
た
ら
、
よ
く
も
て
な
し
て
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。

呉
用
が
盧
俊
義
を
捕
ら
え
る
た
め
の
作
戦
を
各
好
漢
に
指
示
す
る
場
面
は
、『
水
滸
傳
』
に
は
存
在
せ
ず
、『
元
宵
鬧
』
独
自
の
創
作

部
分
で
あ
る
。
加
え
て
第
七
折
で
は
、
各
好
漢
た
ち
が
盧
俊
義
と
戦
う
場
面
に
そ
れ
ぞ
れ
曲
辞
が
挿
入
さ
れ
る
。
二
折
に
わ
た
っ
て
好

漢
た
ち
の
活
躍
を
描
く
見
せ
場
の
よ
う
だ
。

一
方
、
第
二
十
六
折
の
元
宵
節
中
の
戦
い
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
第
六
・
七
折
と
は
描
き
方
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
︹
外
衆
上
︺

 　
︻
北
上
小
樓
︼
俺
這
裡
更
衣
變
服
類
編
民
。
懐
揣
着
短
械
陥
堅
城
。
只
見
那
星
橋
串
月
大
樹
燒
銀
。
層
樓
上
燦
爛
、
叠
閣
内
光

明
。
又
只
見
笑
咳
咳
、
又
只
見
笑
咳
咳
、
一
團
嬌
掩
映
香
肩
並
。
挨
挨
擠
擠
黔
黎
似
那
蜂
屯
。
俺
這
里
奮
心
兒
俺
這
里
奮
心
兒
随

南
曲
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
と
『
水
滸
傳
』
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行
擁
入
琼
林
境
。︹
外
︺
一
個
個
守
口
要
如
瓶
。︹
下
︺

 　

︙
︙
︹
衆
各
出
器
械
殺
介
︺︹
外
︺
先
到
留
守
司
去
。︹
衆
應
介
︺
已
到
留
守
司
門
前
了
。︹
外
︺
與
我
殺
進
去
。（『
元
宵
鬧
』
第
二

十
六
折
）

 　
︹
外
（
宋
江
）
衆
（
好
漢
た
ち
）
が
登
場
︺

 　
︻
北
上
小
樓
︼
私
は
こ
こ
で
衣
服
を
変
え
て
民
に
紛
れ
込
む
。
懐
に
は
堅
固
な
城
を
落
と
す
た
め
の
武
器
を
し
ま
っ
て
い
る
。
ふ
と
見
れ
ば
、
七
夕
の
カ
サ
サ

ギ
の
橋
は
月
ま
で
渡
り
、
そ
び
え
立
つ
銀
灯
（
の
よ
う
だ
）。
高
い
楼
閣
の
上
は
き
ら
き
ら
と
光
り
輝
き
、
重
な
っ
た
楼
閣
の
内
に
は
ま
ば
ゆ
い
光
。
ま
た
見
て

は
ハ
ハ
ハ
と
大
い
に
笑
い
、
ま
た
見
て
は
ハ
ハ
ハ
と
大
い
に
笑
い
、
一
ま
と
ま
り
の
美
し
い
人
々
は
引
き
立
て
あ
っ
て
、
良
い
香
り
の
人
々
が
肩
を
並
べ
て
い

る
。
押
し
合
い
へ
し
合
い
、
民
は
蜂
が
集
ま
る
様
子
の
よ
う
。
私
の
方
で
は
心
を
ふ
る
い
、
私
の
方
で
は
心
を
ふ
る
い
、
人
々
に
つ
い
て
行
っ
て
王
家
の
庭
園
を

取
り
囲
も
う
。︹
外
︺
各
自
瓶
の
よ
う
に
固
く
口
を
慎
め
。︹
退
場
︺

　

︙
︙
︹
衆
各
々
武
器
を
出
し
て
戦
う
し
ぐ
さ
︺︹
外
︺
先
に
留
守
司
へ
行
け
。︹
衆
応
じ
る
し
ぐ
さ
︺
留
守
司
の
門
前
に
着
い
た
。︹
外
︺
私
と
共
に
突
撃
せ
よ
。

宋
江
以
外
に
特
定
の
好
漢
の
名
は
無
く
、「
衆
」
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
戦
を
各
好
漢
に
伝
え
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ

各
々
が
民
の
ふ
り
を
し
て
北
京
大
名
府
に
入
り
、
武
器
を
も
っ
て
暴
れ
て
い
る
こ
と
が
台
詞
で
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
曲
辞
は

大
部
分
が
元
宵
節
の
賑
や
か
で
華
や
か
な
様
子
を
唱
う
も
の
で
、
戦
い
の
内
容
は
二
の
次
で
あ
る
。『
水
滸
傳
』
を
も
と
に
し
た
戯
曲
で

『
元
宵
鬧
』
と
い
う
題
を
見
る
に
、
こ
の
物
語
は
元
宵
節
の
中
で
好
漢
た
ち
が
暴
れ
る
場
面
こ
そ
が
重
要
な
作
品
で
あ
り
そ
う
な
も
の

が
、
実
際
に
は
こ
の
場
面
が
題
に
使
わ
れ
る
ほ
ど
重
要
な
場
面
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

続
く
第
二
十
七
折
に
も
不
可
解
な
描
写
が
あ
る
。
第
二
十
七
折
で
は
宋
江
が
牢
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
盧
俊
義
た
ち
と
梁
山
泊
に
帰
り
、

次
の
よ
う
に
語
る
。

 　
︹
外
︺
我
等
弟
兄
一
百
八
人
、
上
應
三
十
六
天
罡
、
下
應
七
十
二
地
煞
。
符
合
大
圓
法
師
、
六
六
・
八
九
之
數
、
事
豈
偶
然
。（『
元

宵
鬧
』
第
二
十
七
折
）

 　
︹
外
（
宋
江
）︺
わ
れ
ら
兄
弟
百
八
人
、
上
は
三
十
六
の
天
罡
星
に
応
じ
、
下
は
七
十
二
の
地
煞
星
に
応
ず
。
大
圓
法
師
（
の
予
言
）
の
六
六
・
八
九
の
数
と

ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
が
ど
う
し
て
偶
然
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
す
で
に
百
八
人
の
好
漢
が
揃
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、『
元
宵
鬧
』
で
は
、
こ
れ
以
前
に
蔡
福
や
索
超
ら
の
好
漢
が
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登
場
す
る
も
の
の
、
宋
江
の
仲
間
に
な
る
と
い
う
描
写
は
存
在
せ
ず
、
特
に
索
超
は
梁
中
書
に
信
頼
を
置
か
れ
て
い
る
武
将
と
し
て
描

か
れ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
い
つ
の
間
に
か
仲
間
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
、
天
子

が
招
安
の
詔
を
出
し
た
と
い
う
知
ら
せ
が
入
り
、
物
語
は
終
了
す
る
。
あ
ま
り
に
も
急
な
展
開
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
終
盤
に
か
け
て

の
好
漢
た
ち
の
描
写
の
薄
さ
や
急
展
開
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
第
一
折
に
あ
る
『
元
宵
鬧
』
の
あ
ら
す
じ
を
唱
っ
た
詞
を
見
て
み
よ
う
。

 　
︻
滿
庭
芳
︼
宋
室
衰
微
、
皇
綱
凌
替
、
梁
山
潛
集
豪
英
。
軍
師
學
究
、
星
説
玉
麒
麟
。
李
固
妄
圖
姿
産
、
嗔
規
諫
怒
逐
燕
青
。
盧

俊
義
、
苦
辭
衆
俠
、
遇
僕
訴
衷
情
。
招
成
戍
遠
逃
生
、
排
難
二
進
司
門
。
宋
公
明
患
疽
（
原
文
は
「
や
ま
い
だ
れ
に
毒
」
だ
が
、
辞
書
に
記

載
の
な
い
字
の
た
め
誤
字
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
水
滸
傳
』
の
表
記
に
鑑
み
て
「
疽
」
と
す
る
）
兵
解
東
平
。
賈
氏
含
酸
怨
偶
、
張
文
遠
兼
御
春

英
。
元
宵
鬧
、
報
冤
劫
獄
、
詔
取
赴
神
京
。（『
元
宵
鬧
』
第
一
折
）

 　
︻
滿
庭
芳
︼
宋
室
は
衰
え
、
朝
廷
の
秩
序
法
規
は
虐
げ
ら
れ
、
梁
山
に
密
か
に
豪
傑
た
ち
が
集
ま
る
。
軍
師
呉
学
究
は
、
玉
麒
麟
（
盧
俊
義
）
に
星
を
説
く
。

李
固
は
財
産
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
み
だ
り
に
企
て
、
正
し
く
諫
め
ら
れ
た
こ
と
に
不
満
を
持
ち
、
怒
っ
て
燕
青
を
追
い
出
す
。
盧
俊
義
は
、
懸
命
に
豪
傑

た
ち
の
勧
誘
を
断
り
、
使
用
人
（
燕
青
）
に
会
っ
て
真
情
を
訴
え
る
。
自
白
し
て
流
刑
と
な
る
が
、
逃
げ
て
命
拾
い
し
、
困
難
を
退
け
、
好
漢
ら
は
二
手
に
分
か

れ
て
官
署
の
門
へ
進
む
。
宋
公
明
は
疽
（
皮
膚
病
）
を
患
う
も
、（
梁
山
泊
の
兵
士
ら
が
）
東
平
（
山
東
）
を
救
う
。
賈
氏
は
嫉
妬
し
て
相
手
（
李
固
）
を
恨
み
、

張
文
遠
は
合
わ
せ
て
春
英
を
も
御
す
。
元
宵
節
の
中
戦
い
、
恨
み
に
報
い
て
牢
獄
を
急
襲
し
、
天
子
の
命
令
で
招
か
れ
都
へ
赴
く
。

傍
線
部
「
宋
公
明
患
疽
、
兵
解
東
平
」
の
句
は
、『
水
滸
傳
』
の
、
宋
江
が
盧
俊
義
を
救
う
た
め
に
北
京
を
攻
め
る
も
、
官
軍
が
梁
山

泊
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
退
却
し
た
後
、
病
を
得
て
治
癒
し
、
山
東
の
包
囲
を
突
破
し
て
、
再
度
北
京
へ
出
兵
す
る
場
面
（
第
六
十

三
回
~
六
十
六
回
）
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
元
宵
鬧
』
第
三
折
の
大
圓
法
師
の
予
言
に
も
宋
江
の
病
の
話
が
登
場
す
る
。

 　
︹
付
︺
吓
、
列
位
將
軍
、
皆
忠
良
義
勇
。
暫
離
龍
潭
、
待
完
六
六
・
八
九
之
數
。
始
招
安
、
悉
為
皇
家
梁
棟
、
其
中
壽
限
。
各
有

不
齊
、
難
以
枚
擧
。
晁
天
王
為
義
俠
而
亡
、
上
蒼
憐
憫
、
不
入
鬼
道
、
浮
游
塵
世
。
今
年
仲
冬
、
與
宋
將
軍
夢
中
相
會
。
但
將
軍

有
灾
、
名
醫
救
治
無
妨
。 （『
元
宵
鬧
』
第
三
折
）

 　
︹
付
（
大
圓
法
師
）︺
あ
あ
、
将
軍
各
位
は
、
皆
誠
実
公
正
で
義
勇
の
人
で
す
。
し
ば
し
危
険
な
場
所
を
離
れ
、
六
六
（
三
十
六
）・
八
九
（
七
十
二
）
の
数
に

な
る
ま
で
待
ち
な
さ
い
。
招
安
が
始
ま
れ
ば
、
こ
と
ご
と
く
が
国
家
の
重
鎮
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
幸
せ
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
各
々
が
揃
わ
な
く
な
る
こ
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と
、
数
え
る
の
が
難
し
い
ほ
ど
で
す
。
晁
天
王
が
義
俠
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
、
天
が
憐
れ
み
、
餓
鬼
道
に
は
入
ら
ず
、
浮
世
を
さ
ま
よ
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
十
一
月
、
宋
将
軍
と
夢
の
中
で
お
会
い
す
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
将
軍
は
災
い
に
遭
い
ま
す
が
、
名
医
が
治
す
の
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
は
宋
江
が
晁
蓋
の
霊
に
会
う
と
い
う
こ
と
や
、
名
医
が
宋
江
の
病
を
治
す
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
宋
江
が
夢

の
中
で
晁
蓋
の
霊
に
会
っ
た
の
ち
疽
を
患
い
、
名
医
安
道
全
に
治
し
て
も
ら
う
話
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
元
宵
鬧
』
本

編
で
は
、
宋
江
が
一
度
梁
山
泊
に
退
却
す
る
こ
と
も
な
い
し
、
宋
江
が
晁
蓋
の
霊
に
会
う
こ
と
も
、
疽
を
患
い
、
そ
れ
を
安
道
全
に
治

し
て
も
ら
う
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
無
い
。『
水
滸
傳
』
第
六
十
三
~
六
十
五
回
の
、
こ
の
辺
り
の
話
を
省
略
し
て
も
「
盧
俊
義
落
草
」

譚
は
十
分
に
成
り
立
つ
が
、『
元
宵
鬧
』
序
盤
で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
本
来
は
本
編
に
も
描
く
予
定
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
南
曲
は
四
十
前
後
の
齣
で
構
成
さ
れ
る
長
編
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
『
元
宵
鬧
』
は
全
二
十
七
折
と
非
常
に
短
く
、

加
え
て
肝
心
の
元
宵
節
の
中
で
戦
う
場
面
は
第
二
十
六
折
の
み
で
、
展
開
や
描
写
も
前
半
部
と
比
べ
て
丁
寧
と
は
言
い
難
い
。
作
者
は

も
と
も
と
宋
江
が
晁
蓋
の
霊
に
会
っ
た
後
に
疽
を
患
い
、
張
順
が
医
師
安
道
全
を
連
れ
て
く
る
と
い
う
『
水
滸
傳
』
第
六
十
五
回
の
内

容
を
含
め
た
元
宵
節
の
戦
い
を
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
事
情
が
あ
っ
て
断
念
し
、『
水
滸
傳
』
よ
り
も
か
な
り
簡
略
化
し
た
第
二
十

六
・
二
十
七
折
を
も
っ
て
強
引
に
完
結
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
第
一
節
で
『
元
宵
鬧
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、『
水
滸
傳
』
成
書
化
の
な
か
で
比
較
的
後
期
に
誕
生
し
た
と

考
え
ら
れ
る
第
六
十
五
回（
７
）の
内
容
を
『
元
宵
鬧
』
本
編
に
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
『
元
宵
鬧
』
は
『
水
滸
傳
』

刊
行
以
降
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三　
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
に
お
け
る
張
文
遠

『
元
宵
鬧
』
に
お
い
て
最
大
の
特
徴
と
な
る
の
が
張
文
遠
の
存
在
で
あ
る
。『
元
宵
鬧
』
に
お
け
る
張
文
遠
の
登
場
に
つ
い
て
は
、
小

松
謙
氏
が
「『
寶
劍
記
』
と
『
水
滸
傳
』
│
林
冲
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
」（
前
出
）
の
中
で
、
作
者
が
独
自
色
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
箇

所
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
張
文
遠
は
張
三
郎
と
呼
ば
れ
、『
水
滸
傳
』
で
は
閻
婆
惜
の
間
男
と
し
て
登
場
す
る
が
、
第
三
十
六
回
を
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最
後
に
登
場
し
な
く
な
る
人
物
で
あ
る
。
小
松
氏
の
指
摘
通
り
、『
元
宵
鬧
』
で
の
張
文
遠
の
再
登
場
は
作
者
が
独
自
に
創
作
し
た
箇
所

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
『
元
宵
鬧
』
の
張
文
遠
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
か
を
詳
し
く

見
て
い
こ
う
。
張
文
遠
は
『
元
宵
鬧
』
第
十
三
折
か
ら
登
場
す
る
。

 　
︹
丑
上
︺
︙
︙
人
無
横
財
不
富
、
馬
無
夜
草
不
肥
。
我
張
文
遠
、
為
何
道
此
句
、
只
因
閻
婆
惜
之
事
。
①
痛
恨
宋
江
、
謀
配
遠

方
、
雪
其
心
恨
、
不
意
江
州
造
反
、
刦
上
梁
山
。
買
馬
屯
兵
攻
城
掠
地
、
將
為
大
擧
。
②
如
今
人
人
説
「
張
三
郎
被
個
閻
婆
惜
活

捉
殺
哉
」、
那
里
有
這
等
事
。
我
恐
被
宋
江
謀
害
、
逃
奔
他
方
、
避
入
燕
京
。
正
無
依
賴
、
幸
遇
盧
員
外
家
主
管
李
固
。
念
皆
流

派
、
一
見
如
親
、
恵
我
錢
財
、
得
充
留
守
司
虞
侯
。
梁
爺
喜
我
機
巧
、
十
分
聽
信
。
此
皆
李
固
扶
持
、
豈
可
不
報
。（『
元
宵
鬧
』
第

十
三
折
）

 　
︹
丑
（
張
文
遠
）
登
場
︺
︙
︙
人
は
悪
銭
無
し
に
は
富
ま
ず
、
馬
は
夜
食
無
し
に
は
肥
え
な
い
。
私
は
張
文
遠
、
な
ぜ
こ
の
二
句
を
唱
え
た
か
と
い
う
と
、
た

だ
閻
婆
惜
の
こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
①
宋
江
を
ひ
ど
く
恨
み
、
謀
っ
て
遠
方
へ
流
刑
に
し
、
恨
み
を
晴
ら
し
た
が
、
ま
さ
か
江
州
で
謀
反
を
起
こ
し
、
か
え
っ
て

梁
山
に
上
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。（
宋
江
は
）
馬
を
買
い
兵
を
駐
屯
さ
せ
、
城
を
攻
め
土
地
を
か
す
め
取
り
、
大
挙
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
。
②
今
、
人
々
は

「
張
三
郎
は
閻
婆
惜
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
」
と
話
し
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
私
は
宋
江
に
謀
り
殺
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
、

他
の
地
へ
逃
げ
、
北
京
大
名
府
に
隠
れ
入
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
頼
り
に
す
る
者
も
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
幸
い
に
も
盧
員
外
の
家
の
番
頭
の
李
固
に
出
会
っ
た
。
二

人
と
も
同
胞
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
一
度
会
っ
た
だ
け
で
旧
知
の
よ
う
に
親
し
く
な
っ
た
。（
李
固
は
）
私
に
金
品
を
恵
み
、（
私
は
）
留
守
司
の
虞
侯
（
官
僚
が

雇
う
側
近
）
に
就
く
こ
と
が
で
き
た
。
梁
中
書
は
私
の
当
意
即
妙
さ
を
喜
び
、
十
分
に
信
頼
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
李
固
の
お
か
げ
で
あ
る
、

ど
う
し
て
報
い
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。

張
文
遠
が
自
身
の
境
遇
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
る
点
と
し
て
二
か
所
に
線
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
の
傍
線
部
①
・

②
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
『
元
宵
鬧
』
に
お
け
る
張
文
遠
の
役
割
を
見
て
い
こ
う
。

（
一
）
張
文
遠
の
役
割

張
文
遠
は
北
京
大
名
府
で
留
守
司
の
虞
侯
に
な
り
、
梁
中
書
に
気
に
入
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
実
際
に
、
張
文
遠
は
李
固
に

有
利
な
判
決
を
出
す
よ
う
梁
中
書
に
進
言
し
（
第
十
三
折
）、
捕
ら
え
ら
れ
た
盧
俊
義
を
拷
問
に
か
け
（
第
十
七
折
）、
金
を
も
ら
っ
て
盧
俊
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義
を
流
刑
に
す
る
（
第
十
八
折
）
な
ど
、
裁
判
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。『
水
滸
傳
』
で
は
張
文
遠
と
同
じ
よ
う
な
役
割
を
持
つ
人
物
と
し

て
張
孔
目
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
張
孔
目
は
、
盧
俊
義
を
拷
問
に
か
け
て
嘘
の
供
述
を
さ
せ
、
賄
賂
を
受
け
て
盧
俊
義
を
流
刑
に

す
る
よ
う
梁
中
書
に
助
言
す
る
（
い
ず
れ
も
第
六
十
二
回
）
と
い
っ
た
、『
元
宵
鬧
』
の
張
文
遠
と
ほ
ぼ
同
じ
行
動
を
と
る
人
物
で
あ
る
。『
元

宵
鬧
』
で
は
、
李
固
が
盧
俊
義
の
財
産
と
賈
氏
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
裁
判
の
場
面
が
入
る
た
め
、
裁
判
に
関
わ
る
者
の
中
に
李
固
と

懇
意
な
人
物
が
必
要
と
な
り
、
李
固
と
知
り
合
い
で
あ
る
と
い
う
設
定
の
張
文
遠
に
張
孔
目
の
役
割
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
第
二
十
四
折
で
は
、
梁
中
書
か
ら
、
梁
山
泊
の
好
漢
た
ち
が
北
京
大
名
府
に
や
っ
て
来
た
時
の
対
応
を
相
談
さ
れ
、
兵
を
用

意
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
水
滸
傳
』
で
、
梁
中
書
が
軍
の
司
令
官
で
あ
る
聞
達
に
相
談
し
て
い
る
場
面
（
第
六
十
六
回
）
と
対
応
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
張
文
遠
は
軍
司
令
官
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
よ
う
だ
。

（
二
）
張
文
遠
と
宋
江

傍
線
部
①
で
張
文
遠
は
閻
婆
惜
を
殺
し
た
宋
江
を
恨
み
、
策
略
に
よ
っ
て
流
刑
に
処
し
た
と
語
っ
て
い
る
が
、『
水
滸
傳
』
で
は
異
な

る
。︻
表
二
︼
に
、『
水
滸
傳
』
で
宋
江
が
閻
婆
惜
を
殺
し
た
後
の
張
文
遠
の
動
き
を
描
い
た
部
分
を
引
用
す
る
。

【
表
二
】

回

本
文
・
訳

22
　
（
知
縣
）
便
喚
廳
公
吏
、
當
下
轉
上
押
司
張
文
遠
來
。
看
了
見
說
閻
婆
告
宋
江
殺
了
他
女
兒
、
正
是
我
的
表
子
、
隨
卽
取
了
各
人
口
詞
、
就
替
閻
婆
寫

了
狀
子
、
疊
了
一
宗
案
。
便
喚
當
地
方
仵
作
・
行
人
、
並
地
廂
里
正
・
鄰
右
一
干
人
等
、
來
到
閻
婆
家
、
開
了
門
、
取
屍
首
登
場
檢
驗
了
。
︙
︙

　
（
知
県
は
）
当
番
の
胥
吏
を
呼
び
、
す
ぐ
さ
ま
押
司
の
張
文
遠
を
出
て
来
さ
せ
た
。（
張
文
遠
は
）
宋
江
が
娘
を
殺
し
た
と
閻
婆
が
話
す
の
を
見
て
、
ま

さ
に
俺
の
女
だ
と
、
す
ぐ
さ
ま
各
々
の
供
述
を
取
り
、
閻
婆
に
代
わ
っ
て
訴
状
を
書
き
、
書
類
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
。
こ
の
地
域
担
当
の
検
死
役
人
・

小
役
人
、
な
ら
び
に
そ
の
地
の
名
主
・
隣
家
の
関
係
者
一
同
を
呼
び
、
閻
婆
の
家
へ
来
て
、
門
を
開
け
、
死
体
を
取
り
そ
の
場
で
検
死
し
た
。
︙
︙

　

那
張
文
遠
上
廳
來
稟
道
、「
雖
然
如
此
、
見
有
刀
子
是
宋
江
的
壓
衣
刀
。
可
以
去
拿
宋
江
來
對
問
、
便
有
下
落
。」
知
縣
吃
他
三
回
五
次
來
稟
、
遮
掩
不

住
、
只
得
差
人
去
宋
江
下
處
捉
拿
、
宋
江
已
自
在
逃
去
了
。
︙
︙

　

か
の
張
文
遠
は
役
所
へ
行
き
、
申
し
上
げ
る
こ
と
に
は
、「
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
今
こ
こ
に
あ
る
刀
は
宋
江
の
懐
刀
で
す
。
宋
江
を
捕
ら
え

に
行
っ
て
尋
問
で
き
れ
ば
、
決
着
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。」
知
県
は
彼
が
何
度
も
来
て
上
申
す
る
の
で
か
ば
い
き
れ
ず
、
人
を
や
っ
て
宋
江
の
下
宿
へ
捕
ら

え
に
行
か
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
宋
江
は
す
で
に
彼
方
へ
と
逃
亡
し
て
い
た
。
︙
︙
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回
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張
文
遠
又
稟
道
、「
犯
人
宋
江
逃
去
、
他
父
親
宋
太
公
並
兄
弟
宋
清
見
在
宋
家
村
居
住
。
可
以
勾
追
到
官
、
責
限
比
捕
、
跟
尋
宋
江
到
官
理
問
。」︙
︙

　

張
文
遠
が
ま
た
も
申
し
上
げ
て
言
う
に
は
、「
彼
の
父
親
の
宋
太
公
お
よ
び
弟
の
宋
清
は
今
宋
家
村
に
住
ん
で
い
ま
す
。
彼
ら
を
逮
捕
し
て
役
所
に
連

れ
て
行
き
、
期
限
を
決
め
て
勾
留
し
、
宋
江
を
追
跡
し
て
役
所
に
連
れ
て
き
て
尋
問
し
ま
し
ょ
う
。」
︙
︙

　

怎
當
這
張
文
遠
立
主
文
案
、
唆
使
閻
婆
上
廳
、
只
管
來
告
。
︙
︙

　
（
知
県
が
宋
江
を
か
ば
お
う
と
し
て
も
）
い
か
ん
せ
ん
こ
の
張
文
遠
は
力
を
尽
く
し
て
書
類
を
作
成
し
、
閻
婆
を
け
し
か
け
て
役
所
に
行
か
せ
、
ひ
た

す
ら
訴
え
さ
せ
て
い
る
の
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
︙
︙

　

那
張
三
又
挑
唆
閻
婆
去
廳
上
披
頭
散
髮
來
告
道
、
︙
︙

　

か
の
張
三
郎
は
ま
た
閻
婆
を
そ
そ
の
か
し
て
役
所
に
行
か
せ
、（
閻
婆
が
）
髪
を
振
り
乱
し
訴
え
て
言
う
に
は
、
︙
︙

　

那
張
三
又
上
廳
來
替
他
稟
道
、「
相
公
不
與
他
行
移
拿
人
時
、
這
閻
婆
上
司
去
告
狀
、
倒
是
利
害
。
詳
議
得
本
縣
有
弊
、
倘
或
來
提
問
時
、
小
吏
難
去

回
話
。」
知
縣
情
知
有
理
、
只
得
押
了
一
紙
公
文
。
︙
︙

　

か
の
張
三
郎
も
ま
た
役
所
へ
行
っ
て
彼
女
（
閻
婆
）
の
た
め
に
報
告
し
て
言
う
に
は
、「
知
県
様
が
彼
女
（
閻
婆
）
の
た
め
に
逮
捕
状
を
出
さ
な
け
れ

ば
、
こ
の
閻
婆
が
上
官
に
言
い
つ
け
に
行
き
、
か
え
っ
て
大
変
で
す
。
審
議
で
こ
の
県
は
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
、
も
し
取
り
調
べ
に
来
た
ら
、
わ
た
く

し
め
は
答
え
よ
う
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」
知
県
は
十
分
に
道
理
が
あ
る
と
考
え
、
た
だ
公
文
書
に
署
名
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

　

縣
裡
有
那
一
等
和
宋
江
好
的
相
交
之
人
、
都
替
宋
江
去
張
三
處
說
開
。
那
張
三
也
耐
不
過
衆
人
面
皮
、
因
此
也
只
得
罷
了
。

　

県
で
は
宋
江
と
良
い
付
き
合
い
が
あ
っ
た
人
た
ち
が
、
皆
宋
江
の
た
め
に
張
三
郎
の
も
と
へ
行
き
、
と
り
な
し
た
。
か
の
張
三
郎
も
皆
の
面
目
を
潰
し

き
れ
ず
、
そ
の
た
め
訴
え
も
や
む
な
く
や
め
て
し
ま
っ
た
。

36
　

那
時
閻
婆
已
自
身
故
了
半
年
、
這
張
三
又
沒
了
粉
頭
、
不
來
做
甚
冤
家
。

　

そ
の
時
閻
婆
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
半
年
、
こ
の
張
三
郎
も
女
（
閻
婆
惜
）
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
、（
宋
江
に
対
す
る
）
何
の
か
た
き
と
い
う
わ
け
で

も
な
く
な
っ
た
。

『
水
滸
傳
』
の
張
文
遠
は
、
第
二
十
二
回
に
て
、
宋
江
が
閻
婆
惜
を
殺
し
て
逃
亡
し
た
後
に
、
何
度
も
宋
江
を
捕
ら
え
る
よ
う
訴
え
る

が
、
最
後
は
周
り
か
ら
と
り
な
さ
れ
て
訴
え
を
諦
め
る
。
そ
の
後
、
宋
江
は
逃
亡
し
て
清
風
山
で
好
漢
と
行
動
を
共
に
す
る
が
、
鄆
城

に
残
し
て
き
た
父
が
死
ん
だ
と
い
う
偽
り
の
知
ら
せ
を
受
け
取
っ
て
急
ぎ
帰
郷
し
、
第
三
十
六
回
で
取
り
手
に
捕
ま
り
、
役
所
へ
連
れ

て
い
か
れ
る
。
そ
し
て
江
州
の
監
獄
へ
流
刑
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
張
文
遠
は
、
憎
き
宋
江
が
目
の
前
に
引

き
ず
っ
て
来
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
も
は
や
興
味
も
失
っ
た
か
の
よ
う
に
、
何
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
水
滸
傳
』

の
展
開
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
張
文
遠
は
宋
江
を
か
ば
お
う
と
す
る
知
県
に
対
し
て
あ
の
手
こ
の
手
で
何
度
も
訴
え
を
出
し
、

つ
い
に
は
宋
江
の
実
家
ま
で
捜
索
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
憎
ん
で
い
た
宋
江
が
捕
ま
っ
て
も
何
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
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が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

現
存
す
る
水
滸
伝
を
も
と
に
し
た
南
曲
の
中
に
、
も
う
一
つ
張
文
遠
が
登
場
す
る
作
品
が
あ
る
。
明
の
許
自
昌
（
一
五
七
八－

一
六
二
三
）

に
よ
る
『
水
滸
記
』
だ
。『
水
滸
記
』
は
宋
江
を
主
人
公
と
し
、
途
中
に
生
辰
綱
強
奪
や
王
倫
殺
害
を
盛
り
込
み
な
が
ら
、
宋
江
が
閻
婆

惜
（『
水
滸
記
』
で
は
閻
婆
息
と
表
記
さ
れ
て
い
る
）
を
殺
し
、
梁
山
泊
へ
仲
間
入
り
す
る
ま
で
を
描
い
た
伝
奇
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
水
滸
記
』

の
宋
江
は
、
閻
婆
惜
を
殺
し
た
後
逃
亡
し
、
戴
宗
を
頼
っ
て
江
州
に
行
く
と
い
う
話
に
な
っ
て
お
り
、『
水
滸
傳
』・『
元
宵
鬧
』
の
よ
う

に
、
閻
婆
惜
を
殺
し
た
罪
で
流
刑
に
な
る
こ
と
は
な
い
。『
水
滸
記
』
の
張
文
遠
（『
水
滸
記
』
で
は
張
行
三
と
い
う
名
で
あ
る
）
も
『
水
滸
傳
』

と
同
じ
く
張
三
郎
と
呼
ば
れ
、
閻
婆
惜
の
間
男
で
あ
る
。
張
文
遠
が
閻
婆
惜
の
死
を
知
っ
た
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
、『
水
滸
記
』

は
『
六
十
種
曲（
８
）』
を
底
本
と
し
た
。

 　
︹
淨
上
︺
︙
︙
閻
媽
媽
、
你
們
爲
甚
麽
在
此
叫
屈
。︹
老
旦
︺
張
三
相
公
、
老
身
正
要
見
你
。
那
宋
江
昨
夜
竟
把
我
的
女
兒
殺
了
。

︙
︙
︹
淨
︺
有
這
的
異
事
。

 　
︻
碧
牡
丹
︼
聞
訃
堪
驚
駭
、
涙
滿
腮
。
哎
、
宋
江
宋
江
、
親
手
將
人
刃
、
三
尺
在
。
閻
媽
媽
、
不
怕
他
走
到
天
上
去
、
待
我
與
你

拿
状
紙
、
進
去
稟
縣
主
老
爺
。
︙
︙

 　
︹
淨
︺
閻
媽
媽
、
你
不
消
進
來
得
。
待
我
與
你
拿
進
去
、
就
差
人
去
拿
便
是
。
怒
從
心
上
起
、
惡
向
膽
邊
生
。（『
水
滸
記
』
第
二
十

四
齣
「
鼠
牙
」）

 　
︹
淨
（
張
行
三
）
登
場
︺
︙
︙
閻
お
ば
さ
ん
、
あ
な
た
た
ち
は
ど
う
し
て
こ
こ
で
不
平
不
満
を
叫
ん
で
い
る
の
で
す
か
。︹
老
旦
（
閻
婆
）︺
張
三
の
若
様
、
こ

の
ば
ば
は
ち
ょ
う
ど
あ
な
た
に
会
い
た
か
っ
た
の
よ
。
あ
の
宋
江
が
昨
日
の
夜
あ
ろ
う
こ
と
か
わ
た
し
の
娘
を
殺
し
た
ん
だ
。
︙
︙
︹
淨
︺
こ
ん
な
事
件
が
あ
っ

た
の
か
。

 　
︻
碧
牡
丹
︼
訃
報
に
と
て
も
驚
き
、
涙
は
あ
ご
の
下
ま
で
あ
ふ
れ
る
。
お
お
、
宋
江
よ
宋
江
よ
、
三
尺
の
刀
で
、
手
ず
か
ら
人
を
切
り
殺
す
と
は
。
閻
お
ば
さ

ん
、
彼
が
天
ま
で
逃
げ
て
い
く
こ
と
を
恐
れ
な
い
で
、
私
が
あ
な
た
の
た
め
に
訴
状
を
持
っ
て
行
き
、
知
事
様
に
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
︙
︙

 　
︹
淨
︺
閻
お
ば
さ
ん
、
あ
な
た
は
行
か
な
く
て
も
よ
い
。
私
が
あ
な
た
の
た
め
に
（
訴
状
を
）
持
っ
て
い
き
、
人
を
や
っ
て
捕
ま
え
に
行
か
せ
る
の
が
よ
い
。

怒
り
が
心
か
ら
湧
き
上
が
り
、
憎
し
み
が
腹
に
た
ま
る
ば
か
り
だ
。

閻
婆
か
ら
閻
婆
惜
の
死
を
聞
か
さ
れ
た
張
文
遠
は
、
怒
り
悲
し
み
、
下
手
人
の
宋
江
を
捕
ら
え
る
と
閻
婆
に
語
る
。
し
か
し
、
続
く
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第
二
十
五
齣
を
見
る
と
、
全
く
異
な
る
こ
と
を
話
し
て
い
る
。

 　
︹
淨
上
︺
︙
︙
我
張
三
郎
財
色
上
安
命
的
。
閻
婆
息
在
日
、
我
愛
他
的
色
、
如
今
死
了
、
眞
個
與
宋
公
明
有
甚
麽
不
共
之
仇
不

成
。
不
免
乘
機
去
賺
他
的
銀
子
用
用
、
卻
不
是
好
。（『
水
滸
記
』
第
二
十
五
齣
「
分
飛
」）

 　
︹
淨
（
張
行
三
）
登
場
︺
︙
︙
私
張
三
郎
は
金
と
女
に
つ
い
て
運
命
に
任
せ
て
い
る
。
閻
婆
息
（
惜
）
が
生
き
て
い
た
時
、
私
は
彼
女
の
美
し
い
容
貌
を
愛
し

て
い
た
が
、
今
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
本
当
に
宋
江
と
不
倶
戴
天
の
敵
に
な
っ
て
何
に
な
る
と
い
う
ん
だ
。
こ
の
機
に
乗
じ
て
彼
の
銀
子
を
だ
ま
し
て
ち
ょ
っ
と
使

う
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
、
か
え
っ
て
良
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
早
々
と
宋
江
を
捕
ら
え
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。「
閻
婆
惜
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
宋
江
と
仇
に
な
る

こ
と
も
な
い
」
と
い
う
理
由
は
、『
水
滸
傳
』
の
第
三
十
六
回
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、『
元
宵
鬧
』
の
宋
江
を
謀
っ
て

流
刑
に
す
る
張
文
遠
と
い
う
設
定
は
、
単
に
終
盤
で
宋
江
が
張
文
遠
を
殺
す
理
由
付
け
の
た
め
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、『
水
滸
傳
』

や
『
水
滸
記
』
で
描
写
さ
れ
る
あ
っ
さ
り
と
訴
え
を
や
め
て
し
ま
う
張
文
遠
と
比
べ
る
と
、
よ
り
筋
が
通
っ
た
改
変
で
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

（
三
）
生
け
捕
り
に
さ
れ
る
張
文
遠

傍
線
部
②
の
「
張
文
遠
は
人
々
か
ら
閻
婆
惜
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
た
と
噂
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
は
最
も
不
可
解
で
あ
る
。『
元

宵
鬧
』
に
は
も
ち
ろ
ん
、
原
型
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
『
水
滸
傳
』
に
も
こ
の
よ
う
な
描
写
は
な
い
。
こ
の
記
述
は
一
体
何
な
の
か
。

こ
の
描
写
に
は
『
水
滸
記
』
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
水
滸
記
』
の
第
三
十
一
齣
「
冥
感
」
は
殺
さ
れ
て
霊
と

な
っ
た
閻
婆
惜
が
登
場
し
、
張
文
遠
を
連
れ
て
い
く
と
い
う
話
で
、『
元
宵
鬧
』
第
十
三
折
の
張
文
遠
の
台
詞
に
あ
る
「
閻
婆
惜
に
生
け

捕
り
に
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
と
非
常
に
近
い
内
容
で
あ
る
。

 　
︹
小
旦
扮
鬼
魂
上
︺︙
︙
奴
家
閻
婆
息
、
自
遭
狂
且
毒
手
、
已
從
鬼
籙
潛
身
。
只
是
柳
性
未
寒
、
雲
情
尚
在
。
哎
張
三
郎
、
張
三

郎
、
你
此
後
祗
就
畫
圖
、
識
春
風
之
面
。
我
今
日
且
攜
環
珮
、
歸
月
下
之
魂
。
不
免
乘
黄
昏
人
靜
、
他
那
裏
走
一
遭
則
個
。
︙
︙

︹
小
旦
︺
三
郎
、
奴
家
看
起
來
、
我
旣
捨
不
得
、
你
又
活
不
得
我
、
不
如
我
舆
你
結
一
個
鴛
鴦
塚
、
完
了
兩
人
的
夙
願
罷
。︹
淨
驚

介
︺
這
個
怎
麽
使
得
。︹
小
旦
︺
我
也
顧
不
得
、
只
是
扯
了
你
同
去
便
是
。︹
小
旦
扯
淨
、
淨
掙
不
脱
介
︺（『
水
滸
記
』
第
三
十
一
齣
「
冥
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感
」）

 　
︹
小
旦
（
閻
婆
息
）
が
霊
魂
に
扮
し
て
登
場
︺
︙
︙
わ
た
し
閻
婆
息
（
惜
）
は
、
旦
那
様
（
宋
江
）
の
毒
手
に
か
か
り
、
す
で
に
死
ん
で
鬼
籍
に
入
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
放
埓
な
性
格
だ
け
は
冷
め
や
ら
ず
、
道
な
ら
ぬ
恋
心
も
な
お
抱
い
て
お
り
ま
す
。
あ
あ
、
張
三
郎
、
張
三
郎
、
あ
な
た
は
こ
れ
か
ら
先
た
だ
遺
影
に

よ
っ
て
、（
私
の
）
美
し
い
姿
に
会
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
ね
。
わ
た
し
は
今
日
し
ば
し
玉
飾
り
を
身
に
着
け
、
月
の
下
で
元
の
姿
に
戻
り
ま
し
た
。
日
暮

れ
の
人
の
静
け
さ
に
乗
じ
て
、
彼
の
も
と
へ
ち
ょ
っ
と
行
く
ま
で
の
こ
と
よ
。
︙
︙
︹
小
旦
︺
三
郎
、
わ
た
し
が
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
わ
た
し
が
あ
な
た
を
捨
て

ら
れ
な
い
以
上
、
あ
な
た
は
私
を
生
き
返
ら
せ
た
り
で
き
な
い
こ
と
だ
し
、
わ
た
し
と
あ
な
た
が
一
つ
の
夫
婦
墓
で
結
ば
れ
て
、
二
人
の
昔
か
ら
の
願
い
を
か
な

え
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
わ
。︹
淨
（
張
行
三
）
驚
く
し
ぐ
さ
︺
こ
れ
に
は
ど
う
同
意
で
き
よ
う
か
。︹
小
旦
︺
わ
た
し
も
な
り
ふ
り
構
っ
て
い
ら
れ
な
い
わ
、

た
だ
あ
な
た
を
引
っ
張
っ
て
共
に
行
く
だ
け
よ
。︹
小
旦
が
淨
を
引
っ
張
る
、
淨
は
も
が
き
抜
け
出
せ
な
い
し
ぐ
さ
︺

こ
の
『
水
滸
記
』
は
現
代
で
も
演
じ
ら
れ
る
ほ
ど
有
名
な
作
品
で
あ
り
、『
水
滸
記
・
活
捉
』
と
い
う
崑
曲
も
存
在
す
る
が
、
明
代
後

期
に
崑
曲
の
中
心
地
で
あ
っ
た
蘇
州
で
は
、
張
文
遠
が
閻
婆
惜
の
霊
魂
に
「
活
捉
」
さ
れ
る
と
い
う
話
が
当
時
か
ら
人
々
に
親
し
ま
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
蘇
州
の
人
で
あ
っ
た
『
元
宵
鬧
』
の
作
者
は
、
読
者
や
観
客
が
「
活
捉
」

の
話
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
本
編
と
は
関
係
な
い
「
活
捉
」
を
台
詞
の
中
に
入
れ
、「
人
々
が
噂
し
て
い
る
」
と
張
文
遠
に

語
ら
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
曲
の
制
作
の
際
に
、
同
じ
故
事
を
素
材
と
す
る
著
名
な
小
説
や
歌
物
語
か
ら
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と

で
あ
り
、
例
え
ば
大
賀
晶
子
氏
の「
南
曲
『
玉
簪
記
』
に
つ
い
て
―
雜
劇
「
女
眞
觀
」
及
び
小
説
「
張
于
湖
傳
」
と
の
關
係
か
ら
―（
９
）
」

に
よ
れ
ば
、
南
曲
『
玉
簪
記
』
第
二
十
七
齣
の
曲
辞
で
旦
の
妙
常
が
妊
娠
し
た
こ
と
を
語
る
が
、
そ
れ
以
降
妙
常
の
妊
娠
に
は
触
れ
ら
れ

ず
に
物
語
が
進
む
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
短
編
白
話
小
説
「
張
于
湖
傳
」
ま
た
は「
張
于
湖
傳
」
の
も
と
に
な
っ
た
話
、
さ
ら
に
言
え

ば
雑
劇
『
女
真
觀
』
と
共
通
の
歌
物
語
テ
キ
ス
ト
を
原
拠
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。『
玉
簪
記
』
と
同
じ
よ
う
に
、『
元
宵

鬧
』
も
『
水
滸
記
』
が
も
と
に
し
た
話
ま
た
は
『
水
滸
記
』
自
体
に
影
響
を
受
け
て
「
張
文
遠
が
閻
婆
惜
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
る
」
と
い

う
台
詞
を
入
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
四
）
第
二
十
二
折
以
降
の
張
文
遠

『
元
宵
鬧
』
の
張
文
遠
と
『
水
滸
記
』
の
張
文
遠
の
共
通
点
は
も
う
一
つ
あ
る
。
ど
ち
ら
も
人
の
妻
を
口
説
く
点
で
あ
る
。
ま
ず
、『
元

宵
鬧
』
第
二
十
二
折
で
は
、
張
文
遠
は
李
固
の
妻
と
な
っ
た
賈
氏
を
口
説
き
だ
す
。
賈
氏
に
逃
げ
ら
れ
る
と
今
度
は
賈
氏
の
召
使
で
あ

る
春
英
を
口
説
き
始
め
る
の
だ
か
ら
そ
の
節
操
の
な
さ
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
一
方
の
『
水
滸
記
』
第
二
十
五
・
二
十
九
齣
で
は
、
閻
婆

惜
が
殺
さ
れ
た
後
、
張
行
三
（
張
文
遠
）
は
宋
江
の
家
に
行
っ
た
と
き
に
宋
江
の
妻
孟
氏
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
口
説
き
始
め
る
。
小
説
『
水

滸
傳
』
で
も
張
文
遠
は
軽
薄
な
男
で
あ
る
が
、
戯
曲
と
な
っ
て
さ
ら
に
浮
気
性
な
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、『
元
宵
鬧
』
の
張
文
遠
が
賈
氏
を
口
説
く
展
開
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
か
の
違
和
感
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
ず
、『
元
宵
鬧
』
の
張
文
遠
が
賈
氏
や
春
英
と
初
め
て
会
う
第
十
六
折
を
見
て
み
よ
う
。
第
十
六
折
で
、
張
文
遠
は
李
固
か
ら
宴
に

呼
ば
れ
る
。

 　
︹
丑
︺
李
兄
、
方
才
這
美
艶
者
、
是
宅
上
何
人
。︹
付
︺
是
房
下
。︹
丑
︺
李
兄
向
一
相
處
、
聞
你
尚
未
有
室
。︹
付
︺
張
兄
、
你

就
忘
記
了
。︹
丑
︺
吓
、
莫
非
就
是
盧
俊
義
渾
家
賈
氏
。︹
付
︺
却
不
道
怎
麽
。︹
丑
︺
天
灾
的
、
得
了
他
若
大
家
財
、
又
有
此
麗

人
。
可
該
謝
我
。
︙
︙
︹
丑
︺
這
又
是
何
人
。︹
付
︺
是
我
家
小
婢
春
英
。︹
丑
︺
一
發
妙
。
想
也
把
你
用
過
了
。︹
付
︺
休
得
取

笑
。（『
元
宵
鬧
』
第
十
六
折
）

 　
︹
丑
（
張
文
遠
）︺
李
兄
さ
ん
、
今
さ
っ
き
の
こ
の
美
し
く
あ
で
や
か
な
人
は
、
こ
の
家
の
誰
だ
。︹
付
（
李
固
）︺
こ
ち
ら
は
私
の
妻
だ
。︹
丑
︺
李
兄
さ
ん
は

以
前
会
っ
た
時
、
ま
だ
妻
は
い
な
い
と
聞
い
た
ぞ
。︹
付
︺
張
兄
さ
ん
、
君
は
忘
れ
た
の
か
。︹
丑
︺
え
っ
、
ま
さ
か
こ
れ
が
盧
俊
義
の
妻
の
賈
氏
で
は
あ
る
ま

い
。︹
付
︺
か
え
っ
て
そ
う
思
わ
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
ん
だ
。︹
丑
︺
彼
（
盧
俊
義
）
の
た
く
さ
ん
の
財
産
を
得
て
、
ま
た
こ
の
麗
し
い
人
を
手
に
入
れ
る
と
は

天
災
だ
な
。
私
に
感
謝
す
る
べ
き
だ
。
︙
︙
︹
丑
︺
こ
れ
ま
た
誰
だ
。︹
付
︺
我
が
家
の
召
使
の
春
英
だ
。︹
丑
︺
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
。
彼
女
も
お
前
と
で
き
た

が
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
。︹
付
︺
か
ら
か
う
ん
じ
ゃ
な
い
。

賈
氏
の
こ
と
を
「
這
美
艶
者
」・「
此
麗
人
」
と
言
っ
て
は
い
る
が
、
一
目
ぼ
れ
の
よ
う
な
描
写
は
な
い
。
春
英
に
つ
い
て
も
「
想
也

把
你
用
過
了
」
と
李
固
を
か
ら
か
っ
て
い
る
。
張
文
遠
は
第
十
三
折
で
「
此
皆
李
固
扶
持
、
豈
可
不
報
（
こ
れ
ら
は
全
て
李
固
の
お
か
げ
で
あ

る
、
ど
う
し
て
報
い
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
）」
と
言
っ
て
お
り
、
恩
人
で
あ
る
李
固
の
妻
や
召
使
を
口
説
く
な
ど
と
い
う
発
想
に
は
至
ら
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
次
に
登
場
す
る
第
二
十
二
折
で
は
、
賈
氏
に
対
し
て
突
然
こ
の
よ
う
に
話
し
だ
す
。
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︹
丑
︺
︙
︙
我
自
從
見
了
尊
嫂
之
後
、
日
夜
思
念
。
今
日
無
人
在
此
、
和
你
霎
時
雲
雨
。（『
元
宵
鬧
』
第
二
十
二
折
）

 　
︹
丑
（
張
文
遠
）︺
︙
︙
私
は
お
義
姉
さ
ん
と
お
会
い
し
て
か
ら
、
昼
も
夜
も
思
っ
て
い
ま
す
。
今
日
こ
こ
に
は
人
が
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
な
た
と
し
ば
し
結
ば

れ
ま
し
ょ
う
。

こ
う
語
り
か
け
な
が
ら
賈
氏
に
抱
き
つ
く
が
、
あ
ま
り
に
性
急
す
ぎ
る
た
め
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
春
英
に
会
う
と
次
の
よ

う
な
態
度
で
あ
る
。

　
︹
丑
指
介
︺

　
︻
貓
兒
墜
︼
看
他
丰
儀
綽
約
、
今
我
五
魂
飛
。︹
丑
回
看
介
︺（『
元
宵
鬧
』
第
二
十
二
折
）

　
︹
丑
（
張
文
遠
）
指
す
し
ぐ
さ
︺

　
︻
猫
児
墜
︼
彼
女
を
見
れ
ば
な
よ
や
か
で
美
し
い
さ
ま
、
今
私
の
五
つ
の
魂
は
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。︹
丑
振
り
向
い
て
見
る
し
ぐ
さ
︺

唱
っ
た
後
に
「
丑
回
看
介
」
と
ト
書
き
が
あ
る
の
で
、
後
ろ
を
向
い
て
独
白
と
し
て
春
英
の
美
貌
に
惚
れ
惚
れ
し
て
い
る
と
唱
う
の

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
第
十
三
折
で
は
李
固
を
恩
人
と
語
っ
て
い
た
は
ず
の
張
文
遠
が
、
第
二
十
二
折
で
急
に
李
固
の
妻
た
ち
を
口

説
き
始
め
、
浮
気
性
な
面
を
現
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
や
整
合
性
に
欠
け
た
展
開
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
第
二
十
二
折
以
降
の
李
固
は
、
毎
日
友
達
と
飲
み
歩
き
女
遊
び
に
明
け
暮
れ
て
、
賈
氏
の
寝
室
に
は
寄
り
付
き
も
し
な
く
な

り
、
別
の
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
二
十
三
折
・
第
二
十
五
折
で
は
、
李
固
・
賈
氏
・
張
文
遠
・
春
英
の
全
員
が
難
解
な
韻
文
の
曲
を
唱
い
続
け
る
が
、
春

英
は
物
語
前
半
部
で
は
、「
啐
、
没
用
的
東
西
、
准
擬
今
宵
入
繍
幃
（
ち
ぇ
っ
、
役
に
立
た
な
い
や
つ
め
、
今
夜
女
性
の
部
屋
の
と
ば
り
︹
賈
氏
の
寝

室
︺
に
入
る
準
備
を
し
な
さ
い
よ
）」（
第
九
折
）
や
、「
教
你
少
説
些
他
就
罷
了
、
如
今
看
你
怎
麽
様
。
快
走
出
去
。
省
得
孺
人
又
出
來
（
お
前
が

控
え
め
に
話
し
て
い
た
ら
彼
︹
李
固
︺
は
深
く
追
求
し
な
か
っ
た
ろ
う
に
、
今
の
お
前
と
き
た
ら
ど
う
か
し
ら
。
早
く
出
て
行
っ
て
。
奥
様
が
ま
た
来
る
わ
よ
）」（
第

十
二
折
）
な
ど
の
よ
う
に
、
や
や
俗
っ
ぽ
い
白
話
的
な
台
詞
を
話
す
人
物
で
あ
り
、
曲
を
唱
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
難
解
な
韻
文
と
い
う
ほ

ど
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
第
二
十
三
・
二
十
五
折
の
春
英
は
急
に
雅
や
か
に
曲
を
唱
い
出
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
十
二
折
以
降
の
登
場
人
物
の
性
格
・
作
風
が
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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或
い
は
、
第
二
十
二
折
以
降
に
は
李
素
甫
以
外
の
人
物
に
よ
っ
て
手
を
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
元
宵
鬧
』
第
一

折
に
あ
る
よ
う
に
、
李
素
甫
は
こ
の
作
品
を
南
曲
に
詳
し
い
者
に
添
削
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
本
論
の
第
二
節
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、『
元
宵
鬧
』
は
本
来
長
編
作
品
の
は
ず
だ
っ
た
も
の
を
途
中
で
強
引
に
完
結
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。
李
素
甫
が
未

完
も
し
く
は
途
中
で
強
引
に
完
結
さ
せ
た
本
来
の
『
元
宵
鬧
』
が
、
李
素
甫
の
手
を
離
れ
、
明
代
蘇
州
の
複
数
の
読
書
人
た
ち
の
間
で

加
筆
・
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
と
、
後
半
で
急
に
姦
通
物
語
が
続
き
、
難
解
な
韻
文
を
多
用
す
る
内
容
に
な
る
こ
と
に
も
納
得

が
い
く
。『
元
宵
鬧
』
第
二
十
六
折
の
元
宵
節
の
描
写
が
目
立
つ
戦
の
場
面
も
、
李
素
甫
で
は
な
く
、
別
の
人
物
に
よ
っ
て
後
半
部
に
元

宵
節
の
華
や
か
な
描
写
が
加
え
ら
れ
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
、
南
曲
『
元
宵
鬧
傳
奇
』
と
『
水
滸
傳
』
の
描
写
を
比
較
し
た
上
で
、『
元
宵
鬧
傳
奇
』
の
前
半
と
後
半
の
作
風
に
は
大

き
な
変
化
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
理
由
を
考
察
し
た
。
ま
た
、『
元
宵
鬧
傳
奇
』
の
中
で
最
も
特
徴
的
な

張
文
遠
の
存
在
に
注
目
し
、
張
文
遠
の
台
詞
が
『
水
滸
記
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
や
、
物
語
後
半
の
難
解
な
韻
文
、
度
重
な
る

姦
通
劇
が
、
作
者
李
素
甫
以
外
の
人
物
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
明
代
後
期
の
南
曲
制
作
の
手
法
・
過
程

に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
些
か
の
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注

（
1
）  

王
国
維
『
曲
録
』（『
王
国
維
文
集
』
第
二
巻
、
中
国
文
史
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
に
は
「
一
云
、
朱
佐
朝
作
」
と
あ
る
が
、
何
を
典

拠
に
し
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
。

（
2
）  

「
李
素
甫
」
と
い
う
名
前
は
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
巻
五
「
周
藩
宗
正
中
尉
睦
㮮
」
に
収
録
さ
れ
た
朱
睦
㮮
（
一
五
一
七－

一
五
八
六
）
の

二
首
の
詩
題
に
見
え
る
。
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「
汴
上
逢
李
柬
因
寄
李
二
素
甫
（
汴
上
に
て
李
柬
に
逢
ふ
、
因
り
て
李
二
素
甫
に
寄
す
）」
詩

 
 

「
吹
臺
上
送
李
柬
還
關
中
兼
寄
李
素
甫
孝
廉
（
吹
臺
上
に
て
李
柬
關
中
に
還
る
を
送
る
、
兼
ね
て
李
素
甫
孝
廉
に
寄
す
）」
詩

 
 

朱
睦
㮮
は
朱
元
璋
の
七
世
孫
で
、
非
常
に
多
く
の
蔵
書
を
持
ち
、『
寶
劍
記
』
の
作
者
で
あ
る
李
開
先
の
著
作
も
多
数
購
入
し
て
い
た
人

物
で
あ
る
。
二
首
と
も
李
柬
と
い
う
人
物
に
会
う
つ
い
で
に
詩
を
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
李
素
甫
も
李
柬
と
同
じ
く
関
中
（
山

西
・
陝
西
省
）
に
住
む
人
物
だ
ろ
う
。
ま
た
、
二
首
目
の
「
孝
廉
」
と
い
う
語
か
ら
、
李
素
甫
は
郷
試
に
合
格
し
た
挙
人
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。

 
 

李
孝
廉
と
呼
ば
れ
、
朱
睦
㮮
と
年
代
が
近
い
人
物
に
李
結
が
い
る
。
李
結
は
戸
部
尚
書
な
ど
を
務
め
た
王
承
裕
の
門
人
で
あ
り
、
明
の

馮
従
吾
に
よ
る
『
少
墟
集
』
に
「
李
孝
廉
結
」
と
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
巻
二
十
、
關
學
編
三
）。
李
結
も
王
承
裕
と
同
じ
く
三
原
（
陝
西

省
）
の
人
だ
っ
た
よ
う
で
、
嘉
靖
十
六
（
一
五
三
七
）
年
に
陝
西
で
郷
試
に
合
格
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
乾
隆
『
三
原
縣

志
』
に
よ
る
と
李
結
は
呉
江
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
筠
連
（
現
在
の
四
川
省
宜
賓
市
轄
県
）
で
知
県
に
な
っ
て
お
り
、
仮
に
『
元
宵
鬧
』
の

作
者
だ
っ
た
と
し
て
も
「
呉
江
李
素
甫
」
と
書
く
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
朱
睦
㮮
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
李
素
甫
と
『
元
宵
鬧
』
の
作

者
李
素
甫
は
別
人
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）  

大
木
康
『
馮
夢
龍
と
明
末
俗
文
学
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）「
馮
夢
龍
傳
略
」
参
照
。

（
4
）  

『
義
俠
記
』・『
翠
屏
山
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
董
康
『
曲
海
總
目
提
要
』（
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）、
青
木
正
兒
「
支
那
近

世
戯
曲
史
」（『
青
木
正
兒
全
集
』
第
三
巻
︹
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
︺）
参
照
。

（
5
）  

『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告　

人
文
』
第
六
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
。

（
6
）  

命
令
を
受
け
た
の
は
石
秀
だ
が
、
第
七
折
で
実
際
に
戦
っ
て
い
る
の
は
魯
智
深
で
あ
る
。『
水
滸
傳
』
第
六
十
一
回
で
盧
俊
義
と
戦
っ
て

い
る
の
は
魯
智
深
で
あ
る
た
め
、『
水
滸
傳
』
に
影
響
さ
れ
て
魯
智
深
と
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
七
折
で
は
小
生
が
演

じ
て
い
る
の
が
張
順
で
は
な
く
柴
進
で
あ
る
な
ど
、
単
な
る
誤
記
か
意
図
的
な
も
の
か
判
別
が
つ
き
に
く
い
違
い
が
存
在
す
る
。

（
7
）  

中
鉢
雅
量
『
中
国
小
説
史
研
究
―
水
滸
伝
を
中
心
と
し
て
―
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
年
）「
水
滸
伝
の
成
立
過
程
」
参
照
。

（
8
）  

『
六
十
種
曲
』
第
九
巻
（
中
華
書
局
、
一
九
五
八
年
）。

（
9
）  

『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
一
号
、
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
、
二
〇
一
三
年
。
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