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子 ･

蓬 .こ

〃
「
艶
麗
に
よ
っ
て
人
を
動
か
し
、
詩
文
に
よ
っ
て
賞
さ
れ
、
節
操
に
よ
っ
て
名
あ
り
、
歌
声
抜
群
で
あ
る
な
ど
の
も
の
数
十
人
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
並
み
の
才
子
・
詩
人
は
多
才
多
芸
の
彼
女
た
ち
に
圧
倒
さ
れ
た
」
と
李
樹
青
氏
が
い
っ
た
よ
う
に
（
前
穂
の

「蘇小小」参噺）、唐代の妓女にはすぐれた人が多い。詩についていえば、『全唐詩』は、緯涛．魚玄機の作に

各
一
巻
を
あ
て
、
別
に
第
八
百
二
巻
を
「
妓
女
」
の
作
で
う
ず
め
、
き
ち
に
、
他
の
巻
に
も
散
見
す
る
。

さ
て
、
『
妓
女
」
の
最
初
の
作
者
は
関
紛
々
・
大
意
次
の
よ
う
に
説
明
し
、
四
首
と
一
連
の
句
を
載
せ
る

一
関
勘
と
は
、
徐
州
の
妓
で
あ
る
。
張
建
封
が
て
も
と
に
置
い
た
。
張
の
死
後
、
影
城
の
燕
子
楼
に
独
居
し
て
十
余
年
た
っ
た
。
白

居
易
が
詩
を
贈
り
「
死
す
べ
き
も
の
を
」
と
認
刺
し
た
。
紛
々
は
そ
の
詩
を
う
け
と
り
、
泣
い
て
い
う
「
わ
た
し
は
死
ね
な
か
っ
た

一画

の
哲
は
表
い
。
ご
主
人
ざ
室
に
、
殉
死
し
た
妾
が
い
た
と
あ
っ
て
は
、
ご
名
誉
が
傷
つ
き
は
せ
ぬ
か
と
恐
れ
た
の
で
す
」
そ
こ
で
白

に
返
す
詩
を
作
り
、
十
日
ば
か
り
絶
食
し
て
み
ま
か
つ
た
。
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撰
上
震
灯
伴
暁
篭
楼
上
の
消
え
の
こ
る
灯
に
あ
か
つ
き
の
霜
添
う
て

燕
子
楼
三
首

鬼
一

里

時
Ｉ
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小
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一

自
守
空
楼
敵
恨
眉
．
ひ
と
け
の
な
い
家
を
ま
も
っ
て
悲
し
み
を
と
ら
え
て
い
る
と

適
看
鴻
雁
岳
陽
廻

又
韻
玄
禽
逼
社
来

璃
謹
玉
籟
無
意
緒

任
従
蛛
縞
任
従
灰

北
郎
松
柏
鎖
愁
煙

燕
子
楼
中
思
惜
然

自
埋
剣
履
歌
塵
散

紅
袖
香
鎗
一
十
年

地 相 独
角 思 眠
天 一 人
涯 夜 起
不 情 合
是 多 歓
長 少 淋

和
白
公
詩

』

１

春
の
祭
が
ち
か
づ
い
て
ま
た
や
っ
て
き
た
燕
た
ち

け
れ
ど
も
琴
も
鋪
の
笛
も
も
う
用
は
友
い

蜘
蛛
の
巣
ょ
閉
す
が
い
い
塵
ほ
こ
り
覆
う
が
い
い

は
や
十
年
く
れ
を
い
の
袖
の
香
り
も
消
え
て

北
鄭
山
の
松
の
木
は
か
友
し
み
の
霧
に
と
ざ
さ
れ

燕
子
楼
に
う
ち
こ
も
り
お
も
い
や
つ
れ
る

あ
の
か
た
の
剣
う
ず
め
て
わ
た
く
し
の
歌
声
は
や
み

ふ
と
み
れ
ば
南
の
く
に
か
ら
北
へ
か
え
る
雁
の
む
れ

恋
い
し
た
う
ひ
と
よ
さ
の
お
も
い
の
た
け
は

地
の
き
わ
み
天
の
は
て
で
も
及
ば
ぬ
で
し
憩
う

あ
の
か
た
と
共
に
し
た
床
に
ひ
と
り
目
ざ
め
る

白
ど
の
に

１

４

１

ト

l

1１
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（
袖
、
一
作
腿
。
一
、
一
作
巳
）

（
情
、
一
作
知
）

（
不
、
一
作
未
）
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説
明
に
み
え
る
張
建
封
（
七
三
五
’
八
○
○
○
）
は
へ
少
年
の
こ
ろ
か
ら
文
章
弁
論
に
長
じ
、
代
宗
の
代
（
七
六
二
’
七
七
九
）

に
蕊
蘇
・
常
両
州
の
間
（
い
ま
の
江
蘇
省
）
に
起
っ
た
反
乱
を
弁
論
に
よ
っ
て
お
さ
め
た
こ
と
が
あ
り
、
徳
宗
の
代
（
七
七
九
’
八

○
五
）
に
李
希
烈
の
乱
を
平
定
し
た
功
に
よ
り
徐
・
泗
・
濠
三
州
の
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
の
ち
検
校
尚
書
右
僕
射
を
加
え
ら
れ
、

七
九
七
年
入
朝
し
た
と
き
、
悪
政
の
数
点
を
直
言
し
た
。
一
八
○
○
年
、
病
気
で
政
務
が
と
れ
ま
い
の
で
、
代
り
を
求
め
、
代
り
の

と
こ
ろ
で
、
関
氏
の
主
は
へ
張
建
封
で
は
な
く
、
そ
の
子
の
張
籍
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。
・
・

言
張
糖
（
？
’
八
○
六
）
は
、
父
の
功
に
ま
り
（
す
宏
わ
ち
文
官
試
験
を
通
る
こ
と
な
く
）
官
界
に
入
り
轆
州
の
参
軍
事
と
な
っ
た
。

建
封
が
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
補
佐
の
鄭
通
誠
が
一
時
的
に
代
理
し
、
建
封
の
あ
と
が
ま
を
ね
ら
っ
た
が
、
部
下
の
軍
隊
が
騒
ぐ
と

者
が
来
籏
い
う
ち
に
み
玄
か
つ
た
。
司
徒
を
冊
贈
さ
れ
た
。

句
（
臨
残
口
吟
）

児
童
不
識
沖
天
物

漫
把
青
泥
汚
雪
毫

形
同
春
後
牡
丹
枝

舎
人
不
会
人
深
意

誘
道
泉
台
不
去
随

Ｌ
１

、

こ
ど
も
に
は
天
を
も
つ
き
動
か
す
物
の
こ
と
な
ど
分
ら
左
い

泥
を
つ
か
ん
で
真
白
宏
筆
を
よ
ご
し
た

ず
が
た
は
お
な
じ
に
見
え
る
で
し
蟹
う
春
去
っ
た
後
の
牡
丹
の
枝
に

あ
な
た
に
は
人
の
気
持
の
底
な
ど
は
お
わ
か
り
に
な
ら
な
く
て

あ
や
し
ん
で
毒
問
い
に
な
っ
た
「
な
ぜ
夜
見
路
ま
で
つ
い
て
ゆ
か
ぬ
」
と

句
（
臨
終
に
口
ず
さ
ん
だ
）

①

３
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と
を
恐
れ
、
他
州
の
軍
隊
を
引
き
い
れ
、
そ
の
援
け
に
よ
っ
て
事
を
進
め
主
う
と
し
た
。
部
下
の
軍
隊
は
こ
れ
に
怒
り
、
通
誠
を
殺

し
、
張
糖
を
留
後
（
節
度
使
代
理
）
に
任
ず
る
よ
う
朝
廷
に
請
う
た
。
建
封
の
子
と
は
い
え
従
八
品
の
人
を
、
従
二
品
の
職
の
代
理

に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
は
ね
つ
け
る
と
、
鯖
を
擁
し
て
、
天
子
の
命
じ
た
後
任
を
迎
え
な
い
。
鎮
定
に
向
っ
た
官
軍
は
し
ば
し

ば
敗
退
す
る
。
や
む
な
く
、
籍
を
驍
衛
将
軍
・
徐
州
刺
史
・
留
後
と
し
た
。
の
ち
武
寧
軍
節
度
使
に
上
げ
、
八
○
六
年
、
病
の
た
め

代
り
を
求
め
た
の
で
、
籍
を
工
部
尚
書
と
し
て
召
し
た
。
代
り
の
者
と
の
引
継
も
こ
の
た
び
は
う
ま
く
ゆ
き
、
鯖
は
都
に
向
け
出
発

し
た
が
、
州
境
を
越
え
る
前
に
た
く
た
っ
た
。
尚
霄
右
僕
射
を
贈
ら
れ
た
。

楽
天
・
白
居
易
（
七
七
二
’
八
四
六
）
の
作
で
関
氏
に
か
か
わ
る
も
の
は
「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
（
縮
印
本
四
部
叢
刊
の

零
白
氏
文
集
』
巻
十
三
。
以
下
、
白
氏
の
作
は
こ
の
本
に
拠
る
）
と
「
燕
子
楼
三
首
丼
び
に
序
」
（
巻
十
五
）
で
あ
る
。

三

感
故
張
僕
射
諸
妓

黄
金
不
惜
買
蛾
眉

撫
得
如
花
三
四
枝

歌
舞
教
成
心
力
尽

Ｉ

宝 ↑ 。 - 一一

眉
美
し
い
女
を
買
う
の
に
金
を
惜
し
ま
ず

花
の
よ
う
な
三
、
四
人
を
選
り
す
ぐ
っ
た

歌
舞
の
名
手
に
仕
立
て
る
べ
く
心
を
尽
し
た
が
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二

徐
州
故
張
尚
書
有
愛
妓
日
西
々
、
善
歌
舞
雅
多
風
態
、
予
為
校
書
郎
時
、
遊
徐
泗
間
、
張
尚
書
宴
予
、
酒
醗
、
出
瞳
々
以
佐
歓
、

歓
甚
、
予
因
贈
詩
云
、
酔
嬬
勝
不
得
、
風
搦
牡
丹
花
、
一
献
而
去
、
迩
後
絶
不
相
蝿
造
遊
僅
一
紀
突
、
昨
日
司
響
員
外
郎
張

仲
素
鐘
之
訪
予
、
因
吟
新
詩
、
有
燕
子
楼
三
首
、
詞
甚
鋺
麗
詰
其
由
、
為
瞬
を
作
也
、
鐘
之
従
事
武
寧
軍
累
年
、
顔
知
臘
を

始
末
云
、
尚
書
既
没
、
帰
葬
東
洛
、
而
彰
城
有
張
氏
旧
第
、
第
中
有
小
楼
名
燕
子
、
騒
々
念
旧
愛
而
不
嫁
へ
居
是
楼
十
余
年
、
：

幽
独
塊
然
、
干
今
尚
在
、
予
愛
鎖
之
新
詠
、
感
彰
城
旧
遊
、
因
同
其
題
作
三
絶
句
、

５

徐
州
の
も
と
の
張
尚
番
に
贈
々
（
瞳
は
勘
と
音
義
伺
じ
）
と
い
う
愛
妓
が
あ
り
、
歌
舞
に
た
く
み
で
、
な
か
な
か
の
風
情
で
あ

っ
た
。
わ
た
し
は
校
需
郎
に
な
っ
た
と
き
へ
徐
・
酒
地
方
に
遊
ん
だ
。
張
尚
書
は
わ
た
し
の
た
め
宴
を
設
け
、
酒
た
け
な
わ
と

な
り
啄
々
を
出
し
て
輿
を
そ
え
た
。
ゞ
た
い
へ
ん
楽
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
こ
で
「
酔
え
ば
た
蚕
ら
ぬ
愛
嬬
の
、
風

に
な
ょ
め
く
牡
丹
の
花
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
左
詩
を
贈
り
、
一
歓
し
て
去
っ
た
。
そ
の
の
ち
便
り
を
絶
っ
て
、
こ
と
し
で
ほ
と

ん
ど
十
二
年
。
昨
日
、
司
勲
員
外
郎
の
張
仲
素
、
字
は
鎖
之
な
る
人
が
わ
た
し
を
訪
ね
、
新
作
の
詩
を
吟
じ
掴
な
か
に
「
燕
子

楼三首」があり、はなはだうるわしい。問いただすと暇々
のために作ったのだ●という。餓之は数年、武寧軍

の
属
官
を
し
て
い
て
砺
々
の
消
息
に
か
な
り
く
わ
し
く
、
そ
の
話
で
は
、
尚
書
が
な
く
表
り
、
洛
陽
に
帰
葬
し
た
の
ち
も
、
彰

城
に
は
張
氏
の
旧
宅
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
燕
子
」
と
名
。
つ
け
る
小
楼
が
あ
る
。
涌
々
は
旧
主
の
愛
顧
を
念
い
他
に
嫁
が
ず
、

一
朝
身
去
不
相
随
い
っ
た
ん
身
室
か
れ
ば
つ
き
随
う
も
の
は
い
た
い

燕
子
楼
三
首
井
序

言

＝

二

､

４
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二
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１

見 曽
説 到
白 尚
楊 書
湛、墓
作 上
柱 来

今
春
有
客
洛
陽
廻

釦
溌
羅
衿
色
似
煙

幾
廻
欲
著
即
漕
然

自
従
不
舞
蕊
裳
曲

畳
在
空
箱
十
一
年

満
窓
明
月
満
簾
霜

被
冷
灯
残
払
臥
淋

燕
子
楼
中
霜
月
夜

秋
来
只
為
一
人
長

こ
の
楼
に
住
ん
で
十
余
年
。
ぼ
つ
ん
と
ひ
と
り
っ
き
り
で
、
今
も
や
は
り
い
交
す
、
と
の
こ
と
。
わ
た
し
は
餓
之
の
新
詠
を
愛

し
、
彰
城
の
旧
遊
に
感
じ
、
そ
こ
で
同
じ
題
で
三
絶
句
を
作
っ
た
。

墓
の
ポ
プ
ラ
が
柱
に
で
き
る
程
だ
っ
た
由

尚
書
の
お
墓
に
参
っ
て
き
た

宝
玉
ち
り
ば
め
し
舞
衣
狭
霧
の
よ
う
な
そ
の
色

早

幾
た
び
か
着
よ
う
と
し
て
は
涙
こ
ぼ
れ
る

蕊
裳
羽
衣
の
曲
を
舞
わ
表
く
哀

む
な
し
く
箱
に
畳
み
こ
ん
で

し
と
ね
冷
え
灯
は
消
え
ぎ
え
に
寝
床
を
は
ら
う

燕
子
楼
に
霜
お
り
て
月
あ
か
き
夜
は

秋
さ
れ
ば
た
だ
ひ
と
り
の
た
め
に
長
い
こ
と

と
の
春
洛
陽
か
ら
か
え
っ
た
客
が

窓
い
っ
ぱ
い
の
月
あ
か
り
簾
い
っ
ぱ
い
の
霜

十
一
年

っ
て
か
ら
と
い
う
も
の

壺甸司這

元

可

Ｉ

６
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そ
こ
で
『
全
唐
詩
』
を
見
る
と
、
巻
三
百
六
十
七
は
そ
の
作
に
あ
て
て
あ
り
、
「
張
仲
素
、
字
は
絵
之
、
河
間
の
人
。
憲
宗
の
時

（
八
○
六
’
八
二
○
）
翰
林
学
士
と
な
り
、
の
ち
中
番
舎
人
に
終
る
」
と
説
明
し
、
三
十
八
首
を
収
め
、
最
後
の
三
首
が
「
燕
子
楼
」

で
、
関
氏
の
作
と
同
じ
（
第
二
首
第
二
句
の
「
楼
中
」
が
張
氏
の
は
「
楼
人
」
と
す
る
）
で
．
に
関
舩
々
の
詩
と
左
す
」
と
注
す．

７

る
。
わ
た
し
が
初
め
に
関
氏
の
作
と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、
張
氏
の
作
で
あ
り
、
白
氏
は
そ
の
作
に
唱
和
し
た
の
で
、
張
氏
の
詩
が

一
部
の
人
に
よ
っ
て
関
氏
の
作
と
誤
り
伝
え
た
、
と
い
う
こ
と
左
の
だ
ろ
う
か
。

白
氏
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
が
、
関
氏
と
か
か
わ
る
問
題
に
ふ
れ
る
も
の
は
あ
ま
り
を
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
ん
な
情
況
の
中
で

南
宮
簿
「
燕
子
楼
人
事
考
述
」
二
東
方
雑
誌
』
復
刊
四
・
こ
を
見
出
し
得
た
こ
と
は
う
れ
し
い
。
次
節
で
紹
介
し
つ
つ
、
わ
た
。

し
の
考
え
を
展
開
し
て
ゆ
き
た
い
。

同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

白
氏
の
序
を
読
め
ば
、
白
氏
は
関
氏
の
「
燕
子
楼
」
で
は
な
く
、
張
氏
の
同
題
の
作
に
唱
和
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
白
氏

の
作
は
、
関
氏
の
と
韻
字
が
全
く
同
じ
で
あ
る
。
を
た
、
白
氏
の
「
感
故
張
僕
射
諸
妓
」
と
関
氏
の
「
和
白
公
詩
」
も
韻
字
は
全
く

争
教
紅
粉
不
成
灰
紅
お
し
ろ
い
を
ど
う
し
て
灰
に
さ
せ
な
い
の
か

三

金

Ｐ

●

碑
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の
た
め
宴
を
ひ
ら
き
。
：
。
、
と
い
う
。
そ
の
時
期
は
貞
元
二
十
年
以
後
に
当
る
。
建
封
は
宮
は
司
空
で
貞
元
十
六
年
に
な
く
な
り
、

そ
の
子
の
倍
が
留
後
と
な
り
官
は
尚
喜
に
上
っ
た
。
だ
か
ら
居
易
の
い
う
尚
喜
が
精
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」

こ
れ
に
対
し
へ
氏
は
、
居
易
の
「
校
書
郎
の
と
き
」
と
い
う
の
は
記
憶
の
誤
り
で
、
そ
の
時
期
に
彼
が
徐
州
に
行
っ
た
形
跡
は
な

く
、
徐
州
で
張
氏
の
宴
を
受
け
た
の
は
貞
元
十
六
〈
八
○
○
〉
年
二
月
、
進
士
科
に
及
第
し
た
の
ち
建
封
の
死
ぬ
六
月
ま
で
と
す
る
。

従
っ
て
白
氏
が
関
氏
に
逢
っ
た
の
は
そ
の
年
の
春
で
、
校
言
郎
の
と
き
で
は
な
い
、
と
す
る
。
童
た
、
関
氏
は
張
籍
の
妾
で
な
く
、

８

建
封
の
妾
だ
っ
た
、
と
す
る
。
こ
の
説
は
信
ず
べ
き
も
の
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
既
に
備
わ
っ
た
南
宮
氏
の
考
証
を
操
返
す
こ
と
は

や
め
、
一
つ
補
っ
て
お
く
。

の
序
に
い
う
。

「
白
居
易
は
貞
元
十
九
へ
八
○
三
〉
年
〈
書
判
〉
抜
華
科
に
及
第
、
二
十
年
校
書
郎
を
授
け
ら
れ
、
元
和
元
〈
八
○
古
今
年

〈
校
書
郎
〉
を
や
め
た
。
ま
た
居
易
の
燕
子
楼
詩
序
に
、
わ
た
し
が
郎
で
あ
っ
た
と
き
難
く
徐
〉
ゞ
掴
の
間
に
遊
び
、
張
尚
雷
が
わ
た
し

南
宮
氏
は
ま
ず
「
あ
る
人
」
の
次
の
説
を
引
く
。

白
氏
の
コ
ー
良
を
哀
し
む
文
、
な
ら
び
に
序
」
は
、
八
○
○
年
、
徐
州
の
乱
後
ま
も
な
く
執
筆
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ

一

丞
相
瀧
西
公
〈
董
普
〉
が
沫
州
の
節
度
使
と
な
っ
た
と
き
軍
司
馬
御
史
大
夫
陸
長
源
が
補
佐
し
て
二
年
、
軍
用
安
定
し
た
。

司
空
南
陽
公
〈
張
建
封
〉
が
徐
州
の
節
度
使
と
な
っ
た
と
き
副
使
祠
部
員
外
郎
鄭
通
誠
が
補
佐
し
て
三
年
、
民
用
安
定
し
た
。

〈
貞
元
〉
十
五
年
、
蕊
西
公
が
な
く
左
っ
て
ま
も
な
く
軍
が
反
乱
し
、
大
夫
は
剛
直
の
た
め
禍
に
あ
っ
た
ｐ
十
六
年
夏
、
南
陽

公
が
な
く
な
り
、
翌
日
事
件
発
生
、
員
外
は
非
常
の
行
動
に
よ
っ
て
害
を
う
け
た
。
惜
し
い
か
な
、
大
夫
は
人
望
の
人
、
員
外

＝

し
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に
対
し
て
は
種
々
の
疑
問
を
も
つ
。
そ
れ
を
次
節
以
降
に
述
べ
る
。

南
宮
氏
は
こ
の
あ
と
、
白
氏
の
「
燕
子
楼
」
の
作
時
を
へ
元
和
六
（
八
一
こ
年
あ
る
い
は
七
年
と
推
定
し
、
白
氏
の
「
故
張
僕

射
の
諸
妓
に
感
ず
」
る
詩
は
白
氏
の
作
と
見
る
に
疑
い
が
あ
る
こ
と
、
関
氏
が
こ
れ
を
読
ん
で
返
し
た
「
白
公
に
和
す
」
る
詩
と
と

も
に
後
世
の
好
事
家
の
創
作
で
、
関
氏
の
絶
食
死
も
信
ぜ
ら
れ
な
い
こ
と
、
を
論
証
す
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
南
宮
論
文
の
後
半

は
考
え
に
く
い
。
白
氏
が
宴
今

の
愛
妓
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
識
者
」
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
白
氏
の
批
評
で
あ
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
文
は
陸
・
鄭
の
死
を
い
た
む
文
だ
。

鄭
に
対
す
る
新
。
旧
唐
書
の
書
き
方
は
白
氏
ほ
ど
好
意
的
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
が
真
実
か
は
、
こ
こ
に
は
か
●
か
わ
ら
ぬ
。
白
氏
の
判

断
に
従
・
っ
て
鄭
が
善
良
の
人
と
し
て
、
そ
の
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
は
徐
州
の
軍
隊
で
あ
り
、
そ
の
軍
隊
に
推
戴
さ
れ
た
の
が
張

幡
で
あ
る
。
コ
ー
良
を
哀
し
む
文
」
を
雷
い
て
数
年
に
し
か
な
ら
ぬ
八
○
三
’
八
○
六
年
の
間
に
、
の
こ
の
こ
と
当
の
張
倍
を
訪
ね
、

も
て
な
し
の
宴
を
受
け
る
、
．
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
白
氏
の
言
論
と
行
動
は
、
前
と
後
で
は
ず
い
ぶ
ん
変
る
。
わ

た
し
に
は
非
難
す
る
資
格
は
な
い
が
聯
事
実
と
し
て
そ
う
左
の
だ
。
け
れ
ど
も
三
十
歳
代
前
半
の
か
れ
が
そ
の
王
う
に
彪
変
し
た
と

９

は
考
え
に
く
い
。
白
氏
が
宴
を
う
け
た
張
氏
は
、
や
は
り
建
封
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
で
は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
、
紛
々
も
玄
た
建
封

嬉一

は
国
の
選
良
で
あ
る
。
．
：
．
い
つ
か
き
っ
と
天
子
の
手
足
と
な
，
、
王
家
を
守
る
人
と
な
ろ
う
と
、
識
者
は
批
評
し
て
い
た
の

に
Ｃ
●

●
●
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『
才
子
伝
』
は
、
現
存
し
な
い
資
料
を
多
く
保
存
し
て
貴
重
だ
が
、
誤
り
も
少
く
は
な
い
。
引
い
た
文
中
「
魏
の
文
帝
」
の
語
と

す
る
も
の
は
、
実
は
杜
牧
が
「
荘
充
に
答
え
る
書
」
中
の
語
を
少
し
変
形
し
た
も
の
。
詩
に
対
す
る
批
評
も
信
用
し
う
る
と
も
い
え

ぬ
。
だ
か
ら
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
、
う
の
み
に
は
で
き
ぬ
。
し
か
し
、
と
に
か
く
司
勲
員
外
郎
に
左
っ
た
年
に
つ
い
て
は
南
宮
氏

た
の
か
記
さ
ぬ
。

白
氏
は
序
文
に
「
昨
日
来
訪
」
と
い
う
。
昨
日
の
こ
と
に
誤
り
は
な
く
訪
客
張
仲
素
の
官
職
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
仲
素
は
元
和
六

年
、
司
勲
員
外
郎
に
調
ぜ
ら
れ
、
到
職
の
日
は
詳
か
で
な
い
が
、
白
氏
は
時
に
四
十
一
歳
、
母
の
喪
に
服
し
て
長
安
郊
外
の
渭
水
の

ほ
と
り
に
退
居
し
て
い
た
。
元
和
六
年
あ
る
い
は
七
年
は
、
張
建
封
の
死
ん
だ
八
○
○
年
か
ら
は
、
序
文
に
い
う
よ
う
に
「
ほ
と
ん

ど
十
二
年
」
・
こ
れ
が
南
宮
氏
が
「
燕
子
楼
」
の
作
時
を
定
め
る
根
拠
で
あ
る
。
仲
素
の
司
勲
員
外
郎
に
な
っ
た
年
は
、
何
に
拠
っ

の
と
は
違
う
一
つ
の
説
だ
。

張
仲
素
に
つ
き
、
旧
・
新
『
唐
書
』
に
は
伝
を
設
け
な
い
。
元
の
辛
文
房
の
『
唐
才
子
伝
』
巻
五
に
伝
が
あ
る
。

仲
素
、
字
は
絵
之
、
貞
元
十
四
〈
七
九
八
〉
年
．
．
．
：
、
の
進
士
、
．
：
．
を
た
博
学
宏
辞
科
に
及
第
し
、
始
め
て
武
康
軍
従
事
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
貞
元
二
十
〈
八
○
四
〉
年
、
司
勲
員
外
郎
に
遷
ｂ
、
翰
林
学
士
に
除
せ
ら
れ
た
。
．
．
・
・
そ
の
後
、
中
番
舎
人
を

拝
し
た
。
仲
素
は
文
章
を
よ
く
し
法
度
は
厳
確
だ
。
魏
の
文
帝
が
「
文
は
意
を
も
っ
て
主
と
し
、
気
を
も
っ
て
補
佐
と
し
、
詞

を
も
っ
て
護
衛
と
す
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
が
彼
の
文
風
を
い
い
あ
て
て
い
る
。
一
々
の
詞
は
不
充
分
だ
が
意
は
ま
ず
備
わ
っ

て
い
る
。
詩
を
善
く
し
瀞
句
が
多
い
。
な
か
に
も
楽
府
に
糖
通
し
、
し
ば
し
ば
作
曲
さ
れ
、
古
人
の
思
い
つ
か
な
か
っ
た
も
の

が
あ
る
。
集
一
巻
と
『
賦
枢
』
三
巻
が
今
に
伝
存
す
る
。

旬
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結
婚
、
八
○
九
年
、
新
楽
府
を
作
り
、
『

官
を
や
め
、
以
後
三
年
の
喪
に
服
す
る
。

清
の
労
格
・
趙
錬
『
唐
尚
害
省
郎
官
石
柱
題
名
考
』
巻
五
、
司
封
の
部
に
張
仲
素
が
み
え
、
仲
素
が
安
南
都
護
張
応
の
子
で
あ
る

こ
と
、
元
和
七
年
、
吏
部
に
考
判
官
を
復
置
し
た
と
き
屯
田
員
外
郎
の
仲
素
ら
を
あ
て
た
こ
と
、
元
和
十
一
年
、
仲
素
を
礼
部
郎
中

か
ら
翰
林
学
士
に
充
当
し
た
こ
と
、
十
三
年
、
司
封
郎
中
知
制
誌
を
加
え
た
こ
と
、
十
四
年
、
中
書
舎
人
に
遷
ｂ
、
十
四
年
に
な
く

な
っ
て
礼
部
侍
郎
を
贈
ら
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
い
ず
れ
も
典
拠
を
示
し
て
述
べ
る
。
そ
の
典
拠
の
多
く
は
わ
た
し
に
は
見
難
い
も
の

だ
か
ら
こ
の
目
で
確
か
め
ら
れ
ぬ
が
、
『
続
修
四
庫
全
書
提
要
』
に
い
う
よ
う
に
「
致
力
・
徴
善
・
用
心
に
勤
苦
し
た
」
書
だ
か
ら

ま
ず
は
信
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
み
る
と
元
和
七
年
、
吏
部
に
移
っ
た
と
き
、
員
外
か
ら
郎
中
に
上
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
『
才
子
伝
・
一
の
い
う
貞
元
二
十
（
八
○
四
〉
年
か
ら
、
元
和
七
〈
八
二
一
〉
年
ま
で
、
八
年
間
も
員
外
郎
で
あ
っ
た
の
は
少

し
長
い
様
な
気
は
す
る
が
、
そ
の
間
に
属
す
る
部
は
か
わ
り
品
第
は
上
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
司
勲
に
い
た
の
は
、
『
才
子
伝
』
に
誤

り
が
承
け
れ
ば
、
八
○
四
’
八
二
一
の
間
の
幾
年
か
で
あ
っ
た
。
な
お
、
時
期
は
定
か
で
左
い
が
、
元
和
八
、
九
年
の
こ
ろ
、
仲
素

が
翰
林
学
士
に
充
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
清
潔
剛
直
で
知
ら
れ
た
同
列
の
章
貫
之
が
「
行
動
が
正
し
く
た
い
者
を
内
庭
に
在
ら

せ
て
は
い
け
な
い
」
と
阻
ん
だ
（
旧
唐
書
・
章
伝
）
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
白
氏
は
、
八
○
六
年
校
書
郎
を
や
め
、
前
の
年
か
ら
交
遊
し
だ
し
た
元
慎
と
共
に
才
識
兼
茂
明
於
体
用
科
（
上
級
試
験
）

を
受
け
、
。
と
も
に
登
第
し
、
白
氏
は
四
且
末
に
県
尉
、
八
○
七
年
、
翰
林
学
士
、
八
○
八
年
、
左
拾
遺
（
学
士
の
ま
雀
）
、
こ
の
年

年

“

■

結
婚
、
八
○
九
年
、
新
楽
府
を
作
り
、
八
一
○
年
四
月
、
京
兆
府
戸
曹
参
軍
（
学
士
の
ま
蚕
）
、
八
二
年
四
月
、
母
の
死
に
上
り

〆

南
宮
氏
は
、
白
氏
が
張
氏
の
訪
問
を
う
け
た
の
は
こ
の
服
喪
の
前
後
と
見
る
主
う
で
あ
る
。
白
氏
は
服
喪
中
も
作
詩
を
や
め
ず
、

1１
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『
賞
花
」
『
新
井
」
の
詩
に
よ
っ
て
物
議
を
か
も
す
こ
と
に
な
る
。
物
議
は
強
い
て
ケ
チ
を
つ
け
た
趣
の
も
の
だ
が
、
服
喪
中
の
人

を
訪
ね
て
、
主
に
対
し
て
己
の
新
詩
を
吟
じ
、
談
が
歌
妓
に
及
ぶ
こ
と
は
、
竹
林
の
隠
士
宏
ら
い
ざ
．
し
ら
ず
、
礼
教
に
う
る
さ
か
っ

た
唐
代
の
官
僚
の
張
氏
の
行
動
と
し
て
は
考
え
難
く
、
白
氏
が
歌
妓
に
ち
な
む
詩
に
次
韻
唱
和
し
た
こ
と
も
あ
り
う
べ
き
こ
と
と
は

考
え
ら
れ
ぬ
。
服
喪
の
前
の
一
、
二
年
、
す
な
わ
ち
元
和
四
（
八
○
九
）
年
か
ら
六
・
．
（
八
一
こ
年
三
月
末
ま
で
、
と
み
て
、
例
の

序
の
「
ほ
と
ん
ど
十
二
年
（
一
紀
匡
と
い
う
概
数
と
さ
し
さ
わ
り
は
な
い
。
こ
の
間
、
白
氏
は
前
記
の
よ
う
に
ず
っ
と
翰
林
学
士
で

認
諭
詩
の
製
作
に
活
動
的
で
あ
っ
た
。
白
氏
の
「
燕
子
楼
詩
」
の
作
時
を
こ
の
間
に
定
め
て
亜
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
あ
と
さ
き
に

な
っ
た
が
、
仲
素
の
字
の
「
獄
之
」
を
他
の
本
が
「
絵
之
」
と
す
る
。
鎖
・
絵
は
異
体
の
同
字
で
あ
る
。

わ
し
い
。
問
い
た
だ
す
と
励
々
の
た
め
に
作
っ
た
の
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
「
励
々
の
た
め
に
作
っ
た
」
の
原
文
「
為
勘
を
作
土

白
氏
の
「
燕
子
楼
詩
序
」
（
以
下
「
序
」
と
金

い
て
読
み
直
す
と
い
ろ
い
ろ
問
題
が
出
て
来
る
。

第
一
、
い
わ
ゆ
る
張
氏
の
「
新
詠
」
の
「
燕
子
楼
」
詩
が
、
果
し
て
張
氏
の
作
か
。

「
序
』
に
坐
る
と
鳶
昨
日
、
張
氏
が
白
氏
を
訪
ね
、
新
詩
を
吟
じ
た
。
吟
じ
た
中
に
『
燕
子
楼
三
首
」
が
あ
り
、
は
な
は
だ
う
る

言

五

の
原
文
「
為
勘
を
作
也
」
は
、
「
齢
々
の
作
な
の
で
す
」
と
も
談
め
な
い
こ
と
は
な
い
。

と
簡
称
す
る
）
は
、
信
ず
る
立
場
で
読
め
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
い
っ
た
ん
不
審
を
い
だ

！

ー

寺
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『

己
主一

「
為
」
字
は
去
声
に
発
音
す
れ
ば
「
た
め
に
』
だ
が
、
平
声
に
発
音
す
れ
ば
「
で
す
」
で
あ
る
。
中
国
人
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
発

音
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
い
ま
い
左
言
い
方
を
す
る
と
き
に
は
発
音
も
あ
い
ま
い
に
な
る
。

話
が
少
し
横
道
に
そ
れ
る
が
、
宋
代
の
女
詞
人
李
清
照
が
「
酔
花
陰
」
と
い
う
詞
を
作
る
と
、
あ
室
り
う
室
い
の
で
夫
の
金
石

学
者
趙
明
誠
が
、
負
け
じ
と
ば
か
り
に
五
十
首
ほ
ど
作
り
、
中
に
妻
の
作
を
交
え
て
友
に
見
せ
た
ら
、
何
度
も
読
ん
だ
上
で
、
こ

れ
が
い
い
と
指
し
た
の
が
妻
の
・
作
だ
っ
た
、
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
夫
だ
か
ら
苦
笑
し
て
済
み
、
美
談
と
な
っ
た
。
詩
に

、

命
を
削
っ
た
国
の
、
時
代
の
知
識
人
は
秀
句
佳
吟
に
対
し
執
著
恋
慕
す
る
も
の
で
、
恋
着
し
た
句
を
お
れ
に
主
こ
せ
と
せ
が
み
、
断

ら
れ
た
た
め
、
む
す
め
の
夫
を
殺
し
た
詩
人
の
逸
話
も
あ
る
。
張
氏
が
は
じ
め
か
ら
関
氏
の
作
を
奪
う
つ
も
り
は
な
く
と
も
へ
吟
じ

た
幾
十
首
の
う
ち
関
氏
の
作
に
、
白
氏
が
強
烈
表
興
味
を
示
し
、
そ
れ
は
？
と
問
い
つ
め
ら
れ
た
ら
「
関
氏
の
作
だ
」
と
い
っ
た
つ

も
り
が
「
関
氏
の
た
め
に
作
っ
た
」
と
い
う
風
に
あ
い
ま
い
な
答
え
方
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
が
ち
で
あ
る
。

あるいは、張氏ははっきり「関氏の作だ」といったかもしれぬ。しかし、その作に強く動加批た白氏が次韻唱

和
の
詩
を
作
っ
て
し
ま
い
、
歌
妓
の
作
に
唱
和
す
る
の
は
都
合
が
わ
る
い
の
で
、
関
氏
の
作
を
張
氏
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
の
か

も
し
れ
ぬ
。
「
序
」
の
後
の
方
の
張
氏
の
「
新
詠
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
新
詩
と
同
じ
意
味
だ
が
、
張
氏
の
吟
詠
し
た
（
関
氏
の
）

詩
、
と
も
識
め
ば
読
め
る
。
そ
う
い
う
言
い
わ
け
の
き
く
雷
き
か
た
で
あ
る
。

そ
う
思
っ
て
読
め
ば
、
な
か
に
「
燕
氏
楼
三
首
」
が
あ
り
、
は
な
は
だ
う
る
わ
し
い
、
も
他
の
作
と
は
隔
絶
し
て
う
る
わ
し
い
、

と
も
と
れ
る
。
い
ま
『
全
唐
詩
』
に
収
め
る
数
十
首
し
か
張
氏
に
詩
作
品
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
が
、
そ
の
作
は
、
巧
み
に

は
違
い
な
い
が
、
過
去
の
名
人
の
使
い
古
し
た
こ
と
ば
を
小
器
用
に
組
合
わ
せ
た
作
で
、
情
感
が
こ
も
っ
て
人
を
う
つ
の
は
「
燕
子

ご

二一
」

二
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雪

と
こ
ろ
で
、
白
氏
は
、
な
ぜ
張
氏
に
か
こ
つ
け
て
左
で
関
氏
の
作
に
唱
和
し
た
く
な
っ
た
の
か
。

「
序
」
に
い
う
よ
う
に
「
彰
城
の
旧
遊
に
感
じ
た
」
か
ら
に
違
い
な
い
。

そ
の
「
旧
遊
」
の
主
、
張
建
封
は
、
『
旧
唐
雷
』
に
よ
れ
ば
、
事
が
お
こ
れ
ば
み
ず
か
ら
処
理
に
あ
た
っ
た
。
寛
厚
で
人
の
過
誤

を
も
容
れ
た
が
、
し
か
し
法
律
は
よ
く
調
べ
、
法
を
曲
げ
て
恩
を
売
る
と
い
う
こ
と
は
し
た
い
。
事
に
あ
た
っ
て
の
言
葉
は
忠
実
正

義
で
感
動
に
み
ち
、
人
は
み
な
畏
悦
し
た
。
七
九
七
年
入
朝
し
た
と
き
、
当
時
誰
も
が
は
ば
か
っ
て
言
わ
な
か
っ
た
宮
市
の
害
を
天

子
に
直
言
し
た
。
宮
市
と
は
、
天
子
の
近
臣
が
日
用
品
な
ど
を
買
い
占
め
、
市
価
の
数
倍
な
い
し
数
十
倍
で
人
民
に
売
り
つ
け
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
建
封
の
彰
城
に
い
た
十
年
の
間
、
軍
も
州
も
よ
く
治
っ
た
。
ま
た
か
れ
は
す
ぐ
れ
た
人
を
礼
遇
し
人
々
に
対
し
て

謙
遜
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
下
の
名
士
は
風
に
な
び
く
よ
う
に
か
れ
を
訪
問
し
た
。
韓
愈
の
よ
う
な
文
豪
も
か
れ
の
下
僚
で
あ
っ
た
。

そ
の
聖
う
な
建
封
が
へ
進
士
科
に
及
第
し
た
ば
か
り
の
白
氏
を
も
て
い
ね
い
に
待
遇
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
白
氏
は
二
十
九

楼
三
首
」
だ
け
だ
。
白
氏
ほ
ど
の
詩
人
に
そ
の
違
い
が
分
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。

白
氏
に
は
、
そ
し
て
他
の
詩
人
に
も
、
妓
女
を
歌
い
、
妓
女
に
与
え
た
詩
は
あ
る
が
、
妓
女
の
詩
に
唱
和
す
る
作
は
た
い
よ
う
で

あ
る
。
恐
ら
く
、
唱
和
に
は
、
相
手
を
同
等
と
す
る
身
分
観
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
妓
女
は
避
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
白
氏
も
騨
露
と
は
唱
和
し
て
い
る
。
彼
女
は
妓
女
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
唱
和
の
時
は
、
彼
女
は
す
で
に
か
な
り

の
老
齢
で
、
さ
ら
に
「
詩
人
」
と
し
て
世
の
尊
敬
を
得
て
い
た
。
（
も
っ
と
も
、
妓
女
で
た
い
女
性
と
の
唱
和
も
、
唐
代
の
詩
人
に

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
詩
を
作
る
女
性
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
当
時
の
男
性
の
女
性
観
を
反
映
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
）

■
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歳
、
建
封
は
六
十
六
歳
だ
っ
た
。
貧
寒
の
家
に
育
っ
て
苦
学
力
行
し
て
き
た
白
氏
が
そ
こ
で
う
け
た
待
遇
は
、
建
封
に
と
っ
て
は
誰

に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
白
氏
に
は
過
度
の
恩
遇
と
感
ぜ
ら
れ
た
ろ
う
。
そ
の
宴
は
麹
お
そ
ら
く

白
氏
が
生
れ
て
初
め
て
味
わ
っ
た
華
麗
豪
奪
で
あ
っ
た
。
演
奏
さ
れ
た
音
楽
の
最
後
は
雷
裳
羽
衣
の
曲
で
あ
り
、
舞
妓
の
ヒ
ロ
イ
ン

が
関
氏
で
あ
っ
た
。
関
氏
の
年
齢
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
た
ぶ
ん
二
十
歳
前
後
。
「
酔
え
ば
た
室
ら
ぬ
愛
嬢
の
、
風
に
な
よ
め
く
牡
丹
の

花
よ
」
と
歌
っ
た
白
氏
の
目
に
は
、
楊
貴
妃
が
生
き
て
前
に
立
つ
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
ｃ

「
序
」
は
そ
の
短
い
文
中
に
「
歓
」
字
を
三
た
び
用
い
る
。
い
か
に
白
氏
が
有
頂
天
に
な
っ
た
か
を
伺
わ
せ
る
。
こ
と
に
最
後
の

．
歓
」
は
、
さ
を
ざ
戎
に
解
釈
し
う
る
が
、
極
端
に
は
、
枕
席
を
共
に
す
る
こ
と
を
含
み
う
る
。

当
時
の
歌
妓
は
、
身
分
と
し
て
は
奴
隷
と
し
て
売
買
さ
れ
、
主
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
も
処
分
し
得
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
に

贈
与
し
た
。
人
の
歌
妓
に
恋
し
て
強
請
し
た
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
白
氏
と
同
時
の
こ
と
と
し
て
記
録
さ
れ
る
。
建
封
が
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
し
た
と
は
、
玄
ず
考
え
ら
れ
ぬ
が
、
次
の
よ
う
左
情
況
を
仮
設
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

建
封
は
六
十
六
歳
、
白
氏
の
来
訪
時
に
は
出
て
接
待
は
し
た
が
、
す
で
に
病
身
で
あ
っ
た
。
歌
妓
の
う
ち
人
品
の
最
も
す
ぐ
れ
た

関
氏
を
、
愛
す
る
だ
け
に
、
お
の
れ
の
身
後
に
来
る
ぺ
き
零
落
を
さ
せ
な
い
た
め
、
そ
の
相
手
と
た
る
べ
き
青
年
を
求
め
て
い
た
。

白
氏
の
才
幹
と
関
氏
へ
の
執
心
を
見
て
と
．
っ
て
、
も
し
面
倒
を
み
て
や
っ
て
く
れ
る
な
ら
．
．
・
・
と
許
し
の
意
志
を
示
し
た
。

ウ

、

こ
れ
は
も
と
よ
り
仮
設
で
あ
る
。
た
だ
、
わ
た
し
の
妄
想
で
は
注
ぐ
、
当
時
に
仮
設
を
許
す
条
件
が
あ
り
、
何
よ
り
も
、
白
氏
の

こ
れ
は
も
と
よ
り
仮
設
で
あ
る
。
』

■

「
序
」
に
想
像
を
誘
う
熱
気
が
あ
る
。

も
っ
と
も
．
歓
」
の
文
字
は
一
本
に
は
「
越
朝
」
と
す
る
ら
し
い
。
次
の
朝
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
が
見
表
れ
ぬ
こ
と

』

、

皇
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関
氏
は
言
は
や
十
年
く
れ
な
い
の
袖
の
香
り
も
消
え
て
」
と
い
う
。
ま
し
て
、
紅
・
白
粉
は
主
の
死
と
と
も
に
灰
に
な
っ
た
。

白
氏
は
「
紅
お
し
ろ
い
を
ど
う
し
て
灰
に
さ
せ
表
い
の
か
」
と
い
う
。
こ
ん
な
に
悲
し
い
思
い
を
す
る
位
な
ら
死
ん
で
し
を
つ
た
方
》

が
在
し
だ
の
に
ど
う
し
て
運
命
は
私
を
死
な
せ
て
く
れ
な
い
の
か
。
白
氏
は
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
関
氏
に
同
情
を
示
し
た
つ
も
り

封
の
み
が
理
解
し
黙
識
し
た
。

関
氏
は
、
琴
も
笛
も
も
う
用
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
己
の
た
め
に
磨
い
た
技
と
思
っ
て
い
た
舞
い
が
、
主
に
死
な
れ
て

み
る
と
、
そ
の
人
の
た
め
に
こ
そ
骨
身
借
し
を
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
せ
ら
れ
る
。
お
の
れ
の
舞
い
に
こ
め
た
心
は
、
た
だ
張
建

白
氏
が
訪
ね
た
の
は
春
、
そ
し
て
夏
の
末
に
は
建
封
は
な
く
ゞ

愛
顧
を
念
い
他
に
嫁
が
ず
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
他
一

が
せ
る
こ
と
を
、
建
封
が
死
ぬ
前
に
は
か
っ
て
お
い
た
の
だ
と
-

関
氏
は
そ
の
人
の
名
誉
の
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

白
氏
の
は
、
舞
衣
を
「
幾
た
び
か
着
よ
う
と
し
て
」
と
い
い
、
「
空
し
く
箱
に
畳
み
こ
ん
で
」
と
い
う
。
歌
舞
の
妓
だ
か
ら
主
が

死
ん
で
も
舞
い
た
い
だ
ろ
う
と
の
先
入
観
に
立
つ
句
で
あ
る
。
舞
い
た
い
心
を
前
提
と
す
れ
ば
こ
そ
舞
衣
を
畳
み
こ
ん
だ
も
の
が
、

関
氏
の
「
燕
子
楼
三
首
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
篤
い
哀
傷
が
流
露
す
る
。
白
氏
の
は
、
一
読
す
る
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
趣
意
だ
が
、

肝
心
の
と
こ
ろ
で
大
き
く
違
う
。

ば
で
あ
る
。

『
空
箱
」
と
表
現
さ
れ
得
る
ｃ

千
一

一
寺

そ
し
て
夏
の
末
に
は
建
封
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
序
」
中
の
張
仲
素
の
こ
と
ば
に
『
紛
々
は
旧
主
の

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
歌
妓
は
そ
れ
ぞ
れ
他
に
嫁
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
売
り
払
わ
ず
に
嫁

ぬ
前
に
は
か
っ
て
お
い
た
の
だ
と
い
え
な
い
か
。
そ
の
誰
う
に
広
く
深
い
愛
情
に
感
じ
た
れ
ば
こ
そ
、

～
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ゞ
白
氏
が
と
の
曲
を
見
聞
し
た
最
初
は
、
た
ぶ
ん
張
達
封
の
宴
に
お
い
て
で
あ
る
。
内
宴
で
の
舞
楽
の
描
写
は
、
ほ
と
ん
ど
『
琵
琶

行
」
に
匹
敵
す
る
。
お
そ
ら
く
か
れ
を
感
動
さ
せ
た
の
は
眼
前
の
舞
に
関
氏
の
舞
を
重
ね
た
、
う
つ
っ
と
も
幻
と
も
つ
か
ぬ
も
の
だ

①

摸
に
依
頼
し
て
い
る
。

白
氏
ほ
ど
く
り
か
え
し
露
裳
羽
衣
の
曲
を
歌
っ
た
人
は
な
い
。
そ
の
か
れ
に
「
霊
裳
羽
衣
の
歌
、
微
之
に
和
す
」
（
巻
五
十
一
）

が
あ
る
。
「
わ
た
し
は
昔
元
和
の
こ
ろ
憲
宗
皇
帝
に
侍
し
、
昭
陽
殿
で
の
内
宴
に
お
供
し
た
。
千
歌
百
舞
と
数
え
き
れ
ぬ
が
、
中
で

も
最
も
蕊
裳
舞
を
愛
し
た
。
舞
う
と
き
は
寒
食
の
節
句
で
春
風
そ
よ
ぐ
天
、
．
：
．
当
時
見
左
が
ら
目
も
心
も
驚
き
、
凝
視
し
耳
か
た

む
け
を
お
足
ら
ぬ
思
い
が
し
た
。
．
：
。
」
と
九
十
句
に
及
ぶ
長
篇
に
、
こ
の
曲
に
対
す
る
愛
情
を
の
べ
、
銭
唐
に
勤
務
し
た
と
き
、

歌
妓
に
教
え
て
演
奏
さ
せ
た
こ
と
、
蘇
州
に
転
勤
し
て
以
来
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。
聞
け
ば
あ
な
た
の
部
内
に
は
楽
人
が
多
い
由
。

あ
の
曲
を
知
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
し
い
歌
妓
が
い
な
い
と
い
う
が
、
と
に
か
く
あ
の
曲
を
教
え
て
も
ら
い
た
い
。
と
、
一
兀

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
の
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
関
氏
の
内
面
の
深
い
悲
し
み
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
か
れ
に
は
お
の
れ
の
旧
遊
に
対
す
る
感
傷
は

あ
る
が
、
そ
の
「
旧
遊
」
を
実
現
し
て
く
れ
た
主
の
側
の
手
厚
い
用
意
、
そ
の
よ
う
な
用
意
を
生
む
こ
ま
や
か
な
精
神
を
く
み
と
る

ぼ
ど
の
神
経
は
表
い
。

→

『
一
。
一
二
■
一

一ハ一
一
一
・
一
畝
一
今

ー

竜

→

守

一
・
【
三
・
》
”
←
「
■

『
）
戸
即
一

ざ

字

．
●

一
手
。
一

一
一
。
。
’

＃

二

一

1７

へ §



二一

道
士
が
玄
宗
皇
帝
を
案
内
し
て
月
宮
に
行
っ
た
。
仙
女
数
百
が
舞
っ
た
。
曲
名
を
問
う
と
『
露
裳
羽
衣
』
と
答
え
た
。
帝
は
そ
の

曲
調
を
暗
記
し
て
帰
っ
た
。
た
を
た
を
西
涼
節
度
使
か
ら
バ
ラ
モ
ン
曲
を
進
め
て
き
た
。
声
調
が
符
合
す
る
の
で
、
月
中
で
見
た
舞

の
振
付
を
し
て
「
露
裳
羽
衣
」
と
名
づ
け
た
。
そ
ん
な
伝
説
が
あ
る
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
愛
は
こ
の
曲
を
テ
ー
マ
ミ
ュ
ジ
ッ
ク
と
し

て
展
開
す
る
。
白
氏
の
名
声
を
広
大
に
し
た
「
長
恨
歌
」
は
張
建
封
の
宴
で
の
陶
酔
が
な
け
れ
ば
生
れ
友
か
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
六

十
六
歳
の
建
封
と
二
十
歳
の
関
氏
と
の
愛
は
、
玄
宗
と
貴
妃
と
の
愛
と
は
違
っ
た
だ
ろ
う
が
、
白
氏
に
テ
ー
マ
を
与
え
る
ほ
ど
の
表

面
的
相
似
は
認
め
ら
れ
る
。
白
氏
に
と
っ
て
の
甘
美
な
悲
劇
が
完
成
す
る
た
め
に
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
面
白
く
な

い
。
白
氏
の
美
学
が
無
意
識
の
う
ち
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
を
予
想
し
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
。

「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
る
詩
は
、
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
ひ
ど
い
詩
だ
な
、
と
思
っ
た
。
「
李
夫
人
」
の
「
人
は
木
石
に

非
ず
皆
情
あ
り
、
如
か
ず
傾
城
の
色
に
遇
は
ざ
る
に
」
の
句
に
至
っ
た
と
き
、
漆
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
白
氏
の
批
評
性
は
こ
こ
で
は

一
貫
し
て
い
る
。
あ
る
種
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
多
数
の
意
見
を
代
表
す
る
。
多
数
の
意
見
は
ゆ
れ
動
く
か
ら
白
氏
の
意

見
も
ゅ
れ
動
く
だ
ろ
う
が
、
多
数
の
意
見
の
代
表
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
動
か
な
い
か
ら
、
い
つ
で
も
多
数
の
支
持
を
う
け
る
。

わ
た
し
の
読
む
も
の
は
わ
ず
か
だ
が
、
以
後
、
白
氏
を
論
ず
る
文
を
読
ん
で
、
こ
の
詩
に
不
審
を
示
す
も
の
に
逢
わ
な
か
っ
た
。

南
宮
氏
の
論
文
は
大
い
に
多
と
す
る
に
足
る
。
た
だ
氏
は
、
こ
れ
を
他
人
の
偽
作
と
し
、
五
つ
の
理
由
を
あ
げ
る
。

１
関
氏
の
白
氏
に
返
し
た
詩
に
、
己
れ
が
主
に
従
っ
て
死
ぬ
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。
「
旬
日
食
わ
ず
し
て
死
す
」
は
後
人

２
白
氏
の
一
首
は
、
白
氏
の
作
と
す
る
の
に
問
題
が
あ
る
。
白
氏
の
集
は
流
伝
の
過
程
で
混
乱
し
、
他
人
の
作
が
混
入
し
た
形
跡

●

１
関
氏
の
白
氏
に
返
し
た
詩
に
、
一

の
記
し
た
こ
と
ば
で
、
拠
り
が
た
い
。

’

④
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す
ぎ
て
、
事
実
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
は
次
に
ょ
う
に
反
論
士
る
と
と
が
で
き
る
。

。琴→

１人は「死に室す」と広言して死ぬものとは限らない。死のような大事は、事牽薊牝ってこそ示すものともいえ

主
う
。
そ
の
死
の
事
実
を
後
人
が
記
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
詩
そ
の
も
の
を
偽
作
と
推
定
す
る
根
拠
に
は
表
ら
ぬ
。

２
白
氏
の
集
に
混
乱
が
あ
り
他
人
の
作
が
ま
ぎ
れ
入
っ
た
形
跡
の
あ
る
こ
と
は
す
で
に
先
人
が
い
う
。
し
か
し
特
定
の
作
（
こ
こ

関
氏
の
絶
食
死
は
単
証
が
あ
る
だ
け
で
、
実
は
信
じ
難
い
。
常
識
で
考
え
て
、
一
個
の
女
人
が
寡
居
十
余
年
の
後
に
は
、
従
死
し

よ
う
と
い
う
激
烈
な
意
念
は
必
ず
消
失
し
て
い
る
も
の
で
、
一
首
の
詩
で
認
刺
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
な
ど
は
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク

４
関
氏
の
白
氏
に
返
し
た
詩
に
「
舎
人
」
の
語
で
よ
ん
で
い
る
。
白
氏
が
中
雷
舎
人
と
な
っ
た
の
は
長
慶
元
（
八
一
二
）
年
、

五
十
歳
、
『
燕
子
楼
」
を
作
っ
た
の
ち
ざ
っ
と
九
年
、
張
賠
の
死
後
十
五
年
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
時
間
が
合
わ
ぬ
。

５
「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
と
関
氏
の
返
し
を
、
後
人
の
偽
造
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
前
の
詩
の
作
者
と
、
関
氏
の
作
中
の

「
舎
人
」
は
張
仲
素
で
あ
ろ
う
。
仲
素
は
建
封
の
死
後
、
徐
州
に
長
く
い
て
関
氏
の
こ
と
も
、
た
だ
一
日
会
っ
た
だ
け
の
白
氏
よ
り

ず
っ
と
よ
く
知
っ
て
い
た
。
ま
た
仲
素
が
中
書
舎
人
と
茂
っ
た
の
は
白
氏
よ
り
ず
っ
と
早
い
の
だ
か
ら
時
間
的
に
も
合
う
。

以
上
の
五
条
か
ら
し
て
「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
る
詩
は
白
氏
の
作
で
は
な
く
、
関
氏
の
返
詩
と
と
も
に
後
人
の
偽
托
で
あ

る
可
能
性
が
強
い
、
と
し
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
付
加
え
る
。

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

３
白
氏
は
人
に
従
死
を
強
い
る
よ
う
左
人
柄
で
は
な
い
。

1９
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白
氏
の
「
序
」
か
ら
み
て
、
張
仲
素
は
関
氏
に
充
分
同
情
的
で
あ
り
、
関
氏
に
同
情
的
な
仲
素
に
対
し
て
か
ら
か
う
気
味
が
、

「
序
」
の
文
に
た
だ
よ
う
。
そ
れ
で
も
「
仲
素
」
の
「
新
詠
」
に
唱
和
し
た
「
燕
子
楼
」
で
は
、
張
搾
素
へ
の
遠
慮
か
ら
こ
と
ば
は

穏
か
だ
が
、
『
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
こ
そ
白
氏
の
本
音
の
流
露
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
し
て
、
南
宮
氏
の
疑
っ
た
両
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
白
氏
と
関
氏
の
作
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
南
宮
氏
が
信
じ
難
い
と

い
う
絶
食
死
は
灸
た
し
か
に
「
常
識
」
で
は
信
じ
難
い
で
あ
ろ
う
が
、
常
識
を
超
え
る
こ
と
が
歴
史
の
上
で
も
、
ま
た
日
常
わ
れ
わ

４
関
氏
の
詩
に
み
え
る
「
舎
人
』
の
語
を
ヲ

は
そ
の
限
定
は
う
け
ず
、
天
子
の
侍
従
で
あ
れ
）

中
で
「
舎
人
」
と
よ
ば
れ
て
不
合
理
で
は
な
い
。

て
い
る
。

３
白
氏
が
人
に
従
死
を
強
い
る
人
柄
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
「
故
張
僕
射
諸
妓
に
感
ず
」
の
詩
を
白
氏
の
作
で
な
い
、
と
前
提

し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
如
か
ず
傾
城
の
色
に
遇
は
ざ
る
に
」
な
る
白
氏
の
句
を
お
し
つ
め
る
と
、
美
し
い
容
色
を
も
っ
て

生
れ
た
女
人
は
、
男
を
愛
し
て
は
な
ら
ず
、
結
婚
も
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
左
る
。
つ
ま
り
は
女
人
と
し
て
の
生
存
を
許
さ
れ
ぬ

こ
と
に
な
る
。
こ
の
句
の
内
包
す
る
男
性
と
し
て
の
身
勝
手
、
む
ご
さ
、
に
白
氏
は
気
づ
か
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
む
ご
さ
と
、

「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
を
作
る
む
ご
さ
と
は
共
通
し
て
お
り
、
白
氏
の
友
元
慎
の
「
鴬
鴬
伝
』
を
作
っ
た
む
ご
さ
と
共
通
し

し
て
い
な
い
。

で
は
「
故
張
僕
射
の
諸
妓
に
感
ず
」
）
を
他
人
の
作
と
す
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
手
続
を
ふ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
南
宮
氏
は
そ
れ
を

Ｌ

「
舎
人
』
の
語
を
「
中
書
舎
人
」
と
限
定
す
れ
ば
時
間
的
に
合
わ
な
い
が
、
詩
中
で
使
用
す
る
「
舎
人
」

天
子
の
侍
従
で
あ
れ
ば
よ
く
、
広
く
は
貴
人
の
側
近
堂
で
含
み
う
る
。
翰
林
学
士
で
あ
っ
た
白
氏
は
、
詩
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