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は
じ
め
に

　

春
秋
戰
國
時
代
を
題
材
と
し
た
一
連
の
歷
史
物
語
は
、
書
物
や
藝
能
な
ど
を
通

し
て
、
古
く
か
ら
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。『
全
相
平
話
』
か
ら
淸
代
の
藝
能
・

小
說
、
そ
し
て
現
代
の
芝
居
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
殘
さ
れ
て
い
る
。

近
年
、
貴
重
な
藝
能
の
テ
キ
ス
ト
も
、
影
印
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
閱
覽
が

可
能
に
な
り
、
容
易
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
春
秋
戰
國
時

代
を
題
材
と
し
た
物
語
に
つ
い
て
は
、
多

な
㊮
料
が
殘
さ
れ
て
い
る
に
も
關
わ

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
硏
究
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
の

關
係
を
整
理
し
、
發
展
過
程
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、『
三
國
志
演
義
』
な
ど

の
歷
史
小
說
や
、
歷
史
上
の
人
物
を
主
人
公
と
す
る
が
史
實
と
は
か
け
離
れ
た
、

英
雄
傳
奇
的
な
物
語
の
成
立
に
關
す
る
問
題
を
考
え
る
上
で
も
㊒
益
で
あ
ろ
う
。

　

春
秋
戰
國
時
代
を
題
材
と
し
た
歷
史
物
語
の
一
つ
に
、
醜
女
鍾
離
春
の
物
語
が

あ
る
。
彼
女
の
物
語
は
『
史
記
』
や
『
戰
國
策
』
等
の
史
書
に
は
見
ら
れ
な
い

が
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』（
い
わ
ゆ
る
『
古
列
女
傳
』。
以
下
、
單
に
『
列
女
傳
』
と
す

る
場
合
は
こ
れ
を
指
す
）
辯
通
傳
「
齊
鍾
離
春
」
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら

す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

鍾
離
春
は
と
て
も
醜
く
、
四
十
歲
に
な
っ
て
も
獨
身
で
あ
っ
た
。
あ
る
日

彼
女
は
「
後
宮
の
掃
除
係
に
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
、
齊
の
宣
王
の
所
へ
出

か
け
て
い
く
。
宣
王
は
、
鍾
離
春
は
な
ぞ
な
ぞ
が
得
意
で
あ
る
と
聞
き
、
さ

っ
そ
く
出
題
さ
せ
て
み
る
が
、解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
答
え
を
尋
ね
る
と
、

そ
れ
は
宣
王
の
政
衟
に
對
す
る
諫
言
だ
っ
た
。
宣
王
は
自
ら
の
誤
り
を
悟
っ

て
政
衟
を
正
し
、
鍾
離
春
を
正
妻
に
迎
え
た
。
こ
う
し
て
齊
は
鍾
離
春
の
お

か
げ
で
平
安
に
な
っ
た
。

　

こ
の
物
語
を
題
材
と
し
た
雜
劇
に
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
ま

ず
そ
の
內
容
を
紹
介
し
、『
列
女
傳
』
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

　

齊
の
公
子
（
本
來
は
齊
王
）
は
、
夢
の
お
吿
げ
を
受
け
、
上
大
夫
の
晏
嬰

と
と
も
に
狩
り
に
出
か
け
る
。
そ
こ
で
矢
を
受
け
た
ま
ま
迯
げ
る
白
兔
を
追

っ
て
、
一
人
の
桑

み
女
と
出
會
う
。
彼
女
は
鍾
離
春
と
い
い
、
容
貌
は
醜

い
が
、
文
武
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
晏
嬰
は
彼
女
と
の
問
答
で
こ
れ
こ

そ
夢
の
お
吿
げ
の
人
物
で
あ
る
と
思
い
、
公
子
に
娶
る
よ
う
勸
め
る
。
鍾
離

春
は
車
へ
の
同
乘
を
斷
り
、
ま
ず
結
納
を
受
け
て
か
ら
、
改
め
て
正
室
に
迎

え
ら
れ
る
。

　

そ
の
の
ち
、
秦
と
燕
か
ら
齊
に
使
者
が
や
っ
て
來
る
。
秦
か
ら
は
玉
の
連

醜
女
鍾
離
春
の
物
語

—

雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
と
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』—
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環
を
解
け
と
い
う
難
題
が
、
燕
か
ら
は
蒲
の
琴
を
鳴
ら
せ
と
い
う
難
題
が
持

ち
か
け
ら
れ
る
が
、
鍾
離
春
の
知
惠
で
ど
ち
ら
も
解
決
し
、
使
者
に
刺
靑
を

入
れ
て
追
い
﨤
す
。
怒
っ
た
秦
の
秦
姬
輦
と
燕
の
孫
操
は
、
魏
の
吳
起
と
と

も
に
齊
を
攻
め
る
が
、
鍾
離
春
の
武
勈
の
歬
に
敗
北
す
る
。
戰
は
終
わ
り
、

齊
は
上
邦
と
な
る
。

　

鍾
離
春
が
醜
い
こ
と
、
齊
王
の
后
に
な
る
こ
と
な
ど
、
大
枠
は
『
列
女
傳
』
と

同
じ
だ
が
、
細

は
か
な
り

な
っ
て
い
る
。
特
に
後
半
は
、
鍾
離
春
が
聰
朙
さ

だ
け
で
な
く
武
勈
も

ね
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
大
き
く

な
る
。

こ
の
物
語
は
、
非
常
に
荒
唐
無
稽
に
思
わ
れ
る
が
、
實
は
現
代
の
京
劇
や
地
方
劇

に
も
同

の
も
の
が
殘
っ
て
い
る（

（
（

。

　

鍾
離
春
の
物
語
に
は
、
ど
の
よ
う
な
起
源
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に

布
し
、
變

容
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
ほ
と
ん
ど

文
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
殘
ら
な
か
っ
た
歷
史
物
語
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
㊮
料
を

も
と
に
考
察
を
試
み
た
い
。
な
お
、
中
國
の
歷
史
小
說
に
お
い
て
藝
能
と
小
說
と

の
關
係
は
非
常
に
密

で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
小
說
や
戲
曲
、
そ
の
他
の
藝
能

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
媒
體
で
語
ら
れ
て
い
る
歷
史
を
扱
っ
た
物
語
を
「
歷
史
物
語
」

と
總
稱
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」

　

先
に
內
容
を
紹
介
し
た
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
現
在
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
脉

館
抄
本
の
み
で
あ
り
、
刊
本
は
現
存
し
て
い
な
い
。

脉

館
抄
本
は
、
趙
琦
美
が
萬
曆
四
十
～
四
十
五
（
一
六
一
二
～
一
七
）
年
ご
ろ
に

抄
寫
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
「
內
本
」
と
㊟
記
さ
れ
、
卷
末
に
穿
關

（
登
場
人
物
の
扮
裝
を
記
し
た
も
の
）
を
伴
う
も
の
を
多
く
含
む
。
こ
れ
は
朙
の
宮
廷

で
上
演
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
（
以
下
、
內
府
本
と
稱
す
る
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
內
府
本
は
行
事
の
た
め
に
次
々
と
作
ら
れ
、
一
度
上
演
さ
れ
る
と
使
い
捨

て
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
ら
し
い（

（
（

。
ま
た
、
皇
帝
や
皇
族
が

劇
す
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
た
め
、

劇
し
て
い
る
人
物
へ
の
謝
辭
や
祝
辭
を
插
入
し
た
り
、
本

來
は
帝
王
の
役
回
り
で
あ
っ
た
も
の
を
、
公
子
な
ど
別
の
人
物
に
變
え
た
り
す
る

例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
は
、
內
府
本
と
朙
記
さ
れ
て

は
い
な
い
が
、
穿
關
が
あ
る
こ
と
や
、
本
來
は
齊
王
で
あ
る
べ
き
役
が
齊
の
公
子

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
內
府
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
作
者
は
通
常
、
鄭
德
輝
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
錄
鬼

簿
』
に
は
、
鄭
德
輝
の
作
と
し
て
「
醜
齊
后
無
鹽
破
連
環
」
と
い
う
作
品
の
名
が

擧
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
『
太
和
正
♫
譜
』
に
も
鄭
德
輝
の
作
と
し
て
「
無
鹽
破

環
」
の
名
が
見
え
る
。
脉

館
抄
本
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に

は
「『
太
和
正
♫
』
作
『
無
鹽
破
環
』」
の
文
字
が
見
ら
れ
、
こ
れ
を
書
き
こ
ん
だ

人
物
（
趙
琦
美
か
）
が
兩
者
を
同
一
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、『
元

朙
北
雜
劇
總
目
考
略（

（
（

』
に
「
脉

館
鈔
本
の
『
鍾
離
春
智
勈
定
齊
』
を
、
趙
琦
美

は
『
無
鹽
破
環
』
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
根
據
が
な
く
、
そ

の
考
え
に
は
從
え
な
い（

（
（

」
と
指

が
あ
る
よ
う
に
、「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
は
お

そ
ら
く
鄭
德
輝
の
作
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。鄭
德
輝
の
作
品
は
、『
太
和
正
♫
譜
』

で
も
「
そ
の
言
葉
遣
い
は
非
凢
で
あ
り
、
咳
と
唾
が
九
天
に
落
ち
、
風
に
よ
っ
て

珠
玉
を
生
じ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
杰
作
で
あ
る（

（
（

」
と
評
さ
れ
る
よ
う

に
、
典
故
や
修
辭
に
凝
っ
た
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
鍾
離
春
智

勈
定
齊
」
の
曲
辭
は
、
一
讀
し
て
意
味
が
分
か
る
ほ
ど
に
平
朙
な
も
の
で
あ
り
、

作
風
が

な
る
。
現
存
す
る
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
は
、
も
と
に
な
っ
た
話
が
他

に
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
朙
代
に
宮
廷
で
の
上
演
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、雜
劇「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」は
劉
向
の『
列
女
傳
』
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辯
通
傳
に
あ
る
「
齊
鍾
離
春
」
に
見
ら
れ
る
物
語
を
題
材
と
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、嚴
密
に
は
、こ
れ
と
ほ
ぼ
同
內
容
の
話
が
、同
じ
く
劉
向
編
と
さ
れ
る『
新

序
』に
も
採
錄
さ
れ
て
い
る
。『
新
序
』で
は「
鍾
離
春
」と
い
う
名
歬
は
登
場
せ
ず
、

「
無
鹽
女
」「
無
鹽
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、『
列
女
傳
』
で
は
鍾
離
春

が
四
十
歲
ま
で
獨
身
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
三
十
歲
と
す
る
な
ど
、
細

に
は
若
干
の
差

が
見
ら
れ
る
が
、お
お
む
ね
『
列
女
傳
』
と
同
內
容
で
あ
る
。

『
列
女
傳
』
に
は
頌
と
圖
が
伴
っ
て
い
た
と
さ
れ（

（
（

、「
齊
鍾
離
春
」
の
頌
に
は
「
鍾

離
春
」
と
い
う
名
は
見
ら
れ
ず
、『
新
序
』
と
同

に
「
無
鹽
女
」「
無
鹽
君
」
と

し
て
い
る（

（
（

。『
新
序
』
は
、『
列
女
傳
』『
說
苑
』
と
同

の
話
を
收
錄
す
る
も
の
の
、

あ
ま
り
細
か
い
分
類
が
爲
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
列
女
傳
』『
說
苑
』
の
歬
段
階
の
も

の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る（

（
（

。「
無
鹽
女
」「
無
鹽
君
」
の
方
が
本
來
の
、
人
口

に
膾
炙
し
た
呼
稱
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
本
稿
で
は
、
雜
劇
の
タ
イ
ト
ル

に
も
な
っ
て
い
る
「
鍾
離
春
」
と
い
う
名
稱
を
用
い
る
こ
と
と
し
、『
新
序
』
と
『
列

女
傳
』
に
見
ら
れ
る
鍾
離
春
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
特
に
斷
り
の
な
い
限
り
『
列

女
傳
』「
齊
鍾
離
春
」
の
も
の
と
し
て
扱
う
。

　

さ
て
、『
列
女
傳
』「
齊
鍾
離
春
」
と
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
と
で
大
き
く

な
る
の
は
、
主
に
次
の
二
點
で
あ
る
。

　

①
歬
半
の
桑
畑
で
の
出
會
い　

②
後
半
の
謎
解
き
や
合
戰

い
ず
れ
も
『
列
女
傳
』
の
鍾
離
春
の
物
語
に
は
見
ら
れ
な
い
話
で
あ
り
、
作
者
に

よ
る
創
作
か
、
あ
る
い
は
他
に
起
源
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
ず
は
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
ゆ
こ
う
。

①
桑
畑
で
の
出
會
い

　

雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
に
見
ら
れ
る
「
白
兔
を
追
う
」「
桑
畑
で
男
女
が

出
會
う
」「
男
女
の
か
け
合
い
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
金
文
京
氏
が
「
劉
知
遠

の
物
語（

（
（

」
で
指

し
て
い
る
、
說
話
の
類
型
と
一
致
す
る
。
白
兔
を
追
っ
て
男
女

が
出
會
う
と
い
え
ば
、
四
大
南
戲
の
一
つ
と
し
て
㊒
名
な
『
白
兔
記
』
が
想
起
さ

れ
る
。
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
が
そ
の
影
响
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
十
分

に
あ
る
が
、
兩
者
の
閒
に
朙
ら
か
な
文

の
一
致
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。「
桑
畑

で
の
出
會
い
」
は
古
來
よ
り
使
わ
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、「
鍾
離
春
智
勈

定
齊
」
雜
劇
も
ま
た
、
そ
の
類
型
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

鍾
離
春
が
桑
畑
で
齊
王
と
出
會
う
話
は
、
現
在
で
も
京
劇
や
地
方
劇
に
殘
っ
て

い
る
。『
京
劇
劇
目
辭
典（
（（
（

』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
話
は
『
列
女
傳
』
辯
通
傳
の
「
齊

宿
瘤
女
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
實
際
に
雜
劇
の
本
文
と
『
列
女
傳
』「
齊

宿
瘤
女
」
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
な
お
、對
應
箇
所
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、

同
一
の
文
字
を
太
字
で
表
し
た
。

・『
列
女
傳
』
辯
通
傳
「
齊
宿
瘤
女
」

王
大
悅
之
曰「
此
賢
女
也
。」命
後
乘
載
之
。
女
曰「
賴
大
王
之
力
、父
母
在
內
。

使

不
受
父
母
之
敎
、而
隨
大
王
、是
奔
女
也
。大
王

安
用
之
。」王
大
慙
曰
、

「
寡
人
失
之
。」

　

王
は
大
い
に
喜
ん
で
「
こ
れ
は
よ
く
で
き
た
女
で
あ
る
。」
と
言
い
、

命
じ
て
後
ろ
の
車
に
乘
せ
よ
う
と
し
た
。
女
は
「
大
王
さ
ま
の
お
力
の
お

か
げ
で
、
家
に
は
父
母
が
お
り
ま
す
。
わ
た
く
し
に
父
母
の
敎
え
に
從
わ

ず
、
大
王
さ
ま
の
お
供
を
す
る
よ
う
に
と
の
仰
せ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
驅
け

落
ち
女
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
王
さ
ま
と
も
あ
ろ
う
お
方
が
、
ど
う
し
て
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
る
の
で
し
ょ
う
。」
と
言
っ
た
。
王
は
大
い
に
羞

じ
て
言
っ
た
。「
わ
し
が
閒
違
っ
て
い
た
。」
と
。

・「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇　

第
二
折

［
公
子
云
］
晏
大
夫
、
就
着
賢
女
跟
同
回
去
。

日
與
他
父
母
處
行
禮
如
何
。
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［
晏
嬰
云
］
小
官
與
賢
女
說
去
。
賢
女
、
如
今
公
子
將
賢
女
車
車
載
着
同
回
、

日
與
你
父
母
行
禮
、
擇
吉
日
良
辰
、
成
親
如
何
。［
正
旦
云
］
此
非
禮
也
。

既
要
結
親
、
迎
禮
於
鍾
氏
之
門
、
擇
吉
日
良
時
、
親
迎
過
門
、
此
其
禮
也
。

若
是
同
車
車
載
回
、是
爲
奔
女
也
。［
公
子
聽
科
云
］晏
大
夫
、此
言
深
㊒
理
也
。

　
［
公
子
セ
リ
フ
］
晏
大
夫
、
そ
れ
で
は
賢
女
も
一
緖
に
歸
る
よ
う
に
さ

せ
よ
う
。
日
を
改
め
て
彼
女
の
兩
親
の
所
へ
挨
拶
に
行
く
と
い
う
こ
と
で

は
ど
う
か
。［
晏
嬰
セ
リ
フ
］
私
が
賢
女
に
傳
え
に
行
っ
て
參
り
ま
す
。

賢
女
よ
、
今
公
子
は
あ
な
た
を
車
に
乘
せ
て
と
も
に
歸
り
、
日
を
改
め
て

あ
な
た
の
ご
兩
親
の
所
へ
挨
拶
に
行
き
、
吉
日
良
時
を
選
ん
で
結
婚
を
し

た
い
と
お
考
え
だ
が
、
ど
う
か
。［
正
旦
セ
リ
フ
］
こ
れ
は
禮
に
か
な
わ

ぬ
こ
と
。
緣
組
み
を
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
、
鍾
氏
の
門
を
叩
い
て
迎
え

る
禮
を
行
い
、
吉
日
良
時
を
選
ん
で
、
自
ら
迎
え
に
來
て
結
婚
す
る
、
こ

れ
が
禮
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
し
車
に
同
乘
し
て
宮
殿
へ
歸
れ

ば
、
そ
れ
は
驅
け
落
ち
女
で
ご
ざ
い
ま
す
。［
公
子
は
聞
く
仕
草
を
し
て

言
う
］
晏
大
夫
、
こ
の
言
葉
は
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
で
あ
る
な
。

　

こ
の
よ
う
に
、
全
く
の
同
文
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
內
容
で
あ
る
。
し
か
し
、

雜
劇
の
作
者
が
『
列
女
傳
』「
齊
宿
瘤
女
」
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
、
桑
畑
で
の

出
會
い
の

分
を
書
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
鍾
離
春
と
宿

瘤
を
同
一
の
人
物
と
す
る
見
方
は
、
か
な
り
古
い
段
階
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
淸
末
の
『
列
女
傳
』
の
㊟
に
興
味
深
い
指

が
あ
る
。

・
蕭
衟
管
『
列
女
傳
集
㊟（
（（
（

』
辯
通
傳　

齊
鍾
離
春　

㊟

　

曹
云
く
、『
水
經
』
汶
水
㊟
に
「
西
に

れ
て
ゆ
く
と
無
鹽
縣
の
故
城
が

あ
り
、
そ
の
南
が
か
つ
て
の
宿
國
で
あ
る
。
齊
の
宣
后
の
故
邑
。
い
わ
ゆ
る

無
鹽
の
醜
女
で
あ
る
。」
と
あ
る
。『
元
和
郡
縣
志
』
鄆
州
須
昌
縣
と
、『
太

平
寰
宇
記
』
鄆
州
須
昌
縣
に
は
と
も
に
、「
無
鹽
故
城
は
縣
の
東
三
十
六
里

に
あ
る
。
古
の
宿
國
で
あ
る
。『
列
女
傳
』
の
無
鹽
醜
女
は
、
名
を
宿
瘤
と

い
い
、
こ
の
縣
の
女
で
あ
る
。」
と
記
載
が
あ
る
。
鍾
離
春
は
宿
國
の
女
で
、

し
か
も
瘤
が
あ
る
の
で
、
宿
瘤
と
稱
し
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。『
史
通
』

雜
說
編
に
は
「
宿
瘤
は
隱
形
で
齊
王
に
要
求
し
、
后
と
な
っ
た
。」
と
あ
る
。

ど
ち
ら
も
誤
っ
て
無
鹽
と
宿
瘤
を
混
同
し
て
い
る
。『
列
女
傳
』
で
は
、
無

鹽
は
無
鹽
で
し
か
な
く
、
宿
瘤
は
宿
瘤
で
し
か
な
い
。
思
う
に
無
鹽
が
宿
國

の
地
名
で
あ
る
上
に
、
ま
た
『
鍾
離
春
傳
』
の
次
が
『
宿
瘤
傳
』
な
の
が
原

因
で
、
誤
っ
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う（
（（
（

。

　
『
元
和
郡
縣
志
』『
史
通
』
は
唐
代
の
書
物
、『
太
平
寰
宇
記
』
は
宋
代
の
書
物

で
あ
り
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
無
鹽
（
鍾
離
春
）
と
宿
瘤
を
同
一
人
物
と
す
る

見
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
、
右
の
指

の
よ
う
に
、
誤
っ
た
混
同

に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
物
語
の
融
合
や
分
離
と
い
っ
た
變
化
の
中
で
、

別
人
に
な
っ
た
り
一
人
に

合
さ
れ
た
り
し
た
結
果
な
の
か
は
、
檢
討
の
餘
地
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
桑
畑
の
物
語
に
關
す
る
記
述
は
、
別
の
雜

劇
に
も
見
ら
れ
る
。
元
の
白
樸
の
「
裴
少
俊
墻
頭
馬
上
」
雜
劇
第
三
折
に
は
、
以

下
の
よ
う
な
白
（
せ
り
ふ
）
が
あ
る
。

　

昔
、
無
艷
（
鹽
）
は
田
舍
の
野
原
で
桑
を

ん
で
い
て
、
齊
王
が
車
で
通

り
か
か
っ
た
と
き
に
出
會
い
、
王
は
娶
っ
て
車
に
乘
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
無
艷
（
鹽
）
は
言
っ
た
。「
い
け
ま
せ
ん
。
父
母
に
知
ら
せ
て
、
そ
れ
か

ら
初
め
て
結
婚
で
き
る
の
で
す
。父
母
に
會
わ
な
い
の
は
、驅
け
落
ち
で
す
。」

と（
（（
（

。

　
「
裴
少
俊
墻
頭
馬
上
」
雜
劇
の
テ
キ
ス
ト
に
は
『
古
名
家
雜
劇
』、『
元
曲
選
』、

『
柳
枝
集
』
が
あ
る
が
、
こ
の

分
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る（
（（
（

。
た
だ
、『
古
名
家
雜
劇
』

と
『
柳
枝
集
』
で
は
無
鹽
を
「
無
艷
」
と
表
記
し
て
お
り
、『
元
曲
選
』
の
み
「
無

鹽
」
と
し
て
い
る
。『
元
曲
選
』
は
『
列
女
傳
』
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
改
め
た
も
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の
と
思
わ
れ
る
。
無
鹽
を
「
無
艷
」
と
す
る
表
記
は
淸
代
の
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』

に
も
多
く
見
ら
れ
、
一
般
に
は
こ
の
表
記
が
あ
る
程
度
定
着
し
、
繼
承
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
や
、
物
語
の
繼
承
な
ど
に
つ
い
て
は
、

三

で
詳
し
く
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
右
に
引
用
し
た
例
は
白
の

分
で
あ
る
た
め
、
後
に
插
入
さ
れ
た
可
能

性
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
裴
少
俊
墻
頭
馬
上
」
が
、
朙
の
內
府
本
と

思
わ
れ
る
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し

た
が
っ
て
、
鍾
離
春
が
桑
畑
で
齊
王
と
出
會
う
話
は
、
男
女
の
出
會
い
の
類
型
の

一
つ
と
し
て
、
當
時
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
謎
解
き
と
合
戰

　

後
半
の
謎
解
き
と
合
戰
の
話
は
、『
戰
國
策
』
齊
六
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い

る（
（（
（

。
以
下
に
該
當
箇
所
を
引
用
す
る
。

　

秦
始
皇
（
鮑
本
で
は
昭
王
）
嘗
使
使
者
遺
君
王
后
玉
連
環
曰
「
齊
多
知
、

而
解
此
環
不
。」
君
王
后
以
示
羣
臣
、羣
臣
不
知
解
。
君
王
后
引
椎
、椎
破
之
、

謝
秦
使
曰
。「
謹
以
解
矣
。」

　

秦
の
始
皇
帝
（
昭
王
）
は
使
者
を
使
わ
し
、
君
王
后
（
太
史
敫
の
娘
、
襄

王
の
后
）
に
玉
の
連
環
を
贈
り
、「
齊
に
は
賢
い
者
が
多
い
そ
う
だ
が
、

こ
の
環
が
解
け
る
か
。」
と
言
っ
て
き
た
。
君
王
后
は
群
臣
に
見
せ
た
が
、

誰
も
外
し
方
を
知
ら
な
か
っ
た
。
君
王
后
は
つ
ち
を
手
に
取
り
、
玉
の
連

環
を
た
た
き
割
っ
て
、
秦
の
使
者
に
あ
い
さ
つ
し
て
言
っ
た
。「
謹
ん
で

お
解
き
い
た
し
ま
し
た
。」
と
。

　

肝
腎
の
女
主
人
公
が
、
鍾
離
春
で
は
な
く
君
王
后
で
あ
っ
た
り
、
難
題
を
持
ち

か
け
る
相
手
が

な
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
の
話
が
原
據
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
ほ
ぼ
閒
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、や
は
り
雜
劇
の
作
者
が
直

『
戰
國
策
』

を
見
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
等
敎
育
の
敎
科
書
に
も
用
い
ら

れ
た
『
蒙
求
』
に
は
「
齊
后
破
環
・
謝
女
解
圍
」
と
あ
り
、
た
だ
「
齊
后
」
と
し

か
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
鍾
離
春
と
の
混
同
が
起
こ
り
や
す
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。ま
た
そ
の
㊟（『
蒙
求
集
㊟
』）で
は
、戰
國
策
か
ら
こ
の
話
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玉
連
環
の
話
は
、
よ
り
通
俗
的
な
も
の
を
介
し
て

入
し
た
可
能

性
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
直

か
閒

か
と
い
う
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
話
の
原
據
は
『
戰
國
策
』
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
半
の
謎
解
き
と
合

戰
の

分
に
は
依
然
と
し
て
問
題
が
殘
っ
て
い
る
。
燕
將
と
し
て
登
場
す
る
孫
操

や
、
秦
の
秦
姬
輦
、
さ
ら
に
最
後
に
合
戰
に
加
わ
る
吳
起
は
、
一
體
ど
こ
か
ら
や

っ
て
來
た
の
だ
ろ
う
か
。
孫
操
や
秦
姬
輦
は
史
書
に
名
歬
が
見
ら
れ
ず
、
架
空
の

人
物
の
よ
う
だ
が
、
彼
ら
は
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
た
め
に
作
ら
れ
た
人
物
な

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
歷
史
上
の
人
物
で
あ
る
吳
起
や
晏
嬰
は
、
齊
の
宣
王
の
時

代
よ
り
も
歬
の
時
代
に
活
躍
し
た
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
が
登
場
す
る
の
は
史
實
に

合
わ
ず
、
史
書
を
參
考
に
し
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
ら
の
來
源
に
つ
い
て
は
、
鍾

離
春
の
物
語
の

傳
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
鍵
と
な
る
た
め
、
四

で
詳

し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
に
見
ら
れ
る
物
語
は
、

三
人
の
齊
の
王
后
の
話
を
起
源
と
し
て
い
る
が
、
直

何
ら
か
の
テ
キ
ス
ト
に
依

據
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
傳
承
の
よ
う
な
形
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
來
鍾
離
春
は
、『
列
女
傳
』
の
「
辯
通
傳
」
に
分
類
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
辯
舌
や
そ
の
知
性
が
評
價
の
對
象
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
に
お
け
る
鍾
離
春
は
、

複
數
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
容
姿
は
醜
い
が
美
德
や
知
性
を

ね
備
え
、
合
戰
の
場
面
で
は
武
勈
を
示
す
、「
智
勈
」

備
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ロ

イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
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二
、
白
話
小
說
に
お
け
る
鍾
離
春

　

さ
て
、
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
鍾
離
春
は
智
勈
に
優
れ
た
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
た
が
、文
言
の
世
界
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

『
史
記
』
や
『
戰
國
策
』
な
ど
史
書
の
類
に
は
、「
鍾
離
春
」
ま
た
は
「
無
鹽
女
」

の
物
語
は
見
ら
れ
な
い
。
劉
向
の
『
列
女
傳
』
を
除
く
と
、
古
い
も
の
で
は
『
論

衡
』
と
『
歬
漢
紀
』
に
鍾
離
春
に
關
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
容
姿

が
醜
い
が
美
點
も
あ
る
女
性
の
例
と
し
て
名
歬
が
登
場
す
る
程
度
で
あ
る（
（（
（

。『
蒙

求
』
の
㊟
に
も
鍾
離
春
の
話
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
列
女
傳
』
を
引
い
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
の
詩
や
文
に
お
い
て
も
狀
況
は
基
本
的
に
同
じ
で
、
文

言
の
世
界
に
お
い
て
は
、
鍾
離
春
の
性
格
は
原
則
と
し
て
『
列
女
傳
』
に
基
づ
く

も
の
で
あ
り
、
桑
畑
で
齊
王
と
出
會
っ
た
と
い
う
記
述
も
、
謎
解
き
や
合
戰
で
智

勈
を
示
し
た
と
い
う
記
述
も
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い（
（（
（

。

　

で
は
、
朙
代
に
盛
ん
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
白
話
小
說
で
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。
鍾
離
春
の
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
白
話
小
說
に
は
、以
下
の
作
品
が
あ
る
。

・『
列
國
志
傳
』

　

殷
の
滅
亡
か
ら
始
皇
帝
の
天
下

一
ま
で
を
描
く
歷
史
小
說
。『
全
相
平
話
』

に
あ
る
物
語
と
、
歷
史
書
の
內
容
を
繫
ぎ
合
わ
せ
た
よ
う
な
作
品
で
あ
り（
（（
（

、
鍾
離

春
の
物
語
は
「
無
鹽
女
獻
策
爲
皇
后
」
の

分
に
見
ら
れ
る
。

　

現
存
す
る
中
で
最
も
古
い
版
本
は
、萬
曆
三
十
四
（
一
六
〇
六
）
年
序
の
あ
る
、

福
建
の
余
象
斗
本
。
大
塚
秀
高
氏
の
「
講
史
小
說
の
出
版
と
改
變―

―

『
列
國
志
』

を
め
ぐ
っ
て―

―

（
（（
（

」
に
よ
る
と
、
蘇
州
の
刊
本
で
あ
る
朱
篁
本
の
方
が
余
象
斗
本

よ
り
も
古
い
形
に
近
い
と
い
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
版
本
も
テ
キ
ス
ト
の
內
容
に

大
き
な
違
い
は
な
い
。
今
回
は
余
象
斗
本（
上
海
古
籍
出
版
社『
古
本
小
說
集
成
』所
收
、

原
本
は
蓬
左
文
庫
藏
）
を
使
用
し
た
。

　
・『
新
列
國
志
』

　

周
の
東
遷
か
ら
始
皇
帝
の
天
下

一
ま
で
を
描
い
て
お
り
、殷
の

分
は
な
い
。

『
列
國
志
傳
』
を
よ
り
歷
史
に
忠
實
に
、
か
つ
整
っ
た
形
に
改
作
し
た
も
の
。
馮

夢
龍
編
と
さ
れ
、
成
立
は
崇
禎
ご
ろ
と
思
わ
れ
る（
（（
（

。
今
回
使
用
し
た
の
は
、
上
海

古
籍
出
版
社
『
馮
夢
龍
全
集
』
所
收
、
金
閶
葉

池
刊
本
。
原
本
は
內
閣
文
庫
所

藏
。
現
存
す
る
中
で
は
最
も
古
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

・『
古
今
列
女
傳
演
義
』

　
『
列
女
傳
』
を
白
話
に
譯
し
た
も
の
。
六
卷
か
ら
な
り
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』

と
同

の
配
列
に
な
っ
て
い
る
が
、
七
卷
に
あ
た
る
「
孽
嬖
傳
」（
惡
女
の
傳
）
は

存
在
せ
ず
、『
續
列
女
傳
』（
宋
代
に
『
列
女
傳
』
が
再
編
さ
れ
た
際
、
本
來
の
形
と
さ

れ
る
い
わ
ゆ
る
『
古
列
女
傳
』
の
後
に
附
し
た
も
の
）
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
人
物
が
、

各
卷
に
分
散
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
た
り
、
そ
れ
以
外
の
人
物
も
新
た
に
加
わ
っ
た

り
し
て
い
る
。
序
に
「
東
海
猶
龍
子
」
と
あ
る
た
め
、
馮
夢
龍
編
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
淸
の
康
煕
年
閒
の
話
も
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
馮
夢
龍
は
編
者
で

は
な
い
と
指

さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
今
回
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
列
女
傳
彙
編
』（
鄭

曉
霞
、
林
佳
鬱
編
、
北
京
圖
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
所
收
、
首
都
圖
書
館
藏
本
。

　

以
上
の
三
作
品
に
お
け
る
鍾
離
春
の
物
語
は
、
い
ず
れ
も
『
列
女
傳
』「
齊
鍾

離
春
」
に
因
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
多
少
の
脚
色
や
表
現
の
違
い
は
見
ら
れ
る

が
、
基
本
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
は
同
じ
で
あ
り
、
雜
劇
に
見
ら
れ
た
桑
畑
で
の
出
會

い
の
場
面
や
、
玉
連
環
の
話
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
、『
新
列
國
志
』
と
『
古
今

列
女
傳
演
義
』
は
、
ど
ち
ら
も
馮
夢
龍
編
と
稱
し
て
い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
上
に
朙



醜
女
鍾
離
春
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物
語

一
九
三

ら
か
な
一
致
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
鍾
離
春
が
桑
畑
で
齊
王
と
出
會
い
、
玉
の
連
環
を
た
た
き
割
っ
て

勈
を
示
す
物
語
は
、
こ
れ
ら
の
本
が
出
版
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
失
わ
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
宮
廷
用
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
抄
本
で
あ
る
脉

館
抄
本
に

の
み
、
こ
の
物
語
が
殘
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
改
め

て
『
列
國
志
傳
』
を
見
る
と
、
本
文
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る

こ
と
に
氣
づ
く
。

・
余
象
斗
本
『
列
國
志
傳
』
卷
七　

無
鹽
女
獻
策
爲
皇
后　

眉
批

「
無
鹽
乃
縣
名
。（
無
鹽
は
縣
名
で
あ
る
。）」

「
鍾
離
春
、

俗
人
言
鍾
無
鹽
是
也
。（
鍾
離
春
は
、
俗
人
の
い
う
と
こ
ろ
の
鍾

無
鹽
の
こ
と
で
あ
る
。）」

　

こ
の
眉
批
が
つ
い
て
い
る

分
の
『
列
國
志
傳
』
本
文
に
は
、「
覆
姓
の
鍾
離
、

名
は
春
」
と
あ
り
、「
俗
人
」
た
ち
が
彼
女
の
姓
を
「
鍾
」
だ
と
思
っ
て
い
る
、

そ
の
誤
り
を
正
そ
う
と
い
う
姿
勢
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
列
國
志
傳
』
の

眉
批
か
ら
、「
俗
人
」
の
閒
で
は
、
鍾
離
春
は
「
鍾4

無
鹽
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
㊟
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

鍾
無
鹽
の
名
が
あ
る
程
度
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

　

實
は
こ
の「
鍾
無
鹽
」と
い
う
名
は
、雜
劇「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」に
も
登
場
す
る
。

嚴
密
に
は
、雜
劇「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」に
お
け
る
鍾
離
春
の
呼
稱
は
四
種
類
あ
り
、

鍾
離
春
（
五
例
）・
鍾
無
鹽
（
三
例
）・
無
鹽
（
四
例
）・
無
鹽
女
（
十
九
例
）
で
あ
る
。「
鍾

離
春
」
の
用
例
は
第
一
折
と
第
二
折
の
み
で
あ
り
、
場
面
と
し
て
は
、
鍾
離
春
が

齊
の
公
子
と
出
會
い
、
后
に
迎
え
ら
れ
る
ま
で
の

分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
二

折
で
正
旦
は
「
我
姓
鍾
離
名
字
春
（
私
の
姓
は
鍾
離
、
名
は
春
）」
と
唱
っ
て
い
る
。

一
方
、「
鍾
無
鹽
」
の
用
例
は
、
第
二
折
の
次
の
楔
子
と
、
第
三
折
に
見
ら
れ
、

全
て

役
の
秦
姬
輦
の
白
（
せ
り
ふ
）
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
數
字
の
上
で

は
「
鍾
無
鹽
」
の
例
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
第
一
折
と
第
四
折
に
登
場
す

る
鍾
離
春
の
父
と
兄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鍾
大
戶
」、「
鍾
大
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
不
自
然
な
狀
況
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
本
來
「
鍾
無
鹽
」
で
あ
っ
た
所

を
、『
列
女
傳
』
に
基
づ
い
て
「
鍾
離
春
」
に
改
め
た
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
原

型
が
殘
っ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
鍾
無
鹽
」
は
、「
鍾
離
春
」
と

似
て
非
な
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

雜
劇「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」に
お
い
て
、「
鍾
無
鹽
」の
呼
稱
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

武
勈
の
要
素
が
强
い
後
半
に
限
ら
れ
る
。
鍾
離
春
の
「
勈
」
の
要
素
は
、
も
う
一

人
の
鍾
離
春
と
も
い
う
べ
き
「
鍾
無
鹽
」
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、

「
鍾
無
鹽
」
は
、
本
來
『
列
女
傳
』
の
鍾
離
春
と
は
別
の
背
景
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
は
、
お
そ
ら
く
當
時

す
で
に
存
在
し
た
、「
勈
」
の
「
鍾
無
鹽
」
の
物
語
を
取
り
込
ん
で
作
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
『
列
國
志
傳
』の
眉
批
に
よ
れ
ば
、少
な
く
と
も
そ
の
眉
批
が
書
か
れ
た
頃
に
は
、

「
鍾
無
鹽
」
と
い
う
名
は
「
俗
人
」
の
閒
に
浸
透
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る

い
は
そ
れ
は
、
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
よ
う
な
物
語
を
通
し
て
廣
ま
っ
た

も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
列
國
志
傳
』
が
あ
る
程
度
の
時
代
考
證
を
行
い
、
も
と
に
し
た
物
語
の
史
實

と
合
わ
な
い
箇
所
を
削
除
・
改
變
し
て
い
る
點
は
、
す
で
に
先
行
硏
究
に
指

の

あ
る
通
り
で
あ
る（
（（
（

。
鍾
離
春
の
物
語
の
場
合
も
、
荒
唐
無
稽
な
「
鍾
離
春
智
勈
定

齊
」
物
語
の
か
わ
り
に
、『
列
女
傳
』
の
內
容
に
差
し
替
え
た
可
能
性
を
、
全
く

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
白
話
小
說
の
誕
生
は
そ
れ
ま
で
の
、
詩
文

で
は
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
、
通
俗
的
な
內
容
を
描
く
こ
と
を
可
能
に
し

た
が
、
文
字
に
し
て
出
版
す
る
と
い
う
行
爲
に
は
、
あ
る
程
度
の
規
範
意

が
働

い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。鍾
離
春
の
物
語
を
描
い
た
白
話
小
說
は
、『
三
國
志
演
義
』
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四

や
そ
の
他
の
歷
史
小
說
が
辿
っ
た
の
と
同

に
、
合
理
化
・
歷
史
記
述
化
へ
と
向

か
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
勈
」
の
「
鍾
無
鹽
」
の
要
素
を
持
っ
た
物
語
は
、
さ
ら
に
時
代
を
降
っ
た
淸

代
の
藝
能
に
も
見
ら
れ
る
。
次
に
、淸
代
の
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
を
見
て
ゆ
こ
う
。

三
、
車
王
府
本
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』

　

藝
能
に
お
け
る
鍾
離
春
の
物
語
の
例
と
し
て
、
本
稿
で
は
車
王
府
本
鼓
詞
『
英

烈
春
秋
』
を
取
り
上
げ
る（
（（
（

。
車
王
府
本
は
、
淸
代
に
北
京
の
車
王
府
に
よ
っ
て
收

集
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
、
戲
曲
や
藝
能
な
ど
の
抄
本
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
、
當
時

傳
わ
っ
て
い
た
通
俗
的
な
物
語
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
㊮
料
で
あ
る
。
ま

た
鼓
詞
は
、
伴
奏
を
伴
い
、

文
と
敍
述
の

分
を
交
互
に
く
り
﨤
し
て
語
っ
て

ゆ
く
藝
能
で
あ
る
。

　
『
英
烈
春
秋
』
は
、
鍾
離
春
の
活
躍
を
描
い
た
六
十
二
卷
百
二
十
本
に
及
ぶ
長

篇
物
語
で
、
語
り
も
の
の
藝
能
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
て
字

や
通
用
字
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
抄
本
で
あ
る
た
め
、
讀
み
物
と
し
て
出
版

さ
れ
た
も
の
と
は
性
格
を

に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
鼓
詞
『
吳
越
春
秋
』
の
續
編

で
あ
り
、
孫
臏
と

涓
の
戰
い
を
描
い
た
鼓
詞
『
金
盒
春
秋
』、
さ
ら
に
樂
毅
と

孫
臏
の
戰
い
を
描
い
た
『
走
馬
春
秋
』
へ
と
續
く
。
以
歬
に
別
稿
で
述
べ
た
が
、

鼓
詞
『
走
馬
春
秋
』
は
、

分
的
に
『
全
相
平
話
』
よ
り
も
古
い
內
容
を
殘
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る（
（（
（

。
同

に
『
英
烈
春
秋
』
も
、
白
話
小
說
で
は
語
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
な
、
古
い
內
容
を
留
め
て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
內
容
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
、
女
主
人
公
の
名
は
「
鍾4

無
鹽
」
で
あ
る
。

「
鹽
」
は
、「
艷
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
白
樸
の
「
裴
少
俊
墻
頭
馬
上
」

雜
劇
に
見
ら
れ
た
表
記
と
共
通
す
る
。
さ
て
彼
女
は
、
本
來
は
天
界
の
仙
女
で
あ

っ
た
が
、
瑤
池
王
母
の
怒
り
に
觸
れ
て
下
界
へ
落
と
さ
れ
、
紫
微
星
の
下
凢
で
あ

る
齊
の
宣
王
が
天
下
を
治
め
る
手
助
け
を
し
、
天
下
を
安
ん
じ
た
後
に
、
再
び
天

界
へ
戾
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
英
雄
を
天
界
の
星
の
化

身
と
す
る
設
定
は
、
通
俗
文
藝
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
鼓
詞
『
英
烈
春

秋
』
も
そ
の
類
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
の
鍾
離
春
は
、
仙
術
を
操
り
、
寶
貝
を
使
い
、
山
賊
を
降

し
て
養
子
に
し
、

國
の
王
を
投
げ
飛
ば
し
て
殺
す
な
ど
、
そ
の
超
人
ぶ
り
は
雜

劇
よ
り
も
激
し
い
。
彼
女
の

子
は
、
例
え
ば
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

鍾
國
母
坐
在
冷
宮
之
內
、
心
中
暗
想
說
「
是
昏
君
今
日
將
我
貶
在
冷
宮
、

哀
家
受
這
一
番
苦
楚
、
好
不
凄
涼
人
也
。」
這
娘
娘
歬
思
後
想
、
由
不
得

心
中
傷
感
也
舊（
（（
（

痛
哭
起
來
。
衆
宮
女
見
娘
娘
如
此
、一
个
个
也
都
傷
心
落
泪
。

（
中
略
）
娘
娘
說
「
你
等
要
吃
飯
、
這
㊒
何
難
。
你
們
暫
且
退
後
、
哀
家

你
們
吃
飯
。」衆
宮
娥
只
得
各
自
散
去
。
天
㊒
起
更
之
時
、娘
娘
跕
起
身
形
來
、

至
殿
外
、
手
內
仗
劍
搯
訣
念
咒
、
用
手
中
的
寶
劍
一
指
說
衟
「
功
曹
何
在
。」

一
言
未
盡
、
只
見
那
四
位
功
曹
在
雲
中
跕
立
…

　

鍾
國
母
（
鍾
離
春
）
は
冷
宮
の
中
に
座
り
、
心
の
內
に
思
う
に
は
、「
ば

か
と
の
め
が
、
今
日
は
私
を
冷
宮
に
追
い
や
り
、
わ
ら
わ
を
こ
ん
な
ふ
う

に
酷
い
目
に
あ
わ
せ
る
と
は
、
何
と
慘
め
な
こ
と
。」
こ
の
お
后
さ
ま
は

思
い
惱
み
、
思
わ
ず
悲
痛
な
氣
持
ち
に
な
っ
て
、
早
く
も
泣
き
出
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
宮
女
た
ち
は
お
后
さ
ま
が
こ
ん
な

子
な
の
を
見
る
と
、

一
人
一
人
み
な
心
を
痛
め
て
淚
を

し
ま
し
た
。（
中
略
）
お
后
さ
ま
は

言
い
ま
し
た
。「
そ
な
た
た
ち
が
ご
飯
を
⻝
べ
た
い
な
ら
、
そ
ん
な
の
は

た
や
す
い
こ
と
じ
ゃ
。
そ
な
た
た
ち
、
暫
く
下
が
っ
て
お
れ
、
わ
ら
わ
が

そ
な
た
た
ち
に
ご
飯
を
⻝
べ
さ
せ
て
や
ろ
う
。」
そ
こ
で
宮
女
た
ち
は
そ

れ
ぞ
れ
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
空
が
暗
く
な
っ
て
く
る
こ
ろ
、
お
后
さ
ま

は
身
支
度
を
す
ま
せ
、
立
ち
上
が
っ
て
冷
宮
の
外
に
や
っ
て
く
る
と
、
手
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一
九
五

に
劍
を
持
っ
て
祕
密
の
呪
文
を
唱
え
、
劍
で
一
指
し
し
て
言
い
ま
し
た
。

「
い
で
よ
、
功
曹
。」
そ
の
言
葉
も
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
、
見
れ
ば
四
人
の
功

曹
が
、
雲
の
中
に
立
っ
て
お
り
ま
し
た
…
（
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
卷
九
）

　

宮
殿
に
上
が
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
鍾
離
春
は
宣
王
に
廹
害
さ
れ
る
。
冷
宮
に

追
い
や
ら
れ
た
鍾
離
春
は
、
自
分
に
仕
え
て
い
る
女
官
た
ち
の
た
め
に
術
を
使

い
、宣
王
と
側
室
の
所
か
ら
ご
ち
そ
う
を
頂
戴
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

夫
の
宣
王
を
昏
君
（
ば
か
と
の
）
と
呼
ぶ
な
ど
、
つ
つ
ま
し
く
、
夫
に
從
順
な
女

性
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
の
鍾
離
春
は
、『
列
女
傳
』
や
、

女
性
敎
育
が
手
本
と
し
て
示
す
よ
う
な
女
性
の
美
德
と
は
か
け
離
れ
た
言
動
を

く
り
﨤
す
。
白
話
小
說
が
『
列
女
傳
』
に
回
歸
し
て
い
っ
た
の
と
は
、

な
る
方

向
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、『
英
烈
春
秋
』
は
、『
列
女
傳
』
や
雜
劇
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
全
體
の
大
半
を
占
め
て
い
る
が
、
中
に
は
雜
劇
「
鍾
離
春
智

勈
定
齊
」
と
共
通
す
る
話
も
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
に
示
す
表
は
、
雜
劇
「
鍾
離

春
智
勈
定
齊
」
と
共
通
す
る
話
の
㊒
無
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
參
考
ま
で
に
、

他
の
作
品
と
の

同
も
擧
げ
て
お
い
た
。○
と
×
は
同

の
話
の
㊒
無
を
示
す
。

似
て
非
な
る
場
合
は
、

な
る
點
を
記
し
た
。

「
鍾
離
春
知
雄
定

齊
」
雜
劇

鼓
詞『
英
烈
春
秋
』『
列
國
志
傳
』『
新
列
國
志
』『
列
女
傳
』

齊
宿
瘤
女
『
列
女
傳
』

齊
鍾
離
春

宣
王
（
公
子
）
が

夢
の
お
つ
げ
を
受

け
、
晏
嬰
に
相
談

す
る

○
（
卷
一
）

×

×

×

×

狩
り
に
出
か
け
る

○
（
卷
一
）

×

×

王
、
外
出

す
る

×

白
ウ
サ
ギ
に
導
か

れ
、
出
會
う

○
（
卷
一
）

×

×

×

×

晏
嬰
、
鍾
離
春
を

試
す

×

×

×

×

×

齊
王
と
問
答
す
る

○
（
卷
一
）

○

○

○

○

車
に
同
乘
す
る
こ

と
を
斷
る

×

×

×

○

×

結
納
す
る

○
（
卷
一
）

×

×

黃
金
を
持

っ
て
迎
え

に
行
か
せ

る

×

秦
姬
輦
は
虎
白
長

に
玉
環
を
持
た
せ

齊
に
使
わ
す

秦
に
赴
い
て
玉
環

を
解
く

（
卷
三
十
七
）

×

×

×

×

孫
操
は
孫
倣
に
琴

を
持
た
せ
齊
に
使

わ
す

使
者
は
子
之

（
卷
二
）

×

×

×

×

鍾
離
春
、
難
題
を

解
決
す
る

○（卷
二
、三
十
七
）

×

×

×

×

秦
、
燕
、
魏
の
吳

起
が
齊
を
攻
め
る

個
別
に
戰
う
。
燕

（
卷
二
～
五
）
魯
の

吳
起
（
卷
二
十
三

～
三
十
）
秦
（
卷

三
十
七
～
四
十
）

×

×

×

×

秦
、
燕
、
魏
と
合

戰
す
る

個
別
に
戰
う
。
燕

（
卷
二
～
五
）
魯
の

吳
起
（
卷
二
十
三

～
三
十
）
秦
（
卷

三
十
七
～
四
十
）

×

×

×

×
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は
降
參
し
、
齊

が
上
國
と
な
る

○
（
卷
四
十
）

國
境
を
安

ん
じ
た

齊
は
大
い

に
治
ま
っ

た

秦
楚
を
も

懼
れ
さ
せ
、

帝
號
を
立

て
た

齊
は
大
い

に
平
安
に

な
っ
た

　　

鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
に
は
、
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
で
語
ら
れ
る
內
容
が

ほ
ぼ
全
て
含
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
他
の
作
品
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
一

致
は
見
ら
れ
な
い
。
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
脉

館
本

は
抄
本
で
あ
り
、
し
か
も
宮
中
の
上
演
用
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な

ら
ば
、
手
輕
に
、
か
つ
多
く
の
人
々
の
目
に
觸
れ
る
よ
う
な
物
で
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
り
、
ま
し
て
淸
代
の
鼓
詞
の
作
者
が
見
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
も

關
わ
ら
ず
、
そ
の
內
容
が
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
と
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
で

一
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
殘
っ
て
い
な
い
が
、
朙

か
ら
淸
ご
ろ
に
は
民
閒
で
同

の
物
語
が

布
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
兩
者
は
、
同

の
物
語
を
源
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

な
っ
た
段
階
で
表
面
に
現

れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
物
語
が
民
閒
に
傳
わ
っ
て
い
た
と
考

え
れ
ば
、
白
樸
の
「
裴
少
俊
墻
頭
馬
上
」
雜
劇
と
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
に
お
い
て

「
無
艷
」
と
い
う
表
記
が
一
致
す
る
こ
と
や
、『
列
國
志
傳
』
に
「
俗
人
」
の
語
る

物
語
の
誤
り
を
指

す
る
よ
う
な
批
評
が
つ
い
て
い
た
こ
と
も
、
說
朙
で
き
る
。

四
、
民
閒
傳
承
と
の
關
係

　
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
鍾
離
春
の
物
語
は
、
そ
の
他

の
民
閒
傳
承
と
も
繫
が
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
第
一
の
根
據
と
し
て
、

「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇
に
登
場
す
る
人
物
が
伍
子
胥
の
「
臨

鬪
寶
」
物
語

や
『
全
相
平
話
』、さ
ら
に
『
列
國
志
傳
』
と
共
通
す
る
と
い
う
點
が
擧
げ
ら
れ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
列
國
志
傳
』
は
史
書
と
民
閒
傳
承
を
繫
ぎ
合
わ
せ

た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。『
新
列
國
志
』
に
改
作
さ
れ
た
際
に
民
閒
傳
承
的
な
物

語
は
排
除
さ
れ
、
歷
史
的
記
述
に
回
歸
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
點
に
つ
い
て
は
馮

夢
龍
自
身
が
敍
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

秦
の
哀
公
の　
　
　
臨

鬪
寶
の
物
語
は
長
い
閒
民
閒
で
語
ら
れ
續
け
て
き
た

が
、
そ
の
あ
や
ま
り
は
よ
り
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
商
鞅
を
任
じ

て
法
を
改
正
し
て
、
秦
は
よ
う
や
く
大
き
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
哀
公
の
世

に
は
秦
は
ま
だ
小
國
だ
っ
た
は
ず
だ
。
ど
う
し
て
號
令
し
て
十
七
國
の
君
を

召
し
、
一
齊
に
臨

に
赴
か
せ
た
り
で
き
た
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
伍
員
を
朙

輔
と
す
る
な
ど
卑
俗
の
極
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
う
わ
ご
と
は
、
田
舍
の

田
畑
の
畦
に
座
っ
て
身
振
り
手
振
り
よ
ろ
し
く
語
り
、
農
作
業
の
眠
氣
覺
ま

し
を
す
る
程
度
の
も
の
だ
。
い
さ
さ
か
で
も
文
理
に
通
じ
た
者
の
言
う
よ
う

な
こ
と
で
は
な
い（
（（
（

。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
臨

鬪
寶
」
と
は
、
秦
の
哀
公
が
周
王
の
名
を

借
り
て
十
七
國
の
諸
侯
た
ち
を
集
め
、
お
寶
比
べ
を
す
る
と
い
う
一
連
の
物
語
で

あ
る
。
史
書
の
記
述
に
沿
わ
な
い
荒
唐
無
稽
な
話
だ
が
、
民
閒
で
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る（
（（
（

。
こ
の
「
臨

鬪
寶
」
物
語
に
關
す
る
記
述
が
、「
鍾
離
春

智
勈
定
齊
」
雜
劇
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇
で
は
、
秦
姬
輦
が
登
場
詩
で
「
强
秦
雄
霸
占
咸
陽
、

　
　
　
鬪
寶
臨

拱
上
邦
（
强
秦
は
勈
ま
し
く
咸
陽
の
地
を
占
め
、　
　
　
　
　

臨

の
寶
比
べ
で
上
邦

を
拱
く
）」と
唱
え
る
。
秦
姬
輦
は『
列
國
志
傳
』や
雜
劇
で
語
ら
れ
る「
臨

鬪
寶
」

物
語
に
登
場
し
、
主
人
公
の
伍
子
胥
と
朙
輔
の
地
位
を
争
う
重
要
人
物
で
あ
る
。

『
列
國
志
傳
』
に
は
、
こ
の
「
臨

鬪
寶
」
物
語
の
他
に
も
、
周
の
武
王
が
殷
の

紂
王
を
伐
つ
「
武
王
伐
紂
」
物
語
、
孫
臏
と

涓
の
知
惠
比
べ
「
孫

鬪
智
」
物

語
、
樂
毅
が
齊
を
攻
め
る
「
樂
毅
圖
齊
」
物
語
な
ど
の
『
全
相
平
話
』
に
基
づ
く

と
思
わ
れ
る
民
閒
傳
承
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る（
（（
（

。
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「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇
と
、
そ
の
他
の
民
閒
傳
承
で
共
通
す
る
登
場
人
物

は
秦
姬
輦
だ
け
で
は
な
い
。「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇
に
燕
將
と
し
て
登
場
す

る
孫
操
は
『
全
相
平
話
』
と
『
列
國
志
傳
』
卷
八
の
「
樂
毅
圖
齊
」
物
語
に
も
登

場
す
る
。
彼
は
孫
臏
の
父
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
、
史
書
に
そ
の
名
は
見

ら
れ
ず
、
民
閒
傳
承
や
藝
能
に
の
み
現
れ
る
架
空
の
人
物
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
雜

劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
に
は
、
實
在
は
し
た
が
、
生
沒
年
が
宣
王
の
治
世
と
あ

わ
な
い
晏
嬰
や
吳
起
が
登
場
す
る
。
彼
ら
も
孫
操
と
同

に
、『
列
國
志
傳
』
や

雜
劇
に
現
れ
る
。
晏
嬰
は
『
列
國
志
傳
』
卷
五
の
「
臨

鬪
寶
」
物
語
の

分
に
、

吳
起
は
「
孫

鬪
智
」
物
語
を
扱
っ
た
雜
劇
「

涓
夜
走
馬
陵
衟
」
に
登
場
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
雜
劇
の
登
場
人
物
と
『
全
相
平
話
』
や

雜
劇
な
ど
に
見
ら
れ
る
人
物
は
、
架
空
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
歷
史
的
に
不
自
然

で
あ
っ
た
り
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
も

あ
る
程
度
の
繼
承
關
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

擧
げ
た
登
場
人
物
の
分
布
を
表
に
し
た
も
の
を
、
以
下
に
示
し
た
。
こ
の
表
は
、

ど
の
人
物
が
ど
の
話
に
登
場
す
る
か
を
表
し
て
い
る
。
登
場
し
な
い
場
合
は
×

を
、
登
場
す
る
場
合
は
作
品
名
を
記
し
た
。

　

縦
…
人
物　

横
…
該
當
エ
ピ
ソ
ー
ド

臨

鬪
寶

孫

鬪
智

樂
毅
圖
齊

晏
嬰

『
列
國
志
傳
』

×

×

秦
姬
輦

『
列
國
志
傳
』・
楚
昭

王
疎
者
下
船
雜
劇

×

×

吳
起
（
騎
）

×

涓
夜
走
馬
陵
衟
雜
劇

×

孫
操

×

『
孫

鬪
志
演
義
』

『
平
話
』・『
列
國

志
傳
』

　

こ
こ
に
表
さ
れ
た
登
場
人
物
と
時
系
列
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
鍾
離
春
智
勈

定
齊
」
は
「
臨

鬪
寶
」
と
「
孫

鬪
智
」
の
閒
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
第
二
の
根
據
と
し
て
、
車
王
府
本
鼓
詞
の
例
を
擧
げ
た
い
。
車
王
府
本

に
は
一
連
の
春
秋
戰
國
時
代
を
題
材
と
し
た
鼓
詞
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
が
、
鍾
離

春
の
物
語
『
英
烈
春
秋
』
は
、
伍
子
胥
の
物
語
と
孫
臏
の
物
語
の
閒
に
位
置
し
、

兩
者
と
繫
が
っ
て
い
る
。『
英
烈
春
秋
』
で
は
、
後
に
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
孫

臏
の
出
生
の
祕
密
が
語
ら
れ
、
そ
の
父
で
あ
る
孫
操
や
、
兄
弟
た
ち
も
登
場
す
る
。

そ
し
て
そ
の
後
『
金
盒
春
秋
』
→
『
走
馬
春
秋
』
→
『
鋒
劍
春
秋
』
と
續
い
て
ゆ

く
、
一
連
の
孫
臏
を
主
人
公
と
し
た
物
語
の
出
發
點
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
も
述

べ
た
が
、
こ
の
う
ち
『
走
馬
春
秋
』
は
『
全
相
平
話
』
と
同

の
、
場
合
に
よ
っ

て
は
そ
れ
よ
り
も
古
い
內
容
の
物
語
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
例

を
『
英
烈
春
秋
』
に
當
て
は
め
れ
ば
、
鍾
離
春
の
物
語
も
ま
た
、
古
く
か
ら
『
全

相
平
話
』
や
雜
劇
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
他
の
物
語
と
繫
が
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

以
上
の
二
點
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
鍾
離
春
が
桑
畑
で
齊
王
と
出
會
っ
た
り
、

謎
解
き
や
合
戰
で
活
躍
し
た
り
す
る
物
語
は
、伍
子
胥
の
「
臨

鬪
寶
」
物
語
と
、

孫
操
の
息
子
で
あ
る
孫
臏
の
一
連
の
活
躍
を
描
く
物
語
の
閒
の
話
と
し
て
、
あ
る

程
度

布
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
に
お
け
る
鍾
離
春
の
物
語
は
、『
列
女
傳
』「
齊
鍾

離
春
」
に
描
か
れ
る
も
の
と
大
き
く

な
っ
て
い
た
。
そ
の
起
源
は
、
三
人
の
齊

の
王
妃
の
物
語
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
雜
劇
の
作
者
が
『
列
女
傳
』

や
『
戰
國
策
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
直

基
づ
い
て
創
作
し
た
の
で
は
な
く
、
傳

承
の
よ
う
な
形
で
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
特
に
鍾
離
春
の



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

一
九
八

「
勈
」
の
側
面
は
、『
列
女
傳
』
と
は
別
の
起
源
を
持
つ
も
う
一
人
の
鍾
離
春
と
も

い
う
べ
き
「
鍾
無
鹽
」
の
性
格
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
勈
」
の
側
面
を
持
ち
、
八
面
六
臂
の
活
躍
を
す
る
鍾
離
春
の
物
語
は
、
淸
の

鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
に
も
含
ま
れ
て
い
た
。
朙
の
宮
中
の
上
演
用
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
雜
劇
「
鍾
離
春
智
勈
定
齊
」
を
、淸
の
鼓
詞
の
作
者
が
見
て
『
英

烈
春
秋
』
を
書
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
物
語
は
、
白
話
小
說
や
傳

詩
文

に
は
ほ
と
ん
ど
痕
跡
を
殘
し
て
い
な
い
が
、少
な
く
と
も
朙
（
あ
る
い
は
元
）
以
降
、

民
閒
に

布
し
て
お
り
、
現
代
ま
で
傳
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
鍾
離
春
の
物
語
に
は
、
架
空
の
人
物
と
思
わ
れ
る
孫
操
や
、
時
代
の
あ
わ

な
い
晏
嬰
な
ど
が
登
場
し
、
一
見
歷
史
を
無
視
し
た
荒
唐
無
稽
な
虛
構
に
し
か
見

え
な
い
。
し
か
し
、
鼓
詞
『
英
烈
春
秋
』
や
『
全
相
平
話
』、
雜
劇
な
ど
に
見
ら

れ
る
設
定
と
は
合
致
す
る
。
大
膽
な
推
測
を
す
れ
ば
、
こ
の
背
後
に
は
正

な
歷

史
と
は

な
る
枠
組
み
を
持
っ
た
、
巨
大
な
物
語
の
體
系
が
存
在
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
鍾
離
春
の
物
語
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
一

分
に
あ
た
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

※
本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
度
日
本
學
術
振
興
會
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
課
題

番
號（（

・（0（（

）
の
交
付
を
受
け
た
硏
究
成
果
の
一

で
あ
る
。

　

㊟
（
（
）　
『
京
劇
劇
目
辭
典
』（
曾
白
融
主
編
、
中
國
戲
劇
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
の
「
湘

江
會
」（
鍾
離
春
の
物
語
を
描
い
た
演
目
）
の
項
に
、
以
下
の
よ
う
な
解
說
が
あ
る
。

「
此
戲
在
舊
時
徽
班
中
演
唱
頗
盛
、
乃
武
二
旦
・
刀
馬
旦
之
重
頭
戲
。
漢
劇
・
徽
劇
・

豫
劇
・
同
州
梆
子
・
河
北
梆
子
・
弋
陽
腔
㊒
類
此
劇
目
（
こ
の
劇
は
か
つ
て
徽
班

に
お
い
て
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
、
武
二
旦
、
刀
馬
旦
（
た
ち
ま
わ
り
を
す
る
女
役
）

の
技
量
が
問
わ
れ
る
演
目
と
さ
れ
た
。
漢
劇
・
徽
劇
・
豫
劇
・
同
州
梆
子
・
河
北

梆
子
・
弋
陽
腔
に
こ
れ
と
同
類
の
劇
目
が
あ
る
）」

（
（
）　

脉

館
抄
本
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
『
中
國
古
典
演
劇
硏
究
』
Ⅱ
第
三

「『
脉

館
抄
古
今
雜
劇
』
考
」
を
參
考
に
し
た
。

（
（
）　

邵
曾
祺
編
著
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
。

（
（
）　

原
文
「
脉

館
抄
本
的
『
鍾
離
春
智
勈
定
齊
』、趙
琦
美
以
爲

是
『
無
鹽
破
環
』、

但
無
根
據
、
不
從
」

（
（
）　

原
文
「
其
詞
出
語
不
凢
、
若
咳
唾
落
乎
九
天
、
臨
風
而
生
珠
玉
。
誠
杰
作
也
」

（
（
）　
『
漢
書
』
藝
文
志
「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
、『
新
序
』・『
說
苑
』・『
世
說
』・『
列

女
傳
頌
圖
』
也
」

（
（
）　

原
文
「
無
鹽
之
女
、干
說
齊
宣
。
分
别
四
殆
、稱
國
亂
煩
。
宣
王
從
之
、四
辟
公
門
。

遂
立
太
子
、
拜
無
鹽
君
」

（
（
）　

中
島
み
ど
り
『
列
女
傳
』（
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
）
解
說
參
照
。

（
（
）　

『
東
方
學
』
第
六
十
二
輯
、
一
九
八
一
年
七
⺼
。

（
（0
）　

㊟
１
所
揭
書
。

（
（（
）　

淸
・
光
緖
十
八
年
の
蕭
衟
管
の
序
が
あ
る
が
、
光
緖
三
十
年
序
に
よ
れ
ば
、
そ

の
後
さ
ら
に
手
を
加
え
て
出
版
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）　

原
文
「
曹
云
、『
水
經
』
汶
水
㊟
「
西

逕
無
鹽
縣
故
城
、
南
舊
宿
國
也
。
齊
宣

后
之
故
邑
。
所
謂
無
鹽
醜
女
也
。」『
元
和
郡
縣
志
』
鄆
州
須
昌
縣
・『
太
平
寰
宇
記
』

鄆
州
須
昌
縣
竝
云
、「
無
鹽
故
城
在
縣
東
三
十
六
里
、
古
宿
國
也
。『
列
女
傳
』
無

鹽
醜
女
、
名
宿
瘤
、

此
縣
女
也
。」
似
鍾
離
春
以
宿
國
女
、
而
㊒
瘤
、
故
稱
宿
瘤
。

『
史
通
』
雜
說
編
「
宿
瘤
隱
形
干
齊
王
而
作
后
。」
亦
誤
合
無
鹽
宿
瘤
爲
一
面
。『
列

女
傳
』
則
無
鹽
自
無
鹽
、宿
瘤
自
宿
瘤
也
。
蓋
無
鹽
既
宿
國
地
、
與
宿
瘤
傳
相
次
、

故
因
而
致
誤
耳
。」

（
（（
）　

原
文「
昔
日
無
艷
採
桑
於
村
野
、齊
王
車
過
見
了
、欲
納
爲
後
同
車
。
而
無
艷
曰『
不

可
、
稟
知
父
母
、
方
可
成
婚
。
不
見
父
母
、

是
私
奔
。』」



醜
女
鍾
離
春
の
物
語

一
九
九

（
（（
）　

同
は
以
下
の
通
り
。

　
　
　
『
元
曲
選
』：「
無
艷
」
→
「
無
鹽
」、「
于
村
野
」
→
「
於
村
野
」。『
柳
枝
集
』
は
『
古

名
家
雜
劇
』
と
同
じ
。

（
（（
）　

玉
連
環
の
話
が
『
戰
國
策
』
に
基
づ
く
と
い
う
點
は
、『
古
典
戲
曲
存
目
彙
考
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、一
九
七
九
年
）「
醜
齊
后
無
鹽
破
連
環
」、『
元
朙
北
雜
劇
總
目
考
略
』

（
趙
景
深
主
編
、
邵
曾
祺
編
著
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）「
醜
齊
后
無

鹽
破
連
環
」
な
ど
に
指

が
あ
る
。

（
（（
）　

『
論
衡
』
卷
一　

逢
遇
篇

「
或
以
醜
面
惡
色
、
稱
媚
於
上
、

母
・
無
鹽
是
也
。

母
進
於
黃
帝
、
無
鹽
納
於

齊
王
（
あ
る
い
は
容
貌
が
醜
い
の
に
、
帝
王
か
ら
美
點
を
讃
え
ら
れ
た
。

母
・

無
鹽
が
そ
れ
で
あ
る
。

母
は
黃
帝
と
結
婚
し
、
無
鹽
は
齊
王
に
迎
え
ら
れ
た
）」

『
歬
漢
紀
』
卷
二
十
六　

孝
成
三

「
以
計
勝
色
者
昌
、
以
色
勝
計
者
亡
。
無
鹽
宿
瘤
、
天
下
之
醜
女
也
。
齊
二
君
、
以

計
勝
色
、
立
爲
后
。
皆
以
折
衝
安
國
（
は
か
り
ご
と
が
容
色
に
勝
る
者
は
榮
え
、

容
色
が
は
か
り
ご
と
に
勝
る
者
は
亡
ぶ
。
無
鹽
や
宿
瘤
は
、天
下
の
醜
女
で
あ
る
が
、

齊
の
二
君
は
、（
彼
女
た
ち
の
）
は
か
り
ご
と
が
好
色
に
勝
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

妃
に
立
て
た
。
み
な
か
け
ひ
き
に
よ
っ
て
國
家
を
安
ん
じ
た
）」

（
（（
）　

例
外
と
し
て
、
以
下
の
詩
が
あ
る
。

邊
貢
「
送
周
公
度
下
第
（
周
公
度
の
下
第
す
る
を
送
る
）」

（
歬
略
）

君
不
見　

齊
無
鹽　
　

ご
ら
ん
、
齊
の
無
鹽
を

今
日
椒
房
貴　
　
　
　

今
日
は
后
の
位
に
あ
る
が

昨
日
採
桑
女　
　
　
　

昨
日
は
桑

み
女
だ
っ
た

不
見　

商
傅
說　
　

ま
た
見
て
ご
ら
ん
、
商
の
傅
說
を

朝
辭
版
築
暮
霖
雨　
　

朝
に
版
築
を
辭
し
、
夕
に
惠
み
の
雨
と
な
っ
た

人
生
窮
逹
會
㊒
時　
　

人
生
は
う
ま
く
行
く
も
行
か
な
い
も
、
時
と
い
う
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
の
だ
と

世
閒
俗
子
安
得
知　
　

世
の
俗
人
に
は
分
か
ら
な
い
の
だ

　

こ
の
詩
は
、
弘
治
九
（
一
四
九
六
）
年
の
進
士
で
、
歬
七
子
の
一
人
に
も
數
え

ら
れ
る
邊
貢
の
詩
集
『
華
泉
集
』
に
採
錄
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
鍾
離
春
が

桑

み
女
だ
っ
た
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
一
般
的
に
傳

詩
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
非
常
に
珍
し
い
。
何
ら
か
の
戲
曲
や
藝
能
の
影
响
を
受

け
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　

『
列
國
志
傳
』
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
は
、小
松
謙
『
中
國
歷
史
小
說
硏
究
』（
汲

古
書
院
、二
〇
〇
一
年
）
第
一

「『
列
國
志
傳
』
の
成
立
と
展
開―

―

『
全
相
平
話
』

と
歷
史
書
の
結
合
體―

―

」
參
照
。

（
（（
）　

『
中
國
古
典
小
說
硏
究
動
態
』
第
三
號
、
一
九
八
九
年
十
二
⺼
。

（
（0
）　

正
確
な
刊
行
年
は
不
朙
だ
が
、
封
面
に
書
か
れ
て
い
る
宣
傳
の
內
容
や
、
祁
彪

佳
『
祁
忠
敏
公
日
記
』
の
崇
禎
十
七
（
一
六
四
四
）
年
の
記
述
か
ら
、
崇
禎
年
閒

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
新
列
國
志
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『
新
列
國
志
』成
立
考
」（『
中
國
古
典
小
說
硏
究
』第
十
三
號
、二
〇
〇
八
年
十
二
⺼
）

を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

『
中
國
古
代
小
說
總
目
』（
山
西
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
白
話
卷
「
古
今

列
女
傳
演
義
六
卷
一
百
一
十
則
」
參
照
。

（
（（
）　

『
列
國
志
傳
』
が
時
代
考
證
を
行
っ
て
い
る
點
に
つ
い
て
は
、
㊟
（（
所
揭
論
文
に

詳
し
い
。

（
（（
）　

鍾
離
春
の
物
語
を
扱
っ
た
藝
能
作
品
は
、
車
王
府
本
で
は
鼓
詞
以
外
に
「
某
種

戲
詞
」に
分
類
さ
れ
て
い
る『
英
烈
春
秋
』や
、亂
弾「
湘
江
會
」が
あ
る
。
ま
た
、『
俗

文
學
叢
刊
』
第
三
輯
（
新
文
豐
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
第
四
二
九
册
～
第
四
三
三

册
所
收
の
南
♫
『
新
刻
鍾
無
艷
娘
娘
全
本
』
が
あ
る
ほ
か
、
同

の
物
語
を
扱
っ

た
淸
代
の
藝
能
テ
キ
ス
ト
は
複
數
存
在
す
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
車
王
府
本
鼓

詞
『
英
烈
春
秋
』
が
最
も
長
編
で
あ
る
。
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（
（（
）　

詳
し
く
は
、
拙
稿
「
樂
毅
の
物
語―

―

『
走
馬
春
秋
』
を
手
が
か
り
に
」（『
中
國

古
典
小
說
硏
究
』
十
六
號
、
二
〇
一
一
年
十
二
⺼
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

「
舊
」
は
「
就
」
の
あ
て
字
と
見
な
し
、「
就
」
と
し
て
譯
し
た
。

（
（（
）　

鍾
離
春
の
描
か
れ
方
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
張
袁
⺼
「
鍾
無
鹽
故
事
的

變
及

文
化
意
蘊
」（『
西
華
師
範
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』、
二
〇
一
一
年
三
⺼
）

に
、
雜
劇
や
傳
奇
で
は
、
彼
女
が
あ
る
程
度
、
儒
敎
思
想
か
ら
外
れ
た
行
爲
を
す

る
、
と
い
う
指

が
あ
る
。
張
氏
は
『
新
序
』『
列
女
傳
』『
列
國
志
傳
』『
東
周
列

國
志
（『
新
列
國
志
』
と
同
一
と
し
て
い
る
）』『
古
今
列
女
傳
演
義
』、
雜
劇
（『
無

鹽
破
環
』
と
し
て
い
る
）、
傳
奇
『
湘
江
會
』『
中
秋
會
』『
無
鹽
拊
膝
』
を
比
較
し
、

小
說
は
い
ず
れ
も
『
列
女
傳
』
を
旉
衍
し
た
も
の
だ
が
、
雜
劇
や
『
湘
江
會
』
な

ど
の
傳
奇
は
そ
れ
と

な
る
創
作
を
多
く
含
ん
で
い
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
受
容
層
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
し
、
小
說
を
讀
む
の
は
多
く
が
「
知

分
子
」

で
あ
る
の
に
對
し
、
藝
能
を
通
じ
て
受
容
す
る
の
は
「
一
般
民
衆
」
が
多
く
、
そ

の
嗜
好
に
よ
る
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
（（
）　

原
文
「
如
秦
哀
公　　
　
臨

鬪
寶
一
事
、
久
已
爲
閭
閻
恆
譚
。
而
其
紕
繆
乃
更
甚
。

（
中
略
）
任
商
鞅
變
法
、
而
秦
始
大
。
然
則
哀
公
之
世
秦
方
式
微
。
豈
能
號
召
十
七

國
之
君
、
竝
駕
而
赴
臨

邪
。（
中
略
）
至
伍
員
爲
朙
輔
、
尤
屬
鄙
俚
。
此
等
囈
語
、

但
可
坐
三
家
村
田
塍
上
指
手
畫
脚
、
醒
鋤
犂
瞌
睡
。
未
可
爲
稍
通
文
理
者
衟
也
」

（
（（
）　

「
臨

鬪
寶
」
の
話
を
扱
っ
た
戲
曲
が
殘
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
㊟
（（
所

揭
論
文
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、『
列
國
志
』
の
版
本
の
中
に
は
、
封
面
に
「
臨

鬪
寶
」
の
話
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
賣
り
に
し
た
文
句
を
書
い
て
い
る
『
新
刻

出
像
玉
鼎
列
國
志
』（
東
京
都
立
中
央
圖
書
館
藏
）
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

（
（（
）　

こ
れ
ら
の
物
語
と
『
全
相
平
話
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
㊟
（（
所
揭
論
文
に

詳
し
い
。
こ
の
四
つ
の
物
語
を
史
書
の
記
述
か
ら
特
に
大
き
く
逸
脫
す
る

分
と

す
る
の
は
、
小
松
氏
の
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、「
孫

鬪
智
」
物
語
を

描
い
た
『
全
相
平
話
』
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
內
容
は
『
列
國
志
傳
』
や

『
孫

鬪
志
演
義
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
內
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
拙

稿
「
孫
臏
と

涓
の
物
語
」（
松
村
昂
編
著
『
朙
人
と
そ
の
文
學
』、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
九
年
）、
氏
岡
眞
士
「
論
《
孫
龐
演
義
》
與
元
代
平
話
的
關
係
」（『
人
文
科

學
論
集　

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
學
科
編
』
四
十
三
號
、
二
〇
〇
九
年
三
⺼
）

參
照
。


