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一

は
じ
め
にそ

こう

ぺ
つ
れ

い

こ
こ
に
､
｢楚
辞
｣
派

江

篇

(後
掲
)
の
主
人
公
で
あ
る
｢
電

霊

｣

の
伝
記
と
な

っ
て
い

る

『覇
王
本
紀
』
と
い
う
文
献
が
あ
る
｡

内
容
の
一
部
を
示
せ
ば
'

け
い

荊

(戦
国
時
代
の
楚
)
の
地
に

1
死
人
有
-
O
名
は
髄
霊
o
其
の
屍
亡
げ
て

L
かば
ね

去
る
｡
前
人
こ
れ
を
求
む
れ
ど
も
得
ず
｡
篭
霊
の

F

'

苛
に
至
り
て
復
生
す
｡

萄
王
以
て
相
と
為
す
云
々
｡

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

話
の
内
容
は
'

一
読
し
て
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
O

当
然
の
こ
と
な
が
ら

『萄
王
本
紀
』
に
は
'
他
に
も
理
解
し
難
い
よ
-
な
こ
と

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
'
文
献
と
し
て
の
由
緒
に
つ
い
て
は
､
『晴
書
』
の
経
籍

志
'
及
び

『唐
書
』
の
鐙
籍
志
に
'

揚
雄
琴
王
本
紀

一
巻
｡

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

著
者
は
揚
雄
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
限
-
で
は
'
こ
の
文
献
の
成
立
は
'
前
漠

末
な
い
し
後
漠
初
め
の
こ
ろ
と
い
-
こ
と
に
な
る
｡

た
だ
し
､
こ
の

『萄
王
本
紀
』
は
､
末
代
以
後
散
供
し
た
も
の
ら
し
-
'
完
本

は
伝
わ
っ
て
い
な
い
｡
四
庫
全
書
の

『楊
子
雲
集
』
で
も
､
巻
六
に

『覇
王
本
紀
』

と

『萄
王
記
』
と
に
分
け
て
収
録
し
て
は
あ
る
が
､
そ
の
内
答
は
わ
ず
か
し
か
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

が
､
幸
い
な
こ
と
に
､
『漠
魂
叢
書
』
や

『漠
魂
遺
書
紗
』
の
編
集
･輯
刻
で
知

ら
れ
る
清
朝
の
学
者

･
王
譲
が
'
諸
書
に
引
か
れ
て
い
る
の
を
ま
と
め
て
お
り
'

そ
の
輯
本
に
よ
っ
て
お
よ
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

な
お
､
輯
本

『萄
王
本
紀
』
(以
下
へ
｢
輯
本
｣
の
表
現
は
割
愛
す
る
)
の
本
文

し
た
た

は
'
王
譲
の

『漠
唐
地
理
書
紗
』
に
王
譲
み
ず
か
ら
認
め
た

｢
序
録
｣
と
と
も
に

収
録
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
'
『萄
王
本
紀
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
王
譲
の
｢序
幕
｣
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
'
六
朝
時
代
の
常
壕

(
『華
陽
回
志
』
の
著
者
)
や
唐
代
の
劉
知
幾

(
『史
通
』

の
著
者
)
も
'
有
り
得
な
い
話
だ
と
か
､
-
だ
ら
な
い
話
だ
と
非
難
し
て
い
る
｡

か
か
る
非
難
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
'
こ
う
し
た
非
艶
の
浴
び
て
い
る

『萄
王
本
紀
』
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
'
そ
の
内
客
や
著
作
の
意
図
に
は
､
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
意
味
が

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

ま
た
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
が

｢
楚
辞
｣
主
要
作
品
の
主
人
公

｢屈
原
｣
の
伝
記

と
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
'
『萄
王
本
紀
』
も
ま
た

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主

人
公

｢
蟹
霊
｣
の
伝
記
と
な
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
'
あ
る

い
は
'
『萄
王
本
紀
』
は

『史
記
』
の
屈
原
伝
を
粉
本
に
し
て
書
か
れ
た
節
が
あ
る

が
､
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
'
あ
る
い
は
､
｢
楚
辞
｣
に
あ

っ
て
は
'
｢屈
原
｣

びんぎ
ん

も

｢
髄
霊
｣
も
､
と
も
に
揚
子
江
を
遡
っ
て

｢
峰
山
｣
に
至
-
'
前
者
は

(｢崖
富

山
｣
に
も
至
る
が
)
悲
願
の
飛
糊
能
力
を
獲
得
し
､
後
者
は
復
生
す
る
が
'
こ
れ

ま
た
何
を
意
味
す
る
の
か
t
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
も
あ
る
｡

し
か
し
て
小
論
で
は
'
｢楚
辞
文
学
｣
の
本
質
理
解
に
益
す
べ
-
､
こ
れ
ら
の
問

題
点
に
つ
い
て
論
究
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

二

｢
楚
辞
｣
涛
江
蔦
の

｢
電
霊
｣
と

｢
九
歌
｣
山
鬼
篇
の

｢
山
鬼
｣

さ
て
､
後
漠
の
応
劫
の

『風
俗
通
義
』
(巻
九
)
に
引
-

｢
楚
辞
｣
に
､

ペ
つれ
い

に

電
歪
屍
亡

髄

霊

の
屍
亡
げ

さ
か
の
ば

派
江
而
上

江
を
派
り
て
上
り

I.
..,':

到
眠
山
下
蘇
起

眠

山

の
下
に
到
-
蘇
-
て
起
つ

萄
入
神
之

萄
人
こ
れ
を
神
と
し

尊
立
為
王

尊
び
立
て
て
王
と
為
す

と
い
う
の
か
あ
る
｡
そ
し
て
'
上
に
述
べ
た

『萄
王
本
紀
』
は
､
か
か
る

｢
楚
辞
｣

の
主
人
公

｢篭
霊
｣
の
伝
記
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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こ

の

｢楚
辞
｣
に
つ
い
て
は
へ

T
九
八
八
年
十
月
､
筆
者
は

『楚
辞
』
九
章
の

そ
こ
う

渉
江

篇
に
な
ら
い
､
話
中
の

｢
派
江
而
上
｣
の
句
に
基
づ
い
て
'
派
江
篇
と
名
づ

け
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
注
2
｡
小
論
の
冒
頭
以
下
に
記
し
た

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
名

も
､
実
は
す
べ
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
｡
以
下
も
同
様
で
あ
る
｡

さ
て
､
｢寵
霊
｣
(テ
キ
ス
I
に
よ
っ
て
は

｢髄
令
｣
と
も
あ
る
が
､
小
論
で
は

す
べ
て

｢篭
霊
｣
に
従
う
)
な
る
人
物
の
屍
が
楚
の
地
か
ら
逃
げ
て
揚
子
江
を
遡

り
､
眠
山
の
麓
に
至
っ
て
復
生
し
､
や
が
て
苛
王
と
な
る
と
い
う
伝
説
を
う
た
う

こ
の
｢
楚
辞
｣
折
江
篇
は
､
｢楚
辞
文
学
｣
の
世
界
に
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
は

頭
を
痛
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
幸
い
に
も
主
人
公

｢髄
霊
｣
は
'
前
漠
末
の
揚

ば
う
し

雄
の

｢
萄
都
賦
｣
に
､
｢
亡
F
の
相
｣
と
し
て
'と

か-

み
つ

昔
天
地
降
生
杜
郵
蜜

昔
へ
天
地
が
杜
噺
と
蜜
と
を
降
生
し
､

促
之
君

こ
こ
に
君
た
る
を
促
し
た
れ
ば
､のぽ

則
荊
上
亡
P
之
相

則
ち
荊

(隻
)
は
亡
P
の
相
を
上
し
た
り
云
々
｡

と
う
た
わ
れ
て
お
り
'
ま
た
､
後
漠
の
張
平
子
の

｢
思
雲
賦
｣
に
も
､

た
ふ

髄
霊
撞
而
戸
亡
今

髄
霊
檀
れ
て
戸
亡
げ

ゆず

う

な
が

取
萄
碍
而
引
世

苛
の
滞

り
を
取

け
て
世
々
を
引

-

す

と
う
た
わ
れ
て
い
る
｡

そ
こ
で
'
こ
れ
ら
を
手
掛
か
り
と
し
て
総
合
す
れ
ば
､
｢
楚
辞
｣派
江
篇
の
主
人

公

｢寵
霊
｣
は
'
も
と
よ
り
死
者
で
あ
り
'
つ
ま
り
'
楚
の

｢鬼
｣
で
あ
り
'
そ

う
し
た
意
味
で
の
楚
の
伝
説
的
人
物
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
'
か
か
る

｢鬼
｣
を

｢楚
辞
｣
の
主
人
公
に
す
る
習
い
は
､
『呂
氏
春
秋
』

の
異
宝
篇
に
､

荊
人
は
鬼
を
畏
れ
､
し
か
し
て
越
人
は
磯
を
信
ず
｡

と
あ
り
'
『准
南
子
』
の
人
間
訓
に
'

荊
人
は
鬼
に
し
て
､
越
人
は
磯
な
り
｡

と
あ
り
'
『列
子
』
の
説
符
篇
に
､

荊
人
は
鬼
に
し
て
､
越
人
は
磯
な
り

(張
湛
の
注
に

｢鬼
神
と
機
祥
と
を
信

ず
る
な
り
｣
と
あ
る
)0

と
あ
り
へ
『漢
書
』
の
地
理
志
に
､

(楚
の
地
は
)
益
と
鬼
を
信
じ
'
淫
紀
を
重
ん
ず
｡

と
あ
-
'
王
逸
の

『楚
辞
章
句
』
の
九
歌
の
序
に
､

昔
､
楚
の
国
の
南
郡
の
邑

･
玩
湘
の
間
､
其
の
俗
､
鬼
を
信
じ
て
両
を
好
む

云
々
｡

と
あ
り
､
『隔
書
』
の
地
理
志
に
､

荊
州
率
ね
鬼
を
敬
ひ
'
尤
も
南
紀
の
事
を
重
ん
ず
｡

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
楚
の
地
方
の
盤
と
鬼
を
信
じ
､
淫
舵
を
重
ん
ず
る
伝
統

的
葬
送
習
俗
･死
生
観
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
つ
ま
-
'
｢
楚

辞
｣
派
江
篇
は
､
そ
う
し
た
伝
統
的
風
習
の
上
に
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
｡

こ
の
点
､
例
え
ば
､

若
有
人
今
山
之
阿

被
帝
京
号

帯
女
藻

既
含
梯
号

又
宜
笑

子
慕
予
号

善
窃
究

乗
赤
豹
今
従
文
理

辛
夷
車
号

結
桂
旗

被
石
蘭
号

帯
杜
衡

折
芳
馨
号

遺
所
思

『楚
辞
』
九
歌

(十

一
篇
)
の
山
鬼
篇
に
､

余
処
幽
豊
号
終
不
見
天

こ
こ
に

(墓
主
な
る
)
人
有
り

(墳
墓
な
る
)
山

の
阿
に

き

(墓
主
な
る
人
の
常
と
し
て
)扉
嘉
を
被
て
女
藻
を

帯
と
す

トか

(装
ひ
柊
へ
て
)既
に
陳
を
含
み
て
ま
た
宜
-
笑
ふ

(霊
魂
な
る
)
子
は
チ
の

(肉
体
の
)
善
-
窃
菟
た

る
を
幕

へ
り

(
さ
れ
ば
汝
の
天
に
昇
る
の
日
)赤
き
豹
に
乗
り
て

文
理
を
従

へ

(枢
車
な
る
)
辛
夷
の
車
に
桂
の
旗
を
結
び

き

(装
ひ
新
た
に
)
石
蘭
を
被
て
杜
衡
を
帯
と
し

(傍
ら
の
)
芳
馨
を
折
り
て
思
ふ
所

(
の
汝
)
に
遺

ら
ん
と
せ
L
に

v
J

ー
[_,

余
は
幽
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墓
室
)
に
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こ

の

｢楚
辞
｣
に
つ
い
て
は
へ

T
九
八
八
年
十
月
､
筆
者
は

『楚
辞
』
九
章
の

そ
こ
う

渉
江

篇
に
な
ら
い
､
話
中
の

｢
派
江
而
上
｣
の
句
に
基
づ
い
て
'
派
江
篇
と
名
づ

け
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
注
2
｡
小
論
の
冒
頭
以
下
に
記
し
た

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
名

も
､
実
は
す
べ
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
｡
以
下
も
同
様
で
あ
る
｡

さ
て
､
｢寵
霊
｣
(テ
キ
ス
I
に
よ
っ
て
は

｢髄
令
｣
と
も
あ
る
が
､
小
論
で
は

す
べ
て

｢篭
霊
｣
に
従
う
)
な
る
人
物
の
屍
が
楚
の
地
か
ら
逃
げ
て
揚
子
江
を
遡

り
､
眠
山
の
麓
に
至
っ
て
復
生
し
､
や
が
て
苛
王
と
な
る
と
い
う
伝
説
を
う
た
う

こ
の
｢
楚
辞
｣
折
江
篇
は
､
｢楚
辞
文
学
｣
の
世
界
に
ど
う
位
置
づ
け
る
べ
き
か
は

頭
を
痛
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
幸
い
に
も
主
人
公

｢髄
霊
｣
は
'
前
漠
末
の
揚

ば
う
し

雄
の

｢
萄
都
賦
｣
に
､
｢
亡
F
の
相
｣
と
し
て
'と

か-

み
つ

昔
天
地
降
生
杜
郵
蜜

昔
へ
天
地
が
杜
噺
と
蜜
と
を
降
生
し
､

促
之
君

こ
こ
に
君
た
る
を
促
し
た
れ
ば
､のぽ

則
荊
上
亡
P
之
相

則
ち
荊

(隻
)
は
亡
P
の
相
を
上
し
た
り
云
々
｡

と
う
た
わ
れ
て
お
り
'
ま
た
､
後
漠
の
張
平
子
の

｢
思
雲
賦
｣
に
も
､

た
ふ

髄
霊
撞
而
戸
亡
今

髄
霊
檀
れ
て
戸
亡
げ

ゆず

う

な
が

取
萄
碍
而
引
世

苛
の
滞

り
を
取

け
て
世
々
を
引

-

す

と
う
た
わ
れ
て
い
る
｡

そ
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で
'
こ
れ
ら
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手
掛
か
り
と
し
て
総
合
す
れ
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､
｢
楚
辞
｣派
江
篇
の
主
人

公

｢寵
霊
｣
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'
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よ
り
死
者
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あ
り
'
つ
ま
り
'
楚
の

｢鬼
｣
で
あ
り
'
そ

う
し
た
意
味
で
の
楚
の
伝
説
的
人
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あ
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位
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づ
け
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よ
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思
わ
れ
る
｡
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｣
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鬼
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磯
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ず
｡
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路
険
難
今
独
後
釆

表
独
立
今
山
之
上

雲
答
容
号

而
在
下

杏
葉
冥
号
蒐
昼
時

東
風
瓢
号

神
霊
雨

留
霊
僑
号

健
忘
帰

歳
既
妾
号
執
筆
予

采
三
秀
号

於
山
間

石
森
歪
号

葛
蔓
蔓

怨
公
子
号

恨
忘
帰

君
恩
我
今

不
得
間

山
中
人
骨

芳
杜
若

∩]□
□
□
□
ロ
コ

飲
石
泉
号
蔭
松
柏

君
恩
我
号

然
疑
作

昇
り
ゆ
-
)
を
見
ず

(
の
み
な
ら
ず
墳
墓
な
る
山
の
)路
険
難
に
し
て
独

り
後
れ
て
来
た
り

た
か

(汝
の
あ
と
を
迫
は
ん
と
)表
-
独
り
山
の
上
に
立

て
ば(汝

の
の
こ
り
香
た
る
)雲
の
み
容
々
と
し
て
下
に

在
り(汝

の
離
れ
去
り
し
墳
墓
な
る
山
は
)
香
と
し
て

冥
々
と
し
て
あ
あ
昼
す
ら
晦
-

(我
を
な
ぐ
さ
め
ん
と
し
て
か
)東
風
瓢
と
し
て
神

霊
雨
ふ
ら
す

(さ
れ
ば
せ
め
て
汝
の
)
霊
僑
(善
さ
霊
魂
)
を
(心

に
恩
ひ
)
留
め
て
憶
と
し
て
帰
る
を
忘
れ
ん

お
そ

(あ
あ
我
が
)歳
既
に
享

け
れ
ば
執
か
予
を
華
さ
か

せ
ん(

せ
め
て
霊
草
な
る
)
三
秀
を

(墳
墓
な
る
)
山
の

▼.

間
に
采
ら
ん
と
す
る
も

(墓
石
な
る
)
石
森
々
と
し
て
葛
蔓
々
た
り

(我
は
今
や
)
公
の
子

(な
る
霊
魂
)
を
怨
ん
で
憶

と
し
て
帰
る
を
忘
る

(さ
れ
ど
霊
魂
な
る
)君
も
我
を
思
ひ
て
間
を
待
ざ

る
な
ら
ん

(そ
れ
に
つ
け
て
も
墳
墓
な
る
)
山
の
中
の
人

(戟

山
鬼
)
は

(装
ひ
た
る
)
杜
若
の
み
芳
し
-

(押
韻
に
照
ら
す
と

一
句
脱
す
る
な
ら
ん
注
3
)

お
ほ

石
泉
に
飲
み
て
松
柏
に

蔭

は

る
る
の
み

(霊
魂
な
る
)
君
は

(
と
も
に
昇
り
ゆ
か
ぬ
)
我
を

お
こ

思
ひ
て
然
疑

作

L

L
な
ら
ん

雷
環
境
号

雨
冥
冥

(あ
あ
墳
墓
な
る
山
の
中
は
)雷
墳
々
た
り
雨
冥
々

た
り

援
轍
噺
号

沢
夜
鳴

援
琳
々
た
り
訳
夜
鳴
-

風
楓
楓
今

木
帝
斎

風
楓
々
た
り
木
粛
々
た
り

思
公
子
号
徒
離
憂

(あ
あ
そ
れ
に
つ
け
て
も
今
や
)
公
の
子

(な
る
霊

か
か

魂
)
を
思

へ
ば
徒
ら
に
憂
ひ
に
離
る
の
み

と
あ
っ
て
'
文
字
通
り

｢鬼
｣
を
主
人
公
に
し
て
い
る
の
も
'
全
-
同
様
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
｡

因
み
に
､
従
来
'
こ
の
山
鬼
篇
に
は
極
め
て
異
説
が
多
い
｡

例
え
ば
'
朱
書
の

『楚
辞
集
注
』
の
山
鬼
の
条
に
'

以
上
の

(九
歌
)
諸
篇
は
､
皆
人
の
神
を
慕
ふ
の
詞
と
為
し
'
以
て
臣
の
君

あ
ら

を
愛
す
る
の
意
を
見
は
す
｡
此
の
篇
は
'
鬼
は
陰
に
し
て
君
に
比
す
べ
か
ら

た
と

ず
｡
故
に
人
を
以
て
君

(懐
王
)
に
況
ふ
｡
鬼
は
己

(屈
原
)
を
境
へ
て
鬼

と
為
す
｡
人
に
婚
び
る
の
語
な
り
｡

と
あ
り
､
張
寿
平
の

『九
歌
研
究
』
の
山
鬼
の
条
に
､

本

(山
鬼
)
篇
は
へ
山
鬼
を
祭
紀
す
る
の
楽
舞
歌
と
為
す
｡
山
鬼
を
山
神
と

為
す
｡
九
歌
の
肥
る
所
の
九
神
の
中
に
在
-
て
は
､
山
神
を
黄
も
卑
徴
と
為

ま
つ

す
｡
故
に
最
も
後
に
之
を
肥
る
｡

と
あ
り
'
星
川
清
孝
の

『楚
辞
の
研
究
』
(養
徳
社
)
の
山
鬼
の
条
に
'

｢
山
鬼
｣
は
山
中
の
女
神
を
祭
る
歌
で
あ
る
｡

と
あ
り

(孫
作
雲
の

｢
九
歌
山
鬼
考
｣
(
『清
華
学
報
』
第
十

一
巻
四
号
に
所
載
)

の
説
も
､
こ
れ
に
同
じ
)､
藤
野
岩
友
の

『楚
辞
』
(集
英
社

漢
詩
大
系
3
)
の

山
鬼
の
条
に
'

こ
の
篇
は
'
神
が
人
を
恋
-
の
が
'
九
歌
の
他
の
諸
篇
の
人
が
神
を
慕
う
の

と
異
な
っ
て
い
る
云
々
｡

と
あ
-
(
つ
ま
り
､
山
鬼
が
人
間
を
恋
す
る
歌
で
あ
る
と
す
る
)､
日
加
田
誠
の
『詩
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こ

思
ひ
て
然
疑

作

L

L
な
ら
ん

雷
環
境
号

雨
冥
冥

(あ
あ
墳
墓
な
る
山
の
中
は
)雷
墳
々
た
り
雨
冥
々

た
り

援
轍
噺
号

沢
夜
鳴

援
琳
々
た
り
訳
夜
鳴
-

風
楓
楓
今

木
帝
斎

風
楓
々
た
り
木
粛
々
た
り

思
公
子
号
徒
離
憂

(あ
あ
そ
れ
に
つ
け
て
も
今
や
)
公
の
子

(な
る
霊

か
か

魂
)
を
思

へ
ば
徒
ら
に
憂
ひ
に
離
る
の
み

と
あ
っ
て
'
文
字
通
り

｢鬼
｣
を
主
人
公
に
し
て
い
る
の
も
'
全
-
同
様
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
｡

因
み
に
､
従
来
'
こ
の
山
鬼
篇
に
は
極
め
て
異
説
が
多
い
｡

例
え
ば
'
朱
書
の

『楚
辞
集
注
』
の
山
鬼
の
条
に
'

以
上
の

(九
歌
)
諸
篇
は
､
皆
人
の
神
を
慕
ふ
の
詞
と
為
し
'
以
て
臣
の
君

あ
ら

を
愛
す
る
の
意
を
見
は
す
｡
此
の
篇
は
'
鬼
は
陰
に
し
て
君
に
比
す
べ
か
ら

た
と

ず
｡
故
に
人
を
以
て
君

(懐
王
)
に
況
ふ
｡
鬼
は
己

(屈
原
)
を
境
へ
て
鬼

と
為
す
｡
人
に
婚
び
る
の
語
な
り
｡

と
あ
り
､
張
寿
平
の

『九
歌
研
究
』
の
山
鬼
の
条
に
､

本

(山
鬼
)
篇
は
へ
山
鬼
を
祭
紀
す
る
の
楽
舞
歌
と
為
す
｡
山
鬼
を
山
神
と

為
す
｡
九
歌
の
肥
る
所
の
九
神
の
中
に
在
-
て
は
､
山
神
を
黄
も
卑
徴
と
為

ま
つ

す
｡
故
に
最
も
後
に
之
を
肥
る
｡

と
あ
り
'
星
川
清
孝
の

『楚
辞
の
研
究
』
(養
徳
社
)
の
山
鬼
の
条
に
'

｢
山
鬼
｣
は
山
中
の
女
神
を
祭
る
歌
で
あ
る
｡

と
あ
り

(孫
作
雲
の

｢
九
歌
山
鬼
考
｣
(
『清
華
学
報
』
第
十

一
巻
四
号
に
所
載
)

の
説
も
､
こ
れ
に
同
じ
)､
藤
野
岩
友
の

『楚
辞
』
(集
英
社

漢
詩
大
系
3
)
の

山
鬼
の
条
に
'

こ
の
篇
は
'
神
が
人
を
恋
-
の
が
'
九
歌
の
他
の
諸
篇
の
人
が
神
を
慕
う
の

と
異
な
っ
て
い
る
云
々
｡

と
あ
-
(
つ
ま
り
､
山
鬼
が
人
間
を
恋
す
る
歌
で
あ
る
と
す
る
)､
日
加
田
誠
の
『詩

18



鐙

･
楚
辞
』
(平
凡
社

中
国
古
典
文
学
大
系
15
)
に
､

山
中
の
妖
精
が
'
己
れ
に
背
い
た
男
を
慕
う
歌
｡

と
あ
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
､
い
ず
れ
の
解
釈
も
実
証
的
で
な
い
上
に
､
適
当
で
な
い
｡

こ
の
点
'
す
で
に
別
稿
で
論
究
し
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
右
の
山
鬼
篇
は
､

山
鬼
す
な
わ
ち
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
､
み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再

会
を
麹
望
し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
こ
と
を
主
題
と

す
る
詩
､
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
4
(な
お
､
｢
九
歌
｣
の
真
の
主
人
公
は
､

神
々
で
は
な
-
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
り

､

｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
は
'
墓
主
人

の

｢
霊
魂
｣
を
神
々
の
霊
威
に
委
ね
て
天
上
界
に
送
り
へ
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題

(国
境
篇

･
礼
魂
篇
)
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
諸
篇
は
お
お

む
ね
神
々
が

｢
霊
魂
｣
を
導
き
送
る
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
)｡

二
､
三
そ
の
裏
付
け
と
な
る
と
こ
ろ
を
示
せ
ば
'
篇
名
の
山
鬼
の
｢
山
｣
'
山
鬼

篇
に
い
う

｢
山
｣
は
'
単
な
る
山
で
も
､
仙
境
で
も
な
-
'
『広
雅
疏
証
』
に
'

秦
は
天
子
の
家
を
名
づ
け
て
山
と
日
ひ
'
漠
は
陵
と
日
ふ
｡

と
あ
る
山
､
『漢
書
』
の
地
理
志
の
注
に
'

如
淳
目
し

黄
図
､
陸
軍
を
謂
ひ
て
山
と
為
す
O

と
あ
る
山
､
す
な
わ
ち
墳
墓
な
る
山
の
こ
と
で
あ
る
｡
具
体
的
に
い
え
ば
､
『山
港

経
』
に
'
帝
舜
の
墓
が
蒼
梧
の
山
陽
､
及
び
岳
山
､
さ
ら
に
九
産
山
に
在
-
'
帝

丹
朱
の
墓
が
蒼
槽
の
山
陰
に
在
り
､
九
嬢
の
墓
が
鮒
魚
の
山
陰
､
及
び
附
馬
山
に

在
る
と
あ
る
山
が
そ
れ
で
あ
る

(墳
墓
が
山
に
在
る
例
は
こ
れ
ら
の
他
無
数
に
あ

る
)｡

き

ま
た
'
篇
名
の
山
鬼
の

｢鬼
｣
は
､
明
の
張
自
烈
の

『正
字
通
』
に
､

鬼
と
は
､
人
の
死
し
た
る
魂
晩
を
鬼
と
為
す
｡
凡
そ
人
は
陰
陽
の
気
を
具

へ

て
形
を
成
し
､
陰
陽
散
ず
れ
ば
人
は
死
す
｡

と
あ
る
鬼
で
あ
り
､
『墨
子
』
の
明
鬼
篇
に
'

人
死
し
て
鬼
と
為
る
者
有
り
｡

と
あ
り
､
『礼
記
』
の
祭
義
篇
に
､

衆
生
は
必
ず
死
し
､
死
し
て
は
必
ず
土
に
帰
す
｡
こ
れ
を
こ
れ
鬼
と
謂
ふ
｡

と
あ
り
､
同
じ
-
祭
法
篇
に
､

人
の
死
し
た
る
を
鬼
と
日
ふ
｡

と
あ
り
､
『准
南
子
』
の
地
形
訓
に
､

人
死
す
れ
ば
鬼
と
為
る
｡

と
あ
り
､
『楚
辞
』
九
歌
の
国
境
篇
に
､

身
は
既
に
死
す
れ
ど
も
神
以
て
霊
と
な
り

子
の
魂

･
晩
は
鬼
の
雄
と
為
ら
ん
｡

と
あ
-
､
『太
平
御
覧
』
巻
八
八
三
に
引
-

『韓
詩
外
伝
』
に
､

人
の
死
し
た
る
を
鬼
と
日
ふ
｡
鬼
は
帰
な
り
｡

と
あ
り
､
『漢
書
』
楊
王
孫
伝
に
'

精
神
は
'
天
の
有
な
り
｡
形
骸
は
地
の
有
な
り
｡
精
神
､
形
を
離
れ
､
各
々

其
の
真
に
帰
る
｡
故
に
之
を
鬼
と
謂
ふ
｡
鬼
の
言
を
為
す
は
帰
な
り
｡
其
の

し
かば
ね

を

F

塊
然
と
し
て
独
り
処

る
｡

と
あ
り
､
『諭
衡
』
の
論
死
篇
に
'

世
に
謂
ふ
､
人
死
し
て
鬼
と
為
る
云
々
｡

と
あ
る
と
こ
ろ
の
鬼
で
あ
る
｡

筆
者
が
､
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
は
'
山
の
神
で
も
山
中
の
女
神
で
も
山

中
の
妖
精
で
も
な
-
､
ま
し
て
や
い
わ
ゆ
る

｢
屈
原
｣
が
み
ず
か
ら
を
比
し
た
も

し
かば
ね

を

の
で
も
な
-
､
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
(｢其
の

P

塊

然
と
し
て
独
り
処

る
｣

と
こ
ろ
の
鬼
)そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
へ
大
き
-
は
右
の
そ
れ
ら
に
よ
る
｡

山
鬼
篇
は
'
紛
れ
も
な
-
楚
の
地
方
の
垂
と
鬼
を
信
じ
'
淫
紀
を
重
ん
ず
る
伝
統

的
葬
送
習
俗

･
死
生
観
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
が
､
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
と
必
然
関
わ
る
｢帝
京
｣
｢
女
薙
｣
｢
石
蘭
｣
｢
杜
衡
｣
｢芳
馨
｣
｢
三
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Akita University

鐙

･
楚
辞
』
(平
凡
社

中
国
古
典
文
学
大
系
15
)
に
､

山
中
の
妖
精
が
'
己
れ
に
背
い
た
男
を
慕
う
歌
｡

と
あ
る
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も
､
い
ず
れ
の
解
釈
も
実
証
的
で
な
い
上
に
､
適
当
で
な
い
｡

こ
の
点
'
す
で
に
別
稿
で
論
究
し
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
右
の
山
鬼
篇
は
､

山
鬼
す
な
わ
ち
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
､
み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再

会
を
麹
望
し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
こ
と
を
主
題
と

す
る
詩
､
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
4
(な
お
､
｢
九
歌
｣
の
真
の
主
人
公
は
､

神
々
で
は
な
-
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
り

､

｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
は
'
墓
主
人

の

｢
霊
魂
｣
を
神
々
の
霊
威
に
委
ね
て
天
上
界
に
送
り
へ
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題

(国
境
篇

･
礼
魂
篇
)
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
諸
篇
は
お
お

む
ね
神
々
が

｢
霊
魂
｣
を
導
き
送
る
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
)｡

二
､
三
そ
の
裏
付
け
と
な
る
と
こ
ろ
を
示
せ
ば
'
篇
名
の
山
鬼
の
｢
山
｣
'
山
鬼

篇
に
い
う

｢
山
｣
は
'
単
な
る
山
で
も
､
仙
境
で
も
な
-
'
『広
雅
疏
証
』
に
'

秦
は
天
子
の
家
を
名
づ
け
て
山
と
日
ひ
'
漠
は
陵
と
日
ふ
｡

と
あ
る
山
､
『漢
書
』
の
地
理
志
の
注
に
'

如
淳
目
し

黄
図
､
陸
軍
を
謂
ひ
て
山
と
為
す
O

と
あ
る
山
､
す
な
わ
ち
墳
墓
な
る
山
の
こ
と
で
あ
る
｡
具
体
的
に
い
え
ば
､
『山
港

経
』
に
'
帝
舜
の
墓
が
蒼
梧
の
山
陽
､
及
び
岳
山
､
さ
ら
に
九
産
山
に
在
-
'
帝

丹
朱
の
墓
が
蒼
槽
の
山
陰
に
在
り
､
九
嬢
の
墓
が
鮒
魚
の
山
陰
､
及
び
附
馬
山
に

在
る
と
あ
る
山
が
そ
れ
で
あ
る

(墳
墓
が
山
に
在
る
例
は
こ
れ
ら
の
他
無
数
に
あ

る
)｡

き

ま
た
'
篇
名
の
山
鬼
の

｢鬼
｣
は
､
明
の
張
自
烈
の

『正
字
通
』
に
､

鬼
と
は
､
人
の
死
し
た
る
魂
晩
を
鬼
と
為
す
｡
凡
そ
人
は
陰
陽
の
気
を
具

へ

て
形
を
成
し
､
陰
陽
散
ず
れ
ば
人
は
死
す
｡

と
あ
る
鬼
で
あ
り
､
『墨
子
』
の
明
鬼
篇
に
'

人
死
し
て
鬼
と
為
る
者
有
り
｡

と
あ
り
､
『礼
記
』
の
祭
義
篇
に
､

衆
生
は
必
ず
死
し
､
死
し
て
は
必
ず
土
に
帰
す
｡
こ
れ
を
こ
れ
鬼
と
謂
ふ
｡

と
あ
り
､
同
じ
-
祭
法
篇
に
､

人
の
死
し
た
る
を
鬼
と
日
ふ
｡

と
あ
り
､
『准
南
子
』
の
地
形
訓
に
､

人
死
す
れ
ば
鬼
と
為
る
｡

と
あ
り
､
『楚
辞
』
九
歌
の
国
境
篇
に
､

身
は
既
に
死
す
れ
ど
も
神
以
て
霊
と
な
り

子
の
魂

･
晩
は
鬼
の
雄
と
為
ら
ん
｡

と
あ
-
､
『太
平
御
覧
』
巻
八
八
三
に
引
-

『韓
詩
外
伝
』
に
､

人
の
死
し
た
る
を
鬼
と
日
ふ
｡
鬼
は
帰
な
り
｡

と
あ
り
､
『漢
書
』
楊
王
孫
伝
に
'

精
神
は
'
天
の
有
な
り
｡
形
骸
は
地
の
有
な
り
｡
精
神
､
形
を
離
れ
､
各
々

其
の
真
に
帰
る
｡
故
に
之
を
鬼
と
謂
ふ
｡
鬼
の
言
を
為
す
は
帰
な
り
｡
其
の

し
かば
ね

を

F

塊
然
と
し
て
独
り
処

る
｡

と
あ
り
､
『諭
衡
』
の
論
死
篇
に
'

世
に
謂
ふ
､
人
死
し
て
鬼
と
為
る
云
々
｡

と
あ
る
と
こ
ろ
の
鬼
で
あ
る
｡

筆
者
が
､
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
は
'
山
の
神
で
も
山
中
の
女
神
で
も
山

中
の
妖
精
で
も
な
-
､
ま
し
て
や
い
わ
ゆ
る

｢
屈
原
｣
が
み
ず
か
ら
を
比
し
た
も

し
かば
ね

を

の
で
も
な
-
､
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
(｢其
の

P

塊

然
と
し
て
独
り
処

る
｣

と
こ
ろ
の
鬼
)そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
へ
大
き
-
は
右
の
そ
れ
ら
に
よ
る
｡

山
鬼
篇
は
'
紛
れ
も
な
-
楚
の
地
方
の
垂
と
鬼
を
信
じ
'
淫
紀
を
重
ん
ず
る
伝
統

的
葬
送
習
俗

･
死
生
観
と
深
-
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
が
､
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
と
必
然
関
わ
る
｢帝
京
｣
｢
女
薙
｣
｢
石
蘭
｣
｢
杜
衡
｣
｢芳
馨
｣
｢
三
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秀
｣
｢杜
若
｣
等
は
､
い
ず
れ
も
墓
誌
銘
等
に
い
う
い
わ
ゆ
る

｢
反
魂
の
香
｣
｢
更

生
の
革
｣
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
ま
た
､
後
漠
の
許
懐
の

『説
文
解
字
』
葬
の
条

に
'

かく

葬
は
蔵
る
る
な
り
｡
死
し
て
州
中
に
在
る
に
従
ふ
｡
其
の
中
に

一
あ
る
は
､

し

いに
しえ

き

く
き

之
を
存
-
所
以
な
り
｡
易
に
日
-
'
古
は
葬
厚
-
'
之
に
衣
す
る
に
薪
を
以

て
す
､
と
｡

と
あ
り
へ
『白
虎
通
』
の
崩
黄
の
条
に
､

く
さ

死
す
れ
ば
之
に
衣
す
る
に
薪
を
以
て
す
｡

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
の
こ
と
は
､
｢
楚

辞
｣
離
巌
篇
に
'

底
江
離
与
野
正
号

紡
秋
蘭
以
為
楓

と
あ
り
'

雑
申
根
与
菌
桂
骨

董
維
籾
天
意
産

と
あ
り
､

撃
木
根
以
結
置
号

貫
韓
嘉
之
落
蕊

矯
菌
桂
以
靭
蒼
今

索
胡
縄
溝
溝

と
あ
り
'

製
蓑
荷
以
為
表
号

集
芙
蓉
以
為
裳

と
あ
る
よ
う
に
'
主
人
公

か
う

江
髄
と
犀
正
と
を
底
む
り

つな

秋
蘭
を
絢
ぎ
て
以
て
凧
と
為
す

ま
じ

申
板
と
菌
桂
と
を
雑

へ
て

ただ

カ

量
経
に
夫
の
青
と
霞
を
和
ぐ
の
み
な
ら
ん
や

と

木
根
を
撃
り
て
以
て
溝
を
結
び

め

摩
嘉
の
落
蕊
を
貫
き

菌
桂
を
矯
げ
て
以
て
意
を
約
ぎ

胡
縄
の
緩
々
た
る
を
索
と
す

た

貰

･
荷
を
製
ち
て
以
て
衣
と
為
し

芙
蓉
を
集
め
て
以
て
裳
と
為
す

｢
霊
均
｣
が
こ
と
さ
ら
に

｢
香
草
｣
を
纏
う
こ
と
と
も

必
然
関
わ
る
の
で
､
極
め
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

お
ほ

ま
た
､
山
鬼
篇
に

｢蔭
松
柏
｣
(松
柏
に
蔭
は
る
)
と
あ
る

｢松
柏
｣
は
'
古
代

中
国
に
あ

っ
て
は
墳
墓
の
樹
と
し
て
名
高
-
'
そ
の
例
証
は
無
数
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
あ
る
が
､
例
え
ば
､
前
漠
の
成
帝
の
と
き
の
女
流
詩
人

･
姓
健
仔
の
自
悼
朕

に
も
'

ふ
も
と

願
帰
骨
於
山
足
号

願
は
-
は
骨
を
山
の
足
に
帰
し

依
松
柏
之
鎗
休

松
柏
の
鎗
休
に
依
ら
ん

と
あ
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
は
ま
た
'
｢松
柏
｣
と
の
関
わ
り
に
お
い

て

｢
山
鬼
｣
は
文
字
通
り
死
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
証
と
も
な
る
｡

ま
た
､
唐
の
詩
人

･
李
頑
の
登
首
陽
山
謁
夷
斉
廟
の
詩
に
'

落
日
弔
山
鬼

落
日
山
鬼
を
弔
ひ

廻
風
吹
茄
薙

廻
風
茄
藻
に
吹
-

と
あ
る

｢
弔
山
鬼
｣
と

｢
茄
薙
｣
の
組
み
合
わ
せ
や
使
用
例
か
ら
伺
わ
れ
る
よ
う

に
､
李
頑
は
山
鬼
篇
を
か
な
り
正
確
に
理
解
し
て
い
た
｡

つ
ま
り
､
以
上
の
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
'
山
鬼
篇
の
主
人
公
は
'
山
鬼
す
な
わ

ち
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
で
あ
り
､
山
鬼
篇
は
､
か
か
る
主
人
公
が
み
ず
か

ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再
会
を
勉
望
し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀

訴
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
詩
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
｡

し
か
し
て
そ
の
上
で
注
意
す
べ
き
は
'
山
鬼
篇
の
主
人
公
で
あ
る

｢
山
鬼
｣
す

な
わ
ち

｢
山
中
の
人
｣
を
､
王
逸
が

｢屈
原
｣
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
｡
『楚
辞
章
句
』
九
歌
の
山
鬼
の
条
に
'

いひ

山
中
の
人
は
屈
原
み
ず
か
ら
の
謂
な
り
｡

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡

こ
れ
は
'
漢
代
､
｢
屈
原
｣
は

｢髄
霊
｣
と
同
様
に
楚
の

｢鬼
｣
で
あ
る
こ
と
を

伝
承
す
る
も
の

(貴
誌
が

｢鬼
｣
に
精
通
し
て
い
た
点
､
特
に
注
意
を
要
す
る
)

が
あ
っ
て
'
王
逸
は
あ
る
い
は
そ
-
し
た
伝
承
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

と
い
う
の
も
'
｢楚
辞
｣
維
騒
篇
の
冒
頭
で
､
｢
霊
均
｣
(屈
原
)
は
､

帝
高
陽
之
苗
商
号

(我
は
)
帝
高
陽
の
苗
喬
に
し
て

わ

朕
皇
考
日
伯
庸

朕

が
皇
考
を
伯
庸
と
日
ふ
云
々

と
宣
言
す
る
が
､
後
漠
の
王
充
の

『論
衡
』
の
訂
鬼
篇
に
､
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｣
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点
､
特
に
注
意
を
要
す
る
)

が
あ
っ
て
'
王
逸
は
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い
は
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た
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で
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い
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う
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も
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｢
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礼

(=
礼
緯
)
に
日
-
､
穎
項
氏
に
三
子
有
り
'
生
れ
な
が
ら
に
し
て
亡
げ

去

り
､
疫
鬼
と
為
る
｡

一
は
江
水
に
居
る
､
こ
れ
を
虐
鬼
と
為
す
｡

l
は
若

水
に
居
る
､
こ
れ
を
魅
魅
鬼
と
為
す
｡

一
は
人
の
区
隅

･
湛
庫
に
居
り
､
善

-
人
の
小
児
を
驚
か
す
'
(
こ
れ
を
小
児
鬼
と
為
す
)｡
韻
項
よ
り
前
の
世
､

叩ぞ

子
を
生
む
こ
と
必
ず
多
-
､
筋
頭
の
ご
と
き
の
鬼
神
は
､
百
を
以
て
類

ふ
る

な
り
｡

と
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
｢
霊
均
｣
(屈
原
)
の
先
祖
で
あ
る

｢帝
高
陽
｣
す

な
わ
ち

｢
講
頂
｣
に
は
'
｢鬼
子
｣
｢鬼
孫
｣
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(な
お
'
同
内
容
の
こ
と
は
､
後
漠
の
察
亀
の

『独
断
』
や
同
じ
-
後
漠
の
衛
宏

の

『漢
旧
儀
』
等
に
も
見
え
､
図
識
思
想
の
流
行
し
た
秦
代
か
ら
両
漠
に
か
け
て

広
-
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
)0

し
か
も
'
｢
講
演
｣
は

｢
水
徳
の
王
｣
で
あ
-
'
｢生
と
死
を
繰
り
返
す
神
人
｣

で
あ
り
､
｢
北
方
の
帝
｣
で
あ
り
､
｢鬼
神
の
代
表
｣
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
(御

手
洗
勝
の

『古
代
中
国
の
神
々
』
及
び
徐
旭
生
の

『中
国
古
代
的
伝
説
時
代
』
を

参
照
)
に
よ
れ
ば
､
｢
訪
預
｣
(帝
高
陽
)
の
子
孫
に
は

｢鬼
子
｣
｢鬼
孫
｣
が
多
か

っ
た
と
い
う
伝
説
は
'
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
5
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
'
以
上
に
よ
っ
て
､
｢楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
は
ち

と
よ
り
'
｢
九
歌
｣
の
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
も
死
者
で
あ
り
､
楚
の
鬼
で
め

る
こ
と
は
明
白
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
点
'
｢楚
辞
｣
は
楚
の
地
方
の
並
と

鬼
を
信
じ
､
淫
紀
を
重
ん
ず
る
伝
統
的
葬
送
習
俗

･
死
生
観
の
上
に
成

っ
て
い
る

こ
と
を
知
れ
ば
､
さ
ら
に
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
｡

三

｢楚
辞
｣
清
江
篇
の

｢
篭
霊
｣
と

｢
九
章
｣
の
主
人
公

｢
屈
原
｣

と
こ
ろ
で
､
『楚
辞
』
に
あ

っ
て

｢
九
歌
｣
と
並
び
称
さ
れ
る

｢
九
章
｣
(九
篇
)

は
､
従
来
､
戦
国
時
代
末
の
楚
の
国
の
王
族
か
つ
忠
臣
で
あ
る
屈
原
が
､
義
言
に

遭

っ
て
放
逐
さ
れ
た
後
の
深
い
憂
い
と
国
を
思
い
主
君
を
思
う
情
を
う
た
い
述
べ

た
も
の
で
､
そ
の
中
の
一
篇
橋
頭
篇
の
み
は
憂
き
目
に
遭
う
前
の
平
和
な
青
年
時

に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
､
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
｡

が
､
詩
の
内
容
の
再
検
討
と
前
漠
初
期
の
出
土
資
料
た
る
棺
衣
に
描
か
れ
た
｢
昇

仙
図
｣
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
､
｢
九
歌
｣
の
真
の
主
人
公
は
墓
主
人
の
｢霊
魂
｣

で
あ
り
､
｢
九
歌
｣
は
墓
主
人
の
｢
霊
魂
｣
を
神
々
の
霊
威
に
委
ね
て
天
上
界
に
逮

り
､
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題

(国
境
篇

･
礼
魂
篇
)
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
り
､

そ
れ
が
た
め
に
諸
篇
は
お
お
む
ね
神
々
が

｢
霊
魂
｣
(詩
中
の

｢
美
人
｣
)
を
導
き

送
る
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
､
実
証

的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
現
在
'
｢
九
章
｣
に
対
す
る
従
来
の
そ
う
し
た
伝
統
的
な
解

釈
は
に
わ
か
に
疑
わ
し
-
な
っ
て
き
た
｡

例
え
ば
'
｢
九
章
｣
の
情
往
日
篇
に
､

情
往
日
之
曽
信
号

受
命
詔
以
昭
時

奉
先
功
以
照
下
号

明
法
度
之
嫌
疑

国
富
強
而
法
立
号

属
貞
臣
両
日
挨

秘
密
事
之
載
心
骨

錐
過
失
猶
弗
治

心
純
彪
而
不
雅
号

遭
義
人
而
嫉
之

君
含
怒
而
待
臣
今

不
清
徹
其
然
否

蔽
暗
君
之
聡
明
号

虚
惑
誤
叉
以
欺

弗
参
験
以
考
実
号

遼
遠
臣
而
弗
思

信
義
訣
之
潤
濁
号

往
日
の
曽
て
信
ぜ
ら
れ
L
を
情
む

こ
れ

命
詔
を
受
け
て
以
て
時

(是
)
を
昭
ら
か
に
し

先
功
を
奉
じ
て
以
て
下
を
照
ら
し

法
度
の
嫌
疑
を
明
ら
か
に
せ
り

国
は
富
強
に
し
て
法
は
立
ち

ま
か

た
の

貞
臣
に
属

せ
て
日
に
娯

し
む

密
事
を
秘
め
て
心
に
載
せ

過
失
す
と
経
も
猶
ほ
治
め
ず

心
純
臆
に
し
て
湛
ら
き
ざ
-
し
か
ば

こ
れ

ねた

義
人
の
之

を
嫉

む
に
遭
ふ

君
は
怒
り
を
含
ん
で
臣
を
待
ち

其
の
然
否
を
清
激
に
せ
ず

君
の
聡
明
を
蔽
略
し

虚
し
-
惑
誤
し
て
又
た
以
て
欺
-

参
験
し
て
以
て
実
を
考

へ
ず

逮
-
臣
を
遷
し
て
思
は
ず

護
談
の
潤
濁
せ
る
を
信
じ
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礼

(=
礼
緯
)
に
日
-
､
穎
項
氏
に
三
子
有
り
'
生
れ
な
が
ら
に
し
て
亡
げ

去

り
､
疫
鬼
と
為
る
｡

一
は
江
水
に
居
る
､
こ
れ
を
虐
鬼
と
為
す
｡

l
は
若

水
に
居
る
､
こ
れ
を
魅
魅
鬼
と
為
す
｡

一
は
人
の
区
隅

･
湛
庫
に
居
り
､
善

-
人
の
小
児
を
驚
か
す
'
(
こ
れ
を
小
児
鬼
と
為
す
)｡
韻
項
よ
り
前
の
世
､

叩ぞ

子
を
生
む
こ
と
必
ず
多
-
､
筋
頭
の
ご
と
き
の
鬼
神
は
､
百
を
以
て
類

ふ
る

な
り
｡

と
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
｢
霊
均
｣
(屈
原
)
の
先
祖
で
あ
る

｢帝
高
陽
｣
す

な
わ
ち

｢
講
頂
｣
に
は
'
｢鬼
子
｣
｢鬼
孫
｣
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(な
お
'
同
内
容
の
こ
と
は
､
後
漠
の
察
亀
の

『独
断
』
や
同
じ
-
後
漠
の
衛
宏

の

『漢
旧
儀
』
等
に
も
見
え
､
図
識
思
想
の
流
行
し
た
秦
代
か
ら
両
漠
に
か
け
て

広
-
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
)0

し
か
も
'
｢
講
演
｣
は

｢
水
徳
の
王
｣
で
あ
-
'
｢生
と
死
を
繰
り
返
す
神
人
｣

で
あ
り
､
｢
北
方
の
帝
｣
で
あ
り
､
｢鬼
神
の
代
表
｣
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
(御

手
洗
勝
の

『古
代
中
国
の
神
々
』
及
び
徐
旭
生
の

『中
国
古
代
的
伝
説
時
代
』
を

参
照
)
に
よ
れ
ば
､
｢
訪
預
｣
(帝
高
陽
)
の
子
孫
に
は

｢鬼
子
｣
｢鬼
孫
｣
が
多
か

っ
た
と
い
う
伝
説
は
'
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
5
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
'
以
上
に
よ
っ
て
､
｢楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
は
ち

と
よ
り
'
｢
九
歌
｣
の
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
も
死
者
で
あ
り
､
楚
の
鬼
で
め

る
こ
と
は
明
白
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
点
'
｢楚
辞
｣
は
楚
の
地
方
の
並
と

鬼
を
信
じ
､
淫
紀
を
重
ん
ず
る
伝
統
的
葬
送
習
俗

･
死
生
観
の
上
に
成

っ
て
い
る

こ
と
を
知
れ
ば
､
さ
ら
に
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
｡

三

｢楚
辞
｣
清
江
篇
の

｢
篭
霊
｣
と

｢
九
章
｣
の
主
人
公

｢
屈
原
｣

と
こ
ろ
で
､
『楚
辞
』
に
あ

っ
て

｢
九
歌
｣
と
並
び
称
さ
れ
る

｢
九
章
｣
(九
篇
)

は
､
従
来
､
戦
国
時
代
末
の
楚
の
国
の
王
族
か
つ
忠
臣
で
あ
る
屈
原
が
､
義
言
に

遭

っ
て
放
逐
さ
れ
た
後
の
深
い
憂
い
と
国
を
思
い
主
君
を
思
う
情
を
う
た
い
述
べ

た
も
の
で
､
そ
の
中
の
一
篇
橋
頭
篇
の
み
は
憂
き
目
に
遭
う
前
の
平
和
な
青
年
時

に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
､
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
｡

が
､
詩
の
内
容
の
再
検
討
と
前
漠
初
期
の
出
土
資
料
た
る
棺
衣
に
描
か
れ
た
｢
昇

仙
図
｣
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
､
｢
九
歌
｣
の
真
の
主
人
公
は
墓
主
人
の
｢霊
魂
｣

で
あ
り
､
｢
九
歌
｣
は
墓
主
人
の
｢
霊
魂
｣
を
神
々
の
霊
威
に
委
ね
て
天
上
界
に
逮

り
､
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題

(国
境
篇

･
礼
魂
篇
)
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
り
､

そ
れ
が
た
め
に
諸
篇
は
お
お
む
ね
神
々
が

｢
霊
魂
｣
(詩
中
の

｢
美
人
｣
)
を
導
き

送
る
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
､
実
証

的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
現
在
'
｢
九
章
｣
に
対
す
る
従
来
の
そ
う
し
た
伝
統
的
な
解

釈
は
に
わ
か
に
疑
わ
し
-
な
っ
て
き
た
｡

例
え
ば
'
｢
九
章
｣
の
情
往
日
篇
に
､

情
往
日
之
曽
信
号

受
命
詔
以
昭
時

奉
先
功
以
照
下
号

明
法
度
之
嫌
疑

国
富
強
而
法
立
号

属
貞
臣
両
日
挨

秘
密
事
之
載
心
骨

錐
過
失
猶
弗
治

心
純
彪
而
不
雅
号

遭
義
人
而
嫉
之

君
含
怒
而
待
臣
今

不
清
徹
其
然
否

蔽
暗
君
之
聡
明
号

虚
惑
誤
叉
以
欺

弗
参
験
以
考
実
号

遼
遠
臣
而
弗
思

信
義
訣
之
潤
濁
号

往
日
の
曽
て
信
ぜ
ら
れ
L
を
情
む

こ
れ

命
詔
を
受
け
て
以
て
時

(是
)
を
昭
ら
か
に
し

先
功
を
奉
じ
て
以
て
下
を
照
ら
し

法
度
の
嫌
疑
を
明
ら
か
に
せ
り

国
は
富
強
に
し
て
法
は
立
ち

ま
か

た
の

貞
臣
に
属

せ
て
日
に
娯

し
む

密
事
を
秘
め
て
心
に
載
せ

過
失
す
と
経
も
猶
ほ
治
め
ず

心
純
臆
に
し
て
湛
ら
き
ざ
-
し
か
ば

こ
れ

ねた

義
人
の
之

を
嫉

む
に
遭
ふ

君
は
怒
り
を
含
ん
で
臣
を
待
ち

其
の
然
否
を
清
激
に
せ
ず

君
の
聡
明
を
蔽
略
し

虚
し
-
惑
誤
し
て
又
た
以
て
欺
-

参
験
し
て
以
て
実
を
考

へ
ず

逮
-
臣
を
遷
し
て
思
は
ず

護
談
の
潤
濁
せ
る
を
信
じ
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盛
気
志
而
過
之

何
貞
臣
之
無
事
号

被
離
諌
而
見
尤

懲
光
景
之
誠
信
号

身
幽
隠
而
備
之

臨
玩
湘
之
玄
淵
号

逐
日
忍
而
沈
流

卒
投
身
而
絶
名
号

情
窒
君
之
不
昭

(中
略
)

不
畢
辞
而
赴
淵
号

惜
牽
君
之
不
識

せ

気
志
を
盛
ん
に
し
て
之
を
過

む

つみ

何
ぞ
貞
臣
の
事

無
き

と
が

請
-
に
被
艶
せ
ら
れ
尤
め
ら
る

光
景
の
誠
信
な
る
を
斬
心ぢ

身
幽
隠
し
て
之
に
備

へ
ん

玩
湘
の
玄
淵
に
臨
み

つひ
遂

に
自
ら
忍
ん
で
流
れ
に
沈
ま
ん

卒
に
身
を
没
し
て
名
を
絶
た
ん
と
す
る
も

ふき

いた

君
を
整

ぐ
を
之
れ
昭
ら
か
に
せ
ざ
る
を
情

む

辞
を
畢

へ
ず
し
て
淵
に
赴
-
ち

君
を
牽
ぐ
を
之
れ
識
ら
ざ
る
を
憎
む

内
清
質
以
昭
明

光
輝
象
夫
日
月

心
忽
揚
而
願
忠

然
墾
塞
而
不
壮

-
-
墾
君
以
明

と
あ
る
の
は
'
｢
楚
辞
｣主
要
作
品
中
に
あ
っ
て
主
人
公
が
主
君
に
信
任
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
克
明
に
述
べ
る
唯

一
の
も
の
で
､
こ
れ
は
ま
た
､
『史
記
』
屈
原
伝
の
｢屈

原
｣
に
関
す
る
骨
子
を
形
成
す
る
の
に
利
用
さ
れ
'
｢
屈
原
｣
像
の
形
成
に
大
き
-

与
か
っ
て
い
る
注
6
が
､
実
は
こ
れ
は
､
墓
主
人
の
｢
形
晩
｣
(臣
)
が
､
す
で
に
天

上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
み
ず
か
ら
の
｢霊
魂
｣
(君
注
7
)
と
の
再
会
を
勉
望

し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る

｢
九
章

｣
の
主
題
に

一
逮

す
る
文
学
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
そ
れ
で
あ
る
｡

し
か
も
､
｢
九
歌
｣諸
篇
が
前
漠
初
期
の
禁
の
地
方
か
ら
出
土
の
棺
衣
に
描
か
れ

た

｢
昇
仙
図
｣
を
原
素
材
と
し
て
成

っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
-
に
'
｢
九
章
｣
特
に

惜
往
日
篇
も
ま
た
､
前
漠
の
楚
の
地
方
の
副
葬
明
器
と
し
て
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣

の
銘
文
群
を
原
素
材
と
し
て
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
(な
お
､
｢墓

園
精
白
鏡
｣
は
ほ
と
ん
ど
墓
主
人
の
頭
部
の
そ
ぼ
か
ら
出
土
し
､
銘
文
は
詩
体
を

と
っ
て
類
型
的
で
あ
る
)｡

そ
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
内
帯
銘
に
は
'

と
あ
り
'
外
帯
銘
に
は
､

潔
清
白
而
事
君

怨
陰
擢
之
弁
明

燥
玄
錫
之
流
沢

志
疎
遠
両
日
忘

憤
廉
美
之
窮
喧

外
承
耀
之
可
説

(さ
て
も
こ
の
鏡
は
)
清
質

(-1
沖
和
の
気
)
を

朴
る
る
に
昭
明
(
-
神
聖
な
火
や
あ
か
り
)を
以
て
し

かた
ど

光
輝
は
夫
の

日
月
に
象
れ
り

(以
上
'
鏡
の
霊
的

機
能
は
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
備
わ
っ
た
こ
と
を
い

う
)(

さ
れ
ば
こ
れ
を
服
す
る
汝
は
)
心
忽
揚
と
し
て

ち
か

忠
な
ら
ん
こ
と
を
願
ひ

し
か

然
も

(そ
の
上
に
)
墾
塞
し
て

(
こ
の
清
質

-1
沖

i.b

和
の
気
を
)
浬
ら
す
不
か
れ

(以
上
､
言
外
に
､
さ

す
れ
ば
必
ず
効
験
あ
ら
ん
､
と
い
-
)

(効
験
あ
り
て
天
上
よ
り
汝
の
君
旋
還
せ
ば
そ
の
)

ふ
さ

君
を
塗
ぎ
と
ど
む
る
に
は

(
こ
の
霊
妙
な
鏡
の
)
明

を
以
て
せ
よ

(そ
れ
に
つ
け
て
も
我
が
)
清
白

(=
精
晩
=
かつか

ら
だ
)
を
潔
-
し
て
君

(主
君
た
る

｢霊
魂
｣
)
に
事

へ
し
に

お
お

(不
条
理
に
も
)
陰
騒

(日
陰
官
)
の
明
を

算

ふ

そ
ね

に
怨
ま
れ

(
か
-
し
て
宿
命
と
し
て
)
玄
錫

(-
玄
祉
)
の

か
ん

流
沢
に
換
せ
ら
れ

(
た
め
に
身
も
)志
も
遠
き
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
日
々

に
忘
れ
ら
れ
ん
と
す

(そ
れ
に
つ
け
て
も
)
懐
に
廉
美

(-
我
が
美
)

う
つく

は
暇
し
き
に
窮
ま
り

(も
っ
て
)
外
承
擢

(-～
司
命
神
)
の
説
ぶ
べ
き

と
ころ

之
と
な
-
し
か
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盛
気
志
而
過
之

何
貞
臣
之
無
事
号

被
離
諌
而
見
尤

懲
光
景
之
誠
信
号

身
幽
隠
而
備
之

臨
玩
湘
之
玄
淵
号

逐
日
忍
而
沈
流

卒
投
身
而
絶
名
号

情
窒
君
之
不
昭

(中
略
)

不
畢
辞
而
赴
淵
号

惜
牽
君
之
不
識

せ

気
志
を
盛
ん
に
し
て
之
を
過

む

つみ

何
ぞ
貞
臣
の
事

無
き

と
が

請
-
に
被
艶
せ
ら
れ
尤
め
ら
る

光
景
の
誠
信
な
る
を
斬
心ぢ

身
幽
隠
し
て
之
に
備

へ
ん

玩
湘
の
玄
淵
に
臨
み

つひ
遂

に
自
ら
忍
ん
で
流
れ
に
沈
ま
ん

卒
に
身
を
没
し
て
名
を
絶
た
ん
と
す
る
も

ふき

いた

君
を
整

ぐ
を
之
れ
昭
ら
か
に
せ
ざ
る
を
情

む

辞
を
畢

へ
ず
し
て
淵
に
赴
-
ち

君
を
牽
ぐ
を
之
れ
識
ら
ざ
る
を
憎
む

内
清
質
以
昭
明

光
輝
象
夫
日
月

心
忽
揚
而
願
忠

然
墾
塞
而
不
壮

-
-
墾
君
以
明

と
あ
る
の
は
'
｢
楚
辞
｣主
要
作
品
中
に
あ
っ
て
主
人
公
が
主
君
に
信
任
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
克
明
に
述
べ
る
唯

一
の
も
の
で
､
こ
れ
は
ま
た
､
『史
記
』
屈
原
伝
の
｢屈

原
｣
に
関
す
る
骨
子
を
形
成
す
る
の
に
利
用
さ
れ
'
｢
屈
原
｣
像
の
形
成
に
大
き
-

与
か
っ
て
い
る
注
6
が
､
実
は
こ
れ
は
､
墓
主
人
の
｢
形
晩
｣
(臣
)
が
､
す
で
に
天

上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
み
ず
か
ら
の
｢霊
魂
｣
(君
注
7
)
と
の
再
会
を
勉
望

し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る

｢
九
章

｣
の
主
題
に

一
逮

す
る
文
学
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
そ
れ
で
あ
る
｡

し
か
も
､
｢
九
歌
｣諸
篇
が
前
漠
初
期
の
禁
の
地
方
か
ら
出
土
の
棺
衣
に
描
か
れ

た

｢
昇
仙
図
｣
を
原
素
材
と
し
て
成

っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
-
に
'
｢
九
章
｣
特
に

惜
往
日
篇
も
ま
た
､
前
漠
の
楚
の
地
方
の
副
葬
明
器
と
し
て
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣

の
銘
文
群
を
原
素
材
と
し
て
成
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
(な
お
､
｢墓

園
精
白
鏡
｣
は
ほ
と
ん
ど
墓
主
人
の
頭
部
の
そ
ぼ
か
ら
出
土
し
､
銘
文
は
詩
体
を

と
っ
て
類
型
的
で
あ
る
)｡

そ
の

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
内
帯
銘
に
は
'

と
あ
り
'
外
帯
銘
に
は
､

潔
清
白
而
事
君

怨
陰
擢
之
弁
明

燥
玄
錫
之
流
沢

志
疎
遠
両
日
忘

憤
廉
美
之
窮
喧

外
承
耀
之
可
説

(さ
て
も
こ
の
鏡
は
)
清
質

(-1
沖
和
の
気
)
を

朴
る
る
に
昭
明
(
-
神
聖
な
火
や
あ
か
り
)を
以
て
し

かた
ど

光
輝
は
夫
の
日
月
に
象
れ
り

(以
上
'
鏡
の
霊
的

機
能
は
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
備
わ
っ
た
こ
と
を
い

う
)(

さ
れ
ば
こ
れ
を
服
す
る
汝
は
)
心
忽
揚
と
し
て

ち
か

忠
な
ら
ん
こ
と
を
願
ひ

し
か

然
も

(そ
の
上
に
)
墾
塞
し
て

(
こ
の
清
質

-1
沖

i.b

和
の
気
を
)
浬
ら
す
不
か
れ

(以
上
､
言
外
に
､
さ

す
れ
ば
必
ず
効
験
あ
ら
ん
､
と
い
-
)

(効
験
あ
り
て
天
上
よ
り
汝
の
君
旋
還
せ
ば
そ
の
)

ふ
さ

君
を
塗
ぎ
と
ど
む
る
に
は

(
こ
の
霊
妙
な
鏡
の
)
明

を
以
て
せ
よ

(そ
れ
に
つ
け
て
も
我
が
)
清
白

(=
精
晩
=
かつか

ら
だ
)
を
潔
-
し
て
君

(主
君
た
る

｢霊
魂
｣
)
に
事

へ
し
に

お
お

(不
条
理
に
も
)
陰
騒

(日
陰
官
)
の
明
を

算

ふ

そ
ね

に
怨
ま
れ

(
か
-
し
て
宿
命
と
し
て
)
玄
錫

(-
玄
祉
)
の

か
ん

流
沢
に
換
せ
ら
れ

(
た
め
に
身
も
)志
も
遠
き
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
日
々

に
忘
れ
ら
れ
ん
と
す

(そ
れ
に
つ
け
て
も
)
懐
に
廉
美

(-
我
が
美
)

う
つく

は
暇
し
き
に
窮
ま
り

(も
っ
て
)
外
承
擢

(-～
司
命
神
)
の
説
ぶ
べ
き

と
ころ

之
と
な
-
し
か
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いと
ほ

慕
窃
究
於
霊
泉

(さ
れ
ば
我
が
身
の
)
窃
発
た
る
を
慕
し
み
て
(
か

ゆ

の
)
霊
泉
に
於
か
ん

かぎ

願
永
思
而
母
絶

願
は
-
は
永
-
思
ひ
あ
ひ
て

(再
会
の
道
を
)
絶

杏

る
こ
と
母
か
ら
ん
こ
と
を

と
あ
る
｡

端
的
に
い
え
ば
､
情
往
日
篇
の
主
題
と

｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
の
主
題
'
ま

た
､
両
者
の
用
語
､
あ
る
い
は
惜
往
日
篇
の

｢
玩
湘
之
玄
淵
｣
と

｢
重
囲
精
白
鏡
｣

の
銘
文
の

｢玄
錫
之
流
沢
｣
な
い
し
は

｢
霊
泉
｣､
あ
る
い
は
情
往
日
篇
に
繰
-
返

さ
れ
る

｢塗
君
｣
と

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
の

｢塗
君
｣
と
は
､
動
か
し
難
い

対
応
の
事
実
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
て
実
は
､
こ
の

｢墓
園
精
白
鏡
｣
の
銘
文
に
つ
い
て
は
'
別
稿

｢中
国

前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
の
新
研
究

(訳
註
注
8
)｣
の
中
で
論
究
し
た
こ
と
が
あ
る

の
で
'
詳
し
い
こ
と
は
そ
ち
ら
に
委
ね
る
が
'

要
点
を
い
え
ば
､
筆
者
は
､
｢鏡
｣

の
特
異
な
副
葬
事
実
や
'
銘
文
の
も
つ
歳
言
性

･
呪
言
性

･
類
似
性

･
慣
用
性
に

基
づ
き
'
前
漠
の
副
葬
明
器
と
し
て
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
は
'
内
帯
銘

は
祭
主
等
に
よ
る
墓
主
人
に
向
け
た
葬
礼
上
の

｢
歳
言

･
呪
言
｣
か
ら
成
っ
て
お

り
､
外
帯
銘
は
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
す
で
に
天
上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た

み
ず
か
ら
の
主
君

｢霊
魂
｣
と
の
再
会
を
悲
願
す
る

｢
独
白

･
哀
訴
｣
か
ら
成

っ

て
い
る
こ
と
を
解
明
し
た
｡
ま
た
'
か
か
る
外
帯
銘
の
そ
れ
は
､
特
に

｢
九
章
｣

の
惜
往
日
篇
の
内
容
や
表
現
と
動
か
し
難
い
事
実
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
に
よ

り
'
ま
た
'

一
般
に
習
俗
や
信
仰
は
伝
説
や
文
学
作
品
に
先
行
し
て
い
る
と
い
う

動
か
し
難
い
事
実
が
あ
る
の
に
基
づ
き
､
｢重
囲
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
は
'
｢
九
章
｣

の
情
往
日
篇
の
原
素
材
で
あ
る
こ
と
を
考
証
し
た
｡

さ
ら
に
こ
れ
に
､
｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
の
中
に
は

｢
志
疎
而
日
忘
美
人
｣

と
あ
る
の
も
あ
り
､
｢心
思
美
人
鏡
｣
(
こ
れ
も
複
数
存
在
す
る
)
の
銘
文
に
は
｢心

思
美
人
､
母
忘
大
王

(大
王
は

｢
形
晩
｣
の
換
言
)｣
と
あ
る
な
ど
の
､
言
語
･内

容
上
'
思
美
人
篇
の
｢
思
美
人
号
｣
は
も
と
よ
り
'
抽
思
篇
の
｢与
美
人
抽
思
号
｣

ま
で
も
直
接
関
わ
る
と
い
う
事
実
が
加
わ
る
｡
さ
ら
に
は
､
音
韻
学
的
に
は
､
美

人
の

｢美
｣
(m
m
i)
は
よ
-
見
え
な
い
･微
妙
の
意
の

｢
微
｣
(w
e
i)
･死
ん
で
姿

が
よ
-
見
え
な
-
な
る
意
の

｢
死
｣
(m
e
i)
･目
に
見
え
に
-
い
鬼
･物
の
精
の
意

の

｢魅
｣
(m
e
i)
等
の
字
と
同
部
韻
で
意
味
も
通
用
す
る
と
い
う
事
実
も
加
わ
る

圧
9
｡
｢楚
辞
｣
の
テ
キ
ス
-
で
｢
美
人
｣
の
美
を

｢
轍
｣
(m
g
i)
に
作
る
も
の
が
あ

る
(朱
子
本
)
の
は
'
そ
の
こ
と
と
関
わ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
m
6
i
の
音
の
表
す

意
味
に
真
の
意
味
が
あ
る
｡
｢
九
章
｣
の
美
人
の
実
体
も

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
注
10
｡

し
か
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
筆
者
は
､
｢
九
章
｣
(九
篇
)
は
'
墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
(人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
が
'
す
で
に
天
上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た

み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
(詩
中
で
は

｢
君
｣
｢美
人
｣
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
と

の
再
会
を
勉
望
L
t
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
こ
と
を
主

題
と
す
る

一
連
の
歌
群
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
｡

か
つ
､
こ
れ
は
ま
た
､
山
鬼
す
な
わ
ち
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
､
み
ず

か
ら
の

｢
霊
魂
｣
と
の
再
会
を
勉
望
し
'
そ
の
取
-
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し

哀
訴
す
る

｢
九
歌
｣
の
山
鬼
篇
の
主
題
と
脈
絡
す
る
と
と
も
に
､
墓
主
人
の

｢霊

魂
｣
を
神
々
の
霊
威
に
委
ね
て
天
上
界
に
送
り
､
そ
の
永
遠
を
願
う

｢
九
歌
｣
の

主
題

(そ
れ
が
た
め
に
諸
篇
は
'
お
お
む
ね
神
々
が

｢
霊
魂
｣
す
な
わ
ち
詩
中
の

｢
美
人
｣
を
導
き
送
る
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
)
と

対
応
す
る
｡

カ
カ

こ
の
点
､
例
え
ば
'
山
鬼
篇
の
末
句
の

｢離
憂
｣
(憂
ひ
に
離
る
)
と

｢
九
章
｣

う
九

の
懐
沙
篇
及
び
思
美
人
篇
の
｢
鮭
怒
｣
(怒
ひ
に
経
る
)､
｢楚
辞
｣
艶
騒
篇
の
｢艶

う
れ

わぎ
は
ひ

騒
｣
(
騒

ひ

に
離
る
)'
｢楚
辞
｣
招
魂
篇
の

｢
長
離
殊
而
愁
苦
｣
(良
-

殊

に

離
り

て
愁
著
す
)と
は
､
仝
-
同
内
容
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､

し
か
も
そ
れ
は
､
い
ず
れ
も

｢霊
魂
｣
と

｢
形
塊
｣
の
別
離
'
す
な
わ
ち
天
上
罪

に
触
れ
去
っ
た

｢
霊
魂
｣
に
対
し
､
取
り
残
さ
れ
た

｢
形
晩
｣
の
孤
独
感
を
い
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(
こ
れ
は
ま
た
､
招
魂
篇
の
主
題
に
よ
っ
て
十
分
に
証

明
さ
れ
よ
う
)'
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
､
｢
九
歌
｣
の
山
鬼
篇
の
主
題
は

｢
九
章
｣
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は
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稿
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究
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注
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の
中
で
論
究
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た
こ
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が
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の
で
'
詳
し
い
こ
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は
そ
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に
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が
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要
点
を
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ば
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事
実
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銘
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も
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再
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事
実
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こ
と
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般
に
習
俗
や
信
仰
は
伝
説
や
文
学
作
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し
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と
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事
実
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の
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き
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｣
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れ
て
い
る
)
が
'
す
で
に
天
上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た

み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
(詩
中
で
は

｢
君
｣
｢美
人
｣
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
と

の
再
会
を
勉
望
L
t
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
こ
と
を
主

題
と
す
る

一
連
の
歌
群
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
｡

か
つ
､
こ
れ
は
ま
た
､
山
鬼
す
な
わ
ち
山
中
の
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
､
み
ず

か
ら
の

｢
霊
魂
｣
と
の
再
会
を
勉
望
し
'
そ
の
取
-
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し

哀
訴
す
る

｢
九
歌
｣
の
山
鬼
篇
の
主
題
と
脈
絡
す
る
と
と
も
に
､
墓
主
人
の

｢霊

魂
｣
を
神
々
の
霊
威
に
委
ね
て
天
上
界
に
送
り
､
そ
の
永
遠
を
願
う

｢
九
歌
｣
の

主
題

(そ
れ
が
た
め
に
諸
篇
は
'
お
お
む
ね
神
々
が

｢
霊
魂
｣
す
な
わ
ち
詩
中
の

｢
美
人
｣
を
導
き
送
る
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
)
と

対
応
す
る
｡

カ
カ

こ
の
点
､
例
え
ば
'
山
鬼
篇
の
末
句
の

｢離
憂
｣
(憂
ひ
に
離
る
)
と

｢
九
章
｣

う
九

の
懐
沙
篇
及
び
思
美
人
篇
の
｢
鮭
怒
｣
(怒
ひ
に
経
る
)､
｢楚
辞
｣
艶
騒
篇
の
｢艶

う
れ

わぎ
は
ひ

騒
｣
(
騒

ひ

に
離
る
)'
｢楚
辞
｣
招
魂
篇
の

｢
長
離
殊
而
愁
苦
｣
(良
-

殊

に

離
り

て
愁
著
す
)と
は
､
仝
-
同
内
容
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､

し
か
も
そ
れ
は
､
い
ず
れ
も

｢霊
魂
｣
と

｢
形
塊
｣
の
別
離
'
す
な
わ
ち
天
上
罪

に
触
れ
去
っ
た

｢
霊
魂
｣
に
対
し
､
取
り
残
さ
れ
た

｢
形
晩
｣
の
孤
独
感
を
い
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(
こ
れ
は
ま
た
､
招
魂
篇
の
主
題
に
よ
っ
て
十
分
に
証

明
さ
れ
よ
う
)'
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
､
｢
九
歌
｣
の
山
鬼
篇
の
主
題
は

｢
九
章
｣
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(九
篇
)
に
大
き
-
展
開
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
､
等
に
よ
っ

て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
点
､
｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
に
兄
い
だ
し
た
新
事
実
'
及

び
前
漠
の
副
葬
明
器
と
し
て
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
に
よ

っ
て
'
十
分
に

裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
て

｢
九
章
｣
の
主
人
公
の
実
体
は
､
楚
の

｢鬼
｣
す
な
わ
ち
墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
で
あ
り
､
｢
九
葦
｣
(九
篇
)
は
､
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
す
で
に
天
上

界
に
練
れ
去

っ
て
し
ま

っ
た
み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再
会
を
勉
望
し
､
そ
の

取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
主
題
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
る
と
な

る
と
､
次
に
は
'
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
と

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢態

霊
｣
と
が
対
応
す
る
の
と
同
様
に
､
｢
九
章
｣
の
主
人
公
と

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主

人
公

｢篭
霊
｣
と
が
対
応
す
る
こ
と
は
､
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

果
た
し
て
そ
れ
は
､
動
か
し
難
い
象
徴
的
な
形
を
と
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢
九
章
｣
の
情
誼
篇
に
'

きざ
は
し

す

処
雌
娩
之
標
顛

拠
青
冥
而
穏
虹
号

遂
憶
忽
而
耶
天

(中
略
)

鴻
民
意
以
轍
霧
号

隠
眠
山
以
清
江

(中
略
)

漂
顧
崩
其
上
下
今

異
遥
遥
其
左
右

と
あ
る
よ
う
に
､
｢
九
章
｣

雌
塊
の
標
顕
に
処
り

の

青
葉
に
拠
り
て
虹
を
嬢

べな

遂
に
億
忽
と
し
て
天
を
耶
づ

よ

みお
ろ

山昆
嵩
に
濁
り
て
以
て
霧
を
撤
し

ぴ
ん
ぎ
ん

よ

眠
山
に
隠
-
て
以
て
江
を
清
ま
す

た
だ
よ

漂

ひ

て
願
々
と
し
て
其
れ
上
下
し

か
け

異

り
て
遥
々
と
し
て
其
れ
左
右
す

の
主
人
公

(｢
屈
原
｣
)
は
'
揚
子
江
を
遡
り
､
や
が
て

欲
釈
階
而
登
天
今

と
あ
り
'
同
じ
-
情
誼

篇
に
'

欲
高
飛
而
遠
集
号

と
あ
り
'
渉
江
篇
に
､

世
渦
濁
而
莫
余
知
号

吾
方
高
馳
而
不
顧

駕
青
札
号
駐
日
璃

吾
与
垂
華

遂
瑞
之
固

登
箆
寄
号
食
玉
英

与
天
地
号
同
寿

与
日
月
号

同
光

階

を

釈

て
て
天
に
登
ら
ん
と
欲
す

と
ど

高
-
飛
び
て
遠
-
集
ま
ら
ん
と
欲
す

世
潤
濁
し
て
余
を
知
る
美
し

ま
さ

吾
方
に
高
-
馳
せ
て
顧
み
ず

青
札
に
駕
し
て
白
婦
を
鯵
に
し

吾
重
華
と
瑞
の
園
に
遊
び･.

山昆
嵩
に
登
り
て
玉
英
を
食
ひ

天
地
と
寿
を
同
じ
-
し

日
月
と
光
を
同
じ
-
せ
ん

と
あ
-
､
そ
し

て
'
こ
れ
ら
の
理
想
を
直
接
承
け
る
悲
回
風
篇
に
､

上
高
巌
之
嶋
岸
今

高
巌
の
哨
岸
に
上
-

嵩
釜
山

･
嶋
山
に
至

っ
て
悲
願
の
飛
糊
能
力
を
獲
得
す
る
が
､
す
で
に
見
た
よ
-

に
'

一
方
の

｢楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
も
ま
た
､
楚
の
地
か
ら
逃
げ

て
揚
子
江
を
遡
-
､
眠
山
の
麓
に
至

っ
て
復
生
す
る
｡

つ
ま
り
'
と
も
に
昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
'
時
代
を
戦
国

時
代
に
設
定
し
､
詩
の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江

･
昆
喬
山

･
眠
山
と
い
う
よ

う
に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点
で
も
対
応
す
る
｡
動
か
し
難
い
対
応
と
す
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
｡

因
み
に
'
こ
こ
に
い
う
昆
吉
山
は
､
『准
南
子
』
の
地
形
訓
に
は
､

I-.

烏
鷺
の
丘
､
或
し
上
る
こ
と
こ
れ
に
倍
す
れ
ば
､
こ
れ
を
涼
風
の
山
と
謂
ふ
0

こ
れ
に
登
れ
ば
不
死
と
な
る
｡

と
あ
り
へ
ま
た

｢楚
辞
｣
と
極
め
て
関
わ
り
深
い

『山
海
経
』
の
西
山
経
に
は
'

西
南
四
百
里
を
､
昆
禽
丘
と
日
ふ
｡
こ
れ
実
に

(天
)
帝
の
下
都
な
り
｡

と
あ
る
｡

ま
た
'
赤
塚
忠
の

『楚
辞
研
究
』
(研
文
社
)
に
よ
れ
ば
'

崖
喬
は
､
｢
昆
命
｣
｢
幌
愉
｣
な
ど
と
も
書
き
､
ま
た
昆
合
山
と
も
昆
命
丘
と

も
い
う
｡
『蘭
雅
』
釈
山
に
は

｢
三
成
を
鹿
姶
丘
と
な
す
｣
と
あ
る
が
､
こ
れ

は
痕
の
音
が
揮

･
混
な
ど
と
同
じ
で
丸
い
意
を
表
す
の
で
､
丸
い
三
段
を
成
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(九
篇
)
に
大
き
-
展
開
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
､
等
に
よ
っ

て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
こ
の
点
､
｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
に
兄
い
だ
し
た
新
事
実
'
及

び
前
漠
の
副
葬
明
器
と
し
て
の

｢重
圏
精
白
鏡
｣
の
銘
文
群
に
よ

っ
て
'
十
分
に

裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
て

｢
九
章
｣
の
主
人
公
の
実
体
は
､
楚
の

｢鬼
｣
す
な
わ
ち
墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
で
あ
り
､
｢
九
葦
｣
(九
篇
)
は
､
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
す
で
に
天
上

界
に
練
れ
去

っ
て
し
ま

っ
た
み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再
会
を
勉
望
し
､
そ
の

取
り
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す
る
主
題
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
る
と
な

る
と
､
次
に
は
'
山
鬼
篇
の
主
人
公

｢
山
鬼
｣
と

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢態

霊
｣
と
が
対
応
す
る
の
と
同
様
に
､
｢
九
章
｣
の
主
人
公
と

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主

人
公

｢篭
霊
｣
と
が
対
応
す
る
こ
と
は
､
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡

果
た
し
て
そ
れ
は
､
動
か
し
難
い
象
徴
的
な
形
を
と
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢
九
章
｣
の
情
誼
篇
に
'

きざ
は
し

す

処
雌
娩
之
標
顛

拠
青
冥
而
穏
虹
号

遂
憶
忽
而
耶
天

(中
略
)

鴻
民
意
以
轍
霧
号

隠
眠
山
以
清
江

(中
略
)

漂
顧
崩
其
上
下
今

異
遥
遥
其
左
右

と
あ
る
よ
う
に
､
｢
九
章
｣

雌
塊
の
標
顕
に
処
り

の

青
葉
に
拠
り
て
虹
を
嬢

べな

遂
に
億
忽
と
し
て
天
を
耶
づ

よ

み
お
ろ

山昆
嵩
に
濁
り
て
以
て
霧
を
撤
し

ぴ
ん
ぎ
ん

よ

眠
山
に
隠
-
て
以
て
江
を
清
ま
す

た
だ
よ

漂

ひ

て
願
々
と
し
て
其
れ
上
下
し

か
け

異

り
て
遥
々
と
し
て
其
れ
左
右
す

の
主
人
公

(｢
屈
原
｣
)
は
'
揚
子
江
を
遡
り
､
や
が
て

欲
釈
階
而
登
天
今

と
あ
り
'
同
じ
-
情
誼

篇
に
'

欲
高
飛
而
遠
集
号

と
あ
り
'
渉
江
篇
に
､

世
渦
濁
而
莫
余
知
号

吾
方
高
馳
而
不
顧

駕
青
札
号
駐
日
璃

吾
与
垂
華

遂
瑞
之
固

登
箆
寄
号
食
玉
英

与
天
地
号
同
寿

与
日
月
号

同
光

階

を

釈

て
て
天
に
登
ら
ん
と
欲
す

と
ど

高
-
飛
び
て
遠
-
集
ま
ら
ん
と
欲
す

世
潤
濁
し
て
余
を
知
る
美
し

ま
さ

吾
方
に
高
-
馳
せ
て
顧
み
ず

青
札
に
駕
し
て
白
婦
を
鯵
に
し

吾
重
華
と
瑞
の
園
に
遊
び･.

山昆
嵩
に
登
り
て
玉
英
を
食
ひ

天
地
と
寿
を
同
じ
-
し

日
月
と
光
を
同
じ
-
せ
ん

と
あ
-
､
そ
し

て
'
こ
れ
ら
の
理
想
を
直
接
承
け
る
悲
回
風
篇
に
､

上
高
巌
之
嶋
岸
今

高
巌
の
哨
岸
に
上
-

嵩
釜
山

･
嶋
山
に
至

っ
て
悲
願
の
飛
糊
能
力
を
獲
得
す
る
が
､
す
で
に
見
た
よ
-

に
'

一
方
の

｢楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
も
ま
た
､
楚
の
地
か
ら
逃
げ

て
揚
子
江
を
遡
-
､
眠
山
の
麓
に
至

っ
て
復
生
す
る
｡

つ
ま
り
'
と
も
に
昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
'
時
代
を
戦
国

時
代
に
設
定
し
､
詩
の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江

･
昆
喬
山

･
眠
山
と
い
う
よ

う
に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点
で
も
対
応
す
る
｡
動
か
し
難
い
対
応
と
す
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
｡

因
み
に
'
こ
こ
に
い
う
昆
吉
山
は
､
『准
南
子
』
の
地
形
訓
に
は
､

I-.

烏
鷺
の
丘
､
或
し
上
る
こ
と
こ
れ
に
倍
す
れ
ば
､
こ
れ
を
涼
風
の
山
と
謂
ふ
0

こ
れ
に
登
れ
ば
不
死
と
な
る
｡

と
あ
り
へ
ま
た

｢楚
辞
｣
と
極
め
て
関
わ
り
深
い

『山
海
経
』
の
西
山
経
に
は
'

西
南
四
百
里
を
､
昆
禽
丘
と
日
ふ
｡
こ
れ
実
に

(天
)
帝
の
下
都
な
り
｡

と
あ
る
｡

ま
た
'
赤
塚
忠
の

『楚
辞
研
究
』
(研
文
社
)
に
よ
れ
ば
'

崖
喬
は
､
｢
昆
命
｣
｢
幌
愉
｣
な
ど
と
も
書
き
､
ま
た
昆
合
山
と
も
昆
命
丘
と

も
い
う
｡
『蘭
雅
』
釈
山
に
は

｢
三
成
を
鹿
姶
丘
と
な
す
｣
と
あ
る
が
､
こ
れ

は
痕
の
音
が
揮

･
混
な
ど
と
同
じ
で
丸
い
意
を
表
す
の
で
､
丸
い
三
段
を
成
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す
山
が
幌
輪
山
だ
と
解
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
畦
嶋
山
神
話
の
起
源
を
示

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
｡
嶋
崎
は
魂
の
緩
言
で
あ
る
｡
飛
び
抜
け
て
い
る
こ

た-
ら
く

ち
ん
り
ん

と
を
卓
の
緩
言
の
卓
肇

･
卓
控
な
ど
と
い
い
､
深
-
沈
む
こ
と
を
沈

冷

と
い

う
の
と
同
じ
趣
向
で
あ
っ
て
､

一
語
を
子
音
を
異
に
す
る
畳
韻
の
二
語
化
し

て
余
情
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
｡
岨
嶋
と
は
､
魂
の
山
と
い
う
意
味
で
あ
る
0

と
あ
る
よ
う
に
､
そ
う
し
た
伝
承
の
生
ず
る
起
源
が
考
証
さ
れ
論
証
さ
れ
て
い

る
｡さ

ら
に
は
'
漠
代
の
楚
の
地
方
か
ら
出
土
の
墓
主
人
の
棺
に
箆
嵩
山
が
描
か
れ

て
い
た
り
注
11
'
棺
衣
の
｢
昇
仙
図
｣
に
嵩
富
山
が
描
か
れ
て
い
た
り
注
12
㌧
墓
主
人

ぽ
ひ

の
魂
の
象
徴
で
あ
る
墓
碑
は
'
山昆
蕃
山
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ

れ
て
い
る
事
実
も
あ
る
注
13
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
'
上
の

｢
九
章
｣
の
渉
江
篇
に
い

う

｢
昆
寄
｣
も
悲
回
風
篇
に
い
う

｢箆
寄
｣
も
､
楚
の
地
方
の
葬
送
習
俗
に
お
け

る
昇
仙
思
想
と
死
生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
､
死
者
の
た
ま
し
い
を
表
す

｢魂
｣
字
の

音
と
意
味
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ
た
､
想
像
上
の
山
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
｡

l
方
う
そ
の
島
寄
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
嶋
山
は
､
『萄
王
本
紀
』
(篭
霊
伝
)

及
び
こ
れ
を
引
-
末
の
楽
史
の

『太
平
実
字
記
』
(巻
七
十
二
)
に
､

ぴ
んぎ
ん

李
泳
､
秦
の
時
を
以
て
萄
守
と
為
る
0
枚

山

(-1
嘱
山
に
同
じ
)
を
謂
ひ
て

ことナ】と

天
影
閑
と
為
し
'
号
し
て
天
彰
門
と
日
ふ
｡

(李
泳
)
云
ふ
'
亡
者

悉
-
其

1J.')

の
中
に
過
り
鬼
神
精
神
し
ば
し
ば
見
ゆ
t
と
｡

と
伝
承
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
嶋
山
は
'
亡
者

･
鬼
神
精
神
の
集
う
山
だ
と
い

う
の
で
あ
る
｡
｢楚
辞
｣
理
解
上
､
注
目
に
値
す
る
伝
承
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
た

だ
し
'
悲
回
風
篇
に
お
い
て
峰
山
が
箆
釜
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
理
由
は
'
嶋

山
は
亡
者

･
鬼
神
精
神
の
集
う
山
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
ろ
う
｡

と
い
う
の
は
､
峰
山
が
箆
蕃
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
の
は
う
上
に
見
た

｢
昆

嵩
｣
の
音
と
意
味
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
､
嶋
山
の

｢
嶋
｣
の
音
と
意
味
に
真
の

理
由
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

(な
お
､
眠
山
の
｢
嶋
｣
は
､

音
通
で

｢
帽
｣
に
も

｢
岐
｣
に
も

｢滑
｣
に
も

｢
汝
｣
に
も
作
る
)0

す
な
わ
ち
､
『准
南
子
』
氾
論
訓
篇
の

｢
渦
王
専
用
淳
歯
｣
の
注
に
､

ぴん

滑
は
牧

水

の
汝
と
讃
む
｡

こん

ぴ
ん

と
あ
る
よ
う
に
'
｢
滑

｣

字
に
は
｢
汝

｣

の
音
も
あ
る
｡
ま
た
､
『史
記
』
屈
原
伝

の

『索
隠
』
に
'

汝
汝
は
猶
ほ
昏
暗
不
明
の
ご
と
き
な
り
｡

ぴん

こん

び
ん

と
あ
る
よ
う
に
､
｢
枚

｣

の
意
味
を
｢
昏

｣

字
で
説
明
し
て
い
る
o
｢
汝

｣

字
を
｢
昏
｣

字
に
よ
っ
て
す
る
こ
の
説
明
は
､
音
の
説
明
で
あ
る
と
同
時
に
'
意
味
の
説
明
で

こん

も
あ
っ
て
'
つ
ま
り
は

｢
枚
｣
字
は
､
昏
の
音
で
､
暗
い
意
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
｡
す
る
と
'
渦
･
汝
･
昏
は
同
音
で
仮
借
関
係
に
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
ま
た
､

例
え
ば
'
『説
文
通
訓
走
声
』
滑
字
の
条
に
､

ぴ
ん

つ-

(渦
は
)
列
子
の
釈
文
は
借
り
て

嶋

に

為

る

と
謂
ふ
O

と
あ
り
､
『史
記
』
夏
本
紀

｢
汝
幡
既
就
｣
の

『索
隠
』
に
､

汝
は

1
に
帽
に
作
る
O
又
た
峡
に
作
る
｡

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
た
､
『説
文
通
訓
定
声
』
昏
字
の
条
に
､

(昏
の
)
古
韻
-
-
素
間
の
八
正
神
明
論
に
お
い
て
は
神

･
昏
･
雲
に
叶
す
｡

と
あ
っ
て
､
神

･
昏

･
雲
は
叶
韻
関
係
に
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
､
『説
文
通
訓
走
声
』

雲
字
の
条
に
､

う
ん

(雲
の
)
古
韻
-
-
荘
子
の
馬
蹄
に
お
い
て
は
神

･
魂
･

云

に

叶
す
｡

と
あ
っ
て
'
神
･魂
二
石
は
叶
韻
関
係
に
あ
っ
た
o
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
､
『詩
経
』

鄭
風

･
出
其
東
門
篇

｢
柳
柴
我
貞
｣
の

『経
典
釈
文
』
に
'

う
ん

こ
ん

た
ま
し
い

(員
の
)
音
は

云

｡
本
亦
た
云
に
作
る
｡
韓
詩
は
魂

に

作
る
｡
魂
は

神

な

り
｡

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

し
か
し
て
以
上
か
ら
､
眠

･
魂
は
仮
借
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
｡
す
る
と
､
｢
嶋
山
｣
も

｢箆
富
山
｣
と
同
様
に
､
｢魂
｣
字
の
音
と
意
味
に
塞
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す
山
が
幌
輪
山
だ
と
解
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
畦
嶋
山
神
話
の
起
源
を
示

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
｡
嶋
崎
は
魂
の
緩
言
で
あ
る
｡
飛
び
抜
け
て
い
る
こ

た-
ら
く

ち
ん
り
ん

と
を
卓
の
緩
言
の
卓
肇

･
卓
控
な
ど
と
い
い
､
深
-
沈
む
こ
と
を
沈

冷

と
い

う
の
と
同
じ
趣
向
で
あ
っ
て
､

一
語
を
子
音
を
異
に
す
る
畳
韻
の
二
語
化
し

て
余
情
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
｡
岨
嶋
と
は
､
魂
の
山
と
い
う
意
味
で
あ
る
0

と
あ
る
よ
う
に
､
そ
う
し
た
伝
承
の
生
ず
る
起
源
が
考
証
さ
れ
論
証
さ
れ
て
い

る
｡さ

ら
に
は
'
漠
代
の
楚
の
地
方
か
ら
出
土
の
墓
主
人
の
棺
に
箆
嵩
山
が
描
か
れ

て
い
た
り
注
11
'
棺
衣
の
｢
昇
仙
図
｣
に
嵩
富
山
が
描
か
れ
て
い
た
り
注
12
㌧
墓
主
人

ぽ
ひ

の
魂
の
象
徴
で
あ
る
墓
碑
は
'
山昆
蕃
山
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ

れ
て
い
る
事
実
も
あ
る
注
13
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
'
上
の

｢
九
章
｣
の
渉
江
篇
に
い

う

｢
昆
寄
｣
も
悲
回
風
篇
に
い
う

｢箆
寄
｣
も
､
楚
の
地
方
の
葬
送
習
俗
に
お
け

る
昇
仙
思
想
と
死
生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
､
死
者
の
た
ま
し
い
を
表
す

｢魂
｣
字
の

音
と
意
味
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ
た
､
想
像
上
の
山
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

な
い
｡

l
方
う
そ
の
島
寄
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
嶋
山
は
､
『萄
王
本
紀
』
(篭
霊
伝
)

及
び
こ
れ
を
引
-
末
の
楽
史
の

『太
平
実
字
記
』
(巻
七
十
二
)
に
､

ぴ
んぎ
ん

李
泳
､
秦
の
時
を
以
て
萄
守
と
為
る
0
枚

山

(-1
嘱
山
に
同
じ
)
を
謂
ひ
て

ことナ】と

天
影
閑
と
為
し
'
号
し
て
天
彰
門
と
日
ふ
｡

(李
泳
)
云
ふ
'
亡
者

悉
-
其

1J.')

の
中
に
過
り
鬼
神
精
神
し
ば
し
ば
見
ゆ
t
と
｡

と
伝
承
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
嶋
山
は
'
亡
者

･
鬼
神
精
神
の
集
う
山
だ
と
い

う
の
で
あ
る
｡
｢楚
辞
｣
理
解
上
､
注
目
に
値
す
る
伝
承
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡
た

だ
し
'
悲
回
風
篇
に
お
い
て
峰
山
が
箆
釜
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
理
由
は
'
嶋

山
は
亡
者

･
鬼
神
精
神
の
集
う
山
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
ろ
う
｡

と
い
う
の
は
､
峰
山
が
箆
蕃
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
の
は
う
上
に
見
た

｢
昆

嵩
｣
の
音
と
意
味
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
､
嶋
山
の

｢
嶋
｣
の
音
と
意
味
に
真
の

理
由
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

(な
お
､
眠
山
の
｢
嶋
｣
は
､

音
通
で

｢
帽
｣
に
も

｢
岐
｣
に
も

｢滑
｣
に
も

｢
汝
｣
に
も
作
る
)0

す
な
わ
ち
､
『准
南
子
』
氾
論
訓
篇
の

｢
渦
王
専
用
淳
歯
｣
の
注
に
､

ぴん

滑
は
牧

水

の
汝
と
讃
む
｡

こん

ぴ
ん

と
あ
る
よ
う
に
'
｢
滑

｣

字
に
は
｢
汝

｣

の
音
も
あ
る
｡
ま
た
､
『史
記
』
屈
原
伝

の

『索
隠
』
に
'

汝
汝
は
猶
ほ
昏
暗
不
明
の
ご
と
き
な
り
｡

ぴん

こん

び
ん

と
あ
る
よ
う
に
､
｢
枚

｣

の
意
味
を
｢
昏

｣

字
で
説
明
し
て
い
る
o
｢
汝

｣

字
を
｢
昏
｣

字
に
よ
っ
て
す
る
こ
の
説
明
は
､
音
の
説
明
で
あ
る
と
同
時
に
'
意
味
の
説
明
で

こん

も
あ
っ
て
'
つ
ま
り
は

｢
枚
｣
字
は
､
昏
の
音
で
､
暗
い
意
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
｡
す
る
と
'
渦
･
汝
･
昏
は
同
音
で
仮
借
関
係
に
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
ま
た
､

例
え
ば
'
『説
文
通
訓
走
声
』
滑
字
の
条
に
､

ぴ
ん

つ-

(渦
は
)
列
子
の
釈
文
は
借
り
て

嶋

に

為

る

と
謂
ふ
O

と
あ
り
､
『史
記
』
夏
本
紀

｢
汝
幡
既
就
｣
の

『索
隠
』
に
､

汝
は

1
に
帽
に
作
る
O
又
た
峡
に
作
る
｡

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
た
､
『説
文
通
訓
定
声
』
昏
字
の
条
に
､

(昏
の
)
古
韻
-
-
素
間
の
八
正
神
明
論
に
お
い
て
は
神

･
昏
･
雲
に
叶
す
｡

と
あ
っ
て
､
神

･
昏

･
雲
は
叶
韻
関
係
に
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
､
『説
文
通
訓
走
声
』

雲
字
の
条
に
､

う
ん

(雲
の
)
古
韻
-
-
荘
子
の
馬
蹄
に
お
い
て
は
神

･
魂
･

云

に

叶
す
｡

と
あ
っ
て
'
神
･魂
二
石
は
叶
韻
関
係
に
あ
っ
た
o
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
､
『詩
経
』

鄭
風

･
出
其
東
門
篇

｢
柳
柴
我
貞
｣
の

『経
典
釈
文
』
に
'

う
ん

こ
ん

た
ま
し
い

(員
の
)
音
は

云

｡
本
亦
た
云
に
作
る
｡
韓
詩
は
魂

に

作
る
｡
魂
は

神

な

り
｡

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

し
か
し
て
以
上
か
ら
､
眠

･
魂
は
仮
借
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
｡
す
る
と
､
｢
嶋
山
｣
も

｢箆
富
山
｣
と
同
様
に
､
｢魂
｣
字
の
音
と
意
味
に
塞
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づ
-
命
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
'
上
の

｢
九
章
｣
悲
回
風
篇
に
お

い
て
畠
釜
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
眠
山
は
､
山昆
富
山
と
同
様
に
､
楚
の
地
方
の

葬
送
習
俗
に
お
け
る
昇
仙
思
想
と
死
生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
'
死
者
の
た
ま
し
い
を

表
す

｢魂
｣
字
の
音
と
意
味
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ
た
､
想
像
上
の
山
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
注
14
｡
つ
ま
り
は
こ
れ
が
'
｢
九
章
｣
悲
回
風
篇
に
､

よ

み
お
ろ

鳩
畠
寄
以
轍
霧
今

良
禽
に
掘

り
て
以
て
霧
を

畷

し

ぴ
んぎ
ん

よ

隠
嶋
山
以
清
江

眠

山

に
隠
り
て
以
て
江
を
清
ま
す
云
々

と
あ
る
よ

う
に
､
嵩
富
山
と
眠
山
と
が
並
び
称
さ
れ
た
真
の
理
由
で
あ
る
｡

し
か
も
'
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
及
び

『太
平
雲
手
記
』
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
'
眠
山
は
亡
者
･鬼
神
精
神
の
集
う
山
で
あ
る
と
い
う
理
由
も
､
｢
楚
辞
｣
派
江

篇
の
主
人
公

｢寵
霊
｣
が

｢
峰
山
｣
の
麓
に
至
っ
て
に
わ
か
に
復
生
し
た
理
由
も
､

｢
九
章
｣
(九
篇
)
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
が

｢
昆
若
山
｣
｢
眠
山
｣
に
至
っ
て
に
わ

か
に
悲
願
の
飛
糊
能
力
を
獲
得
し
た
理
由
も
､
あ
る
い
は
か
か
る
神
秘
が

｢箆
富

山
｣
｢
嘱
山
｣
と
い
う
特
徴
的
な
場
所
で
起
こ
っ
た
理
由
も
'
こ
れ
に
よ

っ
て
始
め

て
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
は
'
同
時
に
ま
た
'
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢篭
霊
｣
の
実
体
を

さ
ら
に
浮
き
彫
り
に
す
る
だ
け
で
な
-
､
｢
九
章
｣
の
主
人
公

(｢屈
原
｣
)
の
実
体

を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
.
つ
ま
り
'
｢
九
章
｣
の
主
人
公
は

｢楚
辞
｣
派
江
篇

｢寵

霊
｣
と
同
様
に
'
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で
あ
り
､
そ
う
し
た
意
味

で
の
楚
の
伝
説
的
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

な
お
､
｢
九
章
｣
に
お
い
て
第
八
篇
の
橋
頭
篇
に
至
っ
て

｢
后
皇
｣
が
主
人
公
に

｢橘
｣
を
恵
み
も
た
ら
し
た
の
は
､
第

一
篇
の
情
話
篇
以
下
に
お
け
る
主
人
公
の

あ
ら
ん
か
ぎ
り
の

｢哀
訴
｣
に
神
明

｢后
皇
｣
が
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の

点
､
｢楚
辞
｣
に
お
い
て
は

｢魂
晩
維
散
｣
の
主
人
公
の

｢哀
訴
｣
を
承
け
て
､
そ

れ
に
感
動
し
た
天
上
の
神
明

｢帝
｣
が
招
魂
と
い
う
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
る
構

成
に
な
っ
て
い
る
へ

朕
幼
清
以
廉
潔
今

身
服
義
而
未
沫

主
此
盛
徳
号

牽
於
俗
而
蕪

積

上
無
所
考
此
盛
徳
号

長
艶
殊
而
愁
苦

帝
告
重
陽
日

有
人
在
下

我
欲
輔
之

魂
晩
離
散

汝
笠
予
之
云
々

わ
れ朕

､

劫
よ
り
清
以
て
廉
潔
に

や

身
は
義
を
服
し
て
未
だ
沫
ま
ず

此
の
盛
徳
を
主
と
せ
L
に

ぷ
あ
い

俗
に
牽
か
れ
て
蕪
稜
す

レよ
う

上
'
此
の
盛
徳
を
考
ふ
る
所
無
-

わぎ
は

か
か

長
-

映

ひ

に
触

り
て
愁
苦
す

帝
､
重
陽
に
告
げ
て
日
-

人
有
り
下
に
在
り

我
､
之
を
輔
け
ん
と
欲
す

魂
晩
離
散
す

汝
笠
し
て
之
に
予

へ
よ
云
々

と
い
う
'
招
魂
篇
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
注
E3｡

ま
た
'
橋
頭
篇
の

｢
后
皇
｣
が
神
明
で
あ
る
こ
と
は
'
招
魂
篇
と
の
対
応
に
よ

っ
て
指
摘
で
き
る
ほ
か
'
蘇
雪
林
も

『楚
騒
新
話
』
の
中
で
､

后
皇
は
即
ち
天
問

(篇
)
の
后
帝
に
し
て
､
后
帝
は
便
ち
是
れ
死
神
な
り
｡

と
指
摘
し
'
さ
ら
に
'
橘
の

｢受
命
｣
に
つ
い
て
も
､

受
命
は
即
ち
后
土
の
神
の
命
令
を
受
-
る
も
の
な
り
｡
后
土
の
神
の
統
治
す

る
所
の
者
は
'
固
よ
り
地
下
の
実
間
と
為
す
も
'
但
し
地
面
も
亦
た
其
の
管

轄
に
帰
す
る
な
り
｡

と
指
摘
す
る
ご
と
-
で
あ
る
｡

ま
た
'
｢
九
章
｣
の
主
人
公
が
第
九
篇
の
悲
回
風
篇
に
至
っ
て
に
わ
か
に
飛
期
舵

力
を
獲
得
す
る
の
は
'
橋
頭
篇
の
神
明
｢后
皇
｣
に
よ
っ
て
恵
み
与
え
ら
れ
た
｢
橘
｣

を
賛
美
す
る
こ
と
が
伏
線
と
な
っ
て
い
る
が
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
学
会
口
頭

発
表
資
料

｢
『楚
辞
』
九
章
の
橋
頭
篇
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
ー

九
章
の
主

題
の
解
明
に
向
け
て
-

｣
及
び

｢
『楚
辞
』
九
章
の
特
質
と
橋
頭
篇

に

つ
い
て
注
S
J

を
踏
ま
え
'
稿
を
改
め
て
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
注
17
｡
こ
れ
も
ま
た
､
上
の
判
断

を
十
分
に
裏
付
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
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づ
-
命
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
'
上
の

｢
九
章
｣
悲
回
風
篇
に
お

い
て
畠
釜
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
眠
山
は
､
山昆
富
山
と
同
様
に
､
楚
の
地
方
の

葬
送
習
俗
に
お
け
る
昇
仙
思
想
と
死
生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
'
死
者
の
た
ま
し
い
を

表
す

｢魂
｣
字
の
音
と
意
味
に
基
づ
い
て
命
名
さ
れ
た
､
想
像
上
の
山
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
注
14
｡
つ
ま
り
は
こ
れ
が
'
｢
九
章
｣
悲
回
風
篇
に
､

よ

み
お
ろ

鳩
畠
寄
以
轍
霧
今

良
禽
に
掘

り
て
以
て
霧
を

畷

し

ぴ
んぎ
ん

よ

隠
嶋
山
以
清
江

眠

山

に
隠
り
て
以
て
江
を
清
ま
す
云
々

と
あ
る
よ

う
に
､
嵩
富
山
と
眠
山
と
が
並
び
称
さ
れ
た
真
の
理
由
で
あ
る
｡

し
か
も
'
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
及
び

『太
平
雲
手
記
』
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
'
眠
山
は
亡
者
･鬼
神
精
神
の
集
う
山
で
あ
る
と
い
う
理
由
も
､
｢
楚
辞
｣
派
江

篇
の
主
人
公

｢寵
霊
｣
が

｢
峰
山
｣
の
麓
に
至
っ
て
に
わ
か
に
復
生
し
た
理
由
も
､

｢
九
章
｣
(九
篇
)
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
が

｢
昆
若
山
｣
｢
眠
山
｣
に
至
っ
て
に
わ

か
に
悲
願
の
飛
糊
能
力
を
獲
得
し
た
理
由
も
､
あ
る
い
は
か
か
る
神
秘
が

｢箆
富

山
｣
｢
嘱
山
｣
と
い
う
特
徴
的
な
場
所
で
起
こ
っ
た
理
由
も
'
こ
れ
に
よ

っ
て
始
め

て
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
は
'
同
時
に
ま
た
'
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢篭
霊
｣
の
実
体
を

さ
ら
に
浮
き
彫
り
に
す
る
だ
け
で
な
-
､
｢
九
章
｣
の
主
人
公

(｢屈
原
｣
)
の
実
体

を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
.
つ
ま
り
'
｢
九
章
｣
の
主
人
公
は

｢楚
辞
｣
派
江
篇

｢寵

霊
｣
と
同
様
に
'
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で
あ
り
､
そ
う
し
た
意
味

で
の
楚
の
伝
説
的
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

な
お
､
｢
九
章
｣
に
お
い
て
第
八
篇
の
橋
頭
篇
に
至
っ
て

｢
后
皇
｣
が
主
人
公
に

｢橘
｣
を
恵
み
も
た
ら
し
た
の
は
､
第

一
篇
の
情
話
篇
以
下
に
お
け
る
主
人
公
の

あ
ら
ん
か
ぎ
り
の

｢哀
訴
｣
に
神
明

｢后
皇
｣
が
感
動
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の

点
､
｢楚
辞
｣
に
お
い
て
は

｢魂
晩
維
散
｣
の
主
人
公
の

｢哀
訴
｣
を
承
け
て
､
そ

れ
に
感
動
し
た
天
上
の
神
明

｢帝
｣
が
招
魂
と
い
う
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
る
構

成
に
な
っ
て
い
る
へ

朕
幼
清
以
廉
潔
今

身
服
義
而
未
沫

主
此
盛
徳
号

牽
於
俗
而
蕪

積

上
無
所
考
此
盛
徳
号

長
艶
殊
而
愁
苦

帝
告
重
陽
日

有
人
在
下

我
欲
輔
之

魂
晩
離
散

汝
笠
予
之
云
々

わ
れ朕

､

劫
よ
り
清
以
て
廉
潔
に

や

身
は
義
を
服
し
て
未
だ
沫
ま
ず

此
の
盛
徳
を
主
と
せ
L
に

ぷ
あ
い

俗
に
牽
か
れ
て
蕪
稜
す

レよ
う

上
'
此
の
盛
徳
を
考
ふ
る
所
無
-

わぎ
は

か
か

長
-

映

ひ

に
触

り
て
愁
苦
す

帝
､
重
陽
に
告
げ
て
日
-

人
有
り
下
に
在
り

我
､
之
を
輔
け
ん
と
欲
す

魂
晩
離
散
す

汝
笠
し
て
之
に
予

へ
よ
云
々

と
い
う
'
招
魂
篇
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
注
E3｡

ま
た
'
橋
頭
篇
の

｢
后
皇
｣
が
神
明
で
あ
る
こ
と
は
'
招
魂
篇
と
の
対
応
に
よ

っ
て
指
摘
で
き
る
ほ
か
'
蘇
雪
林
も

『楚
騒
新
話
』
の
中
で
､

后
皇
は
即
ち
天
問

(篇
)
の
后
帝
に
し
て
､
后
帝
は
便
ち
是
れ
死
神
な
り
｡

と
指
摘
し
'
さ
ら
に
'
橘
の

｢受
命
｣
に
つ
い
て
も
､

受
命
は
即
ち
后
土
の
神
の
命
令
を
受
-
る
も
の
な
り
｡
后
土
の
神
の
統
治
す

る
所
の
者
は
'
固
よ
り
地
下
の
実
間
と
為
す
も
'
但
し
地
面
も
亦
た
其
の
管

轄
に
帰
す
る
な
り
｡

と
指
摘
す
る
ご
と
-
で
あ
る
｡

ま
た
'
｢
九
章
｣
の
主
人
公
が
第
九
篇
の
悲
回
風
篇
に
至
っ
て
に
わ
か
に
飛
期
舵

力
を
獲
得
す
る
の
は
'
橋
頭
篇
の
神
明
｢后
皇
｣
に
よ
っ
て
恵
み
与
え
ら
れ
た
｢
橘
｣

を
賛
美
す
る
こ
と
が
伏
線
と
な
っ
て
い
る
が
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
学
会
口
頭

発
表
資
料

｢
『楚
辞
』
九
章
の
橋
頭
篇
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
ー

九
章
の
主

題
の
解
明
に
向
け
て
-

｣
及
び

｢
『楚
辞
』
九
章
の
特
質
と
橋
頭
篇

に

つ
い
て
注
S
J

を
踏
ま
え
'
稿
を
改
め
て
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
注
17
｡
こ
れ
も
ま
た
､
上
の
判
断

を
十
分
に
裏
付
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
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い
ず
れ
に
せ
よ
'
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
､
｢
九
章
｣
の
主
人
公
は
'
｢楚
辞
｣

派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
と
同
様
に
､
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で

あ
り
､
そ
う
し
た
意
味
で
の
楚
の
伝
説
的
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
つ
ま

り
は
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
は
､
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
と
同
様
に
'
楚
の
｢鬼
｣

(墓
主
人
の

｢形
晩
｣
)
を
人
格
化
し
た
虚
構
の
人
物
の
伝
記
で
あ
る
可
能
性
が

益
々
高
い
｡四

覇
の
王

｢
望
帝
｣
と
楚
の
王

｢懐
王
｣

と
こ
ろ
で
､
以
上
に
は
､
｢楚
辞
｣
派
江
篇
の
内
容
と

｢楚
辞
｣
主
要
作
品
の
内

容
と
は
､
と
も
に
昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
､
時
代
を
戦
国
時

代
に
設
定
し
､
詩
の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江
･
｢魂
｣
の
山
で
あ
る
箆
嵩
山
･

嶋
山
と
い
う
よ
う
に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点
で
も
対
応
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
､
同
時
に
'
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
の
実
体
と

｢
楚
辞
｣
主
要

作
品
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
の
実
体
は
､
と
も
に
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
)

で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
が
､
こ
こ
に
さ
ら
に
､
葛
の
王

｢
望
帝
｣
の
実
体
と
楚
の
圭

｢懐
王
｣
の
実
体
は
､
と
も
に

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
点

で
対
応
す
る
と
い
う
'
興
味
あ
る
事
実
が
あ
る
｡

のば

す
な
わ
ち
､
『覇
王
本
紀
』
に
お
い
て
､
楚
か
ら
上
っ
た

｢髄
霊
｣
を
見
込
ん
で

宰
相
に
抜
擢
L
t
や
が
て
こ
れ
に
王
位
を
譲
る
苛
の
王

｢
望
帝
｣
は
､
名
は
ほ
と

と
ぎ
す
の
別
名

｢杜
宇
｣
で
あ
り
､
も
と
天
か
ら
下
り

(前
引
の
揚
雄
の

｢
軍
都

賦
｣
も
参
照
)'
｢髄
霊
｣
に
禅
譲
の
後

(前
引
の
張
子
平
の
｢
思
雲
賦
｣
も
参
照
)'

死
し
て

｢
ほ
と
と
ぎ
す
｣
に
化
す
が
'
そ
の

｢望
帝
｣
の
実
体
は
'
｢
陽
｣
の
気
の

た
ぐ
い
､
す
な
わ
ち
天
上
界
か
ら
旋
還
し
た

｢霊
魂
｣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
､
こ

れ
に
対
し
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
お
い
て
'
｢
屈
原
｣
の
主
君
で
あ
る
と
さ
れ
る

楚
の
王

｢懐
王
｣
は
'
｢
楚
辞
｣
で
は

｢
君
｣
｢上
｣
｢美
人
｣
と
尊
称
さ
れ
､
あ
る

い
は

｢放
子
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
へ
そ
の
実
体
は
､
主
人

公
を
見
捨
て
て
天
上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た

｢霊
魂
｣
で
あ
る
と
い
う
､
か

か
る
対
応
が
そ
れ
で
あ
る
｡

『宥
王
本
紀
』
に
お
け
る
苛
の
王

｢
望
帝
｣
の
実
体
が
､
｢
陽
｣
の
気
の
た
ぐ
い
'

す
な
わ
ち

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
も
と
天
上
界
か
ら
下
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と

や
､
名
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
別
名

｢杜
字
｣
で
あ
る
こ
と
や
､
死
し
て

｢
ほ
と
と
ぎ

す
｣
に
化
し
た
こ
と
等
に
照
ら
し
て
疑
い
な
い
｡
｢鳥
｣
と

｢
霊
魂
｣
の
関
係
に
つ

い
て
は
､
後
述
す
る
ご
と
-
で
あ
る
｡

ま
た
､
｢
楚
辞
｣
に
お
い
て
｢
君
｣
｢上
｣
｢美
人
｣
と
尊
称
さ
れ
､
あ
る
い
は
｢放

子
｣
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
実
体
が
､
楚
の
王

｢懐
王
｣
で
は
な
-
､
墓
主

人
の
｢
霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
例
え
ば
'
｢
九
歌
｣
に
お
い
て
は
､
少
司
令
す
な

こう
ばう

わ
ち
人
間
の
寿
命
や
運
命
を
司
る
女
神

(句
菅
の
妻
)
が
､
夫
と
の
再
会

(神
婚
)

を
得
た
こ
と
､
及
び
天
上
界
に
導
-
べ
き
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
目
に
留
め
て
こ

れ
の
昇
り
来
る
の
を
待
ち
望
ん
で
い
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
と
見
る
べ
き
少
司
令

篇
に
､秋

蘭
号

廉
蕪

羅
生
号

堂
下

緑
葉
号
素
枝

芳
井
葬

今
襲
予

夫
人
自
有

号
美
子

諌
何
以
今

愁
苦

秋
蘭
号
音

青

緑
菓
号
紫
茎

満
堂
号
美
人

忽
独
与

余
今
日
成

人
不
言
号
出

不
辞

乗
回
風
号

載
雲
旗

(見
下
ろ
せ
ば
)
秋
蘭
と
廃
棄
と

堂
下
に
羅
生
す

緑
葉
と
素
枝

芳
葬
々
と
し
て
予
を
襲
ふ

夫
れ

(神
な
る
)
人
に
は
自
ら

(昇
り
釆
た
る
)

美
な
る
子
有
り

(我
が
夫
な
る
)
藻
.'
何
を
以
て
愁
苦
す
る
や

秋
蘭
は
青
々
た
り

緑
葉
と
紫
茎
と

み
や

(
ふ
と
見
遣
れ
ば
)
満
堂
の
美
人

(日
尊
い
霊
魂
)

忽
ち
独
り
余
と
目
成
す

も
の
い

(そ
の
美
人
)
入
る
に
言
は
ず
出
づ
る
に
辞
せ
ず

た

回
風
に
乗
り
て
雲
旗
を
載
つ
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い
ず
れ
に
せ
よ
'
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
､
｢
九
章
｣
の
主
人
公
は
'
｢楚
辞
｣

派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
と
同
様
に
､
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で

あ
り
､
そ
う
し
た
意
味
で
の
楚
の
伝
説
的
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
つ
ま

り
は
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
は
､
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
と
同
様
に
'
楚
の
｢鬼
｣

(墓
主
人
の

｢形
晩
｣
)
を
人
格
化
し
た
虚
構
の
人
物
の
伝
記
で
あ
る
可
能
性
が

益
々
高
い
｡四

覇
の
王

｢
望
帝
｣
と
楚
の
王

｢懐
王
｣

と
こ
ろ
で
､
以
上
に
は
､
｢楚
辞
｣
派
江
篇
の
内
容
と

｢楚
辞
｣
主
要
作
品
の
内

容
と
は
､
と
も
に
昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
､
時
代
を
戦
国
時

代
に
設
定
し
､
詩
の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江
･
｢魂
｣
の
山
で
あ
る
箆
嵩
山
･

嶋
山
と
い
う
よ
う
に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点
で
も
対
応
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
､
同
時
に
'
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
の
実
体
と

｢
楚
辞
｣
主
要

作
品
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
の
実
体
は
､
と
も
に
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
)

で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
が
､
こ
こ
に
さ
ら
に
､
葛
の
王

｢
望
帝
｣
の
実
体
と
楚
の
圭

｢懐
王
｣
の
実
体
は
､
と
も
に

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
点

で
対
応
す
る
と
い
う
'
興
味
あ
る
事
実
が
あ
る
｡

のば

す
な
わ
ち
､
『覇
王
本
紀
』
に
お
い
て
､
楚
か
ら
上
っ
た

｢髄
霊
｣
を
見
込
ん
で

宰
相
に
抜
擢
L
t
や
が
て
こ
れ
に
王
位
を
譲
る
苛
の
王

｢
望
帝
｣
は
､
名
は
ほ
と

と
ぎ
す
の
別
名

｢杜
宇
｣
で
あ
り
､
も
と
天
か
ら
下
り

(前
引
の
揚
雄
の

｢
軍
都

賦
｣
も
参
照
)'
｢髄
霊
｣
に
禅
譲
の
後

(前
引
の
張
子
平
の
｢
思
雲
賦
｣
も
参
照
)'

死
し
て

｢
ほ
と
と
ぎ
す
｣
に
化
す
が
'
そ
の

｢望
帝
｣
の
実
体
は
'
｢
陽
｣
の
気
の

た
ぐ
い
､
す
な
わ
ち
天
上
界
か
ら
旋
還
し
た

｢霊
魂
｣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
､
こ

れ
に
対
し
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
お
い
て
'
｢
屈
原
｣
の
主
君
で
あ
る
と
さ
れ
る

楚
の
王

｢懐
王
｣
は
'
｢
楚
辞
｣
で
は

｢
君
｣
｢上
｣
｢美
人
｣
と
尊
称
さ
れ
､
あ
る

い
は

｢放
子
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
へ
そ
の
実
体
は
､
主
人

公
を
見
捨
て
て
天
上
界
に
離
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た

｢霊
魂
｣
で
あ
る
と
い
う
､
か

か
る
対
応
が
そ
れ
で
あ
る
｡

『宥
王
本
紀
』
に
お
け
る
苛
の
王

｢
望
帝
｣
の
実
体
が
､
｢
陽
｣
の
気
の
た
ぐ
い
'

す
な
わ
ち

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
も
と
天
上
界
か
ら
下
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と

や
､
名
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
別
名

｢杜
字
｣
で
あ
る
こ
と
や
､
死
し
て

｢
ほ
と
と
ぎ

す
｣
に
化
し
た
こ
と
等
に
照
ら
し
て
疑
い
な
い
｡
｢鳥
｣
と

｢
霊
魂
｣
の
関
係
に
つ

い
て
は
､
後
述
す
る
ご
と
-
で
あ
る
｡

ま
た
､
｢
楚
辞
｣
に
お
い
て
｢
君
｣
｢上
｣
｢美
人
｣
と
尊
称
さ
れ
､
あ
る
い
は
｢放

子
｣
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
の
実
体
が
､
楚
の
王

｢懐
王
｣
で
は
な
-
､
墓
主

人
の
｢
霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
例
え
ば
'
｢
九
歌
｣
に
お
い
て
は
､
少
司
令
す
な

こう
ばう

わ
ち
人
間
の
寿
命
や
運
命
を
司
る
女
神

(句
菅
の
妻
)
が
､
夫
と
の
再
会

(神
婚
)

を
得
た
こ
と
､
及
び
天
上
界
に
導
-
べ
き
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
目
に
留
め
て
こ

れ
の
昇
り
来
る
の
を
待
ち
望
ん
で
い
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
と
見
る
べ
き
少
司
令

篇
に
､秋

蘭
号

廉
蕪

羅
生
号

堂
下

緑
葉
号
素
枝

芳
井
葬

今
襲
予

夫
人
自
有

号
美
子

諌
何
以
今

愁
苦

秋
蘭
号
音

青

緑
菓
号
紫
茎

満
堂
号
美
人

忽
独
与

余
今
日
成

人
不
言
号
出

不
辞

乗
回
風
号

載
雲
旗

(見
下
ろ
せ
ば
)
秋
蘭
と
廃
棄
と

堂
下
に
羅
生
す

緑
葉
と
素
枝

芳
葬
々
と
し
て
予
を
襲
ふ

夫
れ

(神
な
る
)
人
に
は
自
ら

(昇
り
釆
た
る
)

美
な
る
子
有
り

(我
が
夫
な
る
)
藻
.'
何
を
以
て
愁
苦
す
る
や

秋
蘭
は
青
々
た
り

緑
葉
と
紫
茎
と

み
や

(
ふ
と
見
遣
れ
ば
)
満
堂
の
美
人

(日
尊
い
霊
魂
)

忽
ち
独
り
余
と
目
成
す

も
の
い

(そ
の
美
人
)
入
る
に
言
は
ず
出
づ
る
に
辞
せ
ず

た

回
風
に
乗
り
て
雲
旗
を
載
つ
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図 1 長沙馬主堆 1号漠墓 (前漠初期)出土の ｢昇仙図｣と ｢楚辞｣九歌の対照図

(拙著 『楚辞の九歌の意味するものについて (副題あり)』に基づ く)
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悲
莫
悲
今

生
別
離

楽
莫
楽
号

新
相
知

荷
表
号

意
帯

億
而
釆

号
忽
而
逝

夕
宿
号
帝
郊

君
誰
須

号
雲
之
際

与
女
遊
号
九
河

衛
鳳
至
号

水
揚
波

与
女
汰
号

威
池

暗
女
髪
号
陽
之
阿

望
美
人
号

末
来

臨
風
悦
号

浩
歌

孔
蓋
号

翠
施

登
九
天

骨
撫
萱
星

殊
長
剣
号

擁
幼
文

藻
独
宜
今
為
民
正

(神
な
る
我
に
と
っ
て
は
)
悲
し
き
は

(夫
と
の
)

な

生
別
離
よ
り
悲
し
き
は
莫
-

楽
し
き
は

(昇
-
来
た
る
美
人
-1
霊
魂
と
の
)
節

相
知
よ
り
楽
し
さ
は
美
しころ
-ち

(
か
の
美
人
)
荷
の
表
し
青
の
帯
し

億
と
し
て
来
た
り
忽
と
し
て
逝
-

(
が
ご
と
し
)

(さ
て
も
)
夕
べ
に

(上
)
帝
の
郊
に
宿
れ
ば
ま

(我
が
夫
な
る
)
君
､
誰
を
か
雲
の
際
に
須
つ

な
ん
じ

(
さ
て
も
)
女
と
九
河
に
遊
べ
ば

衝
風
至

っ
て
'
水
､
波
を
揚
ぐ

女
と
威
池
に
休
し

かわ

女
の
髪
を
陽
の
阿
に
晴
か
さ
ん

(
か
の
)
美
人

(
-1
尊
い
霊
魂
)
を
望
め
ど
も
未

だ
釆
た
ら
ず

こ
､つ

(見
遣
れ
ば
送
る
人
々
)
風
に
臨
ん
で
悦
と
し
て

浩
歌
す(

さ
れ
ば
)
孔
蓋
と
翠
族
と
を
も
て

ぷ

九
天
に
登
っ
て
撃
星
を
撫
し
お
か
ん

と

(戟
)
長
剣
を
凍
り
て
幼
文
を
擁
す

諌
独
-
宜
し
-
民
の
正
と
為
る
べ
し

導
-
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
と
見
る
べ
き
東
君
篇
に
､

と
ん

敬
将
出
号
東
方

照
吾
鑑
号
扶
桑

撫
余
馬
今
安
駆

夜
攻
改
号

既
明

駕
龍
斬
号
乗
雷

載
雲
旗
号
委
蛇

長
大
息
号
将
上

心
低
個
号

顧
懐

売
声
色
号

娯
人

観
者
憤
号
忘
帰

敬
と
し
て
将
に
東
方
に
出
で
ん
と
し
て

吾
が
鑑
を
扶
桑
に
照
ら
す

余
が
馬
を
撫
し
て
安
ら
か
に
駆
-
れ
ば

夜
は
疲
々
と
し
て
既
に
明
-

(
ふ
と
下
界
を
見
下
ろ
せ
ば
人
の
霊
魂
)
龍
薪
に

駕
し
て
雷
に
乗
り

た

雲
旗
を
載
て
て
委
蛇
た
り

(
か
の
人
)
長
大
息
し
て
将
に

(天
上
界
に
)
上

ら
ん
と
す
れ
ど

お
も

心
は
低
個
し
て
顧
み
懐
ふ
が
ご
と
し

あ
あ克

声
色

(
か
の
)
人
を
娯
し
ま
し
む
る

観
る
者
憶
と
し
て
帰
る
を
忘
る

と
あ
る
ご
と
く

で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
右
の
｢
美
人
｣
の
実
体
が
､
｢懐
王
｣
で
は
な
-
､
ま
た
大
司
命
で
も

な
-
､
墓
主
人
の
｢霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
｡
し
か
も
'

こ
の
事
実
は
'
長
沙
馬
王
堆

一
号
漠
墓

(前
漢
初
期
)
か
ら
出
土
の
棺
衣
に
描
か

れ
た

｢
昇
仙
図
｣
と
'
同

一
主
題
の
異
表
現
と
い
い
得
る
内
容
を
も
っ
て
確
と
対

応
す
る
.
つ
ま
り
､

一
次
資
料
に
よ
っ
て
十
分
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
､
東
君
す
な
わ
ち
太
陽
の
御
者
が
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に

(下
略
)

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
｢龍
椀
に
駕
し
て
雷
に
乗
り
｣
｢
長
大
息
し
て
将
に

(天

上
界
に
)
上
ら
ん
と
す
｣
る
人
も
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
る
点
で
全
-
同
様

で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
河
伯
篇
の

｢美
人
｣
も
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
る
点
で

全
-
同
様
で
あ
る

(図
版
I
を
参
照
)｡

要
す
る
に
､
｢
九
歌
｣
(十
一
篇
)
の
真
の
主
人
公
は
'
神
々
で
は
な
-
墓
主
人

の

｢霊
魂
｣
(話
中
で
は

｢美
人
｣
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
り
､
｢
九
歌
｣

は
神
々
を
祭
る
歌
で
も
相
連
続
す
る
歌
舞
劇
で
も

一
長
編
の
神
楽
で
も
な
-
'
墓

主
人
の

｢
霊
魂
｣
を
天
上
界
に
送
り
､
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題
に

一
連
す
る
歌
群

な
の
で
あ
る
注
18
｡

し
か
ら
ば
､
｢
九
章
｣
の
｢
美
人
｣
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
え
ば
'
例
え
ば
'
忠

お′＼

美
人
篇
に
､
｢媒
｣
｢
言
､
結
ん
で
語
る
｣
｢
言
を
浮
雲
に
寄
す
｣
｢
帰
鳥
に
因
り
て

おく
り▲むの

辞
を
致
す
｣
｢
(高
辛
の
霊
の
盛
ん
な
る
､
さ
れ
ば
)
玄
鳥
に
遭
ひ
て
藷

を

致
す
｣

(鳥
に
つ
い
て
は

『詩
経
』
大
雅
の
早
麓
篇
に
､
｢
鳶
は
飛
ん
で
天
に
戻
る
｣
と
あ
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楽
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楽
号

新
相
知

荷
表
号

意
帯

億
而
釆

号
忽
而
逝

夕
宿
号
帝
郊

君
誰
須

号
雲
之
際

与
女
遊
号
九
河

衛
鳳
至
号

水
揚
波

与
女
汰
号

威
池

暗
女
髪
号
陽
之
阿

望
美
人
号

末
来

臨
風
悦
号

浩
歌

孔
蓋
号

翠
施

登
九
天

骨
撫
萱
星

殊
長
剣
号

擁
幼
文

藻
独
宜
今
為
民
正

(神
な
る
我
に
と
っ
て
は
)
悲
し
き
は

(夫
と
の
)

な

生
別
離
よ
り
悲
し
き
は
莫
-

楽
し
き
は

(昇
-
来
た
る
美
人
-1
霊
魂
と
の
)
節

相
知
よ
り
楽
し
さ
は
美
しころ
-ち

(
か
の
美
人
)
荷
の
表
し
青
の
帯
し

億
と
し
て
来
た
り
忽
と
し
て
逝
-

(
が
ご
と
し
)

(さ
て
も
)
夕
べ
に

(上
)
帝
の
郊
に
宿
れ
ば
ま

(我
が
夫
な
る
)
君
､
誰
を
か
雲
の
際
に
須
つ

な
ん
じ

(
さ
て
も
)
女
と
九
河
に
遊
べ
ば

衝
風
至

っ
て
'
水
､
波
を
揚
ぐ

女
と
威
池
に
休
し

かわ

女
の
髪
を
陽
の
阿
に
晴
か
さ
ん

(
か
の
)
美
人

(
-1
尊
い
霊
魂
)
を
望
め
ど
も
未

だ
釆
た
ら
ず

こ
､つ

(見
遣
れ
ば
送
る
人
々
)
風
に
臨
ん
で
悦
と
し
て

浩
歌
す(

さ
れ
ば
)
孔
蓋
と
翠
族
と
を
も
て

ぷ

九
天
に
登
っ
て
撃
星
を
撫
し
お
か
ん

と

(戟
)
長
剣
を
凍
り
て
幼
文
を
擁
す

諌
独
-
宜
し
-
民
の
正
と
為
る
べ
し

導
-
霊
威
の
あ
る
こ
と
を
啓
示
す
る
詩
と
見
る
べ
き
東
君
篇
に
､

と
ん

敬
将
出
号
東
方

照
吾
鑑
号
扶
桑

撫
余
馬
今
安
駆

夜
攻
改
号

既
明

駕
龍
斬
号
乗
雷

載
雲
旗
号
委
蛇

長
大
息
号
将
上

心
低
個
号

顧
懐

売
声
色
号

娯
人

観
者
憤
号
忘
帰

敬
と
し
て
将
に
東
方
に
出
で
ん
と
し
て

吾
が
鑑
を
扶
桑
に
照
ら
す

余
が
馬
を
撫
し
て
安
ら
か
に
駆
-
れ
ば

夜
は
疲
々
と
し
て
既
に
明
-

(
ふ
と
下
界
を
見
下
ろ
せ
ば
人
の
霊
魂
)
龍
薪
に

駕
し
て
雷
に
乗
り

た

雲
旗
を
載
て
て
委
蛇
た
り

(
か
の
人
)
長
大
息
し
て
将
に

(天
上
界
に
)
上

ら
ん
と
す
れ
ど

お
も

心
は
低
個
し
て
顧
み
懐
ふ
が
ご
と
し

あ
あ克

声
色

(
か
の
)
人
を
娯
し
ま
し
む
る

観
る
者
憶
と
し
て
帰
る
を
忘
る

と
あ
る
ご
と
く

で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
右
の
｢
美
人
｣
の
実
体
が
､
｢懐
王
｣
で
は
な
-
､
ま
た
大
司
命
で
も

な
-
､
墓
主
人
の
｢霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
｡
し
か
も
'

こ
の
事
実
は
'
長
沙
馬
王
堆

一
号
漠
墓

(前
漢
初
期
)
か
ら
出
土
の
棺
衣
に
描
か

れ
た

｢
昇
仙
図
｣
と
'
同

一
主
題
の
異
表
現
と
い
い
得
る
内
容
を
も
っ
て
確
と
対

応
す
る
.
つ
ま
り
､

一
次
資
料
に
よ
っ
て
十
分
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
､
東
君
す
な
わ
ち
太
陽
の
御
者
が
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に

(下
略
)

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
｢龍
椀
に
駕
し
て
雷
に
乗
り
｣
｢
長
大
息
し
て
将
に

(天

上
界
に
)
上
ら
ん
と
す
｣
る
人
も
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
る
点
で
全
-
同
様

で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
河
伯
篇
の

｢美
人
｣
も
､
墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
で
あ
る
点
で

全
-
同
様
で
あ
る

(図
版
I
を
参
照
)｡

要
す
る
に
､
｢
九
歌
｣
(十
一
篇
)
の
真
の
主
人
公
は
'
神
々
で
は
な
-
墓
主
人

の

｢霊
魂
｣
(話
中
で
は

｢美
人
｣
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
り
､
｢
九
歌
｣

は
神
々
を
祭
る
歌
で
も
相
連
続
す
る
歌
舞
劇
で
も

一
長
編
の
神
楽
で
も
な
-
'
墓

主
人
の

｢
霊
魂
｣
を
天
上
界
に
送
り
､
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題
に

一
連
す
る
歌
群

な
の
で
あ
る
注
18
｡

し
か
ら
ば
､
｢
九
章
｣
の
｢
美
人
｣
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
え
ば
'
例
え
ば
'
忠

お′＼

美
人
篇
に
､
｢媒
｣
｢
言
､
結
ん
で
語
る
｣
｢
言
を
浮
雲
に
寄
す
｣
｢
帰
鳥
に
因
り
て

おく
り▲むの

辞
を
致
す
｣
｢
(高
辛
の
霊
の
盛
ん
な
る
､
さ
れ
ば
)
玄
鳥
に
遭
ひ
て
藷

を

致
す
｣

(鳥
に
つ
い
て
は

『詩
経
』
大
雅
の
早
麓
篇
に
､
｢
鳶
は
飛
ん
で
天
に
戻
る
｣
と
あ
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な
か
だ
ち

る
の
も
参
考
)'
｢帝
京
を
し
て
以
て

理

と

為
き
し
む
｣
｢
芙
蓉
に
因
-
て
妹
と
為
き

し
む
｣
(香
草
は
｢
反
魂
の
香
｣
｢
更
生
の
葦
｣
)
等
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
'
主
人
公
の
思
慕
す
る

｢美
人
｣
が
天
上
界
に
離
れ
去
っ
た

｢
霊
魂
｣
で
あ
る

こ
と
を
裏
付
け
る
の
に
十
分
で
あ
る
｡
前
漠
の
副
葬
明
器
と
し
て
の

｢
心
思
美
人

鏡
｣
の
銘
文
も
､
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
の
に
十
分
で
あ
る

(な
お
､
前
漠
の
副

葬
明
器
と
し
て
の

｢
心
思
美
人
鏡
｣
の
銘
文
は
､
思
美
人
篇
の
原
素
材
と
な
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
)0

こ
の
点
､
抽
恩
篇
に
'

の

結
微
情
以
陳
詞
号

微
情
を
結
ん
で
以
て
詞
を
陳
べ

あ

カ

矯
以
遠
夫
美
人

矯
げ
て
以
て
夫
の
美
人

(尊
い
霊
魂
)
に
遺
ら
ん

と
す

と
あ
る

｢美
人
｣
も
､
ま
た
､
離
騒
篇
に
'

惟
草
木
之
零
落
号

惟
れ
草
木
の
零
落
す
る
が
ご
と
-

恐
美
人
之
遅
暮

美
人

(尊
い
霊
魂
)
の
遅
暮
す
る
こ
と
を
恐
る

と
あ
る

｢
美
人
｣
も
､
仝
-
同
様
で
あ
る
｡

あ
る
い
は
ま
た
'
｢
九
章
｣
の
悲
回
風
篇
に
､

な
げ

ぬぐ

孤
子
唆
而
孜
涙
号

孤
子
は
瞳
き
て
涙
を
技
ひ

放
子
出
而
不
還

放
子
は
出
で
て
還
ら
ず

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る

｢
孤
子
｣
と

｢放
子
｣
は
'
清
の
徐
燥
龍
の

『屈
辞
洗
髄
』

(巻
四
)
に
､

或
ひ
は
謂
へ
ら
-
'
孤
子
を
孤
臣
と
為
し
､
放
子
を
懐
王
と
為
す
も
'
亦
た

可
な
-
､
と
｡

と
あ
る
よ
う
に
､
｢
孤
子
｣
は

｢
屈
原
｣
と
目
さ
れ
､
｢放
子
｣
は

｢懐
王
｣
と
目

さ
れ
て
い
る

(
こ
れ
は
実
証
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
'
明
ら
か
な

誤
解
で
あ
る
｡
従
来
の

｢楚
辞
｣
の
解
釈
に
は
こ
う
し
た
例
が
す
こ
ぶ
る
多
い
)

が
'
実
は
こ
こ
は
､
『礼
記
』
の
郊
特
牲
篇
に
､

(人
死
)
魂
気
帰
干
天

(人
の
死
す
る
や
)
魂
気
は
天
に
帰
し

形
晩
帰
干
地

形
塊
は
地
に
帰
す

と
あ
り
､
｢
楚
辞
｣
遠
道
篇
に
､

神
像
忽
而
不
反
今

神
は
億
忽
と
し
て
反
ら
ず

形
枯
椙
両
独
留

形
は
枯
稿
し
て
独
り
留
ま
る

と
あ
り
'
司
馬
相
如
の
長
門
膳
に
'

魂
倫
侠
而
不
返
今
､

魂
は
橡
侠
し
て
返
ら
ず

形
枯
楕
而
独
居

形
は
枯
稿
し
て
独
居
す

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
類
型
的
な
表
現
に
照
ら
し
て
解
す
べ
き
で
､
こ
れ
ら
に

照
ら
せ
ば
､
｢
孤
子
云
々
､
放
子
云
々
｣
と
い
う
表
現
は
'
人
の
死
を
｢魂
塊
匪
散
｣

と
い
-
形
で
と
ら
え
る
当
時
の
死
生
観
と
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
悲
回
風
篇
の

｢
放
子
｣
は

｢
霊
魂
｣
の
換
言
で
あ
-
､
｢
孤

子
｣
は

｢
形
晩
｣
の
換
言
で
あ
る
｡
｢
九
章
｣
の
主
人
公

｢屈
原
｣
の
実
体
は
､
人

の
死
せ
る
肉
骨
の
陰
気
薄
然
と
し
て
独
り
存
し
て
依
る
所
無
き
者
で
あ
る
｡

｢
九
章
｣
に
あ
っ
て
は
こ
の
点
'
哀
郡
篇
に
､

鳥
飛
反
故
郷
号

鳥
は
飛
ん
で
故
郷
に
反
-

狐
死
必
首
丘

狐
は
死
し
て
は
必
ず
丘
に
首
す

と
あ
る
の
も
､
全
-
同
様
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
｢鳥
｣
は
｢
霊
魂
｣
の
換
言
で
あ
り
､

｢
弧
｣
は

｢形
塊
｣
の
換
言
で
あ
る
｡

な
お
'
｢鳥
｣
と

｢霊
魂
｣
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば
､
死
者
の
霊
魂
を
逮

っ
た
り
招
い
た
り
す
る

｢
送
魂
｣
や

｢
招
魂
｣
の
儀
式
に
､
鳥
裳
の
人
物
が
鳥
の

羽
を
用
い
て
舞
い
を
ま
う
場
合
の
あ
る
こ
と
を
始
め
と
し
て
､
枚
挙
に
暇
が
な
い

注
19
｡
上
に
見
た
､
苛
の
王

｢
望
帝
｣
が
死
し
て

｢
ほ
と
と
ぎ
す
｣
に
化
し
た
と
い

-
の
も
､
も
と
よ
り

｢鳥
｣
と

｢
霊
魂
｣
の
関
係
の
深
さ
に
よ
る
｡

一
万
㌧
｢
狐
｣
と

｢
形
晩
｣
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
例
え
ば
､
『説
文
解
字
』
狐

字
の
条
に
'

M)

ま
く
り

狐
は
欣
獣
な
り
｡
鬼
の
乗
る
所
な
-
･-
‥
死
す
れ
ば
則
ち
丘
に
首
す
｡

と
あ
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
｢鬼
と
は
､
人
の
死
し
た
る
魂
･晩
を
鬼
と
為
す
｣
(
『正
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草
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魂
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更
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等
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表
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の

は
'
主
人
公
の
思
慕
す
る
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が
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界
に
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れ
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た
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霊
魂
｣
で
あ
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こ
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の
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前
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明
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し
て
の

｢
心
思
美
人

鏡
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の
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も
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の
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裏
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の
銘
文
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こ
の
点
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抽
恩
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に
'

の

結
微
情
以
陳
詞
号

微
情
を
結
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で
以
て
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を
陳
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あ

カ

矯
以
遠
夫
美
人

矯
げ
て
以
て
夫
の
美
人

(尊
い
霊
魂
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に
遺
ら
ん

と
す

と
あ
る
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人
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も
､
ま
た
､
離
騒
篇
に
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木
之
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れ
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木
の
零
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す
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が
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恐
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す
る
こ
と
を
恐
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と
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あ
る
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は
ま
た
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九
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回
風
篇
に
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な
げ
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孤
子
唆
而
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瞳
き
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涙
を
技
ひ
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而
不
還

放
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は
出
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て
還
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ず

と
あ
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の
に
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と
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子
｣
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子
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あ
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｣
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ぶ
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特
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独
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と
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で
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で
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で
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と
は
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ら
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肉
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所
無
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に
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は
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郡
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飛
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故
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鳥
は
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故
郷
に
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-

狐
死
必
首
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は
死
し
て
は
必
ず
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に
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す

と
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の
も
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同
様
で
あ
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つ
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｣
は
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の
換
言
で
あ
り
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弧
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は
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の
換
言
で
あ
る
｡

な
お
'
｢鳥
｣
と

｢霊
魂
｣
の
関
係
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば
､
死
者
の
霊
魂
を
逮

っ
た
り
招
い
た
り
す
る

｢
送
魂
｣
や

｢
招
魂
｣
の
儀
式
に
､
鳥
裳
の
人
物
が
鳥
の

羽
を
用
い
て
舞
い
を
ま
う
場
合
の
あ
る
こ
と
を
始
め
と
し
て
､
枚
挙
に
暇
が
な
い

注
19
｡
上
に
見
た
､
苛
の
王

｢
望
帝
｣
が
死
し
て

｢
ほ
と
と
ぎ
す
｣
に
化
し
た
と
い

-
の
も
､
も
と
よ
り

｢鳥
｣
と

｢
霊
魂
｣
の
関
係
の
深
さ
に
よ
る
｡

一
万
㌧
｢
狐
｣
と

｢
形
晩
｣
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
例
え
ば
､
『説
文
解
字
』
狐

字
の
条
に
'

M)

ま
く
り

狐
は
欣
獣
な
り
｡
鬼
の
乗
る
所
な
-
･-
‥
死
す
れ
ば
則
ち
丘
に
首
す
｡

と
あ
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
｢鬼
と
は
､
人
の
死
し
た
る
魂
･晩
を
鬼
と
為
す
｣
(
『正
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字
通
』
)
と
は
､
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
｡
こ
こ
の
｢鬼
｣
は
う
む
ろ
ん
晩
､
つ

ま
り
墓
主
人
の

｢
形
塊
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
れ
ら
の
事
実
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
､
｢楚
辞
｣
に
お
い
て
｢
君
｣

｢
上
｣
｢美
人
｣
と
尊
称
さ
れ
'
あ
る
い
は

｢
放
子
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
対
象
の

実
体
が
'
死
者
の
｢霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
つ
ま
り
､
｢
九
歌
｣
の
｢美

人
｣
と

｢
九
章
｣
の

｢美
人
｣
と
は
'
実
体
は
と
も
に

｢霊
魂
｣
で
あ
る
と
い
-

点
で

一
致
す
る
｡

し
か
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
'
『萄
王
本
紀
』
に
お
け
る
｢
望
帝
｣
の
実
体
は
､

天
上
界
か
ら
旋
還
し
た
｢
霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と
と
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
お
い
て
､

｢
屈
原
｣
の
主
君
で
あ
る
と
さ
れ
る
楚
の
王

｢懐
王
｣
は
'
｢楚
辞
｣
主
要
作
品
で

は

｢
君
｣
｢
上
｣
｢美
人
｣
と
尊
称
さ
れ
､
あ
る
い
は

｢
放
子
｣
と
表
現
さ
れ
て
い

る
も
の
の
'
そ
の
実
体
は
'
天
上
界
に
離
れ
去
っ
た

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
こ
と

(
か

か
る
原
因
は
'
｢
楚
辞
｣
を
政
治
に
絡
め
て
解
釈
し
た
こ
と
に
起
こ
っ
て
い
よ
-
)

と
は
､
確
実
に
対
応
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
の
こ
と
は
､

上
に
見
た

｢髄
霊
｣
と

｢
屈
原
｣
の
例
に
照
ら
し
て
も
異
と
し
な
い
〇

五

『覇
王
本
紀
』
(篭
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝

さ
て
'
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
内
容
と

｢楚
辞
｣
主
要
作
品
の
内
容
と
は
'
と
も
に

昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
'
時
代
を
戦
国
時
代
に
設
定
し
'
詩

の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江
･
｢魂
｣
の
山
で
あ
る
箆
富
山
･
嶋
山
と
い
う
よ
う

に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点
で
も
対
応
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
､
同
時
に
､

｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公

｢髄
霊
｣
の
実
体
と

｢
楚
辞
｣
主
要
作
品
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
の
実
体
は
'
と
も
に
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で
あ
る
と
い

う
点
で
対
応
す
る
こ
と
を
論
証
し
､
こ
れ
を
承
け
､
右
に
は
'
葛
の
王

｢
望
帝
｣

の
実
体
と
楚
の
王

｢懐
王
｣
と
目
さ
れ
て
い
る
者
の
実
体
は
'
と
も
に

｢霊
魂
｣

で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
証
し
た
が
､
次
に
は
､
『覇
王
本

紀
』
(篭
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
と
が
対
応
す
る
と
い
う
'
興
味
あ
る
事
実

に
つ
い
て
論
究
を
進
め
た
い
と
思
う
｡

『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
と
が
対
応
す
る
と
判
断
す
る

根
拠
は
､
お
よ
そ
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､

一
つ
に
は
､
『覇
王
本
紀
』
(寵
霊
伝
)
に
お
け
る
､
秦
の
｢悪
王
｣

が

｢
張
儀
｣
等
の
策
略
を
用
い
て
苛
の
国
土
を
略
奪
す
る
内
容
と
'
『史
記
』
の
屈

原
伝
に
お
け
る
､
秦
の
｢恵
王
｣
が
｢
張
儀
｣
等
の
策
略
を
用
い
て
楚
の
国
土
を
略

奪
す
る
内
容
と
は
､
ほ
と
ん
ど
同
内
容
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

具
体
的
に
は
､
『買
主
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
に
'

秦
の
恵
王
の
時
､
萄
王
､
秦
に
降
ら
ず
'
秦
も
亦
た
道
の
苛
に
出
づ
る
無
し
｡

萄
王
､
万
余
人
の
博
を
徒
し
て
褒
谷
に
猟
し
､
卒
に
秦
の
恵
三
に
見
ゆ
｡
恵

王
'
金

一
笥
を
以
て
萄
王
に
遣
る
｡
萄
王
､
報
ゆ
る
に
礼
物
を
以
て
す
る
に
､

礼
物
尽
-
化
し
て
土
と
為
る
｡
秦
王
大
い
に
怒
る
｡
臣
下
皆
再
拝
稽
首
L
へ

賀
し
て
日
-
､
土
は
地
な
-
｡
秦
は
苛
に
当
た
れ
､
と
｡
秦
王
､
相
見
ふ
の

処
を
亡
は
ん
こ
と
を
恐
れ
'
乃
ち
五
石
午
を
刻
L
t
金
を
其
の
後
に
置
-
0

有
人
'
こ
れ
を
見
て
以
為

へ
ら
-
､
牛
能
-
金
を
大
便
す
る
な
ら
ん
へ
と
｡

萄
王
､
以
て
然
-
と
為
し
､
即
ち
卒
千
人
を
発
し
､
五
丁
力
士
を
し
て
牛
に

施
し
て
道
を
成
き
し
め
､
三
枚
を
式
部
に
置
-
｡
秦
の
道
､
乃
ち
通
ず
る
を

得
た
-
｡
石
牛
の
力
な
り
｡
後
に
丞
相
張
儀
等
を
通
は
し
て
､
石
牛
道
よ
り

苛
を
伐
た
し
む
云
々
｡

と
あ
る
の
と
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
､

し
り
ぞ

屈
乎
既
に
拙

け

ら
れ
'
其
の
後
秦
'
斉
を
伐
た
ん
と
欲
す
｡
斉
､
楚
と
従
親

す
｡
恵
王
こ
れ
を
患
ふ
｡
乃
ち
張
儀
を
し
て
詐
-
て
秦
を
去
-
､
幣
を
厚
-

し
質
を
委
ね
て
楚
に
事

へ
し
め
て
日
-
､
秦
甚
だ
斉
を
憎
む
｡
斉
､
楚
と
従

親
す
｡
楚
誠
に
能
-
斉
に
絶
た
ば
､
秦
､
願
は
-
は
商
於
の
地
六
百
里
を
献

ぜ
ん
t
と
｡
楚
の
懐
王
余
り
て
張
儀
を
信
じ
､
遂
に
斉
に
絶
つ
｡
便
ひ
を
し

め

て
秦
に
如

き
て
受
け
し
む
る
に
､
張
儀
こ
れ
を
詐
り
て
日
-
'
儀
､
王
と
六

里
を
約
す
る
も
､
六
百
里
を
聞
か
ず
､
と
｡
楚
の
便
ひ
怒
り
て
去
-
'
帰
り
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て
懐
王
に
告
ぐ
｡
懐
王
大
い
に
師
を
興
し
て
秦
を
伐
つ
｡
秦
'
兵
を
発
し
て

こ
れ
を
撃
ち
'
大
い
に
楚
の
師
を
丹
新
に
破
り
'
首
を
斬
る
こ
と
八
万
､
楚

-
つか
い

の
将
屈
毎
を
虜
に
し
､
遂
に
楚
の
漠
中
の
地
を
取
る
云
々
｡

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
戯
画
的
内
容
の
対
応
が
そ
れ
で
あ
る
｡

わ
け
て
も
'
秦
の

｢悪
王
｣
と

｢
張
儀
｣
が
､
国
土
略
奪
上
の
こ
と
で

『史
記
』

の
屈
原
伝
に
も

『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
に
も
登
場
す
る
の
は
､
両
者
の
動
か
し

難
い
対
応
の
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
か
か
る
対
応
の
事
実
の
意
味
す
る
も
の

は
'
『寄
主
本
紀
』
(篭
霊
伝
)
の
著
作
の
目
的
'
ひ
い
て
は

『史
記
』
の
屈
原
伝

の
特
質
を
考
え
る
上
で
､
特
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

二
つ
に
は
､
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
に
お
け
る
､
秦
王
が
萄
王
に
対
し
て
婚

姻
の
話
を
も
ち
か
け
'
そ
の
話
に
つ
ら
れ
た
軍
側
が
被
害
に
遭
う
と
い
う
内
容
と
､

『史
記
』
の
屈
原
伝
に
お
け
る
'
秦
王
が
楚
王
に
対
し
て
婚
姻
の
話
を
も
ち
か
け
'

そ
の
話
に
つ
ら
れ
た
楚
側
が
被
害
に
遭
-
と
い
う
内
容
と
は
'
こ
れ
ま
た
類
似
L
t

確
と
対
応
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

具
体
的
に
は
､
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
に
'

こ
こ

是
に
於
い
て
へ
秦
王
､
苛
王
の
色
を
好
む
を
知
-
､
乃
ち
美
女
五
人
を
萄
王

に
献
じ
､
こ
れ
を
愛
せ
し
め
ん
と
す
｡
五
丁
を
し
て
女
を
過
へ
し
め
､
還
り

て
梓
淫
に
至
る
に
､

1
大
蛇
'
山
犬
の
中
に
入
る
を
見
る
o

i
T
t
其
の
尾

を
引
け
ど
も
う
出
だ
す
こ
と
能
は
ず
｡
五
丁
､
乃
ち
共
に
蛇
を
引
-
に
､
山

崩
れ
て
五
丁
を
璽
す
｡
五
丁
'
蛇
を
踏
み
て
大
い
に
叫
ぶ
に
､
秦
王
の
五
女

及
び
送
迎
の
者
'
皆
､
山
に
上
-
化
し
て
石
と
為
る
云
々
｡

と
あ
る
の
と
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
､

時
に
秦
の
昭
王
､
楚
と
婚
L
t
懐
王
と
会
せ
ん
と
欲
す
｡
懐
王
､
行
か
ん
と

欲
す
O
屈
原
日
-
､
秦
は
虎
狼
の
国
な
り
O
信
ず
べ
か
ら
ず
｡
行
-
こ
と
無

き
に
如
か
ず
t
と
｡
懐
王
の
椎
子
'
子
蘭
､
王
に
行
-
こ
と
を
勧
む
｡
奈
何

つひ

ん
ぞ
秦
の
歓
び
を
経
た
ん
t
と
｡
懐
王
卒
に
行
き
､
武
関
に
入
る
｡
秦
､
兵

を
伏
し
て
其
の
後
を
絶
ち
､
因
り
て
懐
王
を
留
め
'
以
て
地
を
割
か
ん
こ
と

を
求
む
｡
懐
王
'
怒
り
て
聴
か
ず
'
亡
げ
て
超
に
走
る
｡
超
､
内
れ
ず
､
復

つひ

た
秦
に
之
-
｡
寛

に
秦
に
死
す
云
々
｡

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
､
戯
画
的
内
容
の
対
応
が
そ
れ
で
あ
る
｡

な
お
､
『萄
王
本
紀
』
の
話
の
内
容
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
'
他
に
も
理
解

し
難
い
よ
-
な
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
ご
と

-
で
あ
る
が
､
右
の

｢秦
は
虎
狼
の
国
な
-
｡
信
ず
べ
か
ら
ず
｡
行
-
こ
と
無
き

に
如
か
ず
｣
と
い
-
諌
言
は
､
『史
記
』
の
楚
世
家
で
は

｢
昭
雄
｣
の
言
と
な
っ
て

い
る
注
20
の
に
'
こ
こ
屈
原
伝
で
は

｢
屈
原
｣
の
言
と
な

っ
て
い
る
こ
と
や
'
｢
(懐

つひ

王
)
亡
げ
て
超
に
走
る
｡
超
､
内
れ
ず
､
復
た
秦
に
之
-
｡
寛

に
秦
に
死
す
｣
と

い
う
-
だ
り
は
'
こ
れ
ま
た
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
､
先
秦
の
諸

書
に
は
絶
え
て

｢屈
原
｣
の
名
を
見
ず
､
『史
記
』
の
楚
世
家
に
し
て
も
､
｢
張
儀

己
に
去
る
｡
屈
原
便
ひ
し
て
膏
よ
り
釆
た
る
｡
王
を
諌
め
て
日
-
'
何
ぞ
張
儀
を

課
せ
ざ
る
､
と
｣
と
あ
る
だ
け
で
あ
り
'
こ
れ
も
､
屈
原
伝
と
の
つ
じ
っ
ま
を
あ

わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
る
と
へ
右
の
記
載
は
恐

ら
-
史
実
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
も
､
胡
適
が

｢
読
楚
辞
｣
に
お
い

て
'

は
な
は

た
よ

史
記
は
本
来
､
根

だ

し
-
は

募

る

べ
か
ら
ず
｡
し
か
し
て
屈
原

･
頁
生
列
伝

は
'
尤
も
そ
れ
弄
る
べ
か
ら
ず
-
-
伝
説
の
屈
原
､
若
し
真
に
そ
の
人
在
ら

ば
､
必
ず
会
生
は
秦

･
漠
以
前
に
在
ら
ず
｡

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
､
理
由
な
し
と
は
し
な
い
｡

つ
ま
り
､
右
の

『覇
王
本
紀
』
(寵
霊
伝
)
の
内
容
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
の
内

容
と
は
､
そ
う
し
た
点
で
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

な
お
'
補
足
と
な
る
が
､
｢篭
霊
｣
は
苛
の
王
と
な
っ
た
後
､
丈
夫
の
化
し
て
女

子
と
な
っ
た
者
と
婚
姻
を
結
ぶ
が
､
｢屈
原
｣
(霊
均
)
は
天
上
界
に
並
行
せ
ん
と

む
す
め

す
る
嵩
嵩
山
越
え
の
途
次
､
も
と
虚
犠
氏
の

女

で

､
洛
水
で
溺
死
し
て
神
と
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
窟
妃

(他
に
は
こ
れ
と
類
す
る
有
城
氏
の
侠
女
や
有
虞
氏
の
二

桃
等
)
と
婚
姻
を
結
ば
ん
と
す
る
｡
つ
ま
-
､
成
否
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
へ
と
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も
に
尋
常
な
ら
ざ
る
婚
姻
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
｡

具
体
的
に
は
'
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
に
､

武
郡
に
丈
夫
有
り
｡
化
し
て
女
子
と
為
る
｡
顔
色
美
好
な
る
は
'
蓋
し
山
の

め
と

精
な
れ
ば
な
-
｡
萄
壬

(髄
霊
)
取
り
て
以
て
妻
と
為
す
云
々
｡

と
あ
る
の
と
'
離
騒
篇
に
'

吾
令
豊
隆
乗
雲
号

吾
､
豊
隆
を
し
て
雲
に
乗
-
て

求
容
妃
之
所
在

藩
妃
の
在
る
所
を
求
め
し
め

解
凧
嬢
以
緒
言
号

侃
譲
を
解
き
て
以
て
言
を
結
び

な
かだ
ち

吾
令
塞
僑
以
為
理

吾
'
塞
情
を
し
て
以
て
理
と
為
き
し
む

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
'
婚
姻
に
関
わ
る
内
容
の
対
応
が
そ
れ
で
あ
る
｡

な
お
'
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
婚
姻
は
'
決
し
て
現
実
の
こ
と
で
は
な
-
､
当
時

の
葬
送
習
俗
に
お
け
る

｢
冥
婚
｣
の
風
習
を
素
材
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
て
こ
こ
で
'
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
と
が
対

応
す
る
事
実
の
意
味
す
る
も
の
を
'
上
に
考
証
し
た
､
｢
楚
辞
｣派
江
篇
の
｢篭
霊
｣

と

｢
九
歌
｣
山
鬼
篇
の
｢
山
鬼
｣
と
の
対
応
､
｢楚
辞
｣
折
江
篇
の
｢
篭
霊
｣
と

｢
九

章
｣
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
と
の
対
応
'
葛
の
王

｢
望
帝
｣
と
楚
の
王

｢懐
王
｣
と

の
対
応
の
事
実
を
重
ね
て
勘
案
す
る
と
'
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で

あ
ろ
う
｡

す
な
わ
ち
'

一
つ
に
は
'
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
は
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
を

粉
本
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

こ
の
点
は
ま
た
､
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
は

『史
記
』
の
屈
原
伝
に
や
や
遅

れ
る
'
前
漠
末
な
い
し
後
漠
初
め
の
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
､
漠
代
に
お
い

て
は
'
｢
楚
辞
｣
や

｢
賦
｣
の
伝
を
書
-
事
実
が
あ
る
の
に
加
え
､
『萄
王
本
紀
』

(篭
霊
伝
)
の
著
者
と
さ
れ
る
揚
雄
は
'
『論
語
』
に
倣

っ
て

『法
言
』
を
作
り
､

『易
経
』
に
倣

っ
て

『大
言
経
』
を
作
り
､
『倉
頴
』
に
倣
っ
て

『訓
纂
』
を
作
り
､

『虞
歳
』
に
倣
っ
て

『州
歳
』
を
作
り
､
同
郷
の
司
馬
相
如
に
倣
っ
て

｢
賦
｣
を

作
り
､
｢
楚
辞
｣
や
楚
の
方
言
に
通
ず
る

一
方
､
｢
屈
原
｣
を
疑

っ
て
離
騒
篇
に
皮

し
て
反
離
騒
と
広
騒
を
作
り
'
｢
九
章
｣
の
情
誼
篇
以
下
懐
沙
篇
に
い
た
る
ま
で
に

反
し
て
畔
牢
愁
を
作

っ
て
い
る
こ
と
'
等
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
る
｡

二
つ
に
は
'
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
の
著
作
の
目
的
は
'
『史
記
』
の
屈
原
伝

の
資
料
性
を
疑
い
､
な
い
し
は
虚
構
性
を
見
抜
き
､
そ
の
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
点
は
ま
た
'
『覇
王
本
紀
』
(寵
霊
伝
)
の
著
者
と
さ
れ
る
揚
雄
は
､
始
め

は

｢
屈
原
｣
を
信
奉
L
t
や
が
て
は

｢
屈
原
｣
を
懐
疑
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と

む
ち

(
『漢
書
』
の
揚
雄
伝
に
引
-
反
離
騒
に
､
｢
落
水
の
溶
妃
を
鞭

う
ち
て
'
屈
原
と

かれ
いひ

彰
背
と
に

飼

せ

ん
｣
と
あ
る
の
は
､
そ
の
極
み
か
)'
『史
記
』
の
屈
原
伝
の
内
容

に
比
べ
､
『覇
王
本
紀
』
(篭
霊
伝
)
の
内
容
は
､
有
り
得
な
い
こ
と
や
理
解
し
難

い
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
粉
本
(
『史
記
』
の
屈
原
伝
)

の
本
質
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
'
等
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
揚
雄
も
ま
た
､
｢
屈
原
｣
は
｢髄

霊
｣
と
同
様
に
禁
の

｢鬼
｣
で
あ
り
'
そ
れ
を
人
格
化
し
た
虚
構
の
人
物
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
た
'
ひ
い
て
は
､
後
世
盛
ん
に
な
る
屈
原
の
実
在
を
疑
-
'
な
い

し
は
否
定
す
る
考
え
方
は
､
す
で
に
前
漠
未
の
揚
雄
に
始
ま
っ
て
い
た
､
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
｡

六
お
わ
リ
に

こ
れ
ま
で
に
何
回
か
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
筆
者
は
､
｢
楚
辞
｣主
要

作
品
の
成
立
基
盤
に
は
､
原
素
材
と
し
て
楚
の
地
方
の
葬
送
習
俗

･
墓
主
人

･
副

葬
品

･
冥
界

･
伝
統
的
死
生
観

･
永
遠
不
死
の
思
想

･
山昆
蕃
山
信
仰
等
が
あ
り
､

文
学
表
現
上
の
素
材
と
し
て

『荘
子
』
『准
南
子
』
『山
海
経
』
等
が
あ
り
'
し
た

が
っ
て
'
｢
楚
辞
｣主
要
作
品
は
'
こ
と
ご
と
-
そ
の
上
に
成
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
｡
ま
た
､
｢楚
辞
｣主
要
作
品
の
成
立
は
'
戦
国
時
代
で
は
な
-
'
前
漠
初
期

か
ら
中
期
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る

(
一
九
八
八
年
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作
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Akita University

も
に
尋
常
な
ら
ざ
る
婚
姻
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
｡

具
体
的
に
は
'
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
に
､

武
郡
に
丈
夫
有
り
｡
化
し
て
女
子
と
為
る
｡
顔
色
美
好
な
る
は
'
蓋
し
山
の

め
と

精
な
れ
ば
な
-
｡
萄
壬

(髄
霊
)
取
り
て
以
て
妻
と
為
す
云
々
｡

と
あ
る
の
と
'
離
騒
篇
に
'

吾
令
豊
隆
乗
雲
号

吾
､
豊
隆
を
し
て
雲
に
乗
-
て

求
容
妃
之
所
在

藩
妃
の
在
る
所
を
求
め
し
め

解
凧
嬢
以
緒
言
号

侃
譲
を
解
き
て
以
て
言
を
結
び

な
かだ
ち

吾
令
塞
僑
以
為
理

吾
'
塞
情
を
し
て
以
て
理
と
為
き
し
む

と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
'
婚
姻
に
関
わ
る
内
容
の
対
応
が
そ
れ
で
あ
る
｡

な
お
'
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
婚
姻
は
'
決
し
て
現
実
の
こ
と
で
は
な
-
､
当
時

の
葬
送
習
俗
に
お
け
る

｢
冥
婚
｣
の
風
習
を
素
材
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
て
こ
こ
で
'
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
と
が
対

応
す
る
事
実
の
意
味
す
る
も
の
を
'
上
に
考
証
し
た
､
｢
楚
辞
｣派
江
篇
の
｢篭
霊
｣

と

｢
九
歌
｣
山
鬼
篇
の
｢
山
鬼
｣
と
の
対
応
､
｢楚
辞
｣
折
江
篇
の
｢
篭
霊
｣
と

｢
九

章
｣
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
と
の
対
応
'
葛
の
王

｢
望
帝
｣
と
楚
の
王

｢懐
王
｣
と

の
対
応
の
事
実
を
重
ね
て
勘
案
す
る
と
'
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で

あ
ろ
う
｡

す
な
わ
ち
'

一
つ
に
は
'
『覇
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
は
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
を

粉
本
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

こ
の
点
は
ま
た
､
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
は

『史
記
』
の
屈
原
伝
に
や
や
遅

れ
る
'
前
漠
末
な
い
し
後
漠
初
め
の
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
､
漠
代
に
お
い

て
は
'
｢
楚
辞
｣
や

｢
賦
｣
の
伝
を
書
-
事
実
が
あ
る
の
に
加
え
､
『萄
王
本
紀
』

(篭
霊
伝
)
の
著
者
と
さ
れ
る
揚
雄
は
'
『論
語
』
に
倣

っ
て

『法
言
』
を
作
り
､

『易
経
』
に
倣

っ
て

『大
言
経
』
を
作
り
､
『倉
頴
』
に
倣
っ
て

『訓
纂
』
を
作
り
､

『虞
歳
』
に
倣
っ
て

『州
歳
』
を
作
り
､
同
郷
の
司
馬
相
如
に
倣
っ
て

｢
賦
｣
を

作
り
､
｢
楚
辞
｣
や
楚
の
方
言
に
通
ず
る

一
方
､
｢
屈
原
｣
を
疑

っ
て
離
騒
篇
に
皮

し
て
反
離
騒
と
広
騒
を
作
り
'
｢
九
章
｣
の
情
誼
篇
以
下
懐
沙
篇
に
い
た
る
ま
で
に

反
し
て
畔
牢
愁
を
作

っ
て
い
る
こ
と
'
等
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
る
｡

二
つ
に
は
'
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
の
著
作
の
目
的
は
'
『史
記
』
の
屈
原
伝

の
資
料
性
を
疑
い
､
な
い
し
は
虚
構
性
を
見
抜
き
､
そ
の
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
点
は
ま
た
'
『覇
王
本
紀
』
(寵
霊
伝
)
の
著
者
と
さ
れ
る
揚
雄
は
､
始
め

は

｢
屈
原
｣
を
信
奉
L
t
や
が
て
は

｢
屈
原
｣
を
懐
疑
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と

む
ち

(
『漢
書
』
の
揚
雄
伝
に
引
-
反
離
騒
に
､
｢
落
水
の
溶
妃
を
鞭

う
ち
て
'
屈
原
と

かれ
いひ

彰
背
と
に

飼

せ

ん
｣
と
あ
る
の
は
､
そ
の
極
み
か
)'
『史
記
』
の
屈
原
伝
の
内
容

に
比
べ
､
『覇
王
本
紀
』
(篭
霊
伝
)
の
内
容
は
､
有
り
得
な
い
こ
と
や
理
解
し
難

い
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
粉
本
(
『史
記
』
の
屈
原
伝
)

の
本
質
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
'
等
に
よ
っ
て
傍
証
さ
れ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
揚
雄
も
ま
た
､
｢
屈
原
｣
は
｢髄

霊
｣
と
同
様
に
禁
の

｢鬼
｣
で
あ
り
'
そ
れ
を
人
格
化
し
た
虚
構
の
人
物
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
た
'
ひ
い
て
は
､
後
世
盛
ん
に
な
る
屈
原
の
実
在
を
疑
-
'
な
い

し
は
否
定
す
る
考
え
方
は
､
す
で
に
前
漠
未
の
揚
雄
に
始
ま
っ
て
い
た
､
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
｡

六
お
わ
リ
に

こ
れ
ま
で
に
何
回
か
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
筆
者
は
､
｢
楚
辞
｣主
要

作
品
の
成
立
基
盤
に
は
､
原
素
材
と
し
て
楚
の
地
方
の
葬
送
習
俗

･
墓
主
人

･
副

葬
品

･
冥
界

･
伝
統
的
死
生
観

･
永
遠
不
死
の
思
想

･
山昆
蕃
山
信
仰
等
が
あ
り
､

文
学
表
現
上
の
素
材
と
し
て

『荘
子
』
『准
南
子
』
『山
海
経
』
等
が
あ
り
'
し
た

が
っ
て
'
｢
楚
辞
｣主
要
作
品
は
'
こ
と
ご
と
-
そ
の
上
に
成
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
｡
ま
た
､
｢楚
辞
｣主
要
作
品
の
成
立
は
'
戦
国
時
代
で
は
な
-
'
前
漠
初
期

か
ら
中
期
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る

(
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こ
れ
は
大
き
-
は
う

一
九
八
七
年
五
月
'
筆
者
は

『楚
辞
の
九
歌
の
意
味
す
る

も
の
に
つ
い
て
-

離
騒
篇
の
構
造
併
せ
て
昇
仙
図
と
の
比
較
に
及
ぶ
～

』
(自

家
版
)
を
著
し
､
そ

の
中
で
､
｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
の
真
の
主
人
公
は
神

々
で
は

な
-
墓
主
人
の
｢霊
魂
｣
(詩
中
で
は
｢美
人
｣
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
り
'

ま
た
'
｢
九
歌
｣
は
神
々
を
祭
る
歌
で
も
相
連
続
す
る
歌
舞
劇
で
も

l
長
編
の
神
楽

で
も
な
く

墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に
送
り
'
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
'
こ
れ
を
､
｢
九
歌
｣
と
神
々
の
負
数
や
色

彩
の
点
に
至
る
ま
で
動
か
し
難
い
事
実
を
も
っ
て
対
応
す
る
長
沙
馬
主
堆

一
号
漠

塞

(前
漠
初
期
)
出
土
の
棺
衣
に
描
か
れ
た

｢
昇
仙
図
｣
と
の
比
較
考
証
に
基
づ

い
て
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
｡

か
ね
て
そ
の
際
､
｢
九
歌
｣
に
お
い
て
は
他
の
篇
が
こ
と
ご
と
-
墓
主
人
の
｢
霊

魂
｣
(｢
美
人
｣
)を
天
上
界
に
導
-
'
な
い
し
は
送
る
と
い
う
こ
と
に
連
な

っ
て
い

る
の
に
対
し
､
山
鬼
篇
の
み
は
主
人
公
山
鬼
す
な
わ
ち
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
美

人
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再
会
を
麹
望
し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た

孤
独
感
を
歌
い
上
げ
て
い
て
､
そ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に

｢
九
葦
｣
や
離
騒
篇
や
招

魂
篇
に
も
通
じ
る
こ
と
を
兄
い
だ
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て

｢
楚
辞
文
学
｣
の
研
究
に

従
来
に
な
か
っ
た
新
し
い
道
の
開
け
る
こ
と
が
確
信
で
き
た
こ
と
も
大
き
い
｡

そ
の

｢
楚
辞
文
学
｣
研
究
の
新
し
い
道
は
､
大
き
-
は
既
発
表
の

｢
『楚
辞
』
九

章
の
研
究

(甲
篇
)｣
以
下
の
続
編
に
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

一
例
を
挙
げ
れ
ば
､
筆
者
は
､
伝
統
的
な
解
釈
に
い
う
､
｢
九
章
｣
は
､
戦
国
時

代
末
の
蒼
の
国
の
王
族
か
つ
忠
臣
で
あ
る
屈
原
が
､
議
言
に
遭

っ
て
放
逐
さ
れ
た

後
の
深
い
憂
い
と
国
を
思
い
主
君
を
思
う
情
を
う
た
い
述
べ
た
も
の
で
､
そ
の
中

の
一
篇
橋
頭
篇
の
み
は
憂
き
目
に
遭
う
前
の
平
和
な
青
年
時
に
作

っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
､
｢
九
章
｣
(九
篇
)
は
'
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣

(臣
)
が
､
す
で
に
天
上
界
に
艶
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
み
ず
か
ら
の
｢霊
魂
｣
(｢
君

-1
美
人
｣
)と
の
再
会
を
勉
望
し
へ
そ
の
取
-
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す

る
主
題
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢
九
章
｣
(九
篇
)

は
'
｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
と
対
応
す
る
歌
群
で
あ
ろ
-
と
考
え
て
い
る
増

.

そ
の
意
味
で
は
､
｢
九
章
｣
悲
回
風
篇
に
お
い
て
崖
富
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る

崎
山
は
､
箆
蕃
山
と
同
様
に
､
楚
の
地
方
の
葬
送
習
俗
に
お
け
る
昇
仙
思
想
と
死

生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
､
死
者
の
た
ま
し
い
を
表
す

｢魂
｣
字
の
音
と
意
味
に
基
づ

い
て
命
名
さ
れ
た
､
想
像
上
の
山
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
､
｢楚
辞
｣
折
江
篇
の
内
杏

と

｢
楚
辞
｣
主
要
作
品
の
内
容
と
は
､
と
も
に
昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
'
時
代
を
戦
国
時
代
に
設
定
し
､
詩
の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江

･

｢魂
｣
の
山
で
あ
る
崖
釜
山

･
嶋
山
と
い
う
よ
う
に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点

で
も
対
応
す
る
こ
と
'
ま
た
､
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公
｢
髄
霊
｣
の
実
体
と
｢楚

辞
｣
主
要
作
品
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
の
実
体
は
､
と
も
に
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
こ
と
､
ま
た
､
『覇
王
本
紀
』
に
お
け

る
葛
の

｢
望
帝
｣
の
実
体
と

｢
楚
辞
｣
に
お
い
て
楚
の

｢
懐
王
｣
と
目
さ
れ
て
い

る
尊
者
の
実
体
は
､
と
も
に

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
こ
と
､
さ

ら
に
は
､
『覇
王
本
紀
』
(寵
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
と
が
対
応
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
'
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
は

『史
記
』
の
屈
原
伝
を
粉
本
に
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
-
､
そ
の
著
作
の
目
的
は
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
の
資
料
性

を
疑
い
､
な
い
し
は
虚
構
性
を
見
抜
き
､
そ
の
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
点
に
あ

っ
た
こ
と
､
等
の
以
上
の
論
究
成
果
は
､
右
に
示
し
た
筆
者
の
仮
説
を
大
き
-
塞

付
け
て
-
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(
l
九
九

1
年
八
月
二
十

1
日
稿
了
)

注

注

1

小
論
は
､
l
九
八
九
年
十
月
､
日
本
中
国
学
会

第
四
十
一
回
大
会
(会
場
-
大

谷
大
学
)
に
お
い
て
､
｢揚
雄
の
『覇
王
本
紀
』
と
そ
の
粉
本
に
つ
い
て
｣
と
題
し
て

口
頭
発
表
し
た
も
の
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡

注
2

一
九
八
八
年
十
月
､
日
本
中
国
学
会

第
四
十
回
大
会

(会
場
-
大
正
大
学
)
に

お
い
て
口
頭
発
表
し
た
際
の
資
料
､
｢
『楚
辞
』
九
章
の
主
人
公
に
つ
い
て
(資
料
)｣

を
参
照
｡
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こ
れ
は
大
き
-
は
う

一
九
八
七
年
五
月
'
筆
者
は

『楚
辞
の
九
歌
の
意
味
す
る

も
の
に
つ
い
て
-

離
騒
篇
の
構
造
併
せ
て
昇
仙
図
と
の
比
較
に
及
ぶ
～

』
(自

家
版
)
を
著
し
､
そ

の
中
で
､
｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
の
真
の
主
人
公
は
神

々
で
は

な
-
墓
主
人
の
｢霊
魂
｣
(詩
中
で
は
｢美
人
｣
と
人
格
化
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
り
'

ま
た
'
｢
九
歌
｣
は
神
々
を
祭
る
歌
で
も
相
連
続
す
る
歌
舞
劇
で
も

l
長
編
の
神
楽

で
も
な
く

墓
主
人
の

｢霊
魂
｣
を
天
上
界
に
送
り
'
そ
の
永
遠
を
願
う
主
題
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
'
こ
れ
を
､
｢
九
歌
｣
と
神
々
の
負
数
や
色

彩
の
点
に
至
る
ま
で
動
か
し
難
い
事
実
を
も
っ
て
対
応
す
る
長
沙
馬
主
堆

一
号
漠

塞

(前
漠
初
期
)
出
土
の
棺
衣
に
描
か
れ
た

｢
昇
仙
図
｣
と
の
比
較
考
証
に
基
づ

い
て
論
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
｡

か
ね
て
そ
の
際
､
｢
九
歌
｣
に
お
い
て
は
他
の
篇
が
こ
と
ご
と
-
墓
主
人
の
｢
霊

魂
｣
(｢
美
人
｣
)を
天
上
界
に
導
-
'
な
い
し
は
送
る
と
い
う
こ
と
に
連
な

っ
て
い

る
の
に
対
し
､
山
鬼
篇
の
み
は
主
人
公
山
鬼
す
な
わ
ち
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
が
美

人
す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
の

｢霊
魂
｣
と
の
再
会
を
麹
望
し
､
そ
の
取
り
残
さ
れ
た

孤
独
感
を
歌
い
上
げ
て
い
て
､
そ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に

｢
九
葦
｣
や
離
騒
篇
や
招

魂
篇
に
も
通
じ
る
こ
と
を
兄
い
だ
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て

｢
楚
辞
文
学
｣
の
研
究
に

従
来
に
な
か
っ
た
新
し
い
道
の
開
け
る
こ
と
が
確
信
で
き
た
こ
と
も
大
き
い
｡

そ
の

｢
楚
辞
文
学
｣
研
究
の
新
し
い
道
は
､
大
き
-
は
既
発
表
の

｢
『楚
辞
』
九

章
の
研
究

(甲
篇
)｣
以
下
の
続
編
に
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

一
例
を
挙
げ
れ
ば
､
筆
者
は
､
伝
統
的
な
解
釈
に
い
う
､
｢
九
章
｣
は
､
戦
国
時

代
末
の
蒼
の
国
の
王
族
か
つ
忠
臣
で
あ
る
屈
原
が
､
議
言
に
遭

っ
て
放
逐
さ
れ
た

後
の
深
い
憂
い
と
国
を
思
い
主
君
を
思
う
情
を
う
た
い
述
べ
た
も
の
で
､
そ
の
中

の
一
篇
橋
頭
篇
の
み
は
憂
き
目
に
遭
う
前
の
平
和
な
青
年
時
に
作

っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
､
｢
九
章
｣
(九
篇
)
は
'
墓
主
人
の

｢
形
晩
｣

(臣
)
が
､
す
で
に
天
上
界
に
艶
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
み
ず
か
ら
の
｢霊
魂
｣
(｢
君

-1
美
人
｣
)と
の
再
会
を
勉
望
し
へ
そ
の
取
-
残
さ
れ
た
孤
独
感
を
啓
示
し
哀
訴
す

る
主
題
に

一
連
す
る
歌
群
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢
九
章
｣
(九
篇
)

は
'
｢
九
歌
｣
(十

一
篇
)
と
対
応
す
る
歌
群
で
あ
ろ
-
と
考
え
て
い
る
増

.

そ
の
意
味
で
は
､
｢
九
章
｣
悲
回
風
篇
に
お
い
て
崖
富
山
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る

崎
山
は
､
箆
蕃
山
と
同
様
に
､
楚
の
地
方
の
葬
送
習
俗
に
お
け
る
昇
仙
思
想
と
死

生
観
に
裏
打
ち
さ
れ
､
死
者
の
た
ま
し
い
を
表
す

｢魂
｣
字
の
音
と
意
味
に
基
づ

い
て
命
名
さ
れ
た
､
想
像
上
の
山
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
､
｢楚
辞
｣
折
江
篇
の
内
杏

と

｢
楚
辞
｣
主
要
作
品
の
内
容
と
は
､
と
も
に
昇
仙
思
想
を
う
た
う
も
の
で
あ
る

と
と
も
に
'
時
代
を
戦
国
時
代
に
設
定
し
､
詩
の
舞
台
を
楚
の
地
方

･
揚
子
江

･

｢魂
｣
の
山
で
あ
る
崖
釜
山

･
嶋
山
と
い
う
よ
う
に
段
階
的
に
設
定
し
て
あ
る
点

で
も
対
応
す
る
こ
と
'
ま
た
､
｢
楚
辞
｣
派
江
篇
の
主
人
公
｢
髄
霊
｣
の
実
体
と
｢楚

辞
｣
主
要
作
品
の
主
人
公

｢
屈
原
｣
の
実
体
は
､
と
も
に
楚
の

｢鬼
｣
(墓
主
人
の

｢
形
晩
｣
)
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
こ
と
､
ま
た
､
『覇
王
本
紀
』
に
お
け

る
葛
の

｢
望
帝
｣
の
実
体
と

｢
楚
辞
｣
に
お
い
て
楚
の

｢
懐
王
｣
と
目
さ
れ
て
い

る
尊
者
の
実
体
は
､
と
も
に

｢
霊
魂
｣
で
あ
る
と
い
う
点
で
対
応
す
る
こ
と
､
さ

ら
に
は
､
『覇
王
本
紀
』
(寵
霊
伝
)
と

『史
記
』
の
屈
原
伝
と
が
対
応
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
'
『萄
王
本
紀
』
(髄
霊
伝
)
は

『史
記
』
の
屈
原
伝
を
粉
本
に
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
-
､
そ
の
著
作
の
目
的
は
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
の
資
料
性

を
疑
い
､
な
い
し
は
虚
構
性
を
見
抜
き
､
そ
の
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
点
に
あ

っ
た
こ
と
､
等
の
以
上
の
論
究
成
果
は
､
右
に
示
し
た
筆
者
の
仮
説
を
大
き
-
塞

付
け
て
-
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

(
l
九
九

1
年
八
月
二
十

1
日
稿
了
)

注

注

1

小
論
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九
八
九
年
十
月
､
日
本
中
国
学
会

第
四
十
一
回
大
会
(会
場
-
大

谷
大
学
)
に
お
い
て
､
｢揚
雄
の
『覇
王
本
紀
』
と
そ
の
粉
本
に
つ
い
て
｣
と
題
し
て

口
頭
発
表
し
た
も
の
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡

注
2

一
九
八
八
年
十
月
､
日
本
中
国
学
会

第
四
十
回
大
会

(会
場
-
大
正
大
学
)
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頭
発
表
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人
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料
)｣

を
参
照
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注
3

孫
作
雲
の
｢
九
歌
山
鬼
考
｣
(
『清
華
学
報
』
第
十

一
巻
四
号
に
所
載
)
も
'
｢
韻
を

以
て
こ
れ
を
求
む
れ
ば
'
こ
の
処
は
当
に

一
句
脱
す
べ
し
｣
と
い
う
｡

注
4

こ
の
点
'

一
九
八
七
年
五
月
発
表
の
拙
著
『楚
辞
の
九
歌
の
意
味
す
る
も
の
に
つ

い
て
-
離
騒
篇
の
構
造
併
せ
て

｢
昇
仙
図
｣
と
の
比
較
に
及
ぶ
-
』
(自
家
版
)､
及

び

｢
『楚
辞
』
九
章
の
研
究

(
甲
編
)
-
そ
の
考
察
の
糸
口
-
｣

(専
修
大
学
国
語
文

学
会
編

『専
修
国
文
』
第
四
十
号
に
所
載
)
を
参
照
｡

注
5

こ
の
点
'
稲
畑
耕

1
郎
の
｢
筋
頭
と
そ
の
百
番
を
め
ぐ
る
伝
承
に
つ
い
て
の
ノ
1

-
-
離
騒
首
句
解
-
｣
(早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
編
『中
国
文
学
研
究
』
第
六
期
に

所
載

)
も
参
照
｡

注
6

こ
の
点
､
例
え
ば
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
お
け
る
､
屈
原
が
憲
令
の
草
案
を
作

っ

た
｡
上
官
大
夫
が
そ
れ
を
見
て
､
こ
れ
を
奪

っ
て
自
分
の
功
績
に
し
よ
う
と
し
た
が
､

屈
原
は
与
え
な
か
っ
た
｡
上
官
大
夫
は
､
屈
原
が
自
分
で
な
け
れ
ば
憲
令
は
作
れ
な

い
と
人
々
に
誇

っ
て
い
る
と
護
言
し
た
｡
そ
こ
で
'
王
は
怒

っ
て
屈
原
を
遠
ざ
け
た
t

と
い
う

｢
屈
原
伝
説
｣
に
関
す
る
骨
子
は
'
こ
こ
に
引
用
し
た
情
往
日
篇
を
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
｡
｢
遭
蔑
人
而
嫉
之
云
々
｣
の
義
人

を

｢
上
官
大
夫
｣
と
し
､
｢
君
含
怒
両
得
臣
号
｣
の
君
と
臣
を

｢
懐
王
｣
と

｢
屈
原
｣

と
い
う
よ
-
に
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
は
情
往
日

篇
の
そ
れ
ら
を
具
体
化
し
て
い
る
の

は
､
そ
の
十
分
な
証
で
も
あ
る
(な
お
､
小
南

一
郎
の
『楚
辞
』
(中
国
詩
文
選
6

筑

摩
書
房
)
に
､
｢
(惜
往
日
篇
の
〓
別
段
の
終
-
の

｢
秘
密
事
之
載
心
｣
か
ら
こ
の
段

の
は
じ
め
の
｢
不
准
｣
あ
た
り
の
文
句
を
適
当
に
取

っ
て
､
『史
記
』
に
載
る
屈
原
が

法
令
の
草
稿
を
上
官
大
夫
に
見
せ
な
か
っ
た
た
め
謹
言
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
が
作

り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｣
と
あ
る
の
も
参
考
)｡
し
た
が
っ
て
､
｢
楚
辞
文

学
｣
の
本
質
が

『史
記
』
の
屈
原
伝
の
作
者
の
理
解
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
は
督

-
､
も

っ
と
別
の
も
の
で
あ
る
と
な
れ
ば
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
の
史
料
性
が
大
き
-

崩
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
｡
こ
の
点
､
拙
稿

｢
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
つ
い
て
(上

編
)
-

｢
楚
辞
｣
と
の
対
応
に
基
づ
い
て
-
｣
(斯
文
全
編

『斯
文
』
第
九
十
七
号
に

所
載
)
も
参
照
｡

注
7

｢
形
晩
｣
は
臣
で
あ
り
､
｢霊
魂
｣
は
主
君
で
あ
る
と
い
う
か
か
る
考
え
は
､
例
え

ば
､
『准
南
子
』
の
詮
言
訓
篇
に
'
｢
万
乗
の
主
も
､
卒
す
れ
ば
そ
の
骸
を
境
野
の
中

に
葬
ら
れ
､
そ
の
鬼
神
を
明
堂
に
紀
ら
る
｡
神
は
形
よ
り
も
貴
け
れ
ば
な
り
｣
と
あ

り
､
同
じ
-
精
神
訓
篇
に
､
｢心
は
形
の
主
に
し
て
､
神
は
心
の
主
な
り
｣
と
あ
り
､

紙
山
康
の
｢養
生
論
｣
に
､
｢
精
神
の
形
骸
に
於
け
る
や
'
猶
ほ
国
に
君
有
る
が
ご
と
き

な
り
｣
と
あ
り
'
唐
の
墓
誌
銘
に
お
け
る
墓
主
人
の
言
に
､
｢
三
魂
を
主
と
為
し
､
四

体
を
賓
と
為
す
云
々
｣
と
あ
り
､
あ
る
い
は
､
天
の
六
気
を

｢
君
｣
に
喰
え
､
地
の

五
気
を

｢
臣
｣
に
喉
え
る
こ
と
が
あ
る
よ
-
に
､
古
-
か
ら
伝
統
的
に
あ

っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
O

注
8

拙
稿

｢中
国
前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
の
新
研
究

(訳
註
)｣
は
､

一
九
九
〇
年
十

月
'
日
本
中
国
学
会

第
四
十
二
回
大
会

(会
場
-
駒
沢
大
学
)
に
お
け
る

口
頭
発

表
資
料

｢
中
国
前
浜

『精
白
鏡
』
の
銘
文
に
つ
い
て

(資
料
)｣
(二
十
五
頁
～
四
十

二
頁
)
に
所
載
｡

注
9

こ
の
点
､
藤
堂
明
保
の

『漢
字
語
源
辞
典
』
(学
燈
社
)
を
参
照
｡

注
10

こ
の
点
､
近
-
発
表
の

｢
九
章
の
思
美
人
･抽
思
両
篇
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
実

体
に
つ
い
て
｣
の
中
で
詳
述
す
る
｡

注
11

こ
の
点
､
例
え
ば
'
長
沙
砂
子
塘
墓
外
相
側
板
漆
画

(前
漠
初
期
)
や
長
沙
馬
王

堆

一
号
墓
朱
地
彩
絵
棺
側
板
漆
画

(前
浜
初
期
)
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

注
12

こ
の
点
'
例
え
ば
､
長
沙
馬
主
堆

一
号
墓
出
土
南
画

(前
漠
初
期
)
や
長
沙
馬
王

堆
三
号
墓
出
土
南
画

(前
漠
初
期
)
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
な
お
'
曽
布

川
寛
の
『昆
寄
山

へ
の
昇
仙
-
古
代
中
国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
-
』
(中
央
公
論

社
)
も
参
照
｡

注
13

竹
島
秀
聡
の
｢漠
碑
装
飾
考
｣
(昭
和
六
十
三
年
度
『全
国
大
学
書
道
学
会
研
究
集

録
』
に
所
載
)
を
参
照
｡

注
14

｢
眠
山
｣
は

｢箆
寄
山
｣
と
同
じ
よ
う
に
実
在
も
す
る
｡
た
だ
し
､
そ
の
所
在
地

に
つ
い
て
は
'
お
お
よ
そ
五
通
-
の
説
が
あ
る
｡
が
'
こ
れ
に
は
'
｢
眠
山
｣
は
冥
界

に
も
あ
る
と
い
-
説
も
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
-
｡
な
お
､
揚
雄
が
反
離
巌
を
作

35

Akita University

注
3

孫
作
雲
の
｢
九
歌
山
鬼
考
｣
(
『清
華
学
報
』
第
十

一
巻
四
号
に
所
載
)
も
'
｢
韻
を

以
て
こ
れ
を
求
む
れ
ば
'
こ
の
処
は
当
に

一
句
脱
す
べ
し
｣
と
い
う
｡

注
4

こ
の
点
'

一
九
八
七
年
五
月
発
表
の
拙
著
『楚
辞
の
九
歌
の
意
味
す
る
も
の
に
つ

い
て
-
離
騒
篇
の
構
造
併
せ
て

｢
昇
仙
図
｣
と
の
比
較
に
及
ぶ
-
』
(自
家
版
)､
及

び

｢
『楚
辞
』
九
章
の
研
究

(
甲
編
)
-
そ
の
考
察
の
糸
口
-
｣

(専
修
大
学
国
語
文

学
会
編

『専
修
国
文
』
第
四
十
号
に
所
載
)
を
参
照
｡

注
5

こ
の
点
'
稲
畑
耕

1
郎
の
｢
筋
頭
と
そ
の
百
番
を
め
ぐ
る
伝
承
に
つ
い
て
の
ノ
1

-
-
離
騒
首
句
解
-
｣
(早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
編
『中
国
文
学
研
究
』
第
六
期
に

所
載

)
も
参
照
｡

注
6

こ
の
点
､
例
え
ば
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
お
け
る
､
屈
原
が
憲
令
の
草
案
を
作

っ

た
｡
上
官
大
夫
が
そ
れ
を
見
て
､
こ
れ
を
奪

っ
て
自
分
の
功
績
に
し
よ
う
と
し
た
が
､

屈
原
は
与
え
な
か
っ
た
｡
上
官
大
夫
は
､
屈
原
が
自
分
で
な
け
れ
ば
憲
令
は
作
れ
な

い
と
人
々
に
誇

っ
て
い
る
と
護
言
し
た
｡
そ
こ
で
'
王
は
怒

っ
て
屈
原
を
遠
ざ
け
た
t

と
い
う

｢
屈
原
伝
説
｣
に
関
す
る
骨
子
は
'
こ
こ
に
引
用
し
た
情
往
日
篇
を
利
用
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
｡
｢
遭
蔑
人
而
嫉
之
云
々
｣
の
義
人

を

｢
上
官
大
夫
｣
と
し
､
｢
君
含
怒
両
得
臣
号
｣
の
君
と
臣
を

｢
懐
王
｣
と

｢
屈
原
｣

と
い
う
よ
-
に
'
『史
記
』
の
屈
原
伝
は
情
往
日

篇
の
そ
れ
ら
を
具
体
化
し
て
い
る
の

は
､
そ
の
十
分
な
証
で
も
あ
る
(な
お
､
小
南

一
郎
の
『楚
辞
』
(中
国
詩
文
選
6

筑

摩
書
房
)
に
､
｢
(惜
往
日
篇
の
〓
別
段
の
終
-
の

｢
秘
密
事
之
載
心
｣
か
ら
こ
の
段

の
は
じ
め
の
｢
不
准
｣
あ
た
り
の
文
句
を
適
当
に
取

っ
て
､
『史
記
』
に
載
る
屈
原
が

法
令
の
草
稿
を
上
官
大
夫
に
見
せ
な
か
っ
た
た
め
謹
言
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
が
作

り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｣
と
あ
る
の
も
参
考
)｡
し
た
が
っ
て
､
｢
楚
辞
文

学
｣
の
本
質
が

『史
記
』
の
屈
原
伝
の
作
者
の
理
解
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
は
督

-
､
も

っ
と
別
の
も
の
で
あ
る
と
な
れ
ば
､
『史
記
』
の
屈
原
伝
の
史
料
性
が
大
き
-

崩
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
｡
こ
の
点
､
拙
稿

｢
『史
記
』
の
屈
原
伝
に
つ
い
て
(上

編
)
-

｢
楚
辞
｣
と
の
対
応
に
基
づ
い
て
-
｣
(斯
文
全
編

『斯
文
』
第
九
十
七
号
に

所
載
)
も
参
照
｡

注
7

｢
形
晩
｣
は
臣
で
あ
り
､
｢霊
魂
｣
は
主
君
で
あ
る
と
い
う
か
か
る
考
え
は
､
例
え

ば
､
『准
南
子
』
の
詮
言
訓
篇
に
'
｢
万
乗
の
主
も
､
卒
す
れ
ば
そ
の
骸
を
境
野
の
中

に
葬
ら
れ
､
そ
の
鬼
神
を
明
堂
に
紀
ら
る
｡
神
は
形
よ
り
も
貴
け
れ
ば
な
り
｣
と
あ

り
､
同
じ
-
精
神
訓
篇
に
､
｢心
は
形
の
主
に
し
て
､
神
は
心
の
主
な
り
｣
と
あ
り
､

紙
山
康
の
｢養
生
論
｣
に
､
｢
精
神
の
形
骸
に
於
け
る
や
'
猶
ほ
国
に
君
有
る
が
ご
と
き

な
り
｣
と
あ
り
'
唐
の
墓
誌
銘
に
お
け
る
墓
主
人
の
言
に
､
｢
三
魂
を
主
と
為
し
､
四

体
を
賓
と
為
す
云
々
｣
と
あ
り
､
あ
る
い
は
､
天
の
六
気
を

｢
君
｣
に
喰
え
､
地
の

五
気
を

｢
臣
｣
に
喉
え
る
こ
と
が
あ
る
よ
-
に
､
古
-
か
ら
伝
統
的
に
あ

っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
O

注
8

拙
稿

｢中
国
前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
の
新
研
究

(訳
註
)｣
は
､

一
九
九
〇
年
十

月
'
日
本
中
国
学
会

第
四
十
二
回
大
会

(会
場
-
駒
沢
大
学
)
に
お
け
る

口
頭
発

表
資
料

｢
中
国
前
浜

『精
白
鏡
』
の
銘
文
に
つ
い
て

(資
料
)｣
(二
十
五
頁
～
四
十

二
頁
)
に
所
載
｡

注
9

こ
の
点
､
藤
堂
明
保
の

『漢
字
語
源
辞
典
』
(学
燈
社
)
を
参
照
｡

注
10

こ
の
点
､
近
-
発
表
の

｢
九
章
の
思
美
人
･抽
思
両
篇
に
お
け
る

｢美
人
｣
の
実

体
に
つ
い
て
｣
の
中
で
詳
述
す
る
｡

注
11

こ
の
点
､
例
え
ば
'
長
沙
砂
子
塘
墓
外
相
側
板
漆
画

(前
漠
初
期
)
や
長
沙
馬
王

堆

一
号
墓
朱
地
彩
絵
棺
側
板
漆
画

(前
浜
初
期
)
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

注
12

こ
の
点
'
例
え
ば
､
長
沙
馬
主
堆

一
号
墓
出
土
南
画

(前
漠
初
期
)
や
長
沙
馬
王

堆
三
号
墓
出
土
南
画

(前
漠
初
期
)
等
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
な
お
'
曽
布

川
寛
の
『昆
寄
山

へ
の
昇
仙
-
古
代
中
国
人
が
描
い
た
死
後
の
世
界
-
』
(中
央
公
論

社
)
も
参
照
｡

注
13

竹
島
秀
聡
の
｢漠
碑
装
飾
考
｣
(昭
和
六
十
三
年
度
『全
国
大
学
書
道
学
会
研
究
集

録
』
に
所
載
)
を
参
照
｡

注
14

｢
眠
山
｣
は

｢箆
寄
山
｣
と
同
じ
よ
う
に
実
在
も
す
る
｡
た
だ
し
､
そ
の
所
在
地

に
つ
い
て
は
'
お
お
よ
そ
五
通
-
の
説
が
あ
る
｡
が
'
こ
れ
に
は
'
｢
眠
山
｣
は
冥
界

に
も
あ
る
と
い
-
説
も
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
-
｡
な
お
､
揚
雄
が
反
離
巌
を
作
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っ
て
峨
山
か
ら
こ
れ
を
江
流
に
投
げ
､
も
っ
て
｢屈
原
｣
を
弔
っ
た
と
い
う
の
も
､

な
ぜ

｢
嶋
山
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
｡

注
15

招
魂
篇
の
｢
招
魂
｣
に
つ
い
て
は
､
小
柳
司
気
太
の
｢
文
化
史
よ
り
観
た
る
古
代

の
楚
国
｣
(
『東
方
学
報
』
東
京
第

一
冊
に
所
載
)
に
､
｢魂
晩
を
招
-
こ
と
は
儀
礼
又

礼
記
等
に
も
之
を
復
と
称
す
る
が
'
こ
は
死
者
に
限
る
こ
と
で
あ
る
｡
然
る
に
招
魂

は
序
文
に
よ
れ
ば
､
宋
玉
が
ま
だ
生
存
中
の
屈
原
の
魂
を
招
-
と
い
ふ
(史
記
に
は

屈
原
の
作
と
な
す
)｡
然
し
な
が
ら
其
の
文
辞
を
見
る
に
､特
に
生
者
の
魂
を
招
-
と

い
ふ
や
-
な
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
｡
死
者
の
魂
と
し
て
差
支
な
い
よ
う
で
あ
る
｣

と
あ
る
の
も
参
考
｡

注
16

｢
『楚
辞
』
九
章
の
橋
頭
篇
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
-
九
章
の
主
題
の
解
明
に

向
け
て
-
｣
は
t

l
九
八
七
年
十
月
'
日
本
中
国
学
会

第
三
十
九
回
大
会

(会
場

=
名
古
屋
大
学
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
題
で
あ
り
､
｢
『楚
辞
』
九
章
の
特
質
と
橋
頭

篇
に
つ
い
て
｣
は
､

一
九
九

1
年
五
月
､
東
北
中
国
学
会

第
四
十
回
大
会

(会
場

-
山
形
大
学
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
題
で
あ
る
｡

注
17

こ
れ
に
つ
い
て
は
'
近
-
発
表
の

｢
九
章
の
主
人
公
は
な
ぜ
箆
蕃
山
･嶋
山
で
飛

期
し
得
た
か
｣
の
中
で
詳
述
す
る
.

注
18

こ
の
点
､
詳
し
-
は
前
掲
の
拙
著
『楚
辞
の
九
歌
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
-

離
騒
篇
の
構
造
併
せ
て
｢昇
仙
EfI｣
と
の
比
較
に
及
ぶ
-
』
へ
及
び
｢葬
送
歌
群

『楚

辞
』
九
歌
ト
書
き
｣
(秋
田
大
学
教
育
学
部

『総
合
科
目
Ⅵ
研
究
紀
要
』
第
三
号
に
所

載
)
を
参
照
｡

注
19

こ
の
点
､
例
え
ば
､
広
西
西
林
等
か
ら
出
土
す
る
｢
銅
鼓
｣
群
に
鋳
込
ま
れ
た
龍

形
の
魂
舟
に
お
け
る
鳥
裳
の
人
物
の

｢鳥
｣
の
羽
を
用
い
た
楽
舞
図

(中
国
古
代
鋼

鼓
研
究
全
編

『中
国
古
代
銅
鼓
』
'
注
寧
生
の
『鋼
鼓
与
南
方
民
俗
』
等
に
所
戟
)
を

参
照
｡
な
お
､
『親
書
』
(巻
三
十
)
に
､
｢
(弁
韓
に
お
い
て
は
)
大
鳥
の
羽
を
以
て

死
を
送
る
｡
其
の
意
は
死
者

(
の
霊
魂
)
を
し
て
飛
揚
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
｣

と
あ
る
の
も
'
『
日
本
書
記
』
(巻
第
二
)
に
お
け
る
天
若
日
子
の
葬
儀
の
話
に
'
｢
か

-
｣
｢
そ
び
｣
｢す
ず
め
｣
｢
さ
さ
ぎ
｣
｢
と
び
｣
｢
か
ら
す
｣等
の
沢
山
の
鳥
が
出
て
-

る
の
も
､
も
と
よ
り

｢鳥
｣
と

｢霊
魂
｣
の
関
係
に
よ
っ
て
い
よ
-
0

注
20

実
際
に
は
『史
記
』
の
楚
世
家
に
は
､
｢
昭
雄
日
-
､
王
行
-
こ
と
母
-
し
て
兵
を

発
し
て
守
ら
ん
の
み
｡
秦
は
虎
狼
に
し
て
信
ず
べ
か
ら
ず
へ
と
｣
と
あ
る
0

注
21

一
九
九
〇
年
十
月
'
日
本
中
国
学
会

第
四
十
二
回
大
会
(会
場
-
駒
沢
大
学
)

に
お
け
る
口
頭
発
表
資
料

｢中
国
前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
に
つ
い
て
(資
料
)｣
に

資
料
1
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
｡

注
22

論
究
は
別
な
機
会
に
行
う
が
､
｢楚
辞
｣主
要
作
品
に
い
う
｢
九
歌
｣
｢
九
章
｣
｢
九

死
｣
｢
九
坑
｣
｢
九
子
｣
｢
九
逝
｣
｢九
潔
｣
｢
九
闇
｣
｢
九
約
｣
｢
九
天
｣
｢
九
年
｣
｢九
河
｣

｢
九
重
｣
｢
九
首
｣
｢
九
耕
｣
｢九
疑
｣
等
の
｢
九
｣
は
､
陰
陽
の
｢
陽
｣
や
究
極
の
｢究
｣

に
通
じ
て
死
や
冥
界
と
深
-
関
わ
る
聖
数
で
あ
っ
て
､
か
つ
そ
れ
は
､
采
の
周
密
の

『発
章
雄
識
』
(別
集
下
)
の
｢異
地
券
｣
の
条
に
､
｢
今
人
､
墓
を
造
る
に
'
買
地

券
を
用
ひ
､
梓
の
木
を
以
て
こ
れ
を
為
り
､
朱
書
し
て
云
ふ
､
銭
九
万
九
千
九
百
九

十
九
文
を
用
ひ
'
到
某
地
を
買
ふ
t
と
云
々
｡
此
の
村
の
韮
風
の
俗
'
此
く
の
ご
と

-
に
し
て
､
殊
に
笑
ふ
べ
L
と
為
す
｡
(し
か
る
に
)元
造
山
の
続
夷
堅
志
を
観
る
に
､

曲
陽

(江
蘇
省
)
の
燕
川
青
陽
橘
に
人
有
り
て
墓
を
起
こ
し
鉄
券
の
金
字
を
刻
す
る

つつし

を
得
た
る
を
載
せ
て
云
ふ
､
勅
ん
で
忠
臣
王
処
有
を
葬
り
'
銭
九
万
九
千
九
百
九
十

九
貫
九
百
九
十
九
文
を
賜
ふ
､
と
｡
此
れ
､
唐
の
哀
宗
の
時
(九
〇
四
～
九
〇
七
)

な
り
0
然
ら
ば
則
ち
此
の
事
の
由
来
は
久
し
か
ら
ん
｣
と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
'
買

地
券
の

｢
九
｣
の
数
の
多
用
と
も
深
-
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
｡

な
お
､
余
談
な
が
ら
'
伝
空
海
の
九
相
詩
(九
篇
)'
元
光
の
九
想
図
賛
(九
篇
)､

伝
蘇
東
被
の
九
想
詩

(九
篇
)
は
'
い
ず
れ
も
人
の
死
後
を
凝
視
し
て
い
る
が
'
や

は
-

｢
九
｣
の
数
を
用
い
て
い
る
古
川'
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
｡
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っ
て
峨
山
か
ら
こ
れ
を
江
流
に
投
げ
､
も
っ
て
｢屈
原
｣
を
弔
っ
た
と
い
う
の
も
､

な
ぜ

｢
嶋
山
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
｡

注
15

招
魂
篇
の
｢
招
魂
｣
に
つ
い
て
は
､
小
柳
司
気
太
の
｢
文
化
史
よ
り
観
た
る
古
代

の
楚
国
｣
(
『東
方
学
報
』
東
京
第

一
冊
に
所
載
)
に
､
｢魂
晩
を
招
-
こ
と
は
儀
礼
又

礼
記
等
に
も
之
を
復
と
称
す
る
が
'
こ
は
死
者
に
限
る
こ
と
で
あ
る
｡
然
る
に
招
魂

は
序
文
に
よ
れ
ば
､
宋
玉
が
ま
だ
生
存
中
の
屈
原
の
魂
を
招
-
と
い
ふ
(史
記
に
は

屈
原
の
作
と
な
す
)｡
然
し
な
が
ら
其
の
文
辞
を
見
る
に
､特
に
生
者
の
魂
を
招
-
と

い
ふ
や
-
な
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
｡
死
者
の
魂
と
し
て
差
支
な
い
よ
う
で
あ
る
｣

と
あ
る
の
も
参
考
｡

注
16

｢
『楚
辞
』
九
章
の
橋
頭
篇
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
-
九
章
の
主
題
の
解
明
に

向
け
て
-
｣
は
t

l
九
八
七
年
十
月
'
日
本
中
国
学
会

第
三
十
九
回
大
会

(会
場

=
名
古
屋
大
学
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
題
で
あ
り
､
｢
『楚
辞
』
九
章
の
特
質
と
橋
頭

篇
に
つ
い
て
｣
は
､

一
九
九

1
年
五
月
､
東
北
中
国
学
会

第
四
十
回
大
会

(会
場

-
山
形
大
学
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
題
で
あ
る
｡

注
17

こ
れ
に
つ
い
て
は
'
近
-
発
表
の

｢
九
章
の
主
人
公
は
な
ぜ
箆
蕃
山
･嶋
山
で
飛

期
し
得
た
か
｣
の
中
で
詳
述
す
る
.

注
18

こ
の
点
､
詳
し
-
は
前
掲
の
拙
著
『楚
辞
の
九
歌
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
-

離
騒
篇
の
構
造
併
せ
て
｢昇
仙
EfI｣
と
の
比
較
に
及
ぶ
-
』
へ
及
び
｢葬
送
歌
群

『楚

辞
』
九
歌
ト
書
き
｣
(秋
田
大
学
教
育
学
部

『総
合
科
目
Ⅵ
研
究
紀
要
』
第
三
号
に
所

載
)
を
参
照
｡

注
19

こ
の
点
､
例
え
ば
､
広
西
西
林
等
か
ら
出
土
す
る
｢
銅
鼓
｣
群
に
鋳
込
ま
れ
た
龍

形
の
魂
舟
に
お
け
る
鳥
裳
の
人
物
の

｢鳥
｣
の
羽
を
用
い
た
楽
舞
図

(中
国
古
代
鋼

鼓
研
究
全
編

『中
国
古
代
銅
鼓
』
'
注
寧
生
の
『鋼
鼓
与
南
方
民
俗
』
等
に
所
戟
)
を

参
照
｡
な
お
､
『親
書
』
(巻
三
十
)
に
､
｢
(弁
韓
に
お
い
て
は
)
大
鳥
の
羽
を
以
て

死
を
送
る
｡
其
の
意
は
死
者

(
の
霊
魂
)
を
し
て
飛
揚
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
｣

と
あ
る
の
も
'
『
日
本
書
記
』
(巻
第
二
)
に
お
け
る
天
若
日
子
の
葬
儀
の
話
に
'
｢
か

-
｣
｢
そ
び
｣
｢す
ず
め
｣
｢
さ
さ
ぎ
｣
｢
と
び
｣
｢
か
ら
す
｣等
の
沢
山
の
鳥
が
出
て
-

る
の
も
､
も
と
よ
り

｢鳥
｣
と

｢霊
魂
｣
の
関
係
に
よ
っ
て
い
よ
-
0

注
20

実
際
に
は
『史
記
』
の
楚
世
家
に
は
､
｢
昭
雄
日
-
､
王
行
-
こ
と
母
-
し
て
兵
を

発
し
て
守
ら
ん
の
み
｡
秦
は
虎
狼
に
し
て
信
ず
べ
か
ら
ず
へ
と
｣
と
あ
る
0

注
21

一
九
九
〇
年
十
月
'
日
本
中
国
学
会

第
四
十
二
回
大
会
(会
場
-
駒
沢
大
学
)

に
お
け
る
口
頭
発
表
資
料

｢中
国
前
漠

『精
白
鏡
』
の
銘
文
に
つ
い
て
(資
料
)｣
に

資
料
1
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
｡

注
22

論
究
は
別
な
機
会
に
行
う
が
､
｢楚
辞
｣主
要
作
品
に
い
う
｢
九
歌
｣
｢
九
章
｣
｢
九

死
｣
｢
九
坑
｣
｢
九
子
｣
｢
九
逝
｣
｢九
潔
｣
｢
九
闇
｣
｢
九
約
｣
｢
九
天
｣
｢
九
年
｣
｢九
河
｣

｢
九
重
｣
｢
九
首
｣
｢
九
耕
｣
｢九
疑
｣
等
の
｢
九
｣
は
､
陰
陽
の
｢
陽
｣
や
究
極
の
｢究
｣

に
通
じ
て
死
や
冥
界
と
深
-
関
わ
る
聖
数
で
あ
っ
て
､
か
つ
そ
れ
は
､
采
の
周
密
の

『発
章
雄
識
』
(別
集
下
)
の
｢異
地
券
｣
の
条
に
､
｢
今
人
､
墓
を
造
る
に
'
買
地

券
を
用
ひ
､
梓
の
木
を
以
て
こ
れ
を
為
り
､
朱
書
し
て
云
ふ
､
銭
九
万
九
千
九
百
九

十
九
文
を
用
ひ
'
到
某
地
を
買
ふ
t
と
云
々
｡
此
の
村
の
韮
風
の
俗
'
此
く
の
ご
と

-
に
し
て
､
殊
に
笑
ふ
べ
L
と
為
す
｡
(し
か
る
に
)元
造
山
の
続
夷
堅
志
を
観
る
に
､

曲
陽

(江
蘇
省
)
の
燕
川
青
陽
橘
に
人
有
り
て
墓
を
起
こ
し
鉄
券
の
金
字
を
刻
す
る

つつし

を
得
た
る
を
載
せ
て
云
ふ
､
勅
ん
で
忠
臣
王
処
有
を
葬
り
'
銭
九
万
九
千
九
百
九
十

九
貫
九
百
九
十
九
文
を
賜
ふ
､
と
｡
此
れ
､
唐
の
哀
宗
の
時
(九
〇
四
～
九
〇
七
)

な
り
0
然
ら
ば
則
ち
此
の
事
の
由
来
は
久
し
か
ら
ん
｣
と
あ
る
の
に
見
ら
れ
る
'
買

地
券
の

｢
九
｣
の
数
の
多
用
と
も
深
-
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
｡

な
お
､
余
談
な
が
ら
'
伝
空
海
の
九
相
詩
(九
篇
)'
元
光
の
九
想
図
賛
(九
篇
)､

伝
蘇
東
被
の
九
想
詩

(九
篇
)
は
'
い
ず
れ
も
人
の
死
後
を
凝
視
し
て
い
る
が
'
や

は
-

｢
九
｣
の
数
を
用
い
て
い
る
古
川'
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
｡
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