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凡

例

一

『

長
生
殿』

本
文
の
底
本
に
は
、
現
在
最
も
流
布
し
て
い
る
徐
朔
方
氏
の
校
注
本
を
用
い
た
が
、
厳
密
な
校
訂
を
施
し
た
呉
梅
校
本

(

劉
世�

『

彙
刻
伝

劇』

所
収)

を
始
め
、
次
の
第
二
項
に
掲
げ
る
諸
書
も
随
時
参
照
し
た
。

二

本
訳
注
に
当
た
り
、
出
典
の
確
認
や
本
文
の
解
釈
等
に
以
下
の
諸
書
を
随
時
参
照
し
た
が
、
訳
注
の
際
に
は
こ
れ
を
一
々
明
示
し
て
い
な
い
。

塩
谷
温

『

国
訳
長
生
殿』

(『

国
訳
漢
文
大
成』
所
収
、
一
九
二
三
年)

徐
朔
方
校
注

『

長
生
殿』
(

人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年)

曽
永
義

『

中
国
古
典
戯
劇
選
注』

所
収

『

長
生
殿』

(
国
家
出
版
社
、
一
九
七
四
年)

蔡
運
長

『

長
生
殿
通
俗
注
釈』

(

雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年)

三

本
訳
注
で
は
、
主
に
前
記
参
考
書
に
於
い
て
な
お
未
注
の
故
事
出
拠
等
に
つ
い
て
注
出
す
る
事
に
し
た
。
全
般
的
総
合
的
な
注
に
つ
い
て
は
、
康
保
成
・

竹
村
則
行

『

長
生
殿
箋
注』

(

中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

四

【

曲
牌
名】

に
続
く

｢

唱｣

部
分
の
訳
出
は
、
時
に
こ
の
間
に
挟
ま
れ
る
短
い
科
白
や
襯
字
を
も
含
め
て
、【

ゴ
チ
ッ
ク
文
字】

の
体
裁
で
示
し
た
。
ま

た
、
演
員
の
扮
装
や
動
作
、
お
よ
び
唱
や
動
作
の
主
体
を
示
す
ト
書
き
の
部
分
は
、
底
本
の
通
り
に
小
字
で
示
し
た
。

五

訳
語
の
う
ち
、
原
文
の

｢

介｣
｢

科｣
(

し
ぐ
さ)

は
、
一
種
の
術
語
と
し
て
、
そ
の
ま
ま

｢
介｣

｢

科｣

と
し
て
訳
出
し
た
。

六

訳
文
は
、【

ゴ
チ
ッ
ク
文
字】

で
示
し
た

｢

唱｣

部
分
の
訳
出
を
含
め
、
荘
重
な
韻
文
の
形
式
を
採
ら
ず
、
意
味
内
容
の
解
釈
を
重
視
し
つ
つ
、
努
め
て
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平
易
な
日
本
文
と
な
る
よ
う
に
留
意
し
た
。(｢

唱｣

部
分
の
韻
文
訳
出
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。)

そ
れ
で
も
、
訳
者
の
誤
解
や
力
量
不
足
に
よ
る
生
硬
な

訳
文
を
免
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
諸
先
生
の
忌
憚
無
い
御
指
教
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

七

前
稿

｢『

長
生
殿』

訳
注

(

一
〜
三
、
六
〜
八)｣

は

『

中
国
文
学
論
集』

二
六
〜
三
十
一
号

(

九
州
大
学
中
国
文
学
会
、
一
九
九
七
〜
二
〇
〇
二
年)

に
訳
載
し
、
ま
た
、
同

(

四
・
五)

は

『

文
学
研
究』

九
十
七
〜
八

(

九
州
大
学
文
学
部
、
二
〇
〇
〇
〜
〇
一
年)

に
訳
載
し
た
。

八

本
訳
注

(
九)

(
第
三
十
三
〜
三
十
六
齣)

は
、
二
〇
〇
二
年
一
月
〜
〇
三
年
一
月
に
行
わ
れ
た
九
州
大
学
大
学
院
で
の

『

長
生
殿』

演
習
資
料
を
基
に

し
て
、
竹
村
が
新
た
に
浄
書
し
た
。
こ
の
間
の
演
習
に
参
加
し
た
院
生
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

蕭

燕
婉

・

王

毓�
・

垣
見
美
樹
香

・

河
野

真
人

西
田
真
理
子

・

景

献
力

・

土
屋

聡

・

陣
内

孝
文

第
三
十
三
齣

神

訴
【

仙
呂
入

双
調
過
曲】

【

柳
揺
金】

(

貼
が
二
人
の
仙
女
と
二
人
の
仙
官
の
隊
列
を
連
れ
て
登
場)

私
は
巧
み
に
玉
杼
を
操
り
、
見
事
な
機
織
り
で
仕
上
げ
た

錦
布
を
進
呈
す
る
た
め
に
、
天
宮
の
階
段
を
過
ぎ
る
。
珮
玉
を
揺
ら
し
つ
つ
、
天
の
河
に
帰
ろ
う
と
し
て

(

１)

、
鳳
車
に
乗
っ
て
雲
中
を
行

く
。
見
や
れ
ば
、
一
本
の
銀
河
が
天
空
に
燦
然
と
輝
き
、
下
界
を
見
下
ろ
す
と
、
山
河
が
米
粒
の
よ
う
に
小
さ
く
見
え
る
。
私
は
天
孫

の
織
女
、
天
界
の
錦
布
を
織
り
上
げ
た
の
で
、
天
帝
に
進
呈
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
途
中
に
、
一
筋
の
怨
み
の
気
が
ま
っ
す
ぐ
天
の

河
を
衝
い
て
立
ち
昇
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
下
界
は
一
体
ど
の
辺
り
で
し
ょ
う
。(

呼
ぶ
介)

仙
官
。(

仙
官
が
返
事
を
す
る
介)

(

貼)

ご

ら
ん
、
こ
の
煙
で
も
霧
で
も
な
い
、
ぼ
う
っ
と
か
す
ん
だ
怨
み
の
気
を
、
ぼ
う
っ
と
か
す
ん
だ
怨
み
の
気
を
。
こ
こ
は
下
界
の
ど
の
辺

り
な
の
で
す
か
。

(

仙
官
が
返
事
を
し
て
、
下
界
を
見
る
介
を
す
る)

織
女
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
下
界
は
馬
嵬
坡
で
ご
ざ
い
ま
す
。(

貼)

暫
時
駐
車

(

２)

を
命
じ

ま
す
。
す
ぐ
に
馬
嵬
坡
の
土
地
神
を
呼
ん
で
来
る
よ
う
に
。(

仙
官
が
返
事
を
す
る
介
、
皆
で
貼
を
囲
ん
で
高
い
処
に
坐
ら
せ
る
介)

(

仙
官
が
内

に
向
か
っ
て
呼
ぶ
介)

馬
嵬
坡
の
土
地
神
は
い
ず
こ
に
。(

副
浄
が
返
事
を
し
て
登
場)
は
い
、
た
だ
い
ま
。

『

長
生
殿』

訳
注

(

九)
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【
越
調

闘�
鶉】

私
が
廟
で
休
ん
で
い
る
と
、
ふ
と
空
中
か
ら
呼
ぶ
声
が
す
る
。
そ
れ
は
天
上
か
ら
の
お
召
し
で
あ
る
が
、
土
地
神
の
私
に

何
の
用
事
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。(

仙
官
が
呼
ぶ
科)

土
地
神
、
早
く
来
な
さ
い
。(

副
浄)

仙
官
が
し
き
り
に
大
声
で
呼
び
立
て
る
の
で
、
私

を
驚
か
せ
、
ば
た
ば
た
と
慌
て
さ
せ
る
。
や
む
な
く
、
私
は
急
い
で
着
物
の
塵
を
払
い
、
く
る
く
る
と
腰
帯
を
巻
き
、
こ
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ

の
天
頂
が
平
ら
な
頭
巾
を
整
え
、
あ
の
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
曲
が
っ
た
眉
の
高
さ
ま
で
あ
る
長
杖
を
つ
い
て
出
て
ゆ
く
。

(

仙
官
に
会
う
科)

仙
官
の
お
召
し
と
は
、
一
体
何
の
ご
命
令
で
し
ょ
う
。(

仙
官)

織
女
様
が
そ
な
た
を
お
呼
び
で
す
。(

副
浄)

【

紫
花
児
序】

聞
け
ば
、
私
を
呼
ん
で
い
る
の
は
天
孫
織
女
だ
と
い
う
。
土
地
神
の
私
は
、
天
の
河
の
ほ
と
り
で
渡
し
や
橋
の
仕
事
を

し
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
一
体
ど
う
し
て
、
織
女
は
馬
嵬
ま
で
来
て
道
を
尋
ね
る
の
か
。(

背
を
向
け
る
科)

お
、
そ
う
か
。
き
っ
と
織

女
が
雲
中
に
馬
嵬
を
通
り
過
ぎ
た
時
に
、
私
が
こ
こ
で
接
待
を
全
く
し
な
か
っ
た
の
で
、(

哭
く
科)

私
の
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
職
を
取
り

上
げ
て
し
ま
う
の
だ
。(

振
り
向
い
て
仙
官
に
対
す
る
科)

仙
官
様
、
私
を
憐
れ
ん
で
下
さ
い
。
私
は
官
位
も
低
く
、
任
地
も
貧
し
い
た
め
に
、

接
待
が
不
十
分
で
し
た
が
、
こ
こ
に
特
に
紙
銭
一
百
枚
を
用
意
し
、
仙
官
に
差
し
上
げ
ま
す
。
ど
う
か
織
女
様
に
よ
ろ
し
く
お
取
り
な

し
を
。
見
た
通
り
、
私
の
こ
の
廟
は
荒
れ
果
て
て
冥
途
の
判
官
も
い
な
く
、
神
棚
の
前
の
机
上
に
は
い
つ
も
塵
が
積
も
り
、
階
段
は
泥

土
で
埋
ま
り
、
香
炉
は
草
茫
々
の
あ
り
さ
ま
で
す
。

(

仙
官
が
笑
う
科)

誰
が
あ
な
た
の
紙
銭
な
ど
要
る
も
の
で
す
か
。
織
女
様
が
あ
な
た
に
尋
ね
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
早
く
、
早

く
行
き
な
さ
い
。(

副
浄
を
連
れ
て
織
女
に
見
え
る
介)

(
副
浄)

馬
嵬
坡
の
土
地
神
が
お
目
通
り
し
ま
す
。
織
女
様
に
は
い
つ
ま
で
も
お

健
や
か
で
あ
り
ま
す
よ
う
。(

仙
女)

楽
に
な
さ
い
。(
副
浄
が
立
ち
上
が
る
科)

(

貼)

土
地
神
、
私
が
こ
の
地
を
通
り
過
ぎ
る
と
、
そ

な
た
の
持
ち
場
の
上
空
に
、
一
筋
の
怨
み
の
気
が
ま
っ
す
ぐ
天
の
河
ま
で
立
ち
昇
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
一
体

ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。(

副
浄)

織
女
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。

【

天
浄
沙】

こ
れ
は
、
艶
や
か
に
輝
い
て
霓
裳
曲
を
舞
う
美
女
、
し
な
や
か
に
翠
盤
の
上
で
軽
や
か
に
踊
る
人
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(

貼)

そ
れ
は
誰
の
こ
と
で
す
か
。(

副
浄)

そ
れ
は
、
唐
の
天
子
の
貴
妃
、
楊
玉
環
が
、
む
ざ
む
ざ
と
黄
土
の
馬
嵬
坡
で
怨
み
を
飲
ん
で

亡
く
な
っ
た
の
で
、
悲
痛
に
堪
え
な
い
霊
魂
が
昇
天
で
き
ず
、
も
う
も
う
と
し
た
黒
雲
と
な
っ
て
天
空
ま
で
吹
き
上
っ
て
い
る
の
で
す
。

(

貼)

さ
て
は
楊
玉
環
で
し
た
か
。
私
も
覚
え
て
い
ま
す
が
、
天
宝
十
載
、
私
が
天
の
河
を
渡
っ
た
夕
べ
に
、
彼
女
と
唐
の
天
子

が
長
生
殿
で
永
遠
に
夫
婦
と
な
る
よ
う
に
誓
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
や
怨
霊
に
な
っ
て
い
る
と
は
、
何
と
も
痛
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ま
し
い
こ
と
。
土
地
神
よ
、
彼
女
の
最
期
の
様
子
を
私
に
聞
か
せ
て
下
さ
い
。(

副
浄)

【
調
笑
令】

そ
れ
は
、
蜀
へ
の
道
す
が
ら
、
貴
妃
様
が
天
子
の
御
車
に
従
っ
て
お
り
ま
す
と
、
沸
き
立
つ
よ
う
な
軍
勢
の
声
が
四
方
か

ら
起
こ
り
、
痛
ま
し
く
も
美
人

(

楊
貴
妃)

は
天
恩
に
背
く
こ
と
な
く
、
哀
れ
に
も
涙
を
の
ん
で
天
子
に
永
遠
の
お
別
れ
を
し
ま
し
た
。

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、
花
の
よ
う
な
生
命
は
三
尺
の
組
み
紐
に
懸
け
ら
れ
、
無
残
に
も
国
の
た
め
に
身
命
を
投
げ
出
さ
れ
ま
し
た
。

(

貼)

貴
妃
は
ど
の
よ
う
に
し
て
国
の
た
め
に
身
を
捧
げ
た
の
か
、
そ
な
た
は
も
っ
と
詳
し
く
話
し
て
聞
か
せ
よ
。(

副
浄)

【

小
桃
紅】

そ
の
日
、
ご
う
ご
う
と
騒
ぎ
立
て
た
警
護
兵
が
、
馬
嵬
駅
を
四
方
か
ら
取
り
囲
み
ま
し
た
。
も
し
そ
の
時
、
貴
妃
が
奮
起

し
て
潔
く
国
難
に
対
処
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
国
家
の
安
全
を
保
ち
、
天
子
に
従
っ
て
一
路
四
川
へ
向
か
い
、
天
下
の
万
民

を
安
心
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。
今
日
、
国
家
の
再
建
を
見
て
お
り
ま
す
の
は
、
ま
こ
と
に
、
貴
妃
様
が
一
命
を
捧
げ
ら
れ

た
た
め
に
天
下
の
復
興
が
成
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

(

貼)

そ
う
は
い
っ
て
も
、
天
下
の
主
で
あ
っ
て
一
婦
人
を
庇
え
ぬ
と
は
、
あ
の
長
生
殿
の
誓
い
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。
李
三

郎

(

玄
宗)

は
ま
こ
と
に
薄
情
で
あ
る
こ
と
よ
。

(

副
浄)

織
女
様
、
か
の
楊
貴
妃
は
、

【

禿
厮
児】

九
重
の
崇
高
な
方

(

天
子)

が
義
理
愛
情
に
背
い
た
こ
と
を
決
し
て
怨
ま
ず
、
ひ
た
す
ら
あ
の
世
で
冤
罪
の
晴
れ
る
の
を
待
っ

て
い
る
の
で
す
。
痛
ま
し
い
こ
と
に
、
天
子
と
の
情
縁
は
断
絶
し
て
再
び
結
ば
れ
る
こ
と
は
無
く
、
い
つ
も
今
日
の
境
遇
を
悲
し
み
、

当
時
の
こ
と
を
追
憶
し
て
、
啜
り
泣
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

(

貼)

彼
女
は
一
体
何
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

【

聖
薬
王】

貴
妃
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
天
子
の
恩
愛
が
断
た
れ
て
も
、
あ
の
長
生
殿
で
の
誓
い
は
虚
し
い
も
の
で
は
な
い
と
。
た
と

え
、
情
に
背
き
、
意
に
違
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
あ
の
日
、
陛
下
か
ら
賜
っ
た
黄
金
の
釵
と
螺
鈿
の
小
箱
に
示
さ
れ
た
堅
い
誓
い
に
は

背
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
恨
み
を
抱
く
こ
と
を
せ
ず
、
冥
土
で
堪
え
忍
ん
で
い
る
と
。

(

貼)

彼
女
は
も
と
も
と
蓬�
宮
の
仙
女
だ
っ
た
の
で
す
が
、
前
悪
の
た
め
に
本
来
の
姿
を
な
く
し
た
の
で
す
。
彼
女
が
今
の
境

遇
に
あ
っ
て
、
な
お
長
生
殿
で
の
誓
い
を
忘
れ
な
い
と
は
。
彼
女
の
こ
の
真
実
の
愛
情
は
、
ま
こ
と
に
憐
れ
む
べ
き
も
の
が
あ
り

ま
す
。(

副
浄)

織
女
様
に
再
び
申
し
上
げ
ま
す
。
楊
貴
妃
様
は
近
頃
、
ま
す
ま
す
以
前
の
罪
を
深
く
悔
い
て
お
り
ま
す
。(

貼)

ど
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う
し
て
分
か
る
の
で
す
か
。(

副
浄)

【
麻
郎
児】

彼
女
は
毎
夜
、
星
に
向
か
っ
て
は
胸
に
手
を
当
て
て
涙
な
が
ら
に
訴
え
、
月
に
対
し
て
は
頭
を
地
に
打
ち
つ
け
て
悲
し
み

嘆
き
、
積
も
り
重
な
っ
た
深
い
罪
業
を
後
悔
し
、
そ
の
罪
業
が
消
滅
す
る
よ
う
に
切
に
祈
り
求
め
て
い
ま
す
。

【

幺
篇】
そ
れ
で
彼
女
は
、
悲
し
み
怨
み
、
悔
恨
の
思
い
を
口
に
し
、
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
例
え
そ
の
思
い
が
白
い
虹
と
な
っ
て

天
宮
ま
で
届
か
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
恨
み
は
結
ぼ
れ
て
黒
紫
の
怨
念
と
な
っ
て
、
冥
土
を
衝
き
破
り
、
は
か
ら
ず
も
青
空
を
突
き
抜

け
て
仙
女
様
の
通
路
を
遮
っ
て
い
た
の
で
す
。

(

貼)

な
る
ほ
ど
、
そ
う
で
し
た
か
。
彼
女
が
前
非
を
悔
い
て
い
る
の
な
ら
ば
、
全
て
の
罪
は
許
さ
れ
ま
す
。
私
は
天
帝
に
上
奏

し
、
彼
女
が
仙
女
に
復
帰
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。(

副
浄)

織
女
様
、

【

絡
糸
娘】

例
え
上
奏
し
て
彼
女
を
仙
女
に
復
帰
さ
せ
た
と
し
て
も
、
彼
女
に
は
ま
だ
俗
界
の
痴
情
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
恐
ら
く
仙

宮
へ
帰
っ
て
も
孤
独
に
過
ご
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
以
前
の
玄
宗
と
夫
婦
に
な
る
永
遠
の
誓
い
を
か
な
え
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
。

(

貼)

こ
の
子
は
本
当
に
愛
情
一
途
な
の
で
す
ね
。
そ
な
た
は
自
分
の
持
ち
場
へ
戻
り
な
さ
い
。
私
に
考
え
が
あ
り
ま
す
。(

副
浄)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。

【

尾
声】

私
は
貴
妃
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
真
情
を
は
っ
き
り
と
織
女
様
に
訴
え
た
。
幸
い
に
こ
れ
か
ら
は
織
女
様
が
取
り
は
か
ら
っ
て

下
さ
る
。
こ
れ
で
、
馬
嵬
坡
で
悶
え
苦
し
む
霊
魂
が
一
つ
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
き
っ
と
、
蓬
莱
山
に
古
馴
染
み
の
仙
女
が
一

人
増
え
る
で
あ
ろ
う
。

(

退
場)

(

貼)

出
発
し
ま
す
。��
宮
へ
帰
る
よ
う
に
。(
皆
が
返
事
を
し
て
導
い
て
行
く
介)

【

仙
呂
入

双
調
過
曲】

【

金
字
段】

【

金
字
令】

美
人
薄
命
と
い
う
が
、
聞
け
ば
楊
貴
妃
は
本
当
に
無
実
で
あ
る
。
彼
女
は
あ
の
世
で
深
く
恨
ん
で

い
る
が
、
聞
け
ば
悲
痛
の
極
み
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
彼
女
は
操
を
正
し
く
し
、
玄
宗
と
の
生
前
の
誓
い
に
背
か
な
か
っ
た
。【

三
段
子】

彼
女
の
深
い
悔
悟
は
愛
情
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
、
彼
女
の
堅
く
変
わ
ら
ぬ
愛
情
か
ら
永
遠
の
金
丹
が
生
ま
れ
る
。
今
は
た

だ
彼
女
を
仙
女
に
復
帰
さ
せ
、
地
上
と
天
上
の
尽
き
せ
ぬ
恨
み
を
補
い
満
た
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

蘂
珠
宮
へ
朝
礼
に
赴
く
行
き
し
な
、

趙�
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鵲
鳥
が
天
界
へ
通
じ
る
橋
を
架
け
て
い
る
。

劉

威

目
を
凝
ら
し
て
下
界
を
眺
め
や
れ
ば
、

方

干

天
恩
は
既
に
断
た
れ
、
全
て
が
空
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

盧

弼

注

(

１)

原
文
は

｢

揺
珮
還
星
渚｣

。
王
建

｢

七
夕
曲｣

(『

全
唐
詩』

巻
二
九
八)

に

｢

流
蘇
翠
帳
星
渚
間
、
環
珮
無
声
灯
寂
寂｣

と
。

(

２)

原
文
は

｢

暫
駐
雲
車｣
。
杜
甫

｢

送
孔
巣
父
謝
病
帰
遊
江
東
兼
呈
李
白｣

詩

(『

杜
詩
詳
注』

巻
一)

に

｢

蓬�

織
女
回
雲
車｣

と
。

第
三
十
四
齣

刺

逆
(

丑
が
李
猪
児
に
扮
し
、
宦
官
の
帽
子
、
毛
織
り
の
笠
、
射
手
の
服
装
で
登
場)

｢

私
は
小
柄
な
体
に
短
衣
を
身
に
つ
け
、
高
い
梁
の
上
を
行
く
こ
と

も
で
き
、
壁
も
越
え
ら
れ
る
。
懐
中
に
は
こ
っ
そ
り
匕
首
を
蔵
し
て
お
り
、
眉
間
に
皺
を
よ
せ
て
必
殺
の
チ
ャ
ン
ス
を
う
か
が
う
。｣

私
は
李
猪
児
、
幼
い
頃
か
ら
安
禄
山
の
幕
下
に
い
る
が
、
敏
捷
で
聡
明
な
の
で
、
息
子
同
様
の
待
遇
で
す
。
あ
る
日
、
安
禄
山
は
酒

に
酔
っ
て
、
急
に
頭
は
猪
、
体
は
龍
の
化
け
物
に
変
身
し
、
自
分
は
猪
龍
で
あ
り
、
天
子
に
な
る
運
命
だ
と
申
し
ま
し
た
。
そ
れ
で

私
の
名
前
を
出
ま
か
せ
に
猪
児
と
し
た
の
で
す
。
あ
ろ
う
こ
と
か
、
彼
は
果
た
し
て
皇
帝
に
な
っ
た
が
、
段
夫
人
を
寵
愛
し
て
お
り
、

そ
の
息
子
の
慶
恩
を
太
子
に
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
見
る
と
こ
ろ
、
私
李
猪
児
に
は
こ
の
天
子
の
平
天
冠
を
頭
に
載
せ
る
福
運
は

無
い
だ
ろ
う
が
、
長
男
の
安
慶
緒
大
将
軍
に
も
そ
の
幸
運
が
回
っ
て
来
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
大
将
軍
は
憤
懣
を
抱
き
、
私

と
相
謀
り
、
私
が
今
夜
宮
中
に
忍
び
入
っ
て
安
禄
山
を
刺
殺
す
る
よ
う
に
し
た
の
だ
。
お
お
、
安
禄
山
よ
、
安
禄
山
、
お
前
は
唐
の

天
子
の
大
恩
を
受
け
な
が
ら
、
尚
か
つ
挙
兵
し
て
謀
反
し
た
の
だ
か
ら
、
私
李
猪
児
の
今
日
の
非
情
を
悪
く
思
わ
な
い
で
く
れ
よ
。

(

内
で
二
更
の
午
後
十
時
を
打
つ
介)

お
や
、
城
楼
で
太
鼓
を
二
つ
打
っ
た
ぞ
。
で
は
こ
の
闇
夜
に
紛
れ
、
宮
殿
の
壁
伝
い
に
行
っ
て
み
よ
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う
。(

行
く
介)

【
双
調
二
犯
江
児
水】

鬱
蒼
と
茂
る
森
の
中
の
小
道
、
鬱
蒼
と
茂
る
森
の
中
の
小
道
を
ど
こ
ま
で
も
歩
く
。
夜
は
更
け
て
物
音
一
つ
し

な
い
。(
内
で
鳥
の
鳴
き
声
の
介
を
す
る)

塒
の
鳥
が
驚
い
て
飛
び
立
た
ぬ
よ
う
、(

内
で
犬
が
吠
え
る
介
を
す
る)

犬
が
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え
て
い
る

が
、
事
が
露
見
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
。(

内
で
時
刻
を
打
つ
介)

あ
っ
ち
か
ら
夜
回
り
が
や
っ
て
来
た
ぞ
。
し
ば
ら
く
大
樹
の
か
げ

に
か
く
れ
て
、
や
り
過
ご
そ
う
。(

か
く
れ
る
介)

(

小
生
、
末
、
中
浄
、
老
旦
が
四
名
の
兵
士
に
扮
し
、
夜
回
り
を
し
な
が
ら
登
場)

我
ら
安
禄
山
百
万

の
軍
隊
中
の
四
名
が
見
回
れ
ば
、
九
重
の
宮
門
の
外
に
深
夜
零
時
の
月
が
出
て
い
る
。(

末)

兄
貴
ら
、
あ
の
御
河
橋
の
と
こ
ろ
の
木

の
枝
は
、
ど
う
し
て
や
た
ら
に
揺
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。(

老
旦)

中
に
ス
パ
イ
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
。(

中
浄)

こ
こ
の
ど
こ
に
ス
パ

イ
な
ど
い
よ
う
。
大
方
、
柳
の
幽
霊
だ
ろ
う
よ
。(

小
生)

ふ
ん
、
お
前
ら
、
風
が
出
て
き
た
の
が
聞
こ
え
な
い
の
か
。(

衆)

か
ま
わ
ず

に
、
ぐ
る
っ
と
見
回
っ
て
し
ま
お
う
。(

舞
台
を
回
っ
て
退
場)

(

丑
が
身
を
あ
ら
わ
し
て
行
く
介)

あ
あ
び
っ
く
り
し
た
。
見
れ
ば
、
見
回
り
は

暗
闇
の
中
で
銅
鑼
を
た
た
き
、
御
橋
を
過
ぎ
て
行
く
。
星
影
の
中
を
雲
が
流
れ
、
月
影
に
花
が
揺
れ
る
。
危
う
く
風
で
自
分
の
居
所
が

ば
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
来
て
み
れ
ば
、
こ
こ
は
も
う
奥
御
殿
の
近
く
、
塀
を
跳
び
越
え
よ
う
。
宮
苑
の
塀
が
ど
ん
な
に
高
く
て
も
、

宮
苑
の
塀
が
ど
ん
な
に
高
く
て
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ひ
ら
り
と
一
跳
び
す
れ
ば
、(

跳
び
越
え
る
介
を
す
る)

も
う
俺
様
は
ひ
ら
り
と

跳
び
越
え
た
ぞ
。(

内
で
音
楽
を
奏
す
る
介
を
す
る)
お
や
、
こ
ん
な
時
間
に
ま
だ
音
楽
や
歌
声
が
す
る
ぞ
。
幸
い
俺
は
宮
中
の
道
は
知
り
尽

く
し
て
い
る
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
や
つ
が
泥
酔
し
て
、
宴
席
が
終
わ
る
の
を
待
と
う
。

(

退
場
す
る
そ
ぶ
り)

(

浄
が
酔
態
を
な
し
、
老
旦
、
中
浄
と
二
名
の
宮
女
が
介
抱
す
る
。
二
名
の
雑
が
内
侍
に
扮
し
、
提
灯
を
提
げ
て
登
場)

わ
し
は
酔
っ

た
。
便
殿
へ
行
っ
て
休
む
ぞ
。(

雑
が
浄
を
案
内
し
て
到
着
す
る
介)

(

浄
が
坐
る
介)

(

二
名
の
雑
が
先
に
退
場)

(

浄)

宮
女
よ
、
段
夫
人
は
宮

殿
へ
戻
っ
た
か
。(

老
旦
、
中
浄)

戻
ら
れ
ま
し
た
。(

浄)
茶
を
持
っ
て
参
れ
。(

老
旦
、
中
浄
が
返
事
を
し
て
退
場)

(

浄
が
酒
か
ら
醒
め
て
歎

く
介
を
す
る)

あ
あ
、
自
分
は
も
と
も
と
酔
っ
て
な
ど
い
な
い
。
じ
ぶ
ん
は
た
だ
長
安
を
破
っ
た
後
、
中
原
を
席
巻
し
よ
う
と
考
え

て
い
た
。
そ
れ
が
思
わ
ぬ
こ
と
に
、
各
地
の
将
軍
が
郭
子
儀
に
続
け
て
大
敗
し
た
た
め
、
心
中
甚
だ
面
白
く
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
、

段
夫
人
を
寵
愛
し
て
酒
色
の
度
が
過
ぎ
た
た
め
に
、
自
分
の
身
体
が
ぐ
っ
た
り
と
疲
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
両
目
も
見
え
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
今
夜
は
酒
に
酔
っ
た
ふ
り
を
し
て
、
段
夫
人
を
宮
殿
に
帰
し
、
自
分
は
便
殿
で
安
眠
し
、
一
晩
休
養

し
よ
う
と
思
う
。(

老
旦
と
中
浄
が
お
茶
を
持
っ
て
登
場)

帝
王
さ
ま
、
お
茶
を
ど
う
ぞ
。(

浄
が
お
茶
を
飲
む
介
を
す
る)

(

内
で
深
夜
零
時
の
時
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を
打
つ
介)

(

中
浄)

も
う
夜
も
更
け
ま
し
た
。
帝
王
様
に
は
お
休
み
を
。(

浄)

宮
女
ど
も
、
宮
殿
の
門
を
し
っ
か
り
と
閉
め
よ
。

(
老
旦
と
中
浄
が
返
事
を
し
て
、
門
を
閉
め
る
介
を
す
る)

(

浄
が
眠
る
介)

(

老
旦
と
中
浄
が
坐
っ
て
う
と
う
と
す
る
介)

(

浄
が
驚
き
怪
し
む
介
を
す
る)

何

故
か
今
夜
は
寝
て
も
寝
付
か
れ
ず
、
眼
が
チ
カ
チ
カ
す
る
。(

呼
ぶ
介)

宮
女
、
宮
女
よ
。(

中
浄
が
驚
い
て
眼
が
醒
め
る
介)

帝
王
様
は

き
っ
と
一
人
で
寝
付
か
れ
ず
に
、
あ
ち
ら
で
人
を
呼
ん
で
い
る
の
だ
わ
。
姐
さ
ん
、
行
っ
て
み
て
よ
。(

老
旦)

姐
さ
ん
、
や
は
り

あ
な
た
が
行
っ
て
。(

押
し
合
い
な
が
ら
、
ふ
ざ
け
る
介)

(

浄
が
ま
た
呼
ぶ
介)

宮
女
よ
、
誰
か
が
私
を
眠
り
か
ら
醒
ま
そ
う
と
し
て
い
る

の
だ
。(

老
旦
、
中
浄)

誰
も
お
り
ま
せ
ん
よ
。(

浄)

外
回
り
の
兵
士
に
、
注
意
し
て
見
回
る
よ
う
に
伝
え
よ
。(

老
旦
、
中
浄)

か
し

こ
ま
り
ま
し
た
。(
門
を
開
け
て
外
に
出
、
内
に
向
か
っ
て
伝
え
る
介)

(

内
で
返
事
を
す
る
介)

(

老
旦
と
中
浄
が
門
を
閉
め
忘
れ
て
便
殿
に
入
り
、、
再
び

坐
っ
て
う
と
う
と
す
る
介)

(
浄
が
寝
付
か
れ
な
い
介
を
す
る)

ま
た
一
つ
思
い
出
し
た
ぞ
。
段
夫
人
が
私
に
自
分
の
子
の
安
慶
恩
を
太
子
に

た
て
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
明
日
決
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。(

眠
り
に
つ
く
介
を
す
る)

(

丑
が
潜
か
に
登
場)

こ
の
俺
李

猪
児
は
暗
闇
に
紛
れ
て
、
ず
っ
と
待
っ
て
お
っ
た
。
宴
席
の
音
楽
や
歌
声
が
止
ん
だ
と
思
っ
た
ら
、
段
夫
人
は
宮
殿
に
帰
り
、
安

禄
山
は
酔
っ
て
便
殿
で
休
む
と
い
う
。
こ
れ
は
絶
好
の
機
会
だ
。(

行
く
介)

【

前
腔】

身
を
潜
め
つ
つ
行
く
、
覚
ら
れ
ぬ
よ
う
に
身
を
潜
め
つ
つ
行
く
。(

内
で

｢

注
意
し
て
見
回
る
よ
う
に｣

と
叫
ぶ
介)

見
回
り
が
無
駄

に
騒
い
で
い
る
が
、
ど
う
し
て
知
ろ
う
、
こ
の
俺
様
が
宮
門
を
こ
っ
そ
り
と
回
り
、
苑
内
を
斜
め
に
か
す
め
た
こ
と
を
。
折
り
よ
く
暗

君
は
泥
酔
し
て
つ
ぶ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
も
う
便
殿
だ
。
幸
運
に
も
門
が
半
分
開
い
て
い
る
ぞ
。
身
を
く
ぐ
ら
せ
て
入
る
こ
と
に
し
よ

う
。(

入
る
介)

門
の
取
手
を
揺
ら
さ
ぬ
よ
う
に
。(

聴
く
介
を
す
る)

や
つ
の
高
鼾

い
び
き
が
宮
殿
の
角
ま
で
聞
こ
え
る
。
ほ
ら
、
宿
直
の
宮
女
も

み
な
眠
っ
て
い
る
。(

灯
芯
を
切
る
介
を
す
る)

灯
芯
を
切
り
、(
カ
ー
テ
ン
を
め
く
る
介)

薄
絹
の
カ
ー
テ
ン
を
め
く
り
上
げ
、(

小
刀
を
取
り
出
す

介)

必
ず
や
、
こ
の
死
に
ぞ
こ
な
い
の
息
の
根
を
即
刻
止
め
て
や
る
ぞ
。(

浄
が
寝
言
を
い
い
、
丑
は
驚
い
て
地
に
伏
せ
る
が
、
や
が
て
ゆ
っ
く
り
起

き
、
じ
っ
と
聴
く
介)

夢
の
中
の
た
わ
ご
と
、
さ
て
は
夢
の
中
の
た
わ
ご
と
か
。(

内
で
午
前
二
時
の
時
を
打
つ
介
を
す
る)

夜
更
け
の
時
刻
を
頻

り
に
告
げ
て
い
る
。
こ
の
頻
り
に
告
げ
る
時
刻
の
音
が
し
て
い
る
う
ち
に
、
力
い
っ
ぱ
い
、
奴
の
心
臓
に
小
刀
を
刺
し
通
す
。

(

浄
を
刺
殺
し
て
急
い
で
退
場)

(

浄
が
大
声
を
あ
げ
て
地
に
倒
れ
、
何
度
も
飛
び
跳
ね
て
死
ぬ
介
を
す
る)

(

老
旦
と
中
浄
が
驚
い
て
眼
が
醒
め
る
介)

ど
こ

で
こ
ん
な
に
地
響
き
が
す
る
ん
だ
ろ
う
？

(

見
る
介)

や
や
っ
、
大
変
だ
！

(
外
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
介)

外
の
宿
直
兵
、
早
く
来
て
！

(

四
名
の
雑
に
扮
し
た
兵
士
が
登
場)

ど
う
し
て
驚
き
騒
い
で
い
る
の
だ
？

(

老
旦
、
中
浄)

帝
王
様
が
夢
の
中
で
急
に
大
声
を
出
さ
れ
た
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の
で
、
急
い
で
起
き
て
み
た
ら
、
全
身
血
ま
み
れ
で
床
に
倒
れ
て
い
た
の
で
す
。(

四
名
の
雑)

そ
ん
な
こ
と
が
？

(

中
に
入
っ
て
見
る

介
を
す
る)

や
っ
、
心
臓
を
一
突
き
さ
れ
て
死
ん
で
い
る
ぞ
。
お
か
し
い
ぞ
。
我
々
は
外
を
し
っ
か
り
と
守
っ
て
お
り
、
多
く
の

巡
察
兵
が
通
路
を
固
め
て
い
た
。
こ
の
賊
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
？
つ
ま
り
は
お
前
ら
が
し
で
か
し
た
の
だ
な
。(

老
旦
、
中
浄)

よ
く
も
で
た
ら
め
を
。
あ
な
た
達
が
外
を
警
護
し
て
い
る
時
に
、
賊
を
中
に
入
れ
た
の
よ
。
明
日

(

安
慶
緒)

大
将
軍
の
尋
問
で
、

あ
な
た
達
は
皆
死
罪
に
な
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。(

兵
士)

お
前
ら
は
罪
を
な
す
り
つ
け
る
の
か
。(

騒
ぐ
介)

(

雑
が
将
官
に
扮
し
て
登
場)

｢

宮
殿
に
凶
報
が
伝
わ
り
、
東
宮
か
ら
詔
命
が
発
令
さ
れ
た
。｣

大
将
軍
様
の
詔
令
で
あ
る
。
主
上
は
唐
の
郭
子
儀
が
放
っ
た
刺
客

に
刺
殺
さ
れ
た
。
た
だ
ち
に
兵
士
に
担
が
せ
て
亡
骸
を
段
夫
人
の
宮
中
ま
で
運
ん
で
殯

か
り
も
が
り

し
、(

安
慶
緒)

大
将
軍
の
即
位
を
ま
っ
て

喪
を
発
す
る
よ
う
に
。(
四
名
の
雑)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

浄
の
屍
を
担
い
で
、
雑
に
つ
い
て
退
場)

(

老
旦
と
中
浄
が
内
に
向
か
う
介)

魚
紋
を
施
し
た
匕
首
が
安
禄
山
の
乗
る
車
の
座
席
を
襲
撃
す
る
。

劉

禹
錫

当
直
の
巡
察
兵
が
宮
殿
を
見
回
る
中
、

王

建

安
禄
山
は
利
剣
で
心
臓
を
一
突
き
さ
れ
、
脳
み
そ
は
地
に
塗ま
み

れ
る
。

陸

亀
蒙

刺
客
の
足
跡
は
早
に
人
混
み
に
か
き
消
え
、
行
方
知
れ
な
い
。

趙�

第
三
十
五
齣

收

京

【

仙
呂

過
曲】

【

甘
州
歌】
【

八
声
甘
州】

(

外
が
金
色
の
甲
を
か
ぶ
り
、
軍
服
を
身
に
付
け
、
生
、
小
生
、
浄
、
末
が
四
名
の
将
官
に
扮
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
に
乗
り
、

二
名
の
兵
士
が
軍
旗
を
持
っ
て
歩
い
て
登
場)

我
ら
が
威
風
堂
々
と
進
軍
す
れ
ば
、
喜
ば
し
く
も
帝
京
に
は
明
る
く
日
が
照
り
、
郊
外
は
風
も

静
か
。
凶
兆
の
帚
星
た
る
叛
賊
を
ば
一
掃
し
、
天
下
の
再
興
を
眼
の
当
た
り
に
見
る
。
鞭
を
振
る
っ
て
頻
り
に
鐙

あ
ぶ
み

を
鳴
ら
し
て
行
く
が
、

皇
朝
の
再
建
に
は
や
る
べ
き
仕
事
が
甚
だ
多
い
。(

外)

私
は
郭
子
儀
、
命
を
奉
じ
て
軍
隊
を
率
い
、
賊
軍
を
討
伐
す
る
。
幸
い
に
安

禄
山
は
殺
さ
れ
、
安
慶
緒
は
逃
走
し
た
。
我
ら
大
小
三
軍
は
こ
の
ま
ま
進
軍
し
て
、
長
安
に
凱
旋
す
る
ぞ
。(

皆
が
返
事
を
し
て
進
軍
す
る
介)
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【
排
歌】

馬
の
手
綱
を
控
え
、
城
門
の
吊
り
橋
に
近
づ
く
。
す
る
と
、
長
安
の
父
老
た
ち
が
我
ら
の
軍
旗
を
伏
し
拝
む
の
が
見
え
る
。

歓
呼
の
声
が
響
き
、
高
い
笑
い
声
が
挙
が
り
、
女
ど
も
が
首
飾
り
を
売
っ
て
美
酒
を
献
上
し
て
く
れ
る
。

(
到
着
す
る
介)

(

衆)

元
帥
閣
下
に
申
し
上
げ
ま
す
。
京
都
に
入
り
ま
し
た
。
ど
う
か
龍
虎
衛
の
軍
営
に
て
し
ば
ら
く
駐
屯
を
。(

外

と
衆
が
馬
か
ら
下
り
て
中
に
入
る
。
外
が
正
面
に
坐
り
、
四
名
の
将
官
が
そ
の
傍
に
坐
る
介)

｢
(

外)

思
う
は
昔
、
長
安
の
全
盛
の
頃
、(

生
、
小
生)

今
日
再
び
来
て
み
れ
ば
、
悲
し
み
に
堪
え
な
い
。(

浄
、
末)

祖
国
の
山
河
を
見
渡
し
て
、
は
ら
は
ら
流
れ
る
涙
を
頻
り
に
拭
い
、

(

外)

今
や
っ
と
あ
の
長
安
新
豊
館
の
壁
に
書
か
れ
た
詩
の
意
味
が
分
か
っ
た
。｣

(

四
名
の
将
官)

郭
元
帥
に
お
尋
ね
し
ま
す
。｢

新

豊
館
の
壁
に
書
か
れ
た
詩｣

と
は
何
の
こ
と
で
す
か
？

(

外)

皆
は
知
る
ま
い
が
、
本
官
が
昔
初
め
て
長
安
に
来
た
時
、
偶
々
酒

楼
の
壁
上
に
、
術
者
の
李
遐
周
の
題
詩
を
見
つ
け
た
の
だ
。(

四
名
の
将
官)

ど
ん
な
詩
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

(

外)

そ
の

詩
は
こ
う
だ
。｢

燕
市
か
ら
人
が
皆
い
な
く
な
り
、
函
谷
関
の
馬
は
帰
っ
て
来
な
い
。
も
し
山
下
で
鬼
に
逢
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の

鬼
は
玉
環

(

腕
輪)

に
薄
絹
を
巻
き
付
け
て
い
る
で
あ
ろ
う｣

と
。(

四
名
の
将
官)

一
体
ど
ん
な
意
味
な
ん
で
す
？

(

外)

そ
の
時
は

よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
今
か
ら
見
れ
ば
、
一
句
一
句
そ
の
通
り
な
ん
だ
。(

四
名
の
将
官)

詳
し
く
お
聞
か
せ
下
さ
い
。(

外)

范

陽
節
度
使
の
安
禄
山
は
燕
京
の
軍
馬
を
統
括
し
、
洛
陽
長
安
の
両
京
を
陥
れ
た
。
こ
れ
こ
そ

｢

燕
市
か
ら
人
が
皆
い
な
く
な
る｣

で
は
な
い
か
。
そ
の
後
、
哥
舒
翰
の
軍
が
潼
関
で
安
禄
山
軍
に
敗
れ
た
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く

｢

函
谷
函
の
馬
は
帰
っ
て
来
な
い｣

だ
。(

四
名
の
将
官)

な
る
ほ
ど
、
果
た
し
て
そ
の
通
り
だ
。
後
の
両
句
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。(

外)
｢

山
下
の
鬼｣

と
は

馬
嵬
の

｢

嵬｣

字
で
あ
り
、｢

玉
環｣

は
楊
貴
妃
の
名
前
、
つ
ま
り
、
馬
嵬
で
楊
貴
妃
が
死
を
賜
っ
た
事
を
意
味
す
る
の
だ
。(

四

名
の
将
官)

な
る
ほ
ど
そ
う
か
。
物
事
は
全
て
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
今
日
、
郭
元
帥
の
武
威
に
よ
り
、
宮
殿
を
再
び

奪
回
さ
れ
た
の
は
、
真
に
稀
代
の
功
績
で
す
。(

外
が
歎
く
介)
お
う
、
長
安
を
奪
回
し
た
と
は
い
え
、
天
子
は
ま
だ
霊
武
に
お
ら

れ
、
明
皇
は
遠
く
成
都
に
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
百
官
は
田
野
に
隠
れ
、
庶
民
も
ま
だ
郷
里
に
帰
っ
て
来
て
い
な
い
。
ま
ず
何
よ
り

先
に
宮
殿
を
清
め
、
御
陵
を
き
れ
い
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
儀
礼
の
楽
器
を
本
来
の
位
置
に
据
え
、
宗
廟
も
元
通
り

に
復
旧
す
る
よ
う
に
し
、
明
皇
が
西
の
成
都
か
ら
戻
ら
れ
、
今
上
陛
下
が
東
方
の
長
安
へ
還
御
さ
れ
て
、
や
っ
と
こ
の
郭
子
儀
の

一
身
の
大
事
が
完
了
す
る
の
で
あ
る
。(

四
名
の
将
官
が
恭
し
く
礼
を
す
る
介)

全
て
元
帥
閣
下
に
従
い
ま
す
。｢

こ
の
手
で
再
び
唐
の
国

家
を
支
え
、
こ
の
肩
で
李
朝
の
天
下
を
担
う
。｣

(

外)

口
で
言
う
の
は
た
や
す
い
が
、
こ
の
中
興
の
大
事
は
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
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が
多
い
。
諸
君
に
も
ど
う
か
ご
指
導
願
い
た
い
。(

四
名
の
将
官)

指
導
な
ど
、
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。(

外)

【
商
調

過
曲】

【

高
陽
台】

安
禄
山
の
生
臭
野
郎
が
狼
藉
の
限
り
を
尽
く
し
た
為
に
、
祖
廟
や
御
陵
は
手
入
れ
も
さ
れ
ず
に
荒
れ
果
て
、
塵
や
埃

が
薄
暗
く
舞
い
散
る
。
宮
中
に
は
久
し
く
楽
器
懸
け
も
な
く
て
儀
礼
を
欠
き
、
私
は
心
傷
め
て
血
の
涙
が
た
え
ず
滴
り
落
ち
る
。(

合
唱)

今
や
幸
い
に
妖
魔
が
一
掃
さ
れ
ま
し
た
。
一
刻
も
早
く
宮
殿
や
御
陵
の
掃
除
や
修
理
を
し
ま
し
ょ
う
。(

外)

左
営
の
将
官
よ
、
こ
れ
へ
。

(

生)

は
っ
。(
外)
お
前
は
こ
の
軍
令
の
小
旗
を
持
ち
、
夜
を
日
に
つ
い
で
、
行
っ
て
人
夫
を
雇
い
、
御
陵
や
祖
廟
の
掃
除
や
修
復
を
し
て
、

天
子
が
還
御
し
て
祭
礼
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
だ
。(

合
唱)

春
に
な
り
、
桜
桃

ゆ
す
ら
う
め
の
実
が
熟
す
る
頃
、
宗
廟
に
季
節
の
果
物
を
お
供
え
で

き
る
よ
う
に
。

(

外
が
軍
令
の
小
旗
を
渡
し
、
生
が
受
け
取
る
介)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

末)

元
帥
閣
下
に
申
し
上
げ
ま
す
。
長
安
の
秩
序
は
回
復
し
ま

し
た
が
、
十
軒
の
う
ち
九
軒
は
空
屋
と
な
っ
て
い
ま
す
。
当
面
の
急
務
は
流
民
を
招
集
し
、
も
と
の
生
業
に
就
か
せ
る
こ
と
で
す
。

(

外)

ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
。

【

前
腔】

【

換
頭】

哀
惜
に
堪
え
な
い
の
は
、
千
戸
も
の
家
で
人
や
物
が
狩
り
集
め
ら
れ
、
う
ち
百
戸
ほ
ど
が
他
郷
に
流
出
し
、
悲
し
い

泣
き
声
が
道
路
に
満
ち
て
い
る
こ
と
。
一
刻
も
早
く
彼
ら
を
呼
び
戻
し
、
そ
の
住
ま
い
に
物
資
が
満
ち
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
。(

合
唱)

安
心
し
て
集
ま
り
、
春
深
く
、
田
野
に
農
耕
を
早
く
始
め
よ
う
、
折
り
よ
く
兵
乱
も
収
拾
さ
れ
た
し
。(

外)

右
営
の
将
官
、
こ
れ
へ
。

(

小
生)

は
っ
。(

外)

お
前
は
こ
の
軍
令
の
小
旗
を
持
っ
て
行
き
、
高
札
を
出
し
て
人
々
を
安
心
さ
せ
、
も
と
の
生
業
に
就
か
せ
る
の
だ
。

(

合
唱)

郊
外
の
農
村
に
あ
ま
ね
く
知
ら
せ
、
婦
女
子
供
を
安
心
さ
せ
、
農
耕
や
機
織
り
の
生
業
に
勉
め
さ
せ
る
。

(

外
が
軍
令
の
小
旗
を
渡
し
、
小
生
が
受
け
取
る
介)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

浄)

元
帥
閣
下
、
新
興
な
っ
た
国
家
に
綱
紀
を
引
き
締
め
る

に
は
、
旧
臣
を
招
い
て
、
共
に
国
事
を
図
る
べ
き
で
す
。(
外)

こ
の
言
葉
は
私
の
考
え
に
ぴ
っ
た
り
だ
。

【

前
腔】

【

換
頭】

私
が
国
家
の
大
綱
を
暫
時
統
括
し
、
一
人
大
任
を
担
う
と
は
い
っ
て
も
、
皆
が
心
を
合
わ
せ
て
随
時
協
力
し
て
く
れ

る
こ
と
が
必
要
だ
。
群
臣
百
官

(

１)

よ
、
国
家
の
再
興
は
諸
君
の
妙
案
に
掛
か
っ
て
い
る
の
だ
。(

合
唱)

昔
、
漢
の
光
武
帝
の
時
に
南
陽
に

瑞
気
が
満
ち
て
い
た
よ
う
に
、
今
や
朝
廷
に
再
興
の
気
が
溢
れ
て
い
る
の
が
嬉
し
い
。
我
ら
は
共
に
協
力
し
て
旧
制
度
を
再
整
備
し
よ

う
。(

外)

後
営
の
将
官
、
こ
れ
へ
。(

末)

は
っ
。(

外)

お
前
は
こ
の
軍
令
の
小
旗
を
百
官
に
掲
示
し
、
全
員
三
日
以
内
に
我
が
軍
へ

出
頭
し
、
共
に
国
事
に
当
た
る
よ
う
に
伝
え
る
の
だ
。(

合
唱)

百
官
は
国
家
の
再
興
を
輔
佐
し
、
天
下
太
平
の
機
運
に
乗
っ
て
、
影
が
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形
に
沿
い
、
雲
が
集
ま
る
よ
う
に
四
方
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
。

(
外
が
軍
令
の
小
旗
を
渡
し
、
末
が
受
け
取
る
介)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

生
、
小
生)

元
帥
閣
下
に
申
し
上
げ
ま
す
。
都
長
安
に
久
し
く

天
子
が
お
ら
れ
な
い
た
め
、
人
々
は
天
顔
を
仰
ぐ
こ
と
を
渇
望
致
し
て
お
り
ま
す
。
復
興
の
政
務
は
万
端
順
々
に
執
り
行
い
ま
す

が
、
ま
ず
は
天
子
が
都
へ
還
御
さ
れ
る
こ
と
が
先
決
か
と
存
じ
ま
す
。(

外)

二
人
の
言
う
こ
と
は
中
興
の
大
義
で
あ
る
。
本
官

は
と
っ
く
に
天
子
を
お
迎
え
す
る
た
め
の
上
奏
文

(

２)

を
用
意
し
て
、
こ
こ
に
持
っ
て
お
る
ぞ
。

【

前
腔】

【

換
頭】
遙
か
に
見
や
れ
ば

(

３)

、
行
宮
は
雲
に
お
お
わ
れ
、
明
皇
は
西
蜀
へ
蒙
塵
さ
れ
た
ま
ま
。
臣
が
心
は
朝
夕
安
堵
す
る
こ
と
が

無
い
。
天
子
が
還
御
さ
れ
て
こ
そ
、
皆
が
心
を
一
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。(

皆
が
共
に
泣
く
科)

(

合
唱)

悲
し
い
こ
と
に
、
天
子
が
お
ら
れ

な
い
の
で
人
々
は
久
し
く
痛
恨
の
思
い
を
し
て
い
る
。
ど
う
か
一
日
も
早
く
尊
顔
を
拝
し
た
い
も
の
だ
。(

外)

前
営
の
将
官
、
こ
れ
へ
。

(

浄)

は
っ
。(

外)

お
前
は
こ
の
軍
令
の
小
旗
を
持
っ
て
、
警
衛
軍
五
千
人
を
引
き
連
れ
て
天
子
の
車
駕
を
整
備
す
る
よ
う
に
。
私
の
上

奏
文
を
た
ず
さ
え
て
霊
武
へ
行
き
、
今
上
皇
帝
が
宗
廟
へ
の
報
告
の
た
め
に
長
安
へ
還
御
さ
れ
る
の
を
お
迎
え
す
る
の
だ
。
ま
た
詔
命
を

頂
戴
し
て
使
者
を
成
都
へ
や
り
、
明
皇
の
ご
帰
還
を
お
待
ち
す
る
の
だ
。(

浄
が
小
旗
を
受
け
取
る
介)

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。(

外)

左
右
の

者
、
香
炉
を
持
っ
て
こ
い
。
今
か
ら
上
奏
文
を
拝
し
奉
る
の
だ
。(

雜
が
返
事
を
し
て
、
香
炉
を
し
つ
ら
え
る
。
丑
が
司
祭
に
扮
し
て
登
場
し
、
儀
礼
を
執

り
行
う)

(

外
が
四
名
の
将
官
と
共
に
上
奏
文
を
奉
る
介)

(
合
唱)

諸
軍
の
前
に
お
い
て
、
天
地
神
明
に
誓
い
、
我
ら
は
共
に
明
君
を
尊
崇
す
る
。

(

丑
が
退
場)

(

浄
が
上
奏
文
を
捧
げ
持
つ
介)

(

四
名
の
将
官)

我
ら
は
こ
れ
に
て
出
発
し
ま
す
。

(

合
唱)

叛
賊
を
平
定
す
る
の
は
、
あ
っ
と
い
う
間
、

方

干

(

外)

戦
後
も
、
山
河
は
変
わ
り
な
く
帝
国
を
さ
さ
え
て
い
る
。

皮

日
休

(

合
唱)

長
安
の
町
中
に
響
く
祝
い
の
歌
舞
音
曲
を
聴
い
て
ご
ら
ん
、

杜

牧

空
の
風
や
雲
さ
え
も
、
長
し
え
に
宮
殿
を
警
護
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

李

商
隠

注

(

１)

原
文
は

｢

百
爾
臣
工｣

。『

詩
経』

｢�
風
・
雄
雉｣

に

｢

百
爾
君
子
、
不
知
徳
行｣
と
。
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(
２)

『

全
唐
文』

巻
三
三
二
に
収
め
る
郭
子
儀
の

｢

請
車
駕
還
京
奏｣

を
指
す
で
あ
ろ
う
。

(
３)
原
文
は

｢

目
極｣

。『

楚
辞』

｢

招
魂｣

に

｢

目
極
千
里
兮
傷
春
心｣

と
。

第
三
十
六
齣

看

襪

【

商
調

過
曲】

【

呉
小
四】

(
老
旦
が
酒
店
の
婆
さ
ん
に
扮
し
て
登
場)

馬
嵬
坡
の
ほ
と
り
、
小
道
の
奥
で
、
私
は
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
を
拾
い
ま
し
た
。

私
は
酒
店
を
開
い
て
酒
を
売
っ
て
お
り
ま
す
が
、
店
に
来
る
お
客
さ
ん
は
、
み
な
足
袋
を
見
て
行
き
ま
す
。
お
か
げ
で
店
の
方
も
何
と

か
な
り
、
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
王
婆
さ
ん
、
ず
っ
と
こ
の
馬
嵬
坡
の
ほ
と
り
で
侘
び
し
い
酒
店
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
安
禄
山
の
乱
が
起
き
、
人
々
は
逃
げ

出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私
は
馬
嵬
駅
の
仏
堂
に
隠
れ
ま
し
た
。
ふ
と
見
る
と
、
梨
の
樹
の
下
に
錦
の
足
袋
が
片
方
あ

り
ま
し
て
、
そ
れ
が
楊
貴
妃
様
の
遺
品
で
し
た
。
私
は
そ
れ
を
今
も
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
お
宝
に
な
ろ
う
と
は
思
い

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
や
郭
元
帥
様
が
賊
を
破
っ
て
京
都
の
秩
序
を
回
復
し
、
再
び
平
和
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
以
前
の

よ
う
に
こ
こ
で
酒
店
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
お
よ
そ
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
来
る
お
客
さ
ん
は
、
錦
の
足
袋
が
あ
る
こ
と
を
聞
く
と
、

み
な
こ
の
店
に
来
て
酒
を
飲
み
、
足
袋
を
見
よ
う
と
し
ま
す
。
酒
代
と
は
別
に
足
袋
の
見
料
も
あ
り
、
商
売
は
た
ん
と
儲
か
っ
て

い
ま
す
。(

笑
う
介)

こ
の
婆
に
も
運
が
向
い
て
来
た
の
だ
わ
。
今
朝
も
店
を
開
い
た
し
、
き
っ
と
客
が
来
る
に
違
い
な
い
わ
。(

退

場
す
る
そ
ぶ
り)

(

小
生
が
頭
巾
と
平
服
を
身
に
つ
け
、
歩
い
て
登
場)

【

中
呂

過
曲】

【

駐
馬
聴】

天
子
の
御
車
は
西
方
へ
行
幸
さ
れ
、
貴
妃
が
亡
く
な
っ
た
馬
嵬
駅
に
は
、
永
久
に
晴
れ
ぬ
恨
み
が
残
っ
て
い
る
。

嘆
か
わ
し
い
の
は
、
こ
こ
で
美
人
が
命
を
落
と
し
、
そ
の
墓
は
王
昭
君
の
青
塚
の
よ
う
に
荒
れ
果
て
、
そ
の
生
命
は
夫
差
の
娘
の
紫
玉

の
よ
う
に
儚
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
私
は
李�
、
兵
乱
で
道
路
が
不
通
と
な
り
、
京
都
を
出
ら
れ
ず
に
い
ま
す
。
今
や
っ
と
平
和

に
な
っ
て
喜
ん
で
お
り
ま
す
が
、
聞
け
ば
、
馬
嵬
坡
の
ほ
と
り
の
王
婆
さ
ん
の
酒
店
に
、
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
が
あ
る
と
の
こ
と
。
そ

れ
で
、
拝
観
に
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。
お
や
、
向
こ
う
か
ら
女
道
士
が
や
っ
て
来
た
ぞ
。(

丑
が
女
道
士
に
扮
し
て
登
場)

｢

見
渡
す
限
り
の

山
河
の
変
貌
を
見
て
涙
が
流
れ
落
ち
る
。
こ
こ
に
は
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
が
あ
っ
て
、
人
に
見
せ
て
い
る
と
い
う
。｣

(

出
会
う
介)

(

小
生)
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道
士
さ
ん
、
ど
ち
ら
か
ら
来
な
さ
っ
た
？

(

丑)

私
は
金
陵

(

南
京)

の
女
貞
観
の
観
主
で
す
。
京
都
に

『

道
藏』

を
購
入
し
に
来
ま
し

た
が
、
兵
乱
に
遭
っ
て
帰
れ
ず
に
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
王
婆
さ
ん
の
店
に
楊
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
が
あ
る
と
聞
い
た
の
で
、
特
に
見
に

来
た
の
で
す
。(

小
生)

な
る
ほ
ど
、
あ
な
た
も
足
袋
を
見
に
来
た
の
で
す
か
。
そ
れ
な
ら
一
緒
に
参
り
ま
し
ょ
う
。(

一
緒
に
行
く
介)

(

合
唱)

玉
の
貌
の
美
人

(

楊
貴
妃)

は
こ
の
世
を
去
っ
て
行
方
は
知
れ
ず
、
傷
ま
し
く
も
田
舎
の
酒
店
に
形
見
の
錦
の
足
袋
を
残
す
と

い
う
。
で
は
、
そ
こ
で
酒
を
買
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
飲
み
、
し
ば
し
の
間
、
そ
れ
を
手
に
取
っ
て
じ
っ
く
り
と
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(

小
生)

こ
こ
が
そ
の
店
だ
。
さ
あ
中
に
入
ろ
う
。(

一
緒
に
入
る
介
を
す
る)

(

老
旦
が
出
迎
え
て
登
場)

奥
の
方
へ
ど
う
ぞ
。(

小
生
と
丑
が

坐
る
介
を
す
る)

(
外
が
登
場)

わ
し
は
郭
従
謹
、
幸
い
に
兵
乱
が
終
息
し
た
の
で
、
華
山
に
お
参
り
に
行
こ
う
と
思
う
。
こ
の
馬
嵬

坡
を
通
る
こ
ろ
、
歩
き
疲
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
酒
店
が
あ
る
の
で
、
二
三
杯
や
っ
て
行
こ
う
。(

入
る
介)

ご
主
人
、
酒
を
た

の
む
。(

老
旦)

は
い
、
お
酒
だ
ね
。(

外
が
小
生
や
丑
と
出
会
う
介)

ど
う
も
。(

小
生
が
老
旦
に
向
か
う
介)

王
婆
さ
ん
、
我
ら
が
こ
こ
に

来
た
の
は
、
一
つ
は
酒
を
飲
む
た
め
だ
が
、
二
つ
は
、
こ
こ
に
貴
妃
様
の
錦
の
足
袋
が
あ
る
と
聞
い
た
の
で
、
拝
観
し
よ
う
と
思
っ

た
か
ら
だ
。(

老
旦
が
に
っ
こ
り
笑
う
介)
錦
の
足
袋
な
ら
確
か
に
こ
こ
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
私
は
ず
っ
と
、

【

前
腔】

こ
の
宝
物
を
大
切
に
守
り
、
幾
重
に
も
包
ん
で
今
日
ま
で
し
ま
っ
て
来
ま
し
た
。
香
り
が
消
え
ぬ
よ
う
、
光
沢
を
失
わ
ぬ
よ

う
、
シ
ミ
や
汚
れ
が
つ
か
ぬ
よ
う
に
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
足
袋
は
本
当
に
珍
重
す
べ
き
お
宝
で
し
て
、
道
行
く
人
は
皆
こ
れ
を
見

よ
う
と
し
て
、
我
れ
先
に
立
ち
寄
っ
て
飲
ん
で
行
か
れ
る
の
で
す
よ
。
お
客
さ
ん
、
お
代
さ
え
惜
し
ま
な
け
れ
ば
、
ど
う
ぞ
手
に
と
っ

て
存
分
に
見
せ
て
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。

(

小
生)

も
ち
ろ
ん
で
す
と
も
。
我
々
は
酒
代
と
は
別
に
お
金
を
払
い
ま
す
よ
。(

老
旦)

そ
ん
な
ら
、
私
め
が
持
っ
て
参
り
ま
し
ょ

う
。(

退
場
す
る
そ
ぶ
り)

(

足
袋
を
持
っ
て
登
場)

｢

こ
の
足
袋
は
、
お
み
足
を
通
さ
な
く
な
っ
て
も
ま
だ
艶
が
あ
り
、
薄
絹
に
し
っ
か

り
巻
か
れ
て
良
い
香
り
が
す
る
。｣

(

小
生)

お
客
さ
ん
、
こ
れ
が
錦
の
足
袋
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
覧
を
。(

小
生
が
受
け
取
り
、
開
い
て
丑

と
共
に
見
る
介
を
す
る)

お
お
、
ほ
ら
、
錦
の
綾
は
き
め
細
か
で
、
つ
く
り
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
ま
だ
艶
光
沢
が
あ
り
、
芳
香

も
消
え
て
い
な
い
。
ま
こ
と
に
こ
の
世
の
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。(
丑)
本
当
に
良
い
香
り
だ
。(

外
は
酒
を
飲
ん
で
、
見
向
き
も
し
な

い
介
を
す
る)

(

小
生
が
足
袋
を
持
っ
て
起
ち
、
見
る
介
を
す
る)

【

駐
雲
飛】

見
て
ご
覧
、
足
袋
に
薄
く
裏
打
ち
さ
れ
た
真
綿
は
、
天
上
の
雲
の
よ
う
に
軽
く
て
柔
ら
か
。
以
前
、
貴
妃
が
こ
れ
を
宮
中
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で
履
い
て
、
楚
々
と
歩
い
て
も
誰
も
見
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
そ
れ
が
憐
れ
に
も
、
今
日
こ
の
酒
店
で
無
造
作
に
ひ
ろ
げ
て
見
よ
う
と

は
。
見
れ
ば
、
足
袋
の
縫
い
取
り
の
あ
と
は
、
貴
妃
様
の
傷
心
の
怨
み
を
縫
い
つ
け
た
か
の
よ
う
。
悲
し
く
も
、
絶
世
の
美
女
が
こ
の

上
な
い
冤
罪
を
受
け
、
空
し
く
も
こ
の
足
袋
が
残
っ
て
、
永
遠
の
思
い
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(

外
が
怒
る
介
を
す
る)

お
い
、
だ
ん
な
、
そ
ん
な
物
見
て
何
だ
っ
て
ん
だ
。
わ
し
が
思
う
に
、
天
宝
皇
帝
は
貴
妃
を
ひ
た
す
ら
寵
愛

し
て
、
朝
夕
歓
楽
に
耽
っ
た
ば
っ
か
り
に
、
朝
廷
の
綱
紀
が
弛
み
、
四
方
に
兵
乱
が
起
こ
っ
て
、
人
民
が
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
わ

う
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。
わ
し
は
人
生
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
、
こ
の
戦
乱
や
離
散
に
見
舞
わ
れ
た
。
今
日
こ
の
錦
の
足
袋
を
見

て
、
ま
こ
と
に
痛
恨
の
極
み
だ
！

【

前
腔】

思
え
ば
昔
、
貴
妃
様
は
縫
い
上
が
っ
た
ば
か
り
の
新
し
い
錦
の
足
袋
を
、
お
み
足
に
ぴ
っ
た
り
履
い
て
地
面
を
歩
ま
れ
た
。

そ
の
上
に
は
多
く
の
襞ひ

だ

が
撚よ

っ
た
美
し
い
湖
南
刺
繍
の
裳
裾
が
覆
い
、
貴
妃
が
歩
を
進
め
る
と
、
天
子
が
真
っ
先
に
賞
愛
さ
れ
た
も
の

だ
。
あ
あ
、
歓
楽
が
極
ま
れ
ば
災
禍
を
招
き
、
万
民
が
被
害
を
被
る
。
今
日
、
馬
嵬
の
変
事
は
過
ぎ
、
そ
の
人
は
亡
く
な
り
、
錦
の
足

袋
だ
け
が
空
し
く
残
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
、
思
い
が
け
な
く
貴
妃
の
美
し
い
綾
足
袋
を
見
て
、
重
ね
て
痛
恨
の
思
い
が
し
、
国

難
を
思
い
起
こ
し
て
は
、
ま
た
涙
を
拭
う
。

(

老
旦)

お
や
、
こ
の
お
客
さ
ん
は
錦
の
足
袋
を
見
て
、
ど
う
し
て
怒
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？
ひ
ょ
っ
と
し
て
見
料
を
出
さ
な
い

と
い
う
の
で
は
。(

外)

見
料
と
は
何
だ
？

(
老
旦)

や
っ
ぱ
り
田
舎
者
だ
。
見
料
も
知
ら
な
い
な
ん
て
。(

小
生)

こ
ん
な
小
さ
な

事
、
言
い
争
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。(

丑
に
向
か
う
介)

女
道
士
さ
ん
も
よ
く
ご
覧
な
さ
い
。(

老
旦
に
向
か
う
介)

私
が
ま
と
め
て
お

金
を
払
い
ま
す
。(

足
袋
を
渡
す
介)

(

丑
が
受
け
取
っ
て
見
る
介)

あ
あ
、
思
え
ば
、
太
真
妃
様
は
絶
世
の
美
女
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

美
貌
は
忽
ち
に
消
滅
し
た
。
今
日
、
こ
の
足
袋
が
残
っ
て
い
る
が
、
佳
人
が
生
き
返
る
こ
と
は
無
い
。
本
当
に
悲
し
い
こ
と
で
す
。

【

前
腔】

ほ
ら
、
翠

み
ど
り

や
紅
の
絹
糸
で
縫
い
取
ら
れ
た
花
や
葉
の
刺
繍
が
み
ご
と
な
こ
と
。
輝
く
足
袋
は
一
揃
い
で
は
な
く
、
片
方
の
鳳

凰
が
残
っ
て
い
る
だ
け
。
全
て
は
空
し
い
。
足
袋
だ
け
が
こ
こ
ま
で
流
浪
し
て
、
恨
み
は
尽
き
な
い
。
こ
の
足
袋
は
、
貴
妃
様
の
馬
嵬

の
夢
の
あ
と
を
偲
ぶ
も
の
。
傾
国
や
傾
城
の
絶
世
の
美
貌
も
、
夢
幻
と
な
っ
て
は
何
に
な
ろ
う
。
残
さ
れ
た
足
袋
の
綾
模
様
に
対
し
て

往
事
を
偲
ぶ
の
は
よ
そ
う
。
栄
華
と
い
っ
て
も
、
暁
の
風
と
共
に
儚
く
消
え
去
る
の
だ
。
(

足
袋
を
老
旦
に
渡
す
介)

お
ば
あ
さ
ん
、
思
え
ば
太
真
貴
妃
様
は
も
と
も
と
仙
女
が
下
界
に
転
生
さ
れ
た
も
の
。
で
き
れ
ば
こ
の
足
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袋
を
喜
捨
し
て
い
た
だ
き
、
私
が
金
陵
の
女
貞
観
に
持
ち
帰
っ
て
、
太
真
貴
妃
を
供
養
し
た
い
の
で
す
が
、
如
何
で
し
ょ
う
？

(
老
旦
が
笑
う
介)

私
は
息
子
も
娘
も
な
く
、
余
生
の
渡
世
は
す
べ
て
こ
の
足
袋
に
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
お
求
め
に
は
応
じ
か
ね
ま

す
。(
小
生)

な
ら
、
私
が
高
価
で
足
袋
を
買
い
取
り
ま
す
が
、
ど
う
で
す
？

(

外)

そ
ん
な
札
付
き
の
代
物
を
手
に
入
れ
て
、
ど

う
し
よ
う
っ
て
ん
だ
！

(

老
旦)

私
は
売
り
も
し
ま
せ
ん
よ
。(

外
が
お
金
を
払
う
介
を
す
る)

酒
代
を
取
っ
と
き
な
。(

小
生
が
お
金
を
払

う
介
を
す
る)
我
々
の
足
袋
の
見
料
は
、
ま
と
め
て
こ
こ
に
。(

老
旦
が
受
け
取
る
介)

お
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

(

老
旦)
世
上
の
風
光
の
美
に
酔
っ
て
も
、
そ
れ
が
い
つ
も
あ
る
と
思
う
な
。

鮑

溶

(

丑)

美
し
い
真
珠
や
翡
翠
に
彩
ら
れ
た
栄
華
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
俗
塵
に
塗ま

み

れ
た
こ
と
か
。

盧

綸

(

小
生)

今
こ
の
馬
嵬
坡
に
は
、
貴
妃
の
形
見
の
三
日
月
状
の
足
袋
が
遺
さ
れ
、

李

益

(

外)

こ
の
郊
外
に
大
勢
の
見
物
人
が
そ
れ
を
見
に
や
っ
て
来
る
。

宋

之
問

※

前
稿
の
訂
正

前
稿

｢『

長
生
殿』

訳
注

(

八)｣
(『

中
国
文
学
論
集』

三
十
一
、
二
〇
〇
二
年)

に
つ
い
て
、
岩
城
秀
夫
先
生
か
ら
以
下
の
二
点
の
ご

指
摘
が
あ
っ
た
。
謹
ん
で
訂
正
し
、
拙
稿
の
不
備
を
指
正
い
た
だ
い
た
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(

一)

九
三
頁
十
二
行

第
二
十
九
齣

聞
鈴

原
訳
文：

こ
の
鈴
の
音
は
何
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
。

訂
正
文：

こ
の
鈴
の
音
は
何
と
意
地
悪
な
こ
と
か
。

(

二)

一
〇
一
頁
後
か
ら
三
〜
二
行

第
三
十
二
齣

哭
像

原
訳
文：

供
物
の
瓜
や
旗
、
貴
妃
用
の
傘
や
扇
、

訂
正
文：

瓜
形
の
旗
や
傘
、
扇
等
の
儀
仗
具
を
伴
っ
た

『

長
生
殿』

訳
注

(

九)
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