
楊
維
槙
『
古
楽
府
』

に
お
け
る
女
性
像
に
つ
い
て

要
　
　
木

純

序

楊
維
槙

い
。

（
：
一
九
六
－
二
二
七
〇
）

と
い
え
ば
、
主
に
そ
の
獲
嚢
、

好
色
な
詩
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
文
学
史
上
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多

　
吉
川
幸
次
郎
氏
も
、
『
元
明
詩
概
説
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
六
三
）
第
三
章
十
四
世
紀
前
半
、
元
詩
の
成
熟
第
二
節
楊
維
禎
南
方

市
民
文
学
の
指
導
者
、
に
お
い
て
「
若
い
女
性
の
エ
ロ
ス
を
、
題
材
と
す
る
」
「
続
奮
集
二
十
詠
」
の
詩
を
引
い
て
評
価
す
る
。

　
　
い
ず
れ
も
常
識
の
か
き
ね
を
お
し
や
ぶ
っ
た
自
由
奔
放
の
詩
で
あ
る
。
蘇
賦
を
中
心
と
す
る
北
宋
の
理
窟
っ
ぽ
い
こ
つ
ご
つ
し
た
詩
、

　
そ
れ
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
目
常
の
常
識
に
終
始
す
る
従
来
の
市
民
の
詩
か
ら
の
離
脱
で
あ
っ
た
。

　
逆
に
、
こ
れ
ら
の
詩
を
も
っ
て
、
楊
緯
禎
の
文
学
を
否
定
的
に
論
ず
る
こ
と
も
出
来
る
。
『
元
代
文
学
史
』
（
人
民
文
学
出
版
杜
　
一
九
九

一
）
の
、
郵
紹
基
氏
と
苑
寧
氏
の
執
筆
に
係
る
、
第
二
十
二
章
　
元
代
後
期
詩
文
作
家
（
三
）
　
第
一
節
　
楊
維
槙
、
に
お
い
て
は
、
楊
維

禎
の
香
奮
体
に
つ
い
て
、

　
　
本
来
、
詞
の
興
起
す
る
自
り
後
、
婦
女
の
服
飾
、
体
態
を
写
す
る
の
作
は
稀
卒
と
為
さ
ざ
る
も
、
只
だ
是
れ
楊
維
槙
の
的
の
香
奮
詩
中

　
に
は
、
還
お
男
女
の
事
を
描
写
す
る
的
有
り
て
、
未
だ
堕
し
て
悪
趣
に
入
る
を
免
れ
ず
。

と
批
判
す
る
。
そ
の
一
方
、
後
の
部
分
で
は
当
時
の
戦
乱
の
世
で
、
酒
色
に
溺
れ
る
の
は
や
む
を
え
ま
い
と
弁
護
を
試
み
る
が
、
と
も
か
く
、

元
以
降
現
代
に
至
る
ま
で
の
、
中
国
に
お
け
る
評
価
の
主
流
は
、
か
か
る
下
品
な
作
を
楊
維
槙
が
の
こ
し
た
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
も
の
で
あ

楊
緯
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

四
七



四
八

っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
種
の
作
品
の
み
を
期
待
し
て
、
楊
維
槙
の
集
を
ひ
も
と
く
も
の
は
失
望
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
女
性
の
多
く

は
、
聖
女
や
貞
女
で
あ
り
、
悪
女
や
淫
女
は
、
読
者
の
悪
趣
味
を
刺
激
す
る
表
現
は
あ
る
に
せ
よ
、
否
定
的
に
描
か
れ
る
。
二
言
で
い
え
ば
、

あ
ま
り
に
苛
酷
な
道
学
者
的
道
徳
観
に
満
ち
て
い
る
。

　
厳
正
で
道
徳
的
な
面
と
、
自
由
奔
放
で
非
道
徳
的
な
面
と
、
矛
盾
し
た
二
つ
の
要
素
が
、
彼
の
作
品
に
は
両
立
し
、
彼
の
実
人
生
も
ま
た

然
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
問
存
在
は
、
諾
矛
盾
の
複
合
体
で
あ
っ
て
、
誰
も
が
そ
う
で
あ
る
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
議

論
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
楊
維
槙
の
場
合
は
、
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
方
が
特
異
で
あ
り
、
そ
こ
に
意
図
的
な
も
の

を
嗅
ぎ
取
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
矛
盾
の
由
っ
て
来
た
る
所
を
、
彼
の
所
謂
「
古
楽
府
」
の
作
品
群
に
お
け
る
、
女
性
像
を
通
じ
て
考
究
し
て
み
た
い
。

　
テ
キ
ス
ト
は
、
郵
志
方
氏
の
点
校
に
係
る
『
楊
維
禎
詩
集
』
（
断
江
古
籍
出
版
杜
　
一
九
九
四
）
に
よ
っ
た
。
但
し
、
こ
の
書
は
、
評
や

注
を
省
略
し
て
い
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
、
他
本
も
参
考
に
し
た
。

　
楊
維
禎
の
女
性
を
描
い
た
詩
と
し
て
は
、
諸
家
、
先
の
「
続
奮
集
二
十
詠
」
や
「
西
湖
竹
枝
歌
」
等
七
絶
の
短
い
作
品
を
彼
の
代
表
作
と

し
て
あ
げ
、
長
編
の
古
楽
府
を
顧
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
残
し
た
作
品
の
大
半
は
こ
れ
ら
古
楽
府
で
あ
り
、
文
学
史
的
に
特
筆

す
べ
き
価
値
は
な
く
と
も
、
楊
維
禎
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
ふ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
底
本
『
楊
維
槙
詩
集
』
の
『
鉄
崖
楽

府
』
巻
二
の
前
半
「
杷
梁
妻
」
よ
り
、
「
六
宮
戯
嬰
図
」
に
至
る
十
四
首
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
古
え
の
有
名
な
女
性
を
題
材
と
し
た
古
楽
府
で

あ
る
。
四
部
叢
刊
本
『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
巻
二
も
、
こ
の
十
四
首
を
お
さ
め
る
が
、
「
六
宮
戯
嬰
図
」
の
後
に
、
編
者
で
あ
る
門
人
呉
復

の
注
記
と
し
て
、

　
　
已
上
、
凡
そ
十
有
四
首
は
、
所
謂
比
興
相
い
件
し
く
、
哀
楽
相
貫
く
者
也
。
其
の
詞
義
を
諏
じ
て
、
以
て
其
の
君
子
に
事
う
れ
ば
、
以



　
て
房
中
の
遺
音
な
る
者
を
補
う
可
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
げ

と
附
し
て
い
る
。
コ
房
中
の
遺
音
」
は
恐
ら
く
、
『
儀
礼
』
の
「
燕
礼
」
に
、
「
若
し
四
方
の
賓
と
燕
す
る
な
ら
ば
」
と
し
て
、
宴
会
の
段
取

り
を
述
べ
る
所
に
、
コ
房
中
の
楽
有
り
」
と
あ
る
の
に
対
す
る
注
、
「
之
を
房
中
と
謂
う
者
は
、
后
夫
人
の
調
謂
す
る
所
、
以
て
其
の
君
子
に

事
う
」
と
い
う
の
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。
コ
房
中
の
楽
」
の
流
れ
は
、
後
に
漢
に
入
っ
て
「
安
世
房
中
歌
」
と
な
り
、
『
楽
府
詩
集
』
巻
八

に
十
七
首
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
（
『
楽
府
詩
集
』
は
以
下
、
中
華
書
局
　
一
九
七
九
排
印
本
に
よ
る
）
当
時
、
楊
緯
禎
は
、
李
孝
光
ら
と
、

古
楽
府
復
興
運
動
に
敢
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
『
楽
府
詩
集
』
の
研
究
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
た
か
ら
、
門
人
呉
復
も
こ
の
流
れ
を
意
識

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
女
性
の
訓
戒
の
た
め
の
古
楽
府
で
あ
り
、
そ
の
偏
向
に
は
、
気
を
つ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
も
女
性
を
描
写

し
た
詩
群
を
、
別
集
の
前
の
方
の
巻
に
ま
と
め
て
お
さ
め
た
の
は
、
呉
復
の
み
な
ら
ず
恐
ら
く
は
師
の
楊
維
槙
の
意
図
す
る
所
が
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
こ
れ
ら
十
四
首
中
の
詩
を
論
じ
、
つ
い
で
他
の
作
品
に
も
及
ん
で
考
察
し
た
い
。

二

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
に
要
求
す
る
道
徳
性
の
高
さ
が
、
こ
れ
ら
の
詩
を
読
む
と
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
。
楊
維
槙
は
好
色
エ
ロ
チ
ッ
ク

な
詩
を
多
く
作
り
、
実
人
生
に
お
い
て
も
、
自
由
奔
放
と
い
え
ば
聞
一
」
え
は
よ
い
が
、
つ
ま
り
道
徳
に
し
ば
ら
れ
な
い
生
き
方
を
実
践
し
て

い
る
の
で
、
こ
の
道
徳
性
の
強
調
は
ま
す
ま
す
異
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
即
墨
女
」
「
宿
瘤
詞
」
「
鍾
離
春
」
「
荊
叙
曲
」
は
、
醜
女
と
さ
れ

る
女
性
が
、
道
徳
性
が
高
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
讃
美
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
と

　
　
三
た
び
郷
を
逐
わ
れ
、
五
た
び
里
を
逐
わ
る
。
即
墨
の
女
児
は
容
止
乏
し
、
斉
相
之
を
要
り
て
斉
国
治
ま
る
。
丈
夫
国
に
相
た
る
こ
と

　
は
桑
ぞ
此
に
異
ら
ん
。
丈
夫
国
に
相
た
る
こ
と
は
桑
ぞ
此
に
異
ら
ん
。
（
「
即
墨
女
」
）

　
　
采
桑
女
よ
、
項
は
嬰
の
如
し
。
采
桑
を
教
う
る
を
受
く
る
も
、
大
王
を
観
る
を
教
う
る
を
受
げ
ず
。
大
王
之
を
聴
し
て
中
房
に
居
ら
し

　
む
る
も
、
旧
衣
は
新
衣
裳
に
換
え
ず
。
采
桑
女
よ
、
項
は
嬰
の
如
し
、
宮
中
は
口
を
掩
い
て
笑
い
て
畦
畦
。
尭
舜
築
紺
興
亡
を
陳
べ
、
中

楊
緯
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

四
九



五
〇

　
宮
の
笑
口
は
漸
じ
且
つ
慢
す
。
后
服
を
服
し
て
、
后
宮
を
正
す
。
宮
室
を
卑
く
し
て
、
蚕
桑
を
親
し
く
す
。
犬
機
を
減
じ
て
、
優
侶
を
斥

　
く
。
諸
侯
の
玉
白
巾
は
東
方
に
走
り
、
王
は
帝
号
を
上
し
て
声
煤
煙
。
（
「
宿
瘤
詞
」
）

　
　
鍾
離
春
よ
、
目
頭
深
目
凹
鼻
唇
、
皮
膚
は
姻
の
若
く
面
は
塵
の
如
し
。
手
に
五
色
の
彩
線
有
り
、
君
が
為
に
表
を
補
い
て
天
文
を
成
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い

　
漸
台
の
君
は
荒
に
し
て
且
つ
伎
な
る
も
、
明
朝
台
を
夷
ら
げ
て
平
地
と
作
す
。
太
子
は
目
を
択
び
て
儲
位
を
正
し
、
鍾
離
は
宮
に
在
り
て

　
斉
国
治
ま
る
。
（
「
鍾
離
春
」

　
　
扶
風
女
よ
、
行
は
有
婁
の
如
く
、
貌
は
鍾
離
春
の
如
し
。
三
十
に
し
て
嫁
す
る
を
肯
わ
ず
、
独
り
五
慮
君
の
み
を
識
る
。
荊
叙
終
身
服

　
し
、
井
臼
操
る
こ
と
必
ず
親
し
く
す
。
案
を
挙
げ
て
食
を
上
す
こ
と
大
賓
の
如
し
。
如
何
ぞ
会
稽
の
守
の
、
糟
糠
去
る
を
告
ぐ
る
こ
と
市

　
人
の
如
き
に
。
（
「
荊
叙
曲
」
）

　
醜
女
が
神
的
な
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
神
話
的
側
面
か
ら
分
析
を
加
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
は
論
じ
な
い
。
前
三
者
は
確
か
に

帝
王
の
妻
で
あ
り
、
神
話
的
解
釈
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
荊
叙
曲
」
は
平
民
た
る
梁
鴻
の
妻
を
詠
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
婦
徳

を
称
揚
し
た
と
考
え
る
。
自
身
は
好
色
で
あ
り
な
が
ら
、
婦
人
に
貞
節
と
献
身
的
な
奉
仕
を
求
め
る
の
は
、
甚
だ
身
勝
手
な
よ
う
に
感
ぜ
ら

れ
る
が
、
楊
維
禎
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
家
庭
や
妻
を
重
ん
じ
た
人
物
と
し
て
、
自
他
と
も
に
評
価
し
て
い
た
節
が
見
ら
れ
る
。

宋
溝
の
コ
兀
故
奉
訓
大
夫
江
西
等
処
儒
学
提
挙
楊
君
墓
誌
銘
」
（
四
部
叢
刊
本
『
宋
学
士
文
集
』
巻
十
六
所
収
）
に
も

　
　
君
（
楊
維
槙
）
は
初
め
銭
氏
を
賠
す
る
も
、
忽
ち
悪
疾
に
蓮
う
。
銭
の
父
母
は
婚
を
罷
め
ん
こ
と
を
請
う
。
君
は
卒
に
之
を
要
る
。
疾

　
尋
い
で
愈
ゆ
。

と
、
正
妻
銭
氏
と
の
な
れ
そ
め
を
美
談
の
如
く
記
し
、
楊
維
禎
の
一
途
さ
を
た
た
え
る
よ
う
で
あ
る
。
『
楊
緯
槙
詩
集
』
の
『
鉄
崖
逸
編
』

巻
三
の
コ
兀
夕
婦
と
飲
す
」
詩
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
り
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ

　
　
夜
を
間
う
夜
は
何
其
、
滋
の
灯
火
の
夕
を
替
る
。
月
は
屋
の
東
頭
に
出
で
、
照
り
て
琴
と
冊
と
を
見
す
。
老
婦
は
節
序
を
紀
し
、

　
清
夜
酒
席
を
羅
ぬ
。
左
蛮
は
暴
婁
た
る
を
舞
い
、
右
婁
は
昔
昔
を
歌
う
。
婦
起
ち
て
我
に
酒
を
勧
め
、
我
が
歳
千
百
な
る
を
寿
ぐ
。
仰

　
ぎ
て
天
上
の
除
に
唾
し
、
誓
う
ら
く
酒
中
の
塊
と
作
ら
ん
と
。
君
に
勧
む
此
の
酒
を
飲
め
、
月
を
呼
び
て
酒
客
と
為
さ
ん
。
婦
の
言
は

　
自
ら
聴
く
可
し
、
之
が
為
に
大
白
を
浮
ば
す
。



と
い
っ
て
、
元
日
の
夕
、
酒
を
く
み
か
わ
す
、
夫
婦
の
楽
し
み
を
詠
う
。
楼
人
漉
註
の
『
鉄
崖
逸
編
註
』
本
（
台
湾
中
華
書
局
　
一
九
六
五

『
鉄
崖
古
楽
府
注
』
所
収
）
で
は
、
こ
の
詩
の
末
に
、

　
　
老
婦
目
く
、
人
言
う
、
天
孫
の
妃
を
思
う
は
、
月
蛾
の
孤
を
守
る
に
如
か
ず
と
。
知
ら
ず
、
弄
婦
相
い
棄
て
て
以
て
緯
る
は
、
局
ぞ
織

　
女
相
い
望
み
て
以
て
久
し
く
す
る
の
愈
れ
る
に
若
か
ん
や
、
と
い
う
こ
と
を
。

と
い
う
原
注
を
附
し
て
い
る
。
夫
を
捨
て
て
月
に
逃
れ
た
月
蛾
よ
り
も
、
会
え
な
い
で
も
じ
っ
と
夫
を
待
ち
続
け
て
い
る
織
女
の
方
が
す
ぐ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
留
守
勝
ち
の
夫
に
対
す
る
い
や
み
の
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
妻
の
夫
を
慕
う
気
持
を
素
直
に
読

み
取
り
た
い
。
「
左
蛮
」
「
右
襲
」
と
い
う
の
は
恐
ら
く
は
歌
妓
達
で
あ
り
、
今
目
の
我
々
の
眼
か
ら
す
る
と
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
る

が
、
旧
時
代
に
お
い
て
は
、
ま
ず
ま
ず
の
、
家
雇
重
視
と
認
め
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
旧
時
代
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
い
て
も
、
楊
維
槙
の
女
性
に
求
め
る
道
徳
の
苛
烈
さ
は
、
過
剰
に
傾
く
の
で
は
な
い
か
。
死
を
顧

み
ず
婦
徳
を
守
れ
と
、
彼
は
し
ば
し
ば
訓
戒
す
る
。
先
に
述
べ
た
コ
房
中
の
遺
音
」
た
る
十
四
首
の
う
ち
「
唐
姫
飲
酒
歌
」
の
序
に
い
う
。

　
　
姫
は
、
東
漢
弘
農
王
の
妃
也
。
王
は
董
卓
の
廃
す
る
所
と
為
る
。
死
す
る
時
、
姫
と
飲
酒
し
て
別
る
。
王
自
ら
悲
歌
し
、
姫
は
起
ち
て

　
舞
い
、
亦
た
袖
を
抗
げ
て
而
し
て
之
を
歌
う
。
其
の
詞
に
目
く
、
「
死
生
は
路
を
異
に
し
て
此
れ
従
り
乖
く
」
予
は
猶
お
其
の
死
を
以
て

　
王
に
殉
ぜ
ざ
る
を
嫌
い
、
而
し
て
其
の
言
は
此
く
の
如
し
。
故
に
之
を
補
う
。

　
こ
の
唐
姫
の
事
は
、
『
後
漢
書
』
皇
后
紀
第
十
下
の
記
載
を
つ
づ
め
た
も
の
で
、
も
と
も
と
の
唐
姫
の
歌
を
全
部
引
く
と
、

　
　
皇
天
は
崩
れ
て
号
后
土
は
讃
る
。
身
は
帝
と
為
り
て
号
命
は
天
く
し
て
擢
か
る
。
死
生
は
路
を
異
に
し
て
号
此
れ
従
り
乖
く
、
奈
ん
せ

　
ん
我
梵
独
に
し
て
号
心
中
哀
し
き
を
。

　
こ
れ
を
楊
緯
槙
は
い
か
に
改
め
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ

　
　
皇
天
は
傾
き
、
后
土
は
頽
る
。
王
は
世
に
降
り
て
号
漢
柞
は
衰
う
。
王
黄
泉
に
作
れ
ば
号
誓
っ
て
相
随
わ
ん
。
王
死
な
ば
胡
ぞ
吾
が
身

　
を
用
て
為
さ
ん
や
。

『
後
漢
書
』
に
よ
れ
ば
、
唐
姫
は
弘
農
王
が
死
ん
だ
後
、
父
の
再
嫁
の
勧
め
を
拒
み
、
李
催
に
捕
え
ら
れ
て
も
妻
と
な
る
の
を
許
さ
な
か
っ

た
。
立
派
に
貞
節
を
全
う
し
た
と
認
め
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
楊
維
禎
は
王
の
死
に
唐
姫
が
殉
ぜ
な
か
っ
た
こ
と
が
許
せ
ず
、
「
死

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

五
一



五
二

生
を
異
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
尻
を
と
ら
え
て
、
自
分
は
お
め
お
め
と
生
き
残
っ
て
、
王
を
一
人
黄
泉
路
に
つ
か
せ
た
と
批
判
す
る
。
そ
し

て
、
史
実
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
に
し
て
も
、
唐
姫
が
残
し
た
歌
に
伝
承
の
誤
り
が
あ
る
と
み
な
し
て
、
唐
姫
に
、
王
と
と
も
に
死
の
う
、

王
が
死
ん
で
は
生
き
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
い
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
か
な
り
無
理
が
あ
る
が
、
楊
維
槙
は
、
自
分
の
作
こ
そ
、
古
楽
府

と
し
て
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
か
く
改
め
て
こ
そ
婦
女
を
訓
戒
す
る
た
め
に
伝
承
す
る
に
足
る
と
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三

　
そ
れ
で
は
、
道
徳
性
を
求
め
て
、
或
い
は
女
性
を
善
導
せ
ん
が
た
め
に
、
楊
維
槙
は
こ
れ
ら
の
古
楽
府
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
、
エ
ロ
ス
を
強
調
し
た
古
楽
府
も
、
七
絶
の
「
続
奮
集
」
や
「
西
湖
竹
枝
詞
」
ほ
ど
の
頻
度
や
過
激

さ
は
な
い
が
、
存
在
し
て
い
る
の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
コ
房
中
の
遺
音
」
十
四
首
の
第
士
二
首
「
麗
人
行
」
は
「
玉
山
（
顧
嘆
）

所
蔵
の
周
肪
の
画
巻
に
題
す
」
と
題
下
に
注
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
く
。

　
　
楊
白
の
花
は
飛
び
て
人
を
愁
殺
す
、
美
人
は
華
の
如
く
し
て
春
に
勝
え
ず
。
錦
輸
は
駄
起
す
双
鳳
の
綾
、
黄
門
は
挾
飛
す
五
花
の
雲
。

　
白
日
雷
震
夫
城
の
道
、
楽
遊
園
裏
は
春
正
に
好
し
。
中
ん
就
く
小
姉
最
も
矯
強
、
雌
雄
双
び
飛
び
て
観
る
者
は
悩
む
。
瑠
池
草
を
闘
わ
せ

　
て
碧
雲
移
り
、
草
青
き
も
草
歌
む
も
春
は
知
ら
ず
。
黄
裾
は
恨
み
有
り
て
春
水
に
随
い
、
敬
房
に
青
蝿
何
れ
の
処
に
か
起
る
。
君
見
ず
や

　
翠
羽
麗
麗
と
し
て
帳
一
た
び
空
し
き
や
、
東
方
の
畷
錬
紫
宮
に
纏
わ
る
。

　
絵
に
題
し
た
詩
で
あ
る
の
で
、
原
画
を
見
な
く
て
は
わ
か
り
に
く
い
点
が
多
い
が
、
要
す
る
に
杜
甫
の
コ
麗
人
行
」
を
材
と
し
て
楊
氏
姉

妹
の
春
遊
を
描
い
た
絵
に
題
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
杜
甫
の
コ
麗
人
行
」
が
、
楊
氏
の
専
横
を
そ
し
る
気
味
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
楊

緯
禎
は
姉
妹
の
あ
で
や
か
さ
と
、
う
き
う
き
と
遊
び
を
楽
し
む
さ
ま
を
描
写
す
る
。
末
二
句
は
楼
卜
漉
の
『
鉄
崖
楽
府
註
』
（
上
述
の
『
鉄

崖
古
楽
府
注
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
の
寵
愛
が
、
武
妃
か
ら
や
が
て
楊
貴
妃
に
移
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
無
論
玄

宗
が
楊
貴
妃
を
愛
し
た
こ
と
で
国
を
乱
し
た
こ
と
を
批
判
す
る
と
い
う
よ
う
な
大
仰
な
結
び
で
は
な
く
、
玄
宗
の
荒
淫
を
椰
楡
す
る
か
の
如

き
語
気
で
あ
る
。
（
「
恨
み
有
り
」
「
青
蝿
」
「
帳
一
た
び
空
し
」
、
そ
し
て
不
祥
で
あ
る
「
畷
煉
」
と
い
う
語
は
確
か
に
こ
の
後
の
唐
朝
の
衰
．



退
を
連
想
さ
せ
は
す
る
げ
れ
ど
も
）

　
コ
房
中
の
遺
音
」
十
四
首
の
末
は
「
大
宮
戯
嬰
図
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
赤
ち
ゃ
ん
ご
っ
こ
を
す
る
楊
貴
妃
と
安
禄
山
を
描
い
た
絵
に
つ
い

て
詠
ん
だ
古
楽
府
で
あ
る
。
更
に
不
健
康
な
工
ロ
ス
に
満
ち
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
黄
雲
複
壁
敬
塗
の
蘇
（
？
）
、
銀
床
水
は
噴
く
金
轄
除
。
宜
男
草
は
生
ず
二
月
初
め
、
燕
燕
は
友
を
求
め
て
烏
は
雛
を
将
う
。
芙
蓉
の

　
花
冠
金
結
綾
、
瓢
瓢
と
し
て
尽
く
是
れ
揺
台
の
侶
。
宮
中
の
箇
箇
は
主
恩
を
承
く
る
に
、
豊
に
復
た
君
王
は
神
女
を
夢
み
る
か
。
栴
檀

　
の
小
殿
は
天
香
を
吹
き
、
新
興
の
髪
子
は
宮
粧
を
換
う
。
中
に
一
人
有
り
て
號
国
に
類
し
、
脂
粉
を
洗
浄
す
れ
ば
青
眉
長
し
。
百
子
図

　
は
開
く
翠
屏
の
底
、
戯
弄
す
唖
唖
と
し
て
未
だ
歯
を
生
ぜ
ざ
る
を
。
侍
奴
両
両
錦
棚
を
昇
ぐ
、
是
れ
唐
家
の
緑
衣
子
に
あ
ら
ず
。
蘭
湯

　
浴
し
罷
り
て
春
昼
長
く
、
金
盤
特
に
潟
ぐ
芳
朋
枝
の
漿
。
離
籠
翠
晋
手
ず
か
ら
撃
げ
出
し
、
解
語
を
愛
す
る
が
為
に
心
腸
を
通
ず
。
宣
州

　
の
長
史
は
春
思
に
耽
く
る
も
、
画
に
工
み
に
し
て
春
を
傷
む
も
春
の
意
を
欠
く
。
呉
興
の
弟
子
は
王
風
を
広
め
、
六
宮
の
猫
犬
は
相
い

　
忌
む
こ
と
無
し
。
君
見
ず
や
玉
叙
の
淫
竈
は
漢
孤
を
伐
わ
ん
、
歌
を
作
り
て
献
ず
る
を
請
う
姦
斯
の
図
。

『
鉄
崖
楽
府
註
』
に
よ
れ
ば
「
呉
興
弟
子
」
は
趨
子
昂
を
指
す
。
彼
の
絵
を
見
て
、
楊
維
禎
は
、
楊
貴
妃
と
安
禄
山
の
ス
キ
ャ
ソ
ダ
ラ
ス
な

故
事
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
描
写
す
る
。
「
宜
男
草
」
は
、
こ
れ
を
服
す
る
と
男
子
を
出
生
す
る
と
い
う
迷
信
の
あ
る
植
物
で
あ
る
が
、
楊
維
槙

は
し
ば
し
ば
用
い
て
男
女
の
こ
と
を
暗
示
す
る
。
例
え
ば
『
鉄
崖
楽
府
』
巻
十
、
「
燕
子
辞
」
第
一
首
「
宜
男
草
生
じ
て
春
又
帰
る
、
美
人

は
春
病
に
し
て
腰
囲
を
減
ず
」
こ
の
よ
う
に
、
徴
細
な
部
分
に
ま
で
淫
摩
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
た
修
辞
を
用
い
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
コ
房
中
の
遺
音
」
十
四
首
に
は
女
性
の
エ
ロ
ス
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
も
の
の
、
道
徳
の
た
が
が
は
め
ら
れ
て
十
分
に
エ
ロ
ス

は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
純
粋
な
エ
ロ
ス
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
道
徳
に
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
奔
放
な
女
性
像
は
、
『
鉄
崖
楽
府
』
巻

三
に
よ
り
多
く
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
呉
復
が
、
『
四
部
叢
刊
』
本
、
『
鉄
崖
先
王
古
楽
府
』
巻
三
の
末
尾
に
、

　
　
已
上
凡
そ
二
十
有
一
首
。
高
情
遠
致
は
、
方
外
仙
怪
及
び
名
山
勝
水
の
記
遊
に
見
わ
る
。

楊
維
槙
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

五
三



五
四

と
注
記
す
る
と
こ
ろ
の
、
か
な
り
の
数
の
方
外
の
仙
人
を
詠
ん
だ
古
楽
府
群
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
毛
女
」
。

　
　
沙
丘
の
腰
風
は
腐
龍
を
吹
き
、
華
陰
の
毛
女
は
双
魚
を
蔵
す
。
宮
中
の
雨
露
は
食
う
可
か
ら
ず
、
松
を
餐
し
て
柏
を
喚
い
春
容
を
留
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ご
　
　
　
　
お
の
ず
か

　
桃
花
の
流
水
は
紅
霧
に
迷
い
、
十
二
峰
頭
朝
暮
を
度
す
。
自
ら
是
れ
揮
娼
に
し
て
仙
骨
有
り
、
海
に
入
る
徐
郎
は
豊
に
故
を
知
ら
ん
や
。

　
衣
は
雨
に
沐
し
、
髪
は
風
に
櫛
し
、
梯
葉
は
楚
楚
と
し
て
山
花
紅
な
り
。
秦
楼
の
旧
鏡
は
明
月
を
掩
い
、
威
陽
に
目
送
す
双
飛
鵜
。

　
『
鉄
崖
楽
府
註
』
に
お
い
て
、
題
下
に
「
列
仙
伝
、
毛
女
は
字
玉
姜
。
秦
宮
の
人
。
華
陰
山
中
に
入
り
て
、
形
体
毛
を
生
ず
」
と
注
が
あ

る
よ
う
に
、
始
皇
帝
に
仕
え
た
宮
女
が
帝
の
死
後
山
中
に
隠
れ
、
つ
い
に
身
体
が
毛
に
お
お
わ
れ
た
仙
女
と
な
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
古
楽
府

で
あ
る
。
「
揮
娼
と
し
て
」
美
し
く
、
「
仙
骨
有
る
」
二
人
の
女
性
、
彼
ら
は
宮
中
の
束
縛
を
免
れ
得
て
、
山
中
を
自
由
に
か
け
回
る
。
鴻
の

よ
う
な
自
由
な
姿
を
、
成
陽
の
人
々
は
、
た
た
た
だ
見
送
る
の
他
な
か
っ
た
。

　
「
羅
浮
美
人
」
も
、
美
し
い
女
仙
が
、
自
由
に
飛
び
回
る
様
を
描
く
。

　
　
海
南
の
天
空
月
は
晴
縞
、
三
山
は
拳
の
如
く
海
は
沼
の
如
し
。
緑
衣
の
歌
舞
は
塵
を
動
か
さ
ず
、
海
仙
魚
に
騎
り
て
波
は
鼻
衰
。
融
然

　
と
し
て
来
り
て
芳
草
に
坐
し
、
咬
た
る
こ
と
白
月
の
林
抄
を
射
る
が
如
し
。
粧
を
洗
う
も
痒
姻
の
昏
き
を
受
げ
ず
、
縞
扶
は
初
め
て
逢
い

　
　
　
あ
が

　
鴻
は
矯
ら
ん
と
欲
す
。
手
に
は
持
つ
昆
山
老
人
の
笛
、
黄
鶴
の
新
腔
は
知
音
少
し
。
江
南
吹
断
す
桃
葉
の
腸
、
雨
声
夜
に
坐
す
巫
山
の
暁
。

　
こ
れ
ま
た
、
「
毛
女
」
と
同
じ
く
、
「
鵜
」
の
飛
翔
す
る
が
如
き
、
仙
女
の
自
由
闇
達
を
歌
う
。
道
学
者
的
観
点
が
濃
厚
な
コ
房
中
の
遺
音
」

十
四
首
と
、
か
な
り
お
も
む
き
を
異
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
吉
川
幸
次
郎
氏
は
『
元
明
詩
概
説
』
で
こ
の
詩
を
、
「
福
建
の
梅
の
名
所
、
羅
浮
山
へ
、
飛
来
し
た
女
仙
の
姿
を
空
想
し
た

も
の
」
と
し
て
引
き
、
「
論
理
で
た
ど
れ
る
詩
で
な
い
点
が
、
か
え
っ
て
新
し
い
ね
ら
い
で
あ
っ
た
」
と
評
す
る
。
吉
川
氏
が
こ
の
詩
を
新

風
を
吹
き
込
ん
だ
も
の
と
し
て
評
価
す
る
の
か
、
単
に
奇
を
て
ら
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
駈
め
る
語
気
を
含
ん
で
述
べ
て
い
る
の
か
、
真
意
が

奈
辺
に
あ
る
か
つ
ま
び
ら
か
に
出
来
な
い
が
、
「
論
理
で
た
ど
れ
る
詩
で
な
い
」
と
い
う
の
が
、
読
者
を
け
む
に
巻
く
よ
う
に
、
わ
ざ
と
支

離
減
裂
な
句
作
り
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
少
し
く
異
論
が
あ
る
。
確
か
に
わ
か
り
に
く
い
部
分
が
多
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

女
仙
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
託
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
こ
の
女
仙
が
登
場
す
る
の
か
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
冒
頭
に
「
海

南
」
と
い
っ
た
か
と
思
う
と
、
終
わ
り
に
は
、
「
江
南
」
と
い
っ
て
場
所
も
一
定
し
な
い
。
高
速
度
で
空
間
を
移
動
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ



と
も
描
い
て
い
な
い
。
支
離
減
裂
と
受
け
取
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
の
謎
を
解
く
に
は
、
「
緑
衣
」
の
二
字
が
カ
ギ
で
あ
る
と
思
う
。
「
緑
衣
」
は
、
羅
浮
の
女
仙
の
典
故
と
思
わ
れ
る
、
伝
柳
宗
元
著
の
「
龍

城
録
」
（
新
興
書
局
　
一
九
六
七
影
印
『
唐
代
叢
書
』
所
収
）
の
「
超
師
雄
酔
い
て
梅
花
の
下
に
憩
う
」
の
記
事
に
、
超
師
雄
が
女
仙
と
「
相

い
与
に
共
に
飲
ん
」
で
い
た
と
こ
ろ
、
「
少
頃
に
し
て
一
の
緑
衣
童
子
来
り
て
笑
歌
戯
舞
し
、
亦
た
自
ら
観
る
可
し
」
と
い
う
の
に
直
接
拠

っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
緑
衣
」
は
、
唐
以
未
、
妓
女
の
服
装
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
も
思
い
を
致
し
た
い
。
例
え
ば
、

『
新
唐
書
』
巻
八
士
二
の
和
政
公
主
の
伝
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
⑧

　
　
阿
布
思
の
妻
抜
廷
に
隷
せ
ら
れ
、
帝
宴
す
る
と
き
、
緑
衣
を
衣
て
侶
為
ら
使
む
。
主
諌
め
て
目
く
、
「
布
思
誠
に
逆
人
な
ら
ば
、
妻
至

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
尊
に
近
づ
く
を
容
さ
ず
。
罪
無
く
ん
ば
、
群
侶
と
処
る
可
か
ら
ず
」

と
、
逆
賊
阿
布
思
の
妻
が
、
緑
衣
を
着
せ
ら
れ
て
妓
娼
の
扱
い
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
先
に
引
い
た
「
六
宮
戯
嬰
図
」
に
も
「
是

れ
唐
家
の
緑
衣
子
な
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
難
解
だ
が
、
筆
者
は
、
楊
貴
妃
も
妓
娼
で
は
あ
る
ま
い
に
、
赤
ん
坊
（
実
は
安
禄
山
）
の
世
話
を

し
て
い
る
、
と
い
う
方
向
の
意
に
今
は
解
し
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
論
文
「
楊
維
槙
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て
」
（
『
鳥
大
言
語
文
化
』
第
十
五
号
　
二
〇
〇
三
年
八
月
）
に
お
い
て
、
『
西
湖
竹

枝
歌
』
で
は
、
妓
女
達
を
西
湖
の
神
仙
に
見
立
て
て
い
る
と
説
き
、
甚
だ
し
く
は
楊
維
槙
が
、
自
身
が
常
に
ひ
き
つ
れ
た
声
妓
達
と
と
も
に
、

歌
い
、
舞
い
、
諸
楽
器
を
演
奏
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
想
像
し
た
が
、
こ
の
「
羅
浮
美
人
」
も
同
様
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

あ
る
妓
女
を
女
仙
に
見
立
て
、
他
の
妓
女
達
（
「
緑
衣
」
や
「
海
仙
」
）
と
と
も
に
歌
舞
す
る
様
を
念
頭
に
作
ら
れ
た
古
楽
府
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
「
手
に
昆
山
老
人
の
笛
を
持
ち
」
、
こ
の
句
は
楊
維
禎
の
別
号
が
「
鉄
笛
道
人
」
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宋

凍
の
『
墓
誌
銘
』
に
も
「
鉄
笛
を
携
え
て
之
を
吹
く
」
と
、
楊
維
槙
の
遊
び
を
描
く
。
恐
ら
く
は
、
女
仙
の
役
の
妓
女
が
楊
維
槙
か
ら
楽
曲

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
こ
と
を
指
す
の
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
新
し
い
音
楽
の
よ
さ
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
（
「
黄

鶴
の
新
腔
知
音
少
な
し
」
）
末
二
句
は
、
こ
の
音
楽
を
聞
く
座
客
の
様
を
い
う
の
で
は
な
い
か
。
笛
の
音
に
王
献
之
の
愛
妾
で
楽
府
の
題
材

に
も
な
っ
た
桃
葉
の
よ
う
な
美
人
も
感
嘆
に
う
ち
ふ
る
え
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
お
り
し
も
外
は
雨
、
や
が
て
そ
の
美
人
と
巫
山
の
夢
と
ば

か
り
に
楽
し
く
語
ら
う
夜
も
開
げ
て
い
く
。
「
羅
浮
美
人
」
の
題
下
に
は
「
一
に
羅
浮
曲
に
作
る
」
と
あ
る
。
「
羅
浮
曲
」
の
末
尾
で
そ
の
「
羅

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

五
五
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浮
曲
」
自
体
に
感
動
す
る
観
客
を
描
く
と
い
う
、
二
重
構
造
の
手
法
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
中

に
お
い
て
、
白
居
易
が
そ
の
「
琵
琶
行
」
を
作
ろ
う
と
述
べ
た
り
（
「
辞
す
る
莫
れ
更
に
坐
し
て
一
曲
を
弾
ず
る
を
、
君
が
為
に
翻
し
て
琵

琶
行
を
作
ら
ん
」
）
、
満
座
の
客
が
そ
の
歌
曲
を
聞
い
て
涙
を
流
し
、
ひ
い
て
は
作
者
自
居
易
自
身
も
涙
を
流
し
た
と
結
ん
だ
り
（
「
凄
凄
と

し
て
是
れ
向
前
の
聲
に
あ
ら
ず
、
満
座
重
ね
て
聞
き
て
皆
掩
泣
す
。
座
中
泣
下
る
は
誰
か
最
も
多
か
る
か
、
江
州
司
馬
（
即
ち
自
居
易
）
青

杉
湿
う
」
）
す
る
よ
う
に
、
歌
曲
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
。

　
楊
維
槙
の
古
楽
府
全
て
が
実
際
に
妓
女
に
よ
っ
て
演
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
筆
者
は
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
『
西
湖
竹
枝
歌
』
等

と
同
様
、
女
仙
を
扱
っ
た
古
楽
府
は
そ
の
気
味
が
濃
い
よ
う
に
も
思
う
が
、
実
際
に
演
ぜ
ら
れ
な
く
と
も
、
彼
此
の
妓
女
を
主
人
公
に
比
定

し
て
、
も
し
も
彼
女
が
演
じ
た
な
ら
ば
か
く
も
あ
ら
ん
と
い
う
ふ
う
に
し
て
制
作
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
完
全
な
る
想
像
で
作
ら
れ
た
フ
ァ
ソ
タ
ジ
ー
で
は
な
く
、
か
な
り
の
部
分
を
現
実
の
像
に
た
よ
っ
た
、
い
わ
ば
半
幻
想
、
半
現
実
の
作

品
な
の
で
あ
る
。
自
由
奔
放
の
作
風
と
い
う
評
で
は
す
ま
な
い
も
の
を
筆
者
は
感
じ
る
。

　
先
に
引
用
し
た
、
コ
房
中
の
遺
音
」
の
絵
画
に
題
し
た
二
首
も
、
純
粋
に
幻
想
で
は
な
く
、
何
が
し
か
の
現
実
（
こ
の
場
合
は
絵
画
）
に

根
ざ
し
た
、
こ
の
よ
う
な
作
風
の
範
礒
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
〕
麗
人
行
」
や
「
六
宮
戯
嬰
図
」
の
シ
チ
ュ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
の
わ
か
ら

な
い
も
ど
か
し
さ
は
、
絵
画
を
見
れ
ば
一
－
目
瞭
然
な
の
で
説
明
を
省
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
恐
ら
く
は
実
在
の
妓
女
を
脳
中
に

あ
り
あ
り
と
描
い
て
作
っ
た
が
た
め
に
、
ひ
と
り
合
点
と
な
り
、
十
分
な
説
明
を
施
さ
な
か
っ
た
「
羅
浮
美
人
」
と
同
様
で
あ
る
。
（
も
っ

と
も
、
ひ
と
り
合
点
の
作
品
が
、
読
者
に
混
乱
し
た
印
象
を
与
え
、
斬
新
な
作
風
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
本
人
は
自
覚
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
吉
川
氏
の
所
謂
「
論
理
で
た
ど
れ
る
詩
で
な
い
点
が
、
か
え
っ
て
新
し
い
ね
ら
い
で
あ
っ
た
」
と
い
う
評
は
、
こ

の
点
で
あ
た
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
但
し
、
楊
維
槙
は
、
わ
ざ
と
論
理
を
く
ず
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
彼
の
脳
中
の
論
理

と
い
う
か
幻
像
に
忠
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）

　
し
た
が
っ
て
、
女
性
の
エ
ロ
ス
を
描
く
と
い
っ
て
も
、
女
性
の
細
密
な
描
写
に
乏
し
い
感
が
あ
る
。
脳
中
に
し
っ
か
り
し
た
像
を
も
っ
て

い
る
の
で
、
く
だ
く
だ
し
く
描
写
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
読
者
に
、
記
号
的
、
観
念
的
な
女
性
像
し
か
与
え
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
も
そ
の
よ
う
な
貧
し
い
女
性
像
し
か
も
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
逆
に
な
ま
な
ま
し
い
現
実
と
み
ま



が
う
像
が
脳
中
に
く
っ
き
り
あ
る
の
で
、
表
現
す
る
必
要
を
み
と
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
逆
説
が
、
楊
維
槙
に
か
ぎ
っ
て
は
成
立
す
る
よ
う

に
筆
者
は
思
う
の
で
あ
る
。
コ
房
中
の
遺
音
」
の
醜
女
達
も
、
そ
の
醜
さ
は
必
ず
し
も
明
確
に
言
及
さ
れ
な
い
。
「
即
墨
女
」
で
は
「
即
墨
の

女
児
は
容
止
乏
し
」
と
い
う
だ
げ
、
「
宿
瘤
詞
」
は
「
采
桑
女
よ
　
項
は
嬰
の
如
し
」
と
「
宿
瘤
」
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
描
写
に
す
ぎ
な

い
。
鍾
離
春
に
つ
い
て
は
「
鍾
離
春
よ
、
目
頭
深
目
凹
鼻
唇
、
皮
膚
は
姻
の
如
く
面
は
塵
の
如
し
」
と
少
し
く
詳
し
い
が
、
こ
れ
も
『
列
女

伝
』
（
『
四
部
叢
刊
』
本
）
巻
六
、
辮
通
伝
「
斉
鍾
離
春
」
の
条
の
「
其
の
人
と
為
り
や
極
め
て
醜
き
こ
と
双
び
無
し
。
胃
頭
深
目
、
長
指
大

節
、
卯
鼻
結
喉
、
肥
項
少
髪
、
腰
を
折
り
て
胸
を
出
し
、
皮
膚
は
漆
の
若
し
」
と
い
う
記
述
を
、
つ
づ
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
「
荊
叙
曲
」
に

至
っ
て
は
、
「
扶
風
の
女
よ
、
行
は
有
婁
の
如
く
、
貌
は
鍾
離
春
の
如
し
」
と
、
「
鍾
離
春
」
で
醜
女
の
描
写
は
既
に
尽
く
し
た
か
ら
、
以
下

同
様
と
ば
か
り
の
素
っ
気
な
さ
で
あ
る
。
確
か
に
、
中
国
古
典
の
女
性
描
写
は
お
お
む
ね
は
か
か
る
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
続
奮
集
」

な
ど
で
、
悪
趣
味
な
ま
で
に
、
細
に
穿
っ
た
表
現
を
志
向
す
る
楊
緯
槙
に
し
て
は
、
素
っ
気
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
今
度
は
妓
女
で

は
な
く
、
賢
明
健
全
な
家
庭
婦
人
の
彼
此
の
像
（
そ
の
中
に
は
楊
維
槙
の
妻
の
そ
れ
が
含
ま
れ
る
か
）
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
制
作
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
妓
女
と
比
べ
る
か
ら
醜
な
の
で
あ
っ
て
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
女
性
は
実
際
の
醜
女
達
ほ
ど
醜
で
は
な
か
っ
た
、
だ
か
ら
、
醜

に
対
す
る
描
写
も
迫
真
的
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
醜
よ
り
は
賢
を
強
調
す
る
た
め
に
、
醜
の
描
写
に
費
し
た

字
数
を
少
な
く
し
た
な
ど
他
の
有
力
な
理
由
も
あ
る
で
は
あ
ろ
う
が
。

　
楊
維
槙
の
古
楽
府
に
お
け
る
女
性
描
写
に
お
い
て
、
筆
者
が
特
徴
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
以
上
の
如
く
、
完
全
な
る
幻
想
に
出
で
る

の
で
は
な
く
、
何
が
し
か
の
現
実
（
妓
女
や
絵
画
や
賢
夫
人
）
の
像
に
た
よ
っ
て
描
写
を
試
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な

作
法
を
採
る
に
至
っ
た
、
楊
緯
槙
の
古
楽
府
制
作
に
お
げ
る
姿
勢
に
つ
い
て
、
甚
だ
証
拠
に
は
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、
筆
者
な
り
の
仮
説
を

述
べ
た
い
。

　
ど
う
し
て
、
楊
維
槙
は
、
古
楽
府
を
数
百
首
も
孜
々
と
し
て
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
知
識
人
の
得
意
と
す
る
近
体
詩
や
一

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

五
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般
の
古
詩
で
は
、
世
界
の
全
体
像
を
と
ら
え
き
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
非
知
識
人
1
1
民
衆
の
問
に
、

蓄
え
ら
れ
た
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
如
き
も
の
を
す
く
い
あ
げ
な
く
て
は
、
世
界
は
表
現
で
き
な
い
。
逆
に
い
え
ば
そ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

誰
か
に
表
現
さ
れ
、
展
開
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
◎

　
こ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
老
荘
の
い
わ
ゆ
る
道
の
如
き
も
の
で
、
生
半
可
な
こ
と
ば
や
現
実
世
界
の
論
理
で
は
語
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
何
と
か
表
現
す
る
た
め
に
、
楊
維
禎
は
、
ま
ず
過
去
の
、
歴
史
上
、
伝
説
上
の
著
名
人
物
の
姿
を
借
り
た
。
例
え
ば
、
『
鉄
崖

楽
府
』
巻
一
の
「
精
衛
操
」
。

　
　
水
は
海
に
在
り
、
石
は
山
に
在
り
。
海
水
縮
ま
ら
ず
石
刊
せ
ず
。
石
を
衝
み
て
海
に
向
か
い
て
安
ず
。
口
血
は
離
離
と
し
て
海
は
同
に

　
干
か
ん
。

　
こ
の
作
品
を
、
筆
者
は
、
伝
説
上
の
精
衛
の
悲
劇
、
う
ら
み
を
詠
ず
る
の
み
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
普
遍
的
に
、
こ
の
世
に
伏
在
す
る
う

ら
み
、
そ
し
て
う
ら
み
を
晴
ら
し
、
世
を
変
革
せ
ん
と
試
み
る
む
く
わ
れ
な
い
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
何
と
か
精
衛
の
形
を
借
り
て
表
現
し

た
も
の
と
考
え
る
。
ユ
ソ
グ
の
所
謂
「
普
遍
的
無
意
識
」
と
「
元
型
」
に
近
い
考
え
方
だ
と
思
う
が
、
筆
者
は
そ
れ
を
論
ず
る
能
力
は
な
い
。

更
に
は
、
逆
に
そ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
適
確
に
把
握
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
欝
屈
す
る
の
を
吐
き
出
さ
せ
、

歪
み
を
正
し
、
ひ
い
て
は
、
世
界
の
矛
盾
や
苦
し
み
を
解
決
し
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
楊
維
槙
自

身
は
聖
言
し
て
い
な
い
の
で
、
荒
唐
無
稽
の
談
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
張
雨
の
「
鉄
崖
先
生
古
楽
府
叙
」
（
『
四
部
叢
刊
』
本
、

『
鉄
崖
先
生
古
楽
府
』
所
収
）
－
の
「
要
す
る
に
大
雅
を
し
て
世
を
扶
け
、
正
声
を
変
し
、
元
気
を
調
ぜ
使
む
れ
ば
、
斯
れ
至
れ
り
と
為
す
也
」

と
い
う
よ
う
な
記
述
に
、
楊
緯
禎
の
古
楽
府
制
作
に
対
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
何
と
も
表
現
し
難
い
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
歴
史
伝
説
上
の
固
有
名
詞
を
借
り
る
だ
け
で
は
、
作
者
も
読
者
も
な
お
把
握
す
る
に
は

十
全
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
更
に
、
妓
女
の
姿
等
、
現
実
世
界
の
事
物
を
よ
り
し
ろ
と
し
て
、
読
者
に
こ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実
感
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
楊
維
禎
自
身
の
脳
中
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
読
者
の
脳
中
に
も
、
彼
此
の
妓
女
等
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、

或
い
は
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
こ
と
を
前
提
と
し
て
楊
緯
槙
の
古
楽
府
は
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
以
上
の
仮
説
に
つ
い
て
は
、
別
に
女
性
像
に
限
ら
ず
、
男
性
像
、
そ
の
他
の
事
物
の
像
、
つ
ま
り
楊
維
槙
の
古
楽
府
全
般
に
も
あ
て
は
ま



る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
、
女
性
像
の
も
つ
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
甚
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
旧
時
代
の
女
性
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
が
、

現
実
世
界
で
は
、
抑
圧
さ
れ
、
無
視
さ
れ
、
隠
蔽
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
分
、
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
麓
屈
し
た
形
で
蓄
積
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

楊
維
槙
の
考
え
で
は
、
個
人
の
も
つ
感
情
は
、
そ
の
個
人
に
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
世
界
に
た
め
こ
ま
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

　
楊
維
槙
は
、
そ
れ
ら
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
痔
ち
続
け
て
い
る
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
執
鋤
に
追
い
続
げ
る
。
コ
房
中
の
遺
音
」
か
ら
「
罵
家

女
」
を
序
と
と
も
に
引
く
。

　
　
　
漢
の
司
隷
馬
方
の
女
也
。
乱
を
揚
州
に
避
く
。
衰
術
は
見
て
而
し
て
之
を
悦
び
、
遂
に
納
る
焉
。
甚
だ
愛
幸
す
。
諸
婦
は
其
の
寵
を

　
　
害
せ
ん
と
思
い
、
之
に
語
り
て
目
く
、
「
将
軍
は
、
貴
人
也
。
志
節
有
り
。
当
に
時
時
沸
泣
憂
愁
す
べ
し
。
以
て
長
え
に
欽
重
せ
ら
れ

　
　
ん
」
潟
氏
は
之
に
従
う
。
後
に
諸
婦
は
因
り
て
共
に
絞
殺
し
、
之
を
厨
に
繋
ぐ
。
術
は
誠
に
以
て
志
を
得
ず
し
て
而
し
て
死
せ
り
と
為

　
　
す
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
だ
か
ま

　
　
鷹
家
女
よ
、
緑
髪
双
鴉
盤
り
、
乱
離
郷
土
を
棄
つ
。
聰
せ
ら
れ
て
将
軍
の
家
に
入
る
に
、
将
軍
は
愛
幸
し
て
諸
婦
は
炉
む
。
顔
色
は

　
粋
美
に
し
て
疵
理
無
く
、
鼻
を
掩
う
余
術
を
襲
い
、
涙
眼
春
華
に
晴
く
。
罵
家
女
よ
、
昨
日
は
堂
上
の
人
な
る
に
、
今
朝
は
厨
中
の
鬼
な

　
り
。
将
軍
は
為
に
疑
わ
ず
、
司
隷
は
為
に
理
め
ず
。
道
傍
の
古
家
に
辣
榛
生
じ
、
千
年
の
孤
噴
は
何
に
由
り
て
か
伸
べ
ん
。
鳴
呼
、
千
年

　
の
孤
慣
は
何
に
由
り
て
か
伸
べ
ん
。

　
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
よ
る
自
殺
と
見
せ
か
け
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
馬
家
女
の
悲
劇
は
、
『
三
国
志
』
巻
六
の
衰
術
伝
の
注
に
引
く
『
九
州
春
秋
』

の
記
事
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
注
な
か
り
せ
ば
、
馬
家
女
の
死
の
真
相
は
、
永
久
に
闇
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幸
い
に
後
世
に
伝
わ
る

を
得
た
。
し
か
し
、
楊
維
槙
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
き
た
ら
ず
、
更
に
古
楽
府
を
作
っ
て
、
彼
女
の
う
ら
み
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
う
ら
み
は
、
潟
家
女
個
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
「
鼻
を
俺
う
余
術
を
襲
い
」
と
あ
る
よ
う
に
『
韓
非
予
』
の
、
だ
ま

さ
れ
て
鼻
を
そ
が
れ
た
美
人
の
故
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
幾
多
の
女
性
が
、
人
に
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
謀
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
恨
み
が

集
積
し
た
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
い
か
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
筆
舌
に
は
尽
く
し
が
た
い
。
そ
こ
で
、
楊
緯
槙
は
、
「
道
傍
の
古
家
に
辣

榛
は
生
じ
」
と
何
と
か
現
実
の
像
に
、
そ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
凝
固
せ
し
め
て
表
現
し
、
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
千
年
の
孤
償
」

を
は
ら
し
て
や
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
古
家
は
、
馬
家
女
の
本
当
の
墓
で
は
あ
る
ま
い
。
ふ
と
触
目
し
記
憶
に
残
っ
た
誰

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

五
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

の
も
の
と
も
知
れ
ぬ
小
高
い
墓
に
、
罵
家
女
に
限
ら
ぬ
普
遍
的
な
悲
哀
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
無
名
の
墓
で
あ
る
故
に
、
一
固
有
名
詞
、
一

事
件
に
限
ら
な
い
、
無
限
の
う
ら
み
の
よ
り
し
ろ
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
孤
噴
」
は
『
四
部
叢
刊
』
本
で
は
「
古
噴
」
に
作
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
孤
噴
」
H
人
に
知
ら
れ
ぬ
孤
独
な
慣
り
と
い
う

の
も
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
や
は
り
い
に
し
え
よ
り
綿
綿
と
消
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
幾
多
の
女
性
の
う
ら
み
の
集
積
と

い
う
ニ
ュ
ア
ソ
ス
の
感
じ
ら
れ
る
「
古
憤
」
の
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
「
古
慣
」
と
い
う
題
の
古
楽
府
が
『
鉄
崖
楽
府
』
の

巻
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

　
　
陰
陰
と
し
て
撲
玉
は
抱
か
れ
、
幽
幽
と
し
て
雌
剣
は
鳴
る
。
玉
は
屈
す
る
も
時
有
り
て
白
ら
か
に
、
剣
は
孤
な
る
も
時
有
り
て
井
わ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
る
。
如
何
ん
ぞ
妾
の
玉
身
、
長
え
に
婚
石
の
名
を
抱
く
や
。
如
何
ん
ぞ
妾
の
剣
身
、
指
し
て
妖
鉄
精
と
為
す
や
。
天
乎
如
し
情
有
ら
ば
、

　
蝕
月
妾
が
為
に
明
か
な
れ
。
地
乎
如
し
情
有
ら
ば
、
河
水
妾
が
為
に
清
ら
か
な
れ
。

　
和
氏
の
壁
と
張
華
の
剣
の
故
事
に
託
し
て
、
妾
1
1
女
性
の
、
男
に
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
埋
れ
て
い
く
口
惜
し
さ
を
詠
ん
だ
。
士
大
夫
の
志
を
得

ら
れ
ぬ
不
満
を
寓
し
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
が
、
今
は
す
な
お
に
女
性
の
う
ら
み
と
取
り
た
い
。
こ
の
女
性
が
何
者
で
あ
る
か
は
知
ら
ぬ
。
う

ら
み
を
飲
ん
だ
、
上
古
以
来
の
幾
多
の
女
性
達
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
象
徴
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
蝕
月
が
明
る
く
な
り
、
河
水
が
清
く
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
楊
維
槙
は
、
そ
の
不
可
知
、

不
可
言
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
さ
ま
を
、
何
と
か
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
凝
古
し
た
う
ら
み
を
な
だ
め
す
か
し
て
、
少
し
で
も
そ

q
歪
み
、
病
い
を
癒
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
コ
房
中
の
遺
音
」
の
膵
刀
頭
を
飾
る
「
杷
梁
妻
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

　
　
極
め
て
苦
し
み
復
た
極
め
て
苦
し
み
、
声
を
放
ち
て
一
え
に
長
く
哀
れ
な
り
。
青
天
は
之
が
為
に
雨
ふ
り
、
長
城
は
之
が
為
に
擢
か
る
。

　
溜
水
の
魂
を
招
か
ん
が
為
に
、
共
に
青
陵
台
に
上
ら
ん
。

　
「
杷
梁
妻
」
の
楽
府
題
は
、
『
楽
府
詩
集
』
巻
七
士
二
に
見
え
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
崔
豹
の
『
古
今
注
』
、
『
列
女
伝
』
を
要
約
す
る
と
、

斉
の
荘
公
に
従
っ
て
戦
死
し
た
杷
梁
の
妻
が
、
大
声
で
突
し
た
た
め
に
城
壁
が
崩
れ
た
。
後
に
溜
水
に
身
を
投
じ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
「
鉄

崖
逸
編
』
の
巻
一
所
収
の
「
崩
城
操
」
も
杷
梁
の
妻
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
民
問
故
事
「
孟
妻
女
突
倒
長
城
」
に
つ
な
が
る



よ
う
な
筋
で
、
長
城
工
事
で
人
柱
と
な
っ
た
夫
の
死
体
を
、
妻
が
巽
声
で
長
城
を
こ
わ
す
こ
と
で
見
つ
げ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
恐
ら
く
、

こ
の
「
杷
梁
妻
」
は
、
前
者
の
伝
統
的
な
楽
府
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
末
二
句
が
大
切
で
あ
る
。
「
青
陵
台
」

は
、
『
捜
神
記
』
（
中
華
書
局
　
一
九
七
九
）
巻
十
一
に
よ
れ
ば
、
宋
の
唐
王
の
舎
人
、
韓
愚
の
妻
が
美
し
か
っ
た
の
で
、
唐
王
が
う
ば
い
、

更
に
恨
む
愚
に
城
を
築
か
せ
た
。
や
が
て
夫
婦
は
相
継
い
で
自
殺
し
た
。
『
侃
文
韻
府
』
の
「
青
陵
台
」
の
条
に
は
、
「
古
楽
府
」
が
引
い
て

あ
っ
て
、
韓
愚
が
築
い
た
の
は
こ
の
台
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
別
の
時
代
、
別
の
土
地
、
別
の
話
が
、
末
二
句
で
は
、
い
っ
し

ょ
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
単
に
修
辞
の
美
学
の
為
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
普
遍
の
悲
劇
と
し
て
、
「
杷
梁
妻
」
を
位
置
づ

げ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
「
杷
梁
妻
」
の
背
後
に
は
、
同
様
の
夫
婦
の
悲
劇
が
、
無
数
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
溜

水
の
魂
」
と
し
て
集
積
し
て
い
る
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
魂
は
「
招
」
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
楊
維
槙
に
託
し
て
、
人
類

普
遍
の
悲
劇
を
語
っ
て
も
ら
い
、
癒
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

／＼

　
こ
の
よ
う
に
、
有
史
以
来
無
数
の
女
性
の
恨
み
が
、
こ
の
世
に
見
え
な
い
形
で
伏
在
す
る
こ
と
に
楊
維
槙
は
な
ぜ
敏
感
な
の
で
あ
っ
た
か
。

そ
れ
は
幼
時
よ
り
、
貞
節
を
守
っ
た
が
ゆ
え
に
非
命
に
死
ん
だ
女
性
達
の
こ
と
を
見
聞
し
、
鋭
敏
な
感
受
性
ゆ
え
に
彼
女
達
の
こ
と
が
心
に

刻
み
つ
け
ら
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
達
の
こ
と
が
、
表
現
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
彼
は
た
え
ら
れ
な

か
っ
た
。

　
楊
維
槙
自
身
の
親
族
に
、
そ
の
よ
う
な
女
性
が
い
た
。
『
鉄
崖
逸
編
』
の
巻
八
に
、
歴
代
の
著
名
女
性
を
扱
っ
た
『
女
子
詠
』
の
連
作
が

あ
る
が
、
そ
の
末
に
自
ら
の
親
族
楊
宜
を
附
加
し
て
い
る
。
題
し
て
「
女
貞
木
楊
氏
」
。
序
も
引
く
。

　
　
　
余
の
従
大
父
女
弟
名
は
宜
、
既
に
奔
し
て
、
陸
氏
の
子
に
許
す
。
聚
る
こ
と
一
夕
に
し
て
、
陸
氏
の
子
は
卒
す
。
後
に
達
官
之
を
聰

　
　
す
る
も
、
宣
誓
し
て
嫁
が
ず
。
母
は
強
い
て
之
に
逼
り
、
遂
に
重
戸
を
閉
じ
て
自
尽
す
。
余
は
其
の
墓
に
表
し
て
「
女
貞
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

　
　
寧
ろ
重
関
に
死
す
と
も
志
は
膜
わ
じ
（
不
）
、
九
泉
負
か
ず
（
不
）
陸
郎
の
妻
た
る
に
。
今
に
至
る
ま
で
墳
上
の
女
貞
木
は
、
受
げ
ず

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

六
一



六
二

　
　
（
不
）
商
陵
の
怨
鳥
の
栖
む
を
。

「
不
」
の
字
を
三
た
び
く
り
返
し
た
異
常
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
楊
宜
の
か
た
く
な
な
ま
で
の
貞
潔
を
強
調
す
る
。
「
商
陵
の
怨
鳥
」
は
、

『
楽
府
詩
集
』
巻
五
十
八
所
収
の
『
別
鶴
操
』
に
よ
る
。
そ
こ
に
引
く
、
崔
豹
の
『
古
今
注
』
に
、
「
『
別
鶴
操
』
は
、
商
陵
牧
子
の
作
る
所

也
。
妻
を
聚
り
て
五
年
に
し
て
而
し
て
子
無
し
。
父
兄
将
に
之
が
為
に
改
め
て
聚
ら
し
め
ん
と
す
。
妻
之
を
聞
き
て
、
中
夜
起
き
、
戸
に
衛

り
て
而
し
て
悲
購
す
。
牧
子
之
を
聞
き
て
、
槍
然
と
し
て
悲
し
み
、
乃
ち
琴
を
援
り
て
而
し
て
歌
う
」
と
あ
る
。
ど
う
も
、
楊
緯
禎
は
、
商

陵
牧
子
の
妻
が
別
れ
を
嘆
く
だ
け
で
、
死
な
な
い
の
を
物
足
り
な
く
思
っ
て
い
る
ら
し
い
。

　
楊
宜
の
、
細
か
な
事
蹟
で
は
な
く
、
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
全
体
の
様
を
、
楊
維
禎
は
適
確
に
後
世
に
伝
え
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
例
の

ご
と
く
、
墓
に
生
え
た
「
女
貞
木
」
（
そ
れ
が
現
実
か
幻
想
か
は
間
わ
な
い
）
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ

を
商
陵
牧
子
の
妻
の
象
徴
で
あ
る
怨
鳥
と
比
較
す
る
手
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
劣
る
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
れ
た
も
の
を
よ

り
強
調
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
工
夫
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
げ
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
や
は
り
、
精
神
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
い
う
、
こ
の
直
接
に
は
不
可
知
、
不
可
言
の
も
の
を
、
何
と
か
比
較
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
に
位
置
づ
け
て
、
適
確
に
表
現
し
て
世
に

知
ら
し
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
、
か
く
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
楊
維
禎
は
、
幼
時
よ
り
、
宋
元
革
命
の
際
の
様
々
な
故
事
を
聞
か
さ
れ
、
そ
れ
が
彼
の
人
格
形
成
に
大
い
に
あ
ず
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

が
、
宋
末
の
混
乱
下
に
、
自
ら
の
貞
潔
を
守
る
為
に
死
を
選
ん
だ
婦
人
達
に
も
関
心
が
深
く
、
彼
等
を
題
材
と
し
た
い
く
つ
か
の
作
品
を
残

し
て
い
る
。
『
鉄
崖
詠
史
』
巻
八
の
「
宋
節
婦
巴
陵
女
子
行
」
。

　
　
岳
州
破
れ
、
抜
都
悪
な
り
。
抄
す
る
こ
と
烏
の
如
く
し
て
、
険
な
る
こ
と
堅
の
如
し
。
巴
陵
の
女
玉
燕
の
ご
と
く
飛
ぶ
も
、
中
道
に
零

　
落
し
て
時
と
し
て
帰
る
無
し
。
巴
陵
の
女
は
清
き
こ
と
玉
の
如
き
も
、
下
に
黄
龍
有
り
千
勿
の
谷
。
巴
陵
の
女
、
身
を
投
じ
て
龍
腹
に
葬

　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
ら
る
。
龍
爾
神
有
ら
ば
、
篤
く
忠
臣
を
生
め
。
乱
に
は
龍
逢
、
比
干
と
為
り
、
治
に
は
周
、
召
、
甫
、
申
と
為
ら
ん
。

　
「
巴
陵
女
子
」
は
、
宋
史
巻
四
百
六
十
「
列
女
伝
」
に
伝
の
あ
る
、
韓
氏
の
女
、
字
は
希
孟
、
巴
陵
の
人
で
あ
る
。
元
兵
が
岳
陽
に
至
っ

た
時
、
年
十
八
で
、
兵
卒
に
捕
え
ら
れ
、
主
将
に
献
上
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
女
は
、
免
れ
が
た
き
を
知
っ
て
、
水
に
投
じ
て
死
ん
だ
。
三
日

後
死
体
が
発
見
さ
れ
た
が
、
死
体
の
帯
に
、
国
を
思
っ
て
悲
憤
懐
慨
す
る
、
辞
世
の
詩
が
は
さ
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。



　
巴
陵
女
子
の
死
を
辞
さ
な
い
、
貞
潔
忠
誠
の
志
は
あ
ま
り
に
す
ば
ら
し
く
、
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
直
接
に

は
せ
い
ぜ
い
「
玉
」
と
比
べ
る
程
度
で
す
ま
し
て
、
奇
想
に
よ
る
搦
め
手
か
ら
、
彼
女
を
ほ
め
た
た
え
る
。
彼
女
が
身
を
投
じ
た
水
中
で
、

龍
と
交
わ
っ
た
な
ら
ば
、
周
の
名
臣
達
に
比
較
で
き
る
よ
う
な
子
供
が
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
と
も
に
、
死

ん
だ
巴
陵
女
子
が
、
実
際
に
子
供
を
生
む
わ
け
で
は
な
く
て
、
宋
に
対
す
る
忠
義
心
が
、
律
大
な
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
残
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
体
を
何
と
か
比
較
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
試
み
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
巴
陵
女
子
と
同
じ
く
、
王
貞
婦
と
し
て
『
宋
史
』
「
列
女
伝
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
婦
人
も
、
楊
維
槙
は
、
「
青
峰
廟
王
氏
」
と
題
し
て
、

「
女
史
詠
」
の
一
首
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
序
も
あ
わ
せ
て
引
く
。

　
　
　
天
台
の
王
氏
は
、
宋
末
、
兵
擦
え
て
剣
の
青
峰
澗
に
至
る
。
血
を
護
み
て
詩
を
題
し
て
、
水
に
投
じ
て
死
す
。
胡
茄
に
比
す
れ
ば
則

　
　
ち
優
、
之
を
巴
陵
に
律
す
れ
ば
則
ち
劣
れ
り
集
。
余
因
り
て
此
を
過
ぐ
る
に
、
陳
長
卿
の
詩
を
見
て
而
し
て
之
を
美
な
り
と
す
。
遂
に

　
　
詩
を
石
壁
上
に
題
す
。
長
卿
の
詩
に
云
う
、
「
寧
ろ
死
し
て
名
を
標
す
る
も
存
せ
ん
こ
と
を
願
わ
ず
、
身
を
潔
む
る
こ
と
水
の
如
く
し

　
　
て
貞
魂
凛
た
り
。
青
峰
嶺
上
詩
句
を
題
す
、
猶
お
沁
む
当
時
の
指
の
血
の
痕
」
鉄
史
の
詩
に
日
く
、

　
　
介
馬
駄
駄
せ
ら
る
百
里
程
、
青
嶺
に
後
夜
血
書
成
る
。
只
だ
応
に
劉
院
の
桃
花
の
水
は
、
巴
陵
の
漢
水
の
清
き
に
似
ざ
る
べ
し
。

　
序
に
お
い
て
は
、
王
氏
の
血
書
を
、
察
文
姫
の
「
胡
筋
十
二
柏
」
と
先
の
巴
陵
女
子
の
辞
世
の
作
品
と
比
べ
て
い
る
。
恐
ら
く
作
品
の
質

だ
け
で
な
く
、
乱
に
際
し
て
の
身
の
処
し
方
が
、
比
較
検
討
の
根
拠
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
察
文
姫
は
お
め
お
め
と
旬
奴
の
王
に
嫁
し
て
、

子
供
ま
で
生
ん
だ
。
巴
陵
女
子
は
元
軍
の
将
に
献
上
さ
れ
る
ま
え
に
投
身
し
て
果
て
た
。
王
氏
は
、
つ
い
に
は
自
殺
し
て
貞
節
を
守
っ
た
が
、

す
ぐ
に
は
死
な
ず
に
元
軍
に
つ
き
し
た
が
っ
た
。
こ
の
差
を
、
酷
薄
な
ま
で
に
厳
格
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
陳
長
卿
（
元

善
）
の
よ
う
に
、
素
直
に
王
氏
の
貞
節
を
ほ
め
た
た
え
れ
ば
よ
い
と
こ
ろ
を
、
劉
農
、
玩
肇
の
よ
う
に
、
の
ん
び
り
と
桃
花
源
の
如
き
仙
界

に
向
か
う
剣
漢
の
散
策
を
楽
し
ん
で
い
る
と
、
王
氏
が
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
す
ぐ
に
死
な
な
か
っ
た
悠
長
さ
を
笑
い
、
巴
陵
女
子
が
入
水
し
た
い

さ
ぎ
よ
さ
に
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
と
醐
げ
る
が
如
く
結
ぶ
の
で
あ
る
。
知
識
人
の
通
弊
で
、
と
か
く
他
人
と
違
う
議
論
を
し
か
け
て
、
お

の
れ
の
独
自
性
を
主
張
す
る
と
い
う
面
も
確
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
奇
を
て
ら
っ
た
と
い
う
だ
げ
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

楊
維
禎
な
り
に
、
王
氏
の
精
神
を
過
不
足
な
く
こ
の
世
に
適
確
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
意
志
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
は
な
い
か
。
精
神
エ
ネ

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

六
三



六
四

ル
ギ
ー
の
世
界
を
表
現
す
る
の
に
、
不
十
分
な
記
述
で
も
い
け
な
い
が
、
過
褒
も
ま
た
本
来
の
姿
を
歪
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

楊
維
禎
の
姿
勢
は
、
一
般
人
に
異
様
の
感
を
あ
た
え
た
ら
し
く
、
都
穆
の
『
南
濠
詩
話
』
（
『
知
不
足
斎
叢
書
』
第
三
集
所
収
）
に
は
次
の
逸

事
と
評
を
記
す
。

　
　
宋
の
王
烈
婦
の
青
楓
嶺
の
事
は
、
昭
灼
と
し
て
人
の
耳
目
に
在
り
。
士
大
夫
の
過
ぎ
り
て
而
し
て
詩
を
題
す
る
者
は
甚
だ
衆
し
。
楊
廉

　
夫
の
詩
に
云
う
。
　
　
…
後
に
廉
夫
は
夢
を
得
て
之
を
悔
い
、
乃
ち
更
め
て
詩
を
作
る
。
「
寧
ろ
湘
琵
の
声
中
に
従
い
て
死
す
と
も
、
胡

　
　
　
　
　
お

　
茄
抽
里
に
向
い
て
生
き
ず
」
の
句
有
れ
ば
、
則
ち
前
詩
と
週
か
に
件
し
か
ら
ず
夷
。
又
聞
く
、
昔
人
の
詩
を
作
り
て
以
て
烈
婦
を
非
る
者

　
有
り
。
詩
に
日
く
、
「
指
を
噛
み
て
詩
を
題
す
る
は
哀
む
可
き
に
似
た
り
、
斑
斑
魂
魂
と
し
て
青
苔
に
上
る
。
当
時
若
し
詩
中
の
意
有
ら

　
ば
、
肯
え
て
将
軍
を
逐
い
て
馬
に
上
り
来
ら
ん
や
」
語
意
は
廉
夫
の
初
見
と
正
に
同
じ
。
後
に
其
の
人
は
寛
に
以
て
嗣
無
し
。
予
は
謂
え

　
ら
く
詩
は
忠
厚
を
貴
ぶ
。
王
婦
の
事
は
、
烈
烈
た
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
難
し
と
謂
う
可
し
集
。
而
し
て
二
詩
は
皆
駈
辞
有
り
、
所
謂

　
あ
や
ま

　
過
ち
無
き
に
於
い
て
過
ち
有
る
を
求
む
、
豊
に
忠
厚
の
道
な
ら
ん
や

　
楊
維
禎
の
最
初
の
詩
を
あ
ら
さ
が
し
で
あ
る
と
非
難
す
る
。
楊
維
禎
の
、
夢
の
お
告
げ
を
聞
い
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て
作
っ
た
詩
の
全
文

は
、
こ
こ
と
少
し
く
字
句
を
こ
と
に
す
る
が
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
『
鉄
崖
逸
編
』
巻
七
「
王
烈
婦
祠
」
）

　
　
天
荒
れ
地
老
い
妾
は
兵
に
随
い
、
天
地
は
情
無
き
も
妾
は
情
有
り
。
痛
血
は
醤
み
て
開
く
霞
幡
の
赤
き
を
、
暗
痕
は
化
し
て
作
る
雪
江

　
の
清
き
に
。
能
く
湘
琵
声
中
に
従
い
て
死
す
る
は
、
全
く
胡
筋
抽
裏
に
生
く
る
に
勝
れ
り
。
三
月
子
規
は
晴
き
て
血
を
尽
く
し
、
春
風
涙

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
そ

　
無
く
し
て
哀
鳴
を
写
ぐ
。

　
確
か
に
、
王
氏
の
地
位
は
あ
が
っ
て
、
湘
琵
必
が
巴
陵
女
子
を
指
す
な
ら
ば
、
彼
女
と
同
様
の
烈
婦
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
よ
り
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
比
較
の
手
法
に
よ
っ
て
、
王
氏
の
魂
の
正
確
な
位
置
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
都

穆
に
楊
維
槙
と
同
意
と
い
わ
れ
た
、
烈
婦
を
そ
し
る
詩
も
、
陳
元
善
の
烈
婦
を
ほ
め
た
た
え
る
詩
も
、
ど
ち
ら
も
こ
の
比
較
の
手
法
は
用
い

な
い
。
『
鉄
崖
古
楽
府
注
』
本
で
は
、
「
青
峰
廟
王
氏
」
の
詩
を
、
楊
維
禎
の
不
名
誉
と
な
る
と
考
え
た
の
か
、
げ
ず
っ
て
載
せ
な
い
が
、
以

上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
楊
緯
槙
の
作
風
の
特
異
さ
が
わ
か
る
重
要
な
詩
で
あ
る
。

コ
房
中
の
遺
音
」
中
の
「
虞
美
人
行
」
で
も
、
虞
美
人
と
呂
后
と
い
う
、
普
通
比
較
す
る
こ
と
を
思
い
つ
か
な
い
二
人
を
比
較
す
る
と
こ
ろ



が
主
眼
で
あ
る
。

　
　
山
を
抜
く
将
軍
は
気
虎
の
如
く
、
神
離
は
龍
の
如
く
し
て
天
下
を
賜
む
。
将
軍
は
戦
敗
れ
て
楚
歌
を
歌
い
、
美
人
は
一
え
に
死
す
こ
と

　
能
く
自
ら
許
す
。
倉
皇
と
し
て
剣
に
伏
し
て
危
主
に
答
え
、
野
雑
の
仇
虜
に
随
う
を
為
さ
ず
。
江
辺
の
碧
血
は
青
雨
に
吹
か
れ
、
化
し
て

　
春
芳
と
作
り
て
漢
土
を
悲
し
む
。

　
雑
は
呂
后
の
名
で
あ
る
。
虞
美
人
の
忠
節
と
、
敵
に
と
ら
え
ら
れ
て
も
死
な
ず
に
お
め
お
め
と
生
き
続
け
た
呂
后
と
を
対
置
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
虞
美
人
の
女
徳
の
高
さ
と
そ
の
よ
う
な
女
性
を
愛
人
と
し
た
項
羽
の
幸
福
が
一
層
強
調
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

七

　
さ
て
、
楊
維
禎
は
、
表
現
し
が
た
き
世
界
を
、
比
較
の
手
法
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
貞
女
等
よ
き
女
性
を
扱
う
場

合
、
そ
の
比
較
さ
れ
る
対
象
は
、
「
青
峰
廟
王
氏
」
及
び
「
王
烈
婦
祠
」
詩
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
例
で
は
、
一
般
に
劣
等
と
見
な

さ
れ
る
者
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
に
よ
っ
て
、
よ
き
点
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。
表
面
上
は
一
応
は
そ
れ
で
説
明
が

成
立
は
す
る
。
だ
が
、
筆
者
は
そ
れ
で
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
と
い
う
の
は
優
等
で
あ
る
に
せ
よ
、
劣
等
で
あ
る
に
せ
よ
、
言
及
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
虞
美
人
行
」
に
お
い
て
は
、
呂
后
は
虞
美
人

に
対
す
る
悪
し
き
反
対
物
と
し
て
登
場
し
た
。
が
一
方
、
『
鉄
崖
楽
府
』
の
巻
一
で
は
、
呂
后
を
主
人
公
と
し
て
「
野
薙
詞
」
を
作
っ
て
い

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
な

　
　
野
維
は
異
な
れ
り
骨
家
鶏
に
は
、
雑
は
雛
を
将
っ
て
骨
栖
栖
た
り
。
劉
季
に
嫁
し
て
は
号
季
を
逐
っ
て
飛
ぶ
。
季
を
逐
わ
ず
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
号
季
は
孤
疑
す
。
羽
翼
成
り
て
号
両
口
は
違
る
無
き
に
苦
し
む
。

　
無
論
、
呂
后
に
対
し
て
完
全
に
好
意
的
で
は
な
い
が
、
劉
邦
と
の
夫
婦
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
同
情
的
な
口
吻
で

あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
価
値
と
し
て
は
否
定
し
て
も
、
そ
の
存
在
理
由
を
否
定
せ
ず
、
世
界
の
一
部
と
し
て
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

楊
緯
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

六
五



六
六

正
の
部
分
と
負
の
部
分
が
相
い
ま
っ
て
始
め
て
世
界
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
の
は
、
『
鉄
崖
逸
編
』
巻
一
所
収
の
「
焦
仲
婦
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
楽
府
詩
集
』
巻
七
士
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、

有
名
な
、
・
「
焦
仲
卿
妻
」
が
長
す
ぎ
る
等
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
改
作
し
て
つ
づ
め
た
も
の
で
あ
る
。
（
序
に
い
う
、
「
予
は
其
の
辞
の
冗
に

過
ぎ
て
而
し
て
情
倫
な
ら
ざ
る
を
嫌
い
、
復
た
此
の
辞
を
述
ぶ
」
）
そ
れ
で
は
何
ら
創
意
工
夫
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
原
作
に

な
い
事
柄
を
加
え
る
。
そ
の
一
つ
が
焦
氏
に
離
婚
さ
れ
た
劉
氏
が
、
親
兄
弟
に
無
理
や
り
再
嫁
を
す
す
め
ら
れ
、
嫁
入
衣
裳
を
着
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
、
「
差
ず
る
こ
と
市
門
に
奇
る
が
若
し
、
我
を
し
て
面
を
掩
い
て
蔵
る
る
を
得
ざ
ら
使
む
」
「
市
門
に
衛
る
」
は
、
単
に
商
人
と
な

る
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
た
か
も
、
売
笑
婦
の
よ
う
で
は
ず
か
し
い
と
劉
氏
に
い
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
娼

婦
を
唾
棄
す
べ
き
も
の
、
差
別
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
劉
氏
と
同
境
遇
の
女
性
が
し
ば
し
ば
陥
り
や
す
い
も
の

と
し
て
、
娼
婦
或
い
は
娼
婦
性
を
有
し
た
女
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
楊
緯
槙
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
焦
仲
婦
」
の
次
に
は
「
秦
女
休
行
」
が
列
す
る
が
、
こ
れ
も
『
楽
府
詩
集
』
巻
六
十
一
の
同
題
の
楽
府
に
な
ぞ
ら
え
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
夫
の
仇
を
う
つ
女
傑
の
女
休
を
詠
う
が
、
そ
の
末
尾
に
い
う
。

　
　
丈
夫
堂
堂
た
る
も
、
面
を
掩
い
て
仇
に
事
う
る
に
、
女
休
之
を
視
る
こ
と
、
妾
婦
女
侶
の
如
し
。

　
こ
れ
は
『
楽
府
詩
集
』
の
同
題
の
作
品
に
は
な
い
表
現
で
あ
る
。
世
の
男
の
ふ
が
い
な
さ
を
、
女
休
に
比
べ
て
嘆
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の

比
楡
に
「
妾
」
や
「
侶
（
娼
）
」
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
楊
維
槙
に
意
図
す
る
所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
鉄
崖
逸
編
』
巻
三
、
「
老
客
婦
謡
」
は
、
楊
維
禎
が
こ
の
詩
を
賦
し
て
明
太
祖
の
出
仕
の
要
請
を
断
っ
た
と
い
う
伝
説
が
作
ら
れ
た
（
『
明

史
』
巻
　
楊
維
禎
伝
な
ど
）
。
今
は
、
底
意
の
あ
る
も
の
と
し
て
で
な
く
、
純
粋
に
一
人
の
貞
節
で
勤
勉
な
老
婦
人
を
詠
ん
だ
作
品
と
し
て

読
も
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
老
客
婦
よ
、
老
客
婦
よ
、
行
年
七
十
又
－
一
九
。
少
年
に
し
て
夫
に
嫁
ぎ
し
こ
と
甚
だ
分
明
、
夫
は
死
す
も
猶
お
存
す
旧
の
箕
帯
。
南
山

　
の
阿
妹
北
山
の
嬢
、
我
に
再
嫁
を
勧
む
る
も
我
は
力
め
て
辞
す
。
江
を
渉
り
て
蓮
を
采
り
、
山
に
上
り
て
騨
を
采
る
。
蓮
を
采
り
摩
を
采

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か

　
り
、
以
て
飢
を
療
す
可
し
。
夜
来
道
は
過
ぐ
娼
門
首
、
娼
門
は
講
然
と
し
て
老
醜
に
驚
く
。
老
醜
は
自
ら
能
く
身
を
養
う
有
り
、
万
両

　
の
黄
金
は
織
手
に
在
り
。
上
天
は
織
り
得
た
り
雲
錦
の
章
、
緩
成
り
て
願
わ
く
は
補
わ
ん
舜
の
衣
裳
。
舜
の
衣
裳
、
妾
が
為
に
古
意
を
侃



　
び
よ
、
清
光
を
揚
げ
て
、
妾
を
辮
ぜ
よ
是
れ
郎
軍
の
娼
に
あ
ら
ず
と
。

　
娼
門
が
突
然
に
あ
ら
わ
れ
る
。
老
客
婦
の
如
き
高
潔
な
人
柄
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
潮
笑
す
る
娼
婦
も
い
る
の
が
、
こ
の
世
で
あ
る
。
娼
婦

の
よ
う
な
生
き
方
に
誘
惑
さ
れ
る
人
も
多
い
。
そ
の
引
力
は
い
つ
も
存
在
す
る
。
「
是
れ
郎
鄭
の
娼
に
あ
ら
ず
」
。
そ
れ
に
抗
し
て
こ
そ
真
の

生
き
方
が
あ
る
。
真
の
生
き
方
は
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
娼
婦
的
な
生
き
方
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
。
筆
者
は
、

こ
の
作
品
は
、
楊
維
禎
の
古
楽
府
運
動
が
、
新
進
の
人
の
目
を
欺
く
文
学
に
対
抗
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
寓
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
同
様
の
構
造
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
楊
維
槙
の
文
集
『
東
維
子
集
』
（
『
四
部
叢
刊
』
本
）
巻
十
一
、
「
溝
湘
集
序
」
の
次
の
記
述
も
、
以
上
の
よ
う
な
楊
維
槙
の
手
法
を
示
し

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
余
は
呉
下
に
在
り
し
時
、
永
嘉
の
李
孝
光
と
古
人
の
意
を
論
ず
。
余
日
く
「
梅
は
酸
に
一
に
し
て
、
塩
は
繊
に
一
な
り
。
塩
梅
を
飲
食

　
し
て
而
し
て
味
は
酸
賊
の
外
に
得
る
は
、
此
れ
古
え
の
詩
人
の
意
也
。
後
の
意
を
得
る
者
は
惟
だ
古
楽
府
な
る
而
已
耳
」

　
こ
れ
を
「
老
客
婦
謡
」
に
あ
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
高
潔
な
る
老
客
婦
と
ひ
た
す
ら
下
劣
な
る
娼
婦
と
の
と
り
あ
わ
せ
は
、
単

に
両
者
を
比
較
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
相
ま
っ
て
作
ら
れ
る
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
成
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
楊
維
禎
は
こ
の

世
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
同
士
の
複
雑
な
葛
藤
や
矛
盾
関
係
を
活
写
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
楽
府
制
作
に
よ
っ
て
、
世
界
全

体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
楊
維
槙
の
試
み
の
一
端
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結

　
放
埼
な
人
生
を
歩
み
、
好
色
の
歌
を
作
る
。
そ
の
一
方
で
、
女
性
を
詠
む
古
楽
府
で
は
、
し
ば
し
ば
道
学
者
的
な
意
見
を
持
し
、
時
に
は
．

酷
薄
な
ま
で
に
そ
う
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
楊
維
槙
は
偽
善
者
で
あ
る
と
い
う
：
旨
で
全
て
は
お
お
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
今
そ
う
き
め
つ
け
る
の
を
し
ば
ら
く
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
古
楽
府
を
な
が
め
れ
ば
、
エ
ロ
ス
か
ら
貞
潔
ま
で
、
間
口
の
広
い
感
受
性
で

女
性
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
楊
維
禎
の
意
志
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
世
界
に
伏
在
す
る
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
り
よ
う
を
何
と
か
表
現
し

楊
維
禎
『
西
湖
竹
枝
歌
』
に
つ
い
て

六
七



六
八

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、
従
来
無
視
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
彼
の
い
く
つ
か
の
作
品
は
、

た
と
い
え
よ
う
。
筆
者
の
こ
れ
か
ら
探
求
、
享
受
し
た
い
所
で
あ
る
。

実
は
み
の
り
多
い
も
の
で
あ
っ




