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【
要
 
旨
】
 
 
 

建
部
綾
足
『
本
朝
水
薪
伝
』
後
編
に
登
場
す
る
楊
貴
妃
は
、
そ
の
全
体
の
構
成
や
他
の
人
物
設
定
と
同
様
、
何
と
も
奇
抜
な
設
定
で
読
者
の
目
を
 
 

奪
う
。
そ
れ
は
、
安
禄
山
の
乱
の
渦
中
、
馬
魔
の
変
を
危
う
く
の
が
れ
た
楊
貴
妃
が
、
遣
唐
使
藤
原
清
川
の
帰
国
に
伴
っ
て
、
日
本
は
九
州
筑
紫
（
福
 
 

岡
・
佐
賀
）
 
に
移
り
住
み
、
作
品
の
主
題
で
あ
る
道
鏡
打
倒
に
絡
み
、
一
派
の
阿
曽
丸
暗
殺
に
加
担
し
て
失
敗
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

小
稿
は
、
中
国
や
日
本
に
お
け
る
楊
貴
妃
故
事
の
転
変
に
関
心
を
持
つ
筆
者
が
、
偶
々
居
住
す
る
筑
紫
の
現
地
か
ら
、
『
本
朝
水
薪
伝
』
と
楊
貴
 
 

妃
故
事
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
本
朝
水
深
伝
』
後
編
の
五
条
中
に
描
か
れ
る
楊
貴
妃
故
事
に
つ
い
て
、
小
稿
で
は
、
そ
の
殺
害
描
写
、
日
本
の
異
文
化
に
接
し
た
楊
貴
妃
、
そ
 
 

し
て
、
楊
貴
妃
が
移
り
住
ん
だ
筑
紫
と
作
者
自
身
の
筑
紫
旅
行
と
の
関
係
等
の
三
つ
の
方
面
か
ら
考
察
を
加
え
る
。
 
 
 

ま
ず
、
楊
貴
妃
の
殺
害
描
写
に
つ
い
て
、
御
車
に
侍
っ
た
牛
飼
が
貴
妃
を
轢
き
殺
そ
う
と
す
る
そ
の
時
に
、
叔
父
の
楊
蒙
が
貴
妃
の
衣
服
の
み
を
 
 

御
車
に
轢
か
せ
て
周
囲
を
欺
き
、
生
身
の
楊
貴
妃
を
救
出
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
『
唐
書
』
『
通
鑑
』
等
の
中
国
側
史
料
に
は
貴
妃
が
馬
魔
の
変
を
 
 

生
き
延
び
た
と
い
う
記
録
は
な
く
、
楊
蒙
の
存
在
も
含
め
て
、
日
本
側
の
捏
造
と
考
え
ら
れ
る
。
（
山
口
県
油
谷
町
の
楊
貴
妃
墓
に
纏
わ
る
貴
妃
東
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 

－
 
『
本
朝
水
済
伝
』
 
の
楊
貴
妃
故
事
に
つ
い
て
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江
戸
の
文
人
建
部
綾
足
（
一
七
一
九
～
一
七
七
四
）
 
の
『
本
朝
水
深
伝
』
後
編
に
登
場
す
る
楊
貴
妃
は
、
そ
の
全
体
の
構
成
や
他
の
 
 

人
物
設
定
と
同
様
、
何
と
も
奇
抜
な
設
定
で
読
者
の
目
を
奪
う
。
そ
れ
は
、
安
禄
山
の
乱
の
渦
中
、
馬
魔
の
変
を
危
う
く
の
が
れ
た
楊
 
 

貴
妃
が
、
遣
唐
使
藤
原
清
川
の
帰
国
に
伴
っ
て
、
日
本
は
九
州
筑
紫
（
福
岡
・
佐
賀
）
 
の
地
に
移
り
住
み
、
作
品
全
体
の
主
題
で
あ
る
 
 

道
鏡
打
倒
に
絡
み
、
一
派
の
阿
曽
丸
屠
殺
に
加
担
し
て
失
敗
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
馬
見
で
殺
さ
れ
た
は
ず
の
楊
貴
妃
が
、
実
は
 
 

ゆ
や
 
 

生
き
延
び
て
日
本
に
亡
命
し
た
と
い
う
俗
説
は
、
夙
に
山
口
層
油
谷
町
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
楊
貴
妃
墓
も
現
存
し
て
、
町
 
 

（
1
）
 
 

お
こ
し
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
、
白
居
易
「
長
恨
歌
」
を
主
要
な
媒
介
と
し
て
日
本
人
の
心
の
中
に
深
く
浸
透
し
た
悲
劇
の
 
 

美
女
楊
貴
妃
へ
の
愛
情
の
念
が
、
こ
の
よ
う
な
故
事
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 
 

渡
伝
説
も
、
日
本
の
熱
烈
な
楊
貴
妃
フ
ァ
ン
の
仕
業
で
あ
ろ
う
。
）
 
 
 

次
に
、
日
本
文
化
に
接
し
た
場
景
妃
が
、
女
ス
パ
イ
に
な
る
べ
く
、
清
川
の
周
旋
で
日
本
語
を
特
訓
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
唐
 
 

詩
や
中
国
語
に
は
唐
音
の
読
み
仮
名
が
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は
建
部
綾
足
が
当
時
の
唐
話
学
ブ
ー
ム
の
中
で
理
解
し
て
い
た
中
国
音
で
あ
る
と
思
 
 

わ
れ
、
恐
ら
く
は
福
建
語
に
近
い
中
国
南
方
音
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
の
一
行
は
、
小
舟
で
唐
津
や
箱
崎
、
香
椎
を
移
動
す
る
が
、
こ
の
地
理
設
定
は
、
『
本
朝
水
済
伝
』
に
は
珍
 
 

し
く
矛
盾
や
出
鱈
目
が
少
な
い
。
そ
れ
は
、
建
部
綾
足
自
身
が
三
十
二
、
三
歳
時
に
大
阪
か
ら
長
崎
へ
船
旅
を
し
た
途
次
に
、
筑
紫
路
を
経
由
し
た
 
 

体
験
（
紀
行
「
浦
つ
た
ひ
」
「
花
が
た
み
」
）
 
が
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
奇
想
天
外
の
出
鱈
目
に
溢
れ
る
『
本
朝
水
済
伝
』
で
は
あ
る
が
、
嘘
か
ら
出
た
真
実
、
そ
こ
に
措
か
れ
た
楊
貴
妃
故
事
を
通
し
て
、
 
 

江
戸
初
期
の
中
国
学
の
実
態
や
作
者
自
身
の
筑
紫
旅
行
の
反
映
等
の
真
実
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 

l
 
は
じ
め
に
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が
色
仕
掛
け
で
悪
玉
道
鏡
打
倒
の
テ
ロ
行
為
の
一
翼
を
担
う
と
い
う
『
本
朝
水
深
伝
』
の
設
定
は
、
虚
構
と
知
り
つ
つ
も
楽
し
い
興
奮
 
 

を
静
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
の
筑
紫
の
地
に
現
在
居
住
す
る
筆
者
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
『
本
朝
水
深
伝
』
に
お
け
 
 

る
楊
貴
妃
故
事
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
中
に
お
い
て
筑
紫
界
隈
を
転
々
と
す
る
楊
貴
妃
の
足
取
り
 
 

は
、
果
し
て
全
く
の
嘘
偽
り
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
中
国
や
日
本
に
お
け
る
楊
貴
妃
故
事
の
転
変
に
関
心
を
持
つ
筆
者
が
、
 
 

偶
々
居
住
す
る
筑
紫
の
現
地
か
ら
、
『
本
朝
水
瀞
伝
』
と
楊
貴
妃
故
事
に
つ
い
て
考
察
し
、
報
告
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

第
四
十
二
条
（
巻
二
十
t
）
 
藤
原
の
清
川
、
場
景
妃
を
ゐ
て
ひ
そ
か
に
筑
紫
に
帰
り
す
む
。
 
 
 

遣
唐
使
の
藤
原
清
川
は
任
終
え
て
阿
倍
仲
麿
と
共
に
日
本
へ
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
あ
い
に
く
船
が
難
破
し
て
、
二
人
は
唐
国
の
見
知
 
 

ら
ぬ
地
に
流
れ
着
く
。
そ
こ
へ
折
良
く
や
っ
て
来
て
、
二
人
を
手
厚
く
も
て
な
し
た
の
が
楊
蒙
、
自
己
紹
介
に
よ
れ
ば
、
そ
の
弟
の
娘
 
 

が
楊
貴
妃
で
あ
る
と
い
う
。
楊
蒙
が
仲
麿
を
都
へ
送
り
返
し
、
数
日
す
る
と
、
安
禄
山
の
乱
が
勃
発
す
る
。
噂
で
は
玄
宗
一
行
が
こ
の
 
 

道
を
通
っ
て
萄
へ
落
ち
延
び
ら
れ
る
と
い
う
。
楊
蒙
は
少
し
も
騒
が
ず
、
一
方
で
船
出
の
準
備
を
さ
せ
る
。
そ
し
て
騒
乱
の
渦
中
に
牛
 
 

飼
い
の
手
で
殺
害
さ
れ
よ
う
と
す
る
場
景
妃
を
偽
っ
て
救
い
出
し
、
清
川
の
日
本
へ
の
帰
り
船
に
乗
せ
る
。
船
は
幸
い
に
日
本
・
松
浦
 
 

の
里
へ
着
き
、
二
人
は
そ
こ
に
隠
れ
住
む
。
 
 

第
四
十
三
条
（
巻
〓
十
二
）
 
清
川
、
松
浦
の
娘
子
に
契
る
。
井
阿
曽
丸
に
ち
か
づ
く
。
 
 

ま
ず
、
『
本
朝
水
深
伝
』
に
お
け
る
楊
貴
妃
故
事
は
、
次
に
掲
げ
る
後
編
の
五
条
に
集
中
し
て
描
か
れ
る
。
以
下
、
題
目
と
共
に
、
あ
 
 

ら
す
じ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
場
景
妃
 
 
 

二
 
『
本
朝
水
耕
伝
』
に
お
け
る
楊
貴
妃
故
事
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以
上
、
『
本
朝
水
薪
伝
』
後
編
に
展
開
さ
れ
る
楊
貴
妃
故
事
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
他
の
点
綴
さ
れ
た
種
々
の
故
事
と
同
様
、
全
く
史
 
 

実
に
よ
ら
な
い
自
由
奔
放
で
奇
想
天
外
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
幾
つ
か
の
点
に
つ
い
て
は
考
察
を
進
め
る
価
 
 

値
と
必
要
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
は
思
う
。
次
節
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
、
楊
貴
妃
の
殺
害
描
写
、
日
本
の
異
文
化
に
接
し
た
楊
貴
妃
、
 
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 
 

の
り
そ
 
 
 

松
浦
の
里
人
と
な
っ
た
藤
原
清
川
は
海
人
風
に
能
里
曽
と
改
名
し
、
楊
貴
妃
を
妹
と
偽
る
。
他
人
が
聞
き
取
れ
な
い
楊
貴
妃
の
中
国
 
 

語
に
つ
い
て
は
、
彼
女
を
吃
病
と
し
て
周
囲
を
あ
ざ
む
こ
う
と
す
る
。
清
川
は
、
松
浦
川
の
鮎
釣
り
を
よ
く
す
る
地
元
の
娘
を
妻
に
迎
 
 

あ
そ
ま
る
 
 

え
、
貴
妃
の
世
話
を
さ
せ
る
。
や
が
て
そ
こ
に
、
太
宰
府
の
豪
族
阿
曽
丸
が
行
楽
に
訪
れ
る
が
、
道
鏡
、
阿
曽
丸
一
派
の
打
倒
を
目
論
 
 

む
清
川
（
能
塁
曽
）
は
、
面
白
小
物
語
を
し
て
阿
曽
丸
に
近
づ
く
。
好
色
の
阿
曽
丸
が
貴
妃
に
惹
か
れ
た
の
を
見
た
能
里
曽
は
、
妹
は
 
 

不
具
で
小
便
が
不
如
意
だ
と
し
て
こ
れ
を
故
意
に
阻
も
う
と
す
る
。
 
 

第
四
十
六
条
（
巻
二
十
三
）
 
楊
貴
妃
、
日
本
言
を
習
、
ふ
。
井
珠
名
が
妻
と
～
も
に
阿
曽
丸
に
つ
か
ふ
 
 

た
ま
な
 
 
 

清
川
改
め
能
里
曽
は
、
尾
張
熱
田
出
身
の
珠
名
と
は
か
り
、
楊
貴
妃
を
阿
曽
丸
に
近
づ
け
て
色
仕
掛
け
で
彼
を
打
倒
す
る
た
め
に
、
 
 

彼
女
に
日
本
語
を
特
訓
す
る
。
そ
こ
へ
、
当
の
阿
曽
丸
か
ら
船
遊
び
の
催
促
が
あ
り
、
能
里
曽
は
妹
た
る
楊
貴
妃
と
珠
名
を
伴
っ
て
阿
 
 

曽
丸
の
遊
行
に
伺
候
す
る
。
 
 

第
四
十
七
条
・
（
巻
二
十
四
）
 
阿
曽
丸
舟
を
う
か
め
て
た
の
し
む
。
井
あ
や
し
き
魚
、
阿
曽
丸
を
う
か
ゞ
、
ふ
。
 
 
 

菊
の
高
浜
で
船
遊
び
を
す
る
阿
曽
丸
は
貴
妃
を
近
く
に
侍
ら
せ
て
楽
し
む
が
、
船
底
に
あ
や
し
い
魚
（
人
影
）
が
見
え
た
と
し
て
、
 
 

急
速
船
遊
び
を
中
止
し
て
引
き
上
げ
る
。
 
 

第
五
十
条
（
拳
二
十
五
）
 
清
川
が
妻
、
珠
名
が
妻
と
ゝ
も
に
阿
曽
丸
に
殺
さ
る
。
井
珠
名
、
楊
貴
妃
を
ゐ
て
熱
田
へ
帰
る
。
 
 
 

清
川
ら
は
、
箱
崎
松
原
で
の
舞
楽
の
興
行
の
最
中
に
阿
曽
丸
の
暗
殺
を
決
行
す
る
が
失
敗
し
、
清
川
と
珠
名
の
妻
は
阿
曽
丸
に
殺
さ
 
 

（
2
）
 
 

れ
る
。
珠
名
は
貴
妃
を
連
れ
て
出
身
地
の
尾
張
熱
田
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
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そ
し
て
、
楊
貴
妃
が
移
り
住
ん
だ
筑
紫
と
作
者
自
身
の
筑
紫
旅
行
と
の
関
係
、
等
の
幾
つ
か
の
要
素
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 

（
3
）
 
 

『
本
朝
水
済
伝
』
第
四
十
二
巻
に
述
べ
ら
れ
る
楊
貴
妃
の
殺
害
描
写
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

扱
、
冠
よ
そ
ひ
し
て
大
路
に
出
て
待
に
、
み
さ
き
も
は
ら
は
ず
、
は
つ
か
五
十
人
ば
か
り
の
軍
兵
、
御
車
を
か
こ
ひ
、
大
路
に
 
 

引
来
り
、
臣
等
申
て
日
、
「
君
、
楊
貴
妃
の
色
に
め
で
た
ま
ひ
し
よ
り
、
禄
山
か
く
は
か
り
て
候
に
、
い
ま
だ
貴
妃
を
ば
捨
給
は
ず
、
 
 

御
車
を
洞
し
て
め
し
た
ま
ひ
ぬ
。
こ
は
ま
た
あ
る
ま
じ
き
事
也
。
た
と
へ
萄
の
国
を
御
頼
あ
り
て
、
め
で
た
く
御
心
に
叶
は
せ
た
 
 

ま
ふ
事
有
と
も
、
又
貴
妃
に
め
で
給
は
ゞ
、
ふ
た
ゝ
び
天
の
下
は
み
だ
れ
な
ん
。
さ
り
と
も
天
の
下
の
民
に
か
え
て
、
そ
の
ひ
と
 
 

り
を
め
で
給
は
ん
や
」
と
、
こ
と
わ
り
を
の
べ
て
聞
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
貴
妃
は
御
車
を
く
だ
り
て
、
「
と
に
も
か
く
に
も
、
我
故
 
 

に
侍
ら
ん
に
は
、
い
か
で
天
の
下
の
民
に
か
へ
さ
せ
給
は
ん
。
我
を
ば
此
所
に
う
し
な
ひ
給
ひ
、
大
御
心
や
す
く
、
は
や
く
お
は
 
 

し
ま
す
国
へ
い
で
ま
さ
せ
て
、
、
天
の
下
を
治
め
さ
せ
た
ま
へ
」
と
、
泣
ゝ
き
こ
へ
奉
る
に
、
君
は
御
こ
た
へ
の
御
こ
と
ば
も
あ
ら
 
 

ず
。
御
車
に
 

り
て
、
御
車
の
前
輪
に
し
き
て
、
己
に
御
車
を
引
か
け
ん
と
す
る
時
、
楊
蒙
は
し
り
参
り
て
、
牛
飼
が
耳
に
か
た
り
、
「
さ
す
が
に
 
 

姪
な
れ
ば
、
命
を
ば
す
く
は
ん
。
か
れ
が
衣
の
御
車
に
引
も
ぢ
れ
た
る
を
見
せ
奉
り
て
、
「
貴
妃
は
馬
塊
が
原
の
土
と
な
り
し
」
上
 
 

申
き
こ
え
、
お
ぼ
し
き
ら
せ
た
ま
ふ
さ
ま
に
は
か
ら
ふ
べ
し
」
と
て
、
襟
裳
・
羅
帯
を
と
き
す
て
さ
せ
、
我
か
た
に
お
ひ
て
走
り
 
 

か
へ
り
、
…
…
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 
 

三
 
『
本
朝
水
耕
伝
』
後
編
の
楊
貴
妃
故
事
の
考
察
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以
上
の
引
用
文
の
前
半
で
は
、
〝
君
王
が
貴
妃
を
寵
愛
し
た
た
め
に
天
下
が
乱
れ
た
″
と
す
る
兵
士
達
の
直
訴
を
受
け
て
、
貴
妃
も
潔
 
6
8
 
 

く
自
ら
の
死
を
覚
悟
し
た
が
、
御
車
に
侍
っ
た
牛
飼
が
貴
妃
を
轢
き
殺
そ
う
と
す
る
そ
の
時
に
、
叔
父
の
楊
蒙
が
貴
妃
の
衣
服
の
み
を
 
 

御
車
に
轢
か
せ
て
周
囲
を
欺
き
、
生
身
の
楊
貴
妃
を
救
出
す
る
場
面
が
措
か
れ
る
。
『
旧
唐
書
』
 
『
新
唐
書
』
 
『
資
治
通
鑑
』
 
『
安
禄
山
草
 
 

（
4
）
 
 

迩
』
「
長
恨
歌
伝
」
「
楊
太
真
外
伝
」
等
の
中
国
側
資
料
に
は
、
楊
貴
妃
が
馬
魔
の
変
を
生
き
延
び
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
山
口
県
油
 
 

（
1
）
 
 

谷
町
に
は
、
や
は
り
遣
唐
使
の
帰
り
船
で
楊
貴
妃
が
漂
着
し
、
こ
の
地
で
息
絶
え
た
と
し
て
、
楊
貴
妃
墓
に
纏
わ
る
伝
説
が
残
っ
て
い
る
 
 

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
長
恨
歌
」
以
来
、
日
本
人
に
は
稀
有
の
美
女
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
楊
貴
妃
を
、
虚
構
を
旨
と
す
る
故
事
 
 

伝
承
や
文
学
作
品
の
中
で
、
馬
魔
の
乱
を
生
き
延
び
さ
せ
、
事
も
あ
ろ
う
に
日
本
へ
転
生
の
地
を
求
め
さ
せ
た
の
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
転
 
 

生
と
不
滅
を
切
望
す
る
熱
烈
な
日
本
の
楊
貴
妃
フ
ァ
ン
の
熱
が
昂
じ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
楊
貴
妃
の
命
を
救
っ
た
叔
父
の
楊
蒙
な
る
人
物
は
、
中
国
側
資
料
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
恐
ら
く
は
作
者
の
担
造
に
な
る
も
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
存
在
し
得
な
い
設
定
と
い
え
ば
、
萄
へ
蒙
塵
す
る
玄
宗
一
行
が
、
藤
原
清
川
ら
の
日
本
へ
の
出
港
地
た
る
福
建
の
海
岸
 
 

あ
た
り
を
経
由
し
、
「
愛
は
即
萄
道
に
て
、
都
に
も
ほ
ど
ち
か
し
」
と
さ
れ
る
馬
鬼
に
お
い
て
、
楊
貴
妃
の
死
の
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
る
 
 

の
は
、
何
と
も
驚
く
ば
か
り
の
出
鱈
目
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
無
頓
着
な
設
定
は
、
『
本
朝
水
瀞
伝
』
の
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
頻
見
 
 

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
虚
飾
の
事
実
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

次
に
は
、
第
四
十
六
条
「
楊
貴
妃
日
本
言
を
習
ふ
」
を
中
心
に
、
筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
の
所
謂
異
文
化
接
触
に
つ
い
て
考
え
 
 

て
み
た
い
。
も
と
よ
り
虚
構
の
設
定
だ
と
は
し
て
も
、
嘘
か
ら
出
た
真
実
、
筆
者
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
考
察
に
値
す
る
テ
ー
マ
が
潜
 
 

ん
で
い
る
と
推
察
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

『
本
朝
水
深
伝
』
後
編
に
登
場
す
る
楊
貴
妃
は
、
藤
原
清
川
の
妹
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
身
体
に
不
具
合
を
有
す
る
絶
世
の
美
女
と
い
 
 

う
設
定
で
あ
る
。
彼
女
に
は
、
道
鏡
一
派
の
土
地
の
有
力
者
阿
曽
丸
を
色
仕
掛
け
で
籠
給
し
、
テ
ロ
計
画
を
実
行
す
る
た
め
の
女
ス
パ
 
 

（
5
）
 
 

イ
と
な
る
た
め
に
、
．
清
川
に
よ
っ
て
、
急
遮
日
本
語
日
本
文
化
の
特
訓
が
課
せ
ら
れ
る
。
楊
貴
妃
が
 
「
那
火
来
」
と
言
う
の
を
、
日
本
 
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 



語
で
は
、
「
火
を
も
て
来
」
「
火
を
も
て
参
れ
」
と
い
う
の
だ
と
教
え
る
と
、
聡
明
な
彼
女
は
た
ち
ま
ち
会
得
し
た
と
い
う
。
又
、
彼
女
 
 

（
6
）
 
 

が
気
に
入
ら
ぬ
こ
と
が
あ
っ
て
、
「
呆
子
」
と
い
う
罵
語
を
口
に
す
る
と
、
そ
れ
は
「
馬
鹿
」
と
い
っ
て
下
々
の
者
が
使
う
言
葉
だ
と
諭
 
 

す
と
、
貴
妃
は
恥
じ
入
っ
て
二
度
と
口
に
し
な
か
つ
た
。
更
に
第
四
十
七
条
に
お
い
て
、
高
浜
の
磯
部
で
船
遊
び
の
最
中
1
阿
曽
丸
の
 
 

キ
ヤ
ン
シ
ャ
ン
セ
ン
ツ
ウ
 
 

所
望
で
楊
貴
妃
が
寛
裳
羽
衣
舞
を
舞
お
う
と
す
る
折
し
も
、
楊
貴
妃
が
「
襟
裳
」
「
扇
子
」
と
口
に
す
る
の
を
、
介
添
役
の
藤
原
清
川
 
 

が
あ
わ
て
て
、
妹
（
貴
妃
）
 
の
吃
音
病
に
か
こ
・
つ
け
て
、
「
は
か
ま
」
「
あ
ふ
ぎ
」
と
言
い
換
え
て
、
急
場
を
取
り
繕
う
た
と
い
う
。
こ
 
 

れ
ら
は
、
む
ろ
ん
虚
構
物
語
の
架
空
の
設
定
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
建
部
綾
足
が
活
躍
し
た
十
八
世
紀
半
ば
の
江
戸
の
唐
話
学
習
の
 
 

（
7
）
 
 

実
態
が
こ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
 

ま
た
、
『
本
朝
水
深
伝
』
後
編
第
四
十
六
条
に
は
、
楊
貴
妃
が
中
国
で
の
生
活
を
思
い
出
し
て
、
李
白
の
「
清
平
調
詞
」
の
一
節
を
唐
 
 

音
で
口
ず
さ
む
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
 
 

の
よ
う
に
唐
音
の
振
り
仮
名
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
唐
音
が
ど
れ
ほ
ど
正
確
で
あ
る
か
は
も
と
よ
り
期
し
が
た
い
。
所
詮
は
虚
構
の
物
 
 

語
で
あ
り
、
作
者
は
今
か
ら
四
百
年
も
前
の
こ
と
、
社
会
や
時
代
の
推
移
に
つ
れ
、
ま
た
一
郷
一
村
ご
と
に
変
貌
す
る
言
語
体
系
を
推
 
 

定
し
て
復
元
す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
の
傾
向
を
類
推
す
れ
ば
、
こ
の
中
国
音
は
、
福
建
の
聞
語
を
 
 

（
8
）
 
 

含
む
中
国
語
南
方
音
の
方
言
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
石
崎
又
造
『
近
世
中
国
に
お
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』
二
二
二
頁
に
、
 
 

シ
ヤ
ク
ヒ
 
キ
ヤ
ン
ヨ
サ
ン
テ
ウ
ケ
ン
 
 

若
非
群
玉
山
頭
見
 
 

ウ
ン
サ
ン
エ
シ
ヤ
ウ
ハ
ウ
サ
ン
ヨ
ウ
 
 

雲
想
衣
裳
花
想
容
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 
 

チ
ャ
ン
ホ
ン
フ
 
カ
ン
 
ル
 
ハ
 
ノ
ン
 
 

春
風
排
檻
露
華
濃
 
 

エ
ヒ
ヤ
ン
ヤ
ウ
ダ
イ
エ
ヒ
ヤ
ウ
ホ
ン
 
合
向
堵
董
月
下
逢
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の
記
述
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
先
述
の
楊
貴
妃
の
中
国
語
会
話
と
い
い
、
こ
の
唐
詩
の
中
国
音
と
い
い
、
建
部
綾
足
に
は
相
当
 
 

の
中
国
語
力
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
唐
音
へ
の
馴
染
み
が
深
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
が
、
若
年
の
綾
足
が
訪
問
し
た
 
 

長
崎
の
中
国
文
化
は
、
周
知
の
よ
う
に
多
く
中
国
福
建
出
身
の
中
国
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
当
時
の
当
地
の
標
準
音
は
 
 

福
建
語
で
あ
っ
を
」
と
も
、
こ
の
音
系
推
定
の
傍
証
と
な
ろ
＞
｝
。
む
ろ
ん
、
こ
の
部
分
の
描
写
は
全
く
の
虚
構
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
 
 

こ
こ
に
〝
嘘
か
ら
出
た
真
実
″
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
打
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
『
本
朝
水
瀞
伝
』
後
編
に
お
け
る
楊
貴
妃
政
事
の
特
徴
の
一
つ
に
、
海
路
か
ら
見
た
九
州
筑
紫
路
と
い
う
視
点
が
あ
る
。
藤
原
 
 

清
川
が
日
本
へ
帰
国
し
た
の
も
当
然
船
旅
で
あ
っ
た
が
、
九
州
筑
紫
に
帰
り
住
ん
だ
一
行
が
松
浦
（
現
在
の
唐
津
）
や
箱
崎
、
香
椎
（
現
 
 

在
の
福
岡
市
東
区
）
あ
た
り
を
転
々
と
し
て
船
遊
び
を
し
、
ま
た
箱
崎
の
松
原
で
妓
舞
を
披
露
す
る
の
も
、
い
ず
れ
も
そ
の
移
動
手
段
 
 

は
主
に
舟
で
あ
り
、
そ
の
視
点
は
常
に
海
上
か
ら
海
浜
陸
地
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
高
田
衛
氏
 
 

あ
ま
び
と
 
 

は
「
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
ら
西
海
の
亡
命
者
た
ち
 
（
引
用
者
注
‥
能
里
曽
、
男
狭
磯
、
珠
名
）
 
が
〝
海
人
″
 
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
こ
 
 

（
9
）
 
 

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
中
央
集
権
に
対
す
る
海
洋
民
と
い
う
対
立
の
図
式
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
作
品
全
体
の
構
造
 
 

を
見
通
し
た
氏
の
見
解
は
説
得
的
で
あ
る
。
小
稿
で
は
、
高
田
氏
の
指
摘
を
承
け
て
、
海
路
が
一
般
で
あ
っ
た
当
時
の
交
通
の
実
態
が
 
 

こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
併
せ
て
綾
足
自
身
の
筑
紫
旅
行
の
体
験
が
こ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
 
 

察
し
て
み
た
い
。
 
 
 

曽
て
瀬
戸
内
海
に
政
属
し
た
中
世
の
村
上
水
軍
や
、
数
度
に
わ
た
る
遣
唐
使
の
派
遣
、
或
い
は
鑑
真
東
渡
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
 
 

く
、
陸
上
交
通
が
相
当
に
発
達
し
た
近
世
に
お
い
て
も
、
海
路
は
交
通
の
主
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
今
日
の
高
速
道
や
新
幹
線
、
更
に
 
 

は
航
空
路
の
目
覚
ま
し
い
整
備
発
展
は
僅
々
数
十
年
間
の
異
常
事
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
輸
送
の
主
要
ル
ー
ト
と
し
て
、
 
 
 

（
建
部
綾
足
は
）
平
賀
中
南
の
交
友
で
あ
つ
た
か
ら
唐
音
や
白
話
小
説
の
消
息
に
は
通
じ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
 
（
学
問
捷
径
）
。
 
7
0
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 



陸
路
に
劣
ら
ず
、
海
路
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
先
に
梗
 
 

概
を
述
べ
た
よ
う
に
、
筑
紫
に
帰
り
住
ん
だ
藤
原
清
川
や
楊
貴
妃
の
一
行
が
松
浦
（
唐
津
市
）
、
香
椎
（
福
岡
市
）
、
箱
崎
（
福
岡
市
）
、
 
 

菊
の
高
浜
（
北
九
州
市
）
界
隈
を
船
路
に
よ
っ
て
移
動
す
る
地
理
感
覚
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
寺
島
貞
華
氏
は
、
『
本
朝
水
溶
伝
』
 
 

（
1
0
）
 
解
説
に
お
い
て
、
そ
の
「
舞
台
が
本
州
・
四
国
・
九
州
に
ま
た
が
る
が
、
そ
の
多
く
の
地
が
綾
足
の
実
際
に
旅
し
た
所
で
あ
る
。
」
と
述
 
 

べ
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
『
本
朝
水
済
伝
』
の
筑
紫
（
北
部
九
州
）
に
関
す
る
地
理
描
写
に
つ
い
て
見
 
 

て
み
る
と
、
実
は
次
の
よ
う
に
、
建
部
綾
足
自
身
が
曽
て
筑
紫
の
隠
を
主
に
海
路
に
よ
っ
て
旅
行
し
た
事
実
が
あ
る
。
即
ち
、
紀
行
「
浦
 
 

田
珊
血
 
つ
た
ひ
」
「
花
が
た
み
」
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
如
く
綾
足
の
筑
紫
紀
行
が
自
身
の
筆
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
、
る
（
ゴ
チ
ッ
ク
 
 

字
は
『
本
朝
水
瀞
伝
』
 
に
重
な
る
地
名
）
。
 
 

船
の
夢
見
て
は
驚
く
野
分
哉
 
 

野
分
猶
は
げ
し
く
、
道
あ
ゆ
み
苦
し
く
て
黒
崎
に
や
ど
る
。
（
略
）
箱
崎
の
八
幡
に
も
ふ
ず
。
 
 

箱
崎
や
紐
と
く
草
の
花
も
な
し
 
 

（
以
上
、
紀
行
「
浦
つ
た
ひ
」
）
 
 

廿
四
日
、
太
宰
府
の
御
祭
に
こ
も
る
。
（
略
）
 
 

唐
津
の
松
原
を
出
て
、
浜
崎
と
か
い
ふ
所
に
や
ど
る
。
（
略
）
け
ふ
も
暗
ず
。
箱
崎
の
あ
た
り
近
き
何
が
し
の
も
と
に
や
ど
る
二
略
）
 
 

此
あ
た
り
利
休
居
士
の
釜
掛
け
の
松
と
な
ん
い
ふ
あ
り
。
よ
り
て
見
れ
ば
、
 
 

摘
に
さ
へ
茶
釜
や
掛
て
松
の
陰
 
 

ヘ
ビ
）
 
 

（
引
用
者
注
‥
箱
崎
）
八
幡
に
も
ふ
で
ゝ
、
此
度
ぞ
か
へ
り
も
ふ
し
す
ら
ん
。
香
椎
の
宮
に
も
ふ
ず
。
神
功
皇
后
い
と
平
か
に
箱
崎
 
 

の
御
神
な
ん
産
み
た
ま
へ
り
と
聞
く
に
、
 
 

鳥
の
巣
も
椎
や
た
の
み
て
神
の
庭
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 
 

（
以
上
、
紀
行
「
花
が
た
み
」
）
 
 

71  



『
本
朝
水
瀞
伝
』
は
、
命
名
上
の
原
作
た
る
『
水
瀞
伝
』
の
筋
を
忠
実
に
襲
っ
た
所
謂
翻
案
物
で
は
な
い
。
一
名
を
『
吉
野
物
語
』
 
 

と
い
う
こ
の
作
品
は
、
む
し
ろ
『
水
済
伝
』
と
は
別
個
の
作
品
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
〝
本
朝
〟
日
本
江
戸
で
の
 
 

〝
水
瀞
伝
″
を
冠
し
た
作
品
群
の
火
付
け
役
ヒ
な
っ
た
功
績
は
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
稀
薄
に
見
え
る
『
本
朝
 
 

水
薪
伝
』
の
『
水
常
伝
』
襲
用
で
あ
る
が
、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
幾
つ
か
に
『
水
済
伝
』
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
ら
し
い
点
を
見
出
す
事
は
 
 

可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
『
水
瀞
伝
』
冒
頭
に
お
け
る
〝
伏
魔
殿
″
か
ら
飛
び
出
し
た
百
八
人
の
魔
王
が
や
が
て
天
に
替
わ
っ
 
 

て
正
義
を
行
う
と
い
う
設
定
が
、
『
本
朝
水
深
伝
』
に
お
い
て
は
、
吉
野
の
味
稲
翁
が
吉
野
川
へ
流
し
た
百
本
の
柘
枝
が
、
や
が
て
人
間
 
 
 

こ
こ
に
は
、
長
崎
へ
西
下
、
ま
た
は
長
崎
か
ら
東
上
す
る
途
次
に
、
俳
句
を
詠
み
な
が
ら
筑
紫
を
過
ぎ
る
建
部
綾
足
の
面
目
が
躍
如
 
 

（
1
3
）
 
 

と
し
て
現
れ
て
い
る
。
年
譜
に
よ
れ
ば
、
綾
足
は
寛
延
三
 
（
一
七
五
〇
）
年
五
月
に
大
阪
を
出
帆
し
、
六
月
に
伊
予
松
山
に
着
き
、
筑
 
 

紫
を
経
て
、
八
月
に
長
崎
に
到
着
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
宝
暦
元
（
一
七
五
一
）
年
二
月
に
長
崎
を
出
立
し
て
、
筑
紫
を
経
由
し
て
、
 
 

三
月
に
大
阪
に
帰
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
先
に
挙
げ
た
紀
行
「
浦
つ
た
ひ
」
の
筑
紫
西
下
時
は
寛
延
三
年
六
月
、
同
「
花
が
 
 

た
み
」
の
筑
紫
東
上
時
は
宝
暦
元
年
二
月
下
旬
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
に
、
綾
足
三
十
二
i
ニ
歳
で
あ
っ
た
。
 
 
 

以
上
の
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
本
朝
水
瀞
伝
』
後
編
に
お
い
て
、
藤
原
清
川
が
楊
貴
妃
を
と
も
な
っ
て
、
唐
津
－
箱
崎
－
香
椎
、
ま
 
 

た
黒
崎
界
隈
を
潜
動
の
主
舞
台
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
若
き
日
に
作
者
の
建
部
綾
足
自
身
が
長
崎
へ
の
往
復
の
途
次
に
お
い
て
経
由
 
 

し
た
筑
紫
の
見
聞
や
地
理
感
覚
が
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
そ
、
こ
の
こ
と
が
、
先
に
述
べ
た
海
路
か
ら
見
 
 

た
筑
紫
の
描
写
の
視
点
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
地
理
的
に
矛
盾
す
る
記
述
が
顔
出
す
る
『
本
朝
水
薪
伝
』
に
は
珍
し
く
、
 
 

か
な
り
的
確
で
整
合
性
の
あ
る
筑
紫
の
地
理
描
写
と
な
っ
て
結
果
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 

四
 
『
本
朝
水
耕
伝
』
後
編
の
楊
貴
妃
故
事
の
意
義
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と
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
と
い
う
設
定
に
似
て
い
な
く
も
な
い
し
、
ま
た
『
水
瀞
伝
』
に
お
け
る
高
価
ら
の
悪
政
に
た
ま
り
か
ね
た
民
衆
 
 

が
、
宋
江
や
虚
俊
義
を
中
心
に
、
梁
山
泊
を
根
拠
地
と
し
て
「
天
に
替
っ
て
道
を
行
う
」
義
挙
の
設
定
が
、
『
本
朝
水
瀞
伝
』
に
お
い
て
 
 

は
、
道
鏡
や
阿
曽
丸
の
横
暴
に
対
し
て
恵
美
押
勝
や
和
気
清
麿
ら
が
伊
吹
山
に
拠
っ
て
抵
抗
の
秘
策
を
練
る
と
い
う
設
定
に
構
造
上
の
 
 

（
1
4
）
 
 

類
似
を
認
め
得
る
こ
と
か
ら
も
髪
宅
さ
れ
る
。
李
樹
果
氏
は
『
日
本
の
読
本
小
説
と
明
清
の
小
説
』
に
お
い
て
、
道
鏡
－
高
嘩
高
橋
 
 

手
力
－
宋
江
ま
た
は
戴
宗
、
そ
し
て
伊
吹
山
－
梁
山
泊
の
設
定
の
類
似
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
筆
者
も
同
意
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
『
本
朝
水
瀞
伝
』
は
あ
く
ま
で
〝
本
朝
″
の
〝
水
溶
伝
″
で
あ
り
、
文
学
風
土
を
異
に
す
る
中
国
と
日
本
の
文
 
 

学
史
上
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
類
似
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
そ
の
中
で
、
後
編
に
設
定
さ
れ
る
楊
貴
妃
故
事
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
本
朝
水
深
伝
』
に
登
場
す
 
 

る
楊
貴
妃
は
、
蝦
夷
の
棟
梁
カ
ム
イ
ボ
ン
デ
ン
ト
ビ
カ
ラ
と
共
に
、
藤
原
清
川
の
差
配
の
下
に
、
道
鏡
討
伐
勢
力
に
加
わ
る
異
色
の
存
 
 

在
と
し
て
登
場
す
る
。
ト
ビ
カ
ラ
が
東
北
日
本
の
蛮
夷
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
楊
貴
妃
は
西
方
中
国
の
大
唐
国
の
妃
と
し
て
、
色
仕
 
 

掛
け
の
武
器
を
用
い
つ
つ
、
共
に
打
倒
道
鏡
勢
力
の
一
翼
を
担
う
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
清
川
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
楊
貴
妃
の
 
 

阿
曽
丸
（
道
鏡
一
派
）
．
暗
殺
は
失
敗
し
、
楊
貴
妃
は
尾
張
の
熱
田
へ
移
り
住
む
と
こ
ろ
で
、
本
作
品
に
お
け
る
楊
貴
妃
故
事
は
終
息
す
 
 

る
。
こ
の
楊
貴
妃
故
事
打
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
小
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
日
本
に
同
化
し
た
異
邦
人
と
い
う
観
点
か
ら
 
 

ま
七
め
て
み
た
い
。
 

当
然
な
が
ら
、
鎖
国
下
の
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国
と
の
公
的
交
流
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
或
い
は
そ
れ
 
 

故
に
、
江
戸
文
人
の
ま
だ
見
ぬ
中
国
へ
の
憧
れ
は
一
層
日
印
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
平
安
時
代
－
五
山
時
代
を
通
じ
て
 
 

の
中
国
の
文
物
制
度
の
流
入
を
継
承
し
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
中
国
書
籍
の
輸
入
も
大
い
に
貢
献
し
た
で
あ
ろ
う
。
建
部
綾
足
が
自
 
 

ら
長
崎
に
赴
き
、
ま
た
平
賀
中
南
等
の
中
国
通
の
文
人
と
親
し
く
交
わ
っ
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
江
戸
期
宣
お
け
る
中
国
熟
の
然
ら
し
む
 
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
場
景
妃
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こ
れ
ら
の
背
景
の
下
で
、
『
本
朝
水
済
伝
』
に
登
場
す
る
楊
貴
妃
お
よ
び
そ
の
一
族
は
、
確
か
に
異
邦
の
中
国
人
で
は
あ
る
が
、
そ
の
 
7
4
 
 

実
、
日
本
人
の
心
理
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
例
え
ば
、
楊
貴
妃
の
伯
父
に
あ
た
る
楊
蒙
が
中
国
に
あ
っ
て
、
遭
 
 

難
し
た
藤
原
清
川
や
阿
倍
仲
麿
を
自
宅
に
招
い
て
懇
切
に
も
て
な
す
場
面
、
ま
た
筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
が
「
保
証
人
」
た
る
清
 
 

川
の
周
旋
で
日
本
語
日
本
文
化
を
学
習
す
る
場
面
な
ど
、
確
か
に
楊
貴
妃
は
異
邦
人
で
は
あ
る
が
、
実
は
日
本
人
か
ら
見
て
親
し
み
の
 
 

持
て
る
、
日
本
文
化
に
馴
染
ん
だ
〝
異
邦
人
″
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
〝
異
邦
人
″
た
る
楊
貴
妃
の
扮
装
も
演
出
も
 
 

日
本
人
が
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
楊
貴
妃
像
は
明
ら
か
に
当
時
の
日
本
人
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
成
っ
た
も
の
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
事
情
は
、
現
在
の
よ
う
に
国
際
交
流
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
時
代
で
は
な
く
、
そ
の
道
に
、
鎖
国
と
い
う
国
家
政
策
に
よ
っ
 
 

て
現
実
の
交
流
が
杜
絶
し
た
中
に
あ
っ
て
、
建
部
綾
足
が
中
国
の
文
物
を
ひ
た
す
ら
深
く
読
み
込
ん
だ
上
に
成
っ
た
所
業
で
あ
る
こ
と
 
 

は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
例
は
異
な
る
が
、
謡
曲
『
白
楽
天
』
 
に
登
場
し
て
筑
紫
の
漁
翁
と
和
歌
・
漢
詩
の
交
流
 
 

を
す
る
白
楽
天
や
、
日
本
人
に
早
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
諸
葛
孔
明
、
は
た
ま
た
古
代
の
絶
世
の
美
女
と
し
て
知
ら
れ
る
西
施
等
も
、
 
 

個
別
の
情
況
は
同
じ
で
は
な
い
が
、
そ
の
人
物
像
形
成
の
事
情
は
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
挙
げ
た
種
々
の
人
物
像
に
つ
い
 
 

て
、
そ
の
当
時
の
日
本
人
は
、
当
然
な
が
ら
現
地
確
認
の
機
会
を
得
ぬ
ま
ま
、
書
物
資
料
の
「
深
読
み
」
に
よ
っ
て
、
勝
手
に
日
本
人
 
 

（
1
5
）
 
好
み
の
人
物
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
唐
詩
選
画
本
』
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
詩
文
や
絵
画
に
描
か
れ
る
 
 

中
国
人
が
専
ら
日
本
風
で
あ
る
の
は
、
当
時
の
時
代
情
況
か
ら
す
れ
ば
、
或
い
は
致
し
方
の
な
か
っ
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
 
 
 

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
中
国
旅
行
が
不
可
能
で
あ
っ
た
建
部
綾
足
の
中
国
認
識
が
、
例
え
ば
、
清
川
や
仲
麿
 
 

が
流
れ
着
い
た
と
覚
し
き
沿
海
の
新
江
や
福
建
が
、
馬
鬼
を
経
由
し
て
四
川
に
至
る
玄
宗
一
行
の
ル
ー
ト
に
重
な
る
と
い
う
初
歩
的
な
 
 

地
理
誤
認
を
犯
し
て
い
る
と
し
て
も
、
本
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、
筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
と
す
る
楊
貴
妃
の
移
動
ル
ー
ト
に
基
本
的
に
矛
 
 

盾
が
な
い
こ
と
は
、
恐
ら
く
彼
自
身
の
若
き
日
の
筑
紫
旅
行
の
経
験
に
よ
る
土
地
勘
の
然
ら
し
む
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
虚
構
の
 
 

中
に
垣
間
見
え
た
真
実
と
し
て
指
摘
し
得
る
。
 
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 



こ
う
し
て
、
『
本
朝
水
済
伝
』
に
お
け
る
楊
貴
妃
は
、
要
す
る
に
藤
原
清
川
の
道
鏡
討
伐
に
利
用
さ
れ
た
使
い
捨
て
の
存
在
で
し
か
な
 
 

か
っ
た
が
、
そ
の
描
写
を
通
し
て
、
建
部
綾
足
に
お
け
る
、
ひ
い
て
は
江
戸
期
文
人
の
中
国
認
識
の
一
斑
が
端
無
く
も
露
呈
し
て
い
る
 
 

よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
〝
楊
貴
妃
の
里
″
山
口
県
油
谷
町
に
楊
貴
妃
墓
は
実
在
す
る
が
、
楊
貴
妃
が
馬
屋
を
生
き
延
び
て
こ
の
地
に
漂
着
し
た
と
い
う
伝
説
は
、
 
 
 

種
々
の
情
況
か
ら
し
て
も
成
〕
止
し
難
い
。
古
代
の
土
地
の
豪
族
八
木
（
＝
楊
貴
）
氏
の
墓
と
混
同
し
た
も
の
と
い
う
近
江
昌
司
氏
説
（
「
楊
 
 

貴
妃
の
漂
白
」
毎
日
新
聞
夕
刊
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
七
日
）
は
有
力
で
あ
る
。
場
景
妃
墓
の
現
場
に
は
今
日
も
八
木
家
墓
が
実
在
す
る
。
 
 

（
2
）
熱
田
神
宮
と
楊
貴
妃
に
つ
い
て
は
尾
崎
久
弥
『
熱
田
神
宮
史
料
考
』
 
（
大
雅
堂
、
昭
和
十
九
年
）
 
に
詳
し
い
。
 
 

（
3
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
同
七
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
を
底
本
と
し
た
。
以
下
同
じ
。
 
 

（
4
）
拙
著
『
楊
貴
妃
文
学
史
研
究
』
 
（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
 
 

（
5
）
現
代
中
国
語
の
標
準
表
記
で
は
「
舎
火
来
」
。
 
 

（
6
）
底
本
に
は
「
ガ
イ
ツ
ウ
」
と
カ
ナ
を
振
る
。
現
代
中
国
語
の
標
準
表
記
で
は
「
d
a
i
z
i
」
。
む
し
ろ
「
ダ
イ
ツ
ウ
」
の
表
記
に
近
い
。
形
近
 
 

に
よ
る
ダ
ー
ガ
の
誤
記
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
漢
語
方
言
大
詞
典
』
 
（
中
国
復
旦
大
・
日
本
京
都
外
大
合
編
、
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）
 
 

二
六
五
九
頁
に
よ
る
と
、
「
呆
」
に
は
福
建
の
一
部
に
「
k
a
i
」
と
い
う
発
音
も
あ
る
由
。
と
す
れ
ば
、
綾
足
の
中
国
語
音
が
問
詰
に
拠
っ
 
 

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
次
に
述
べ
る
「
清
平
調
詞
」
の
中
国
語
音
の
来
源
と
共
に
、
興
味
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
 
 

（
7
）
建
部
綾
足
を
含
む
江
戸
文
人
の
唐
話
学
に
つ
い
て
は
、
石
崎
又
造
『
近
世
日
本
に
お
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』
（
清
水
弘
文
堂
、
昭
和
四
十
 
 

二
年
）
 
に
、
豊
富
な
資
料
に
基
づ
い
た
体
系
的
な
記
述
が
あ
る
。
 
 

（
8
）
音
系
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
福
建
を
含
む
中
国
南
方
出
身
の
留
学
生
を
煩
わ
せ
た
ほ
か
、
『
全
国
主
要
方
言
区
方
音
対
照
表
』
（
中
華
書
局
、
 
 
 

一
九
五
四
年
）
、
『
中
国
音
韻
学
研
究
』
（
高
本
漢
著
、
趨
元
任
等
訳
、
台
湾
商
務
印
書
舘
、
一
九
八
二
年
）
所
収
「
方
言
字
彙
」
、
『
勝
語
方
 
 

言
大
詞
典
』
 
（
中
国
復
旦
大
・
日
本
京
都
外
大
共
編
、
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）
等
を
参
照
し
た
。
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
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（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

『
建
部
綾
足
全
集
』
五
（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
二
年
）
、
ま
た
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
七
九
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
所
収
。
 
 

引
用
は
岩
波
書
店
本
に
よ
っ
た
。
ゴ
チ
ッ
ク
字
は
引
用
者
。
 
 

原
本
は
「
神
皇
功
后
」
と
誤
記
す
る
。
 
 

『
建
部
綾
足
全
集
』
九
「
建
部
綾
足
略
年
譜
」
。
 
 

天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。
原
文
は
中
国
文
。
 
 

服
部
南
部
考
訂
『
唐
詩
選
』
に
拠
っ
て
、
各
詩
に
絵
画
と
訳
文
を
附
し
た
む
の
。
七
編
三
十
五
冊
。
恵
山
房
、
天
明
～
天
保
間
刊
。
う
ち
 
 

第
六
・
七
編
は
葛
飾
北
斎
画
。
そ
こ
に
は
、
中
国
へ
の
往
来
が
不
可
能
で
あ
っ
た
江
戸
文
人
が
想
像
し
た
中
国
の
山
河
・
城
郭
・
庶
民
生
 
 

活
等
の
諸
相
が
描
か
れ
て
お
り
、
唐
詩
、
唐
代
社
会
の
・
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
解
釈
と
し
て
興
味
深
い
。
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
村
上
哲
見
 
 

『
漢
詩
と
日
本
人
』
 
（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）
 
二
〇
九
～
二
二
〇
貫
参
照
。
 
 
 

高
田
衛
『
新
編
江
戸
幻
想
文
学
誌
』
 
（
筑
摩
書
房
、
 
 

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
簡
約
版
（
岩
波
書
店
、
 
 

参
考
ま
で
に
、
『
唐
詩
選
唐
音
』
所
収
「
清
平
調
詞
」
 
 

ュ
ン
 
 

イ
イ
、
ヨ
 
 

な
お
、
『
唐
詩
選
唐
音
』
 
（
劉
道
音
、
高
田
識
訂
、
安
永
六
年
刊
。
六
角
恒
虞
編
、
不
二
出
版
、
一
九
九
八
年
『
中
国
語
教
本
須
集
成
』
補
 
 

集
所
収
）
に
輯
録
す
る
「
清
平
調
詞
」
の
唐
音
は
、
同
株
に
中
国
南
方
音
と
思
わ
れ
を
が
、
『
本
朝
水
薪
伝
』
の
こ
の
部
分
と
同
様
で
は
な
 
 

ヽ
」
 
○
 
 

ト
∨
 
 

筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃
 
 

エ
ン
ス
ヤ
ン
シ
ャ
ン
ハ
ア
ス
ヤ
ン
ン
 
 

雲
想
衣
・
裳
花
想
容
 
 

ジ
ョ
ヒ
イ
ギ
イ
ン
ヨ
サ
ン
デ
ウ
ケ
ン
 
 

若
非
群
玉
山
頭
見
 
 

ホ
イ
ヒ
ヤ
ン
ヤ
ク
タ
イ
エ
ツ
ヤ
ア
ホ
ン
 
合
向
堵
董
月
下
逢
 
 

チ
 
 

春
 
 ホ
ン
 
ヘ
 
カ
ン
ル
ウ
ハ
ア
 
風
排
檻
露
華
 
 

二
〇
〇
〇
年
）
 
二
〇
七
頁
。
 
 

一
九
八
六
年
）
。
 
 

に
付
さ
れ
た
「
唐
音
」
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

浩
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