
中
国
に
お
け
る
七
夕
伝
説
の
精
神
史

川

田

耕

は
じ
め
に

天
の
川
の
両
岸
に
分
た
れ
た
二
人
が
七
月
七
日
の
夜
に
だ
け
再
会
す
る
、
と
い
う
あ
の
物
語
は
、
東
ア
ジ
ア
に
暮
ら
す
人
な
ら

誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
物
語
は
、
記
録
に
あ
る
限
り
で
も
中
国
漢
代
の
「
古
詩
十
九
首
」
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
二

千
年
程
度
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
わ
た
っ
て
営
々
と
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
七
夕
伝
説
は
、
モ
ン
ゴ
ル
や
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
も
伝
わ
っ
て
お
り()、
日
本
に
も
、
朝
鮮
経
由
で
も
た

ら
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
百
済
の
王
族
を
始
祖
と
す
る
百
済
王
氏
が
本
拠
地
と
し
た
交
野
と
そ
の
周
辺
に
は
、
天
野
川
や
機
物
神
社

・
星
田
神
社
な
ど
七
夕
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
・
神
社
が
今
日
も
残
っ
て
い
る
。
天
武
期
以
降
に
は
宮
廷
で
七
夕
を
モ
チ
ー
フ
と
し

た
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
万
葉
集
』
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
や
山
上
憶
良
を
は
じ
め
牽
牛
と
織
女
の
物
語
に
ち
な
む
詩
が

百
三
十
首
余
り
載
せ
ら
れ
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
貴
族
の
女
た
ち
は
七
夕
の
夕
刻
に
は
針
物
の
腕
が
上
が
る
こ
と
を
祈
っ
て
乞
巧
奠
の
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祭
事
を
続
け
て
き
た
。
こ
の
貴
族
の
祭
事
が
、
在
来
の
棚た

な

機ば
た

女つ
め

の
信
仰
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
各
地
の
庶
民

の
生
活
の
な
か
に
も
七
夕
の
習
俗
と
し
て
様
々
な
か
た
ち
で
広
が
り
、
江
戸
期
に
は
願
い
事
を
記
し
た
五
色
の
短
冊
を
笹
の
葉
に

吊
す
こ
と
が
行
わ
れ
、
こ
れ
は
む
し
ろ
今
日
全
国
的
に
盛
ん
で
あ
る()。
物
語
と
し
て
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
今
日
の
日
本
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
知
っ
て
い
る
例
の
七
夕
の
物
語
は
、
中
国
で
は
最
も
古
い
タ
イ
プ
と
ほ
ぼ
同
じ
も

の
で
、
日
本
で
は
古
い
も
の
が
保
存
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

今
日
中
国
で
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
は
、
日
本
の
も
の
と
は
異
な
り
、
長
い
変
遷
を
経
た
す
え
に
形
成
さ
れ
た
、「
牛
郎
型
」
の

も
の
で
、
例
え
ば
、
上
海
で
採
取
さ
れ
た
次
の
民
間
伝
承
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
全
訳
を
示
す
。

昔
、
一
軒
の
家
が
あ
っ
て
、
兄
弟
二
人
だ
け
で
住
ん
で
い
た
。
父
も
母
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
兄
弟
は
ず
っ
と
一

緒
に
暮
ら
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。
家
で
飼
っ
て
い
る
の
は
数
頭
の
牛
だ
け
で
、
い
つ
も
弟
が
放
牧
し
て
い
た
。
そ
れ
で
、
村

の
人
々
は
こ
の
弟
の
こ
と
を
牛
郎
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
兄
は
結
婚
を
す
る
と
、
妻
の
い
い
な
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
牛

郎
に
一
頭
の
黄
牛
と
牛
小
屋
を
与
え
て
、
独
立
さ
せ
た
。
こ
の
分
配
は
む
ろ
ん
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
牛
郎

は
誠
実
な
人
柄
で
あ
っ
た
の
で
、
兄
夫
婦
と
言
い
争
う
こ
と
な
く
、
涙
を
た
め
て
、
老
い
た
牛
を
牽
い
て
牛
小
屋
に
住
む
こ

と
に
な
っ
た
。
牛
郎
は
牛
の
頭
を
撫
で
な
が
ら
、「
お
ま
え
は
ぼ
く
の
友
だ
ち
で
ぼ
く
を
支
え
て
く
れ
る
ん
だ
ね
」
と
つ
ぶ

や
い
た
。
牛
は
牛
郎
の
言
葉
が
わ
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
顔
を
牛
郎
の
耳
の
辺
り
に
ま
で
伸
ば
し
て
、
鼻
で
牛
郎
の
手
を
匂

っ
て
、
と
て
も
親
し
げ
に
し
た
。
牛
は
も
う
か
な
り
老
い
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
力
を
尽
く
し
て
犂
を
引
い
て
荒
れ
地
を
耕

し
た
。
あ
る
日
、
懸
命
に
働
い
て
草
地
で
休
ん
で
い
る
時
、
牛
は
草
も
食
ま
ず
に
、
突
然
縄
を
振
り
き
っ
て
草
地
を
離
れ
、
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西
に
向
け
て
猛
然
と
走
り
だ
し
た
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
牛
郎
は
急
い
で
牛
を
追
い
か
け
た
。
牛
は
ず
っ
と
走
り
続
け
て
、
荷

花
湾
の
岸
辺
の
大
樹
の
後
ろ
ま
で
い
っ
て
よ
う
や
く
止
ま
っ
た
。
牛
郎
も
樹
の
後
ろ
ま
で
や
っ
て
き
て
、
縄
を
引
っ
ぱ
っ
て

牛
を
𠮟
ろ
う
と
し
た
と
き
、
突
然
清
ら
か
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
牛
郎
が
樹
の
後
ろ
か
ら
荷
花
湾
を
見
渡
す
と
、
水

の
な
か
に
花
の
よ
う
に
美
し
い
七
人
の
女
た
ち
が
水
浴
び
を
し
て
遊
ん
で
い
る
の
が
見
え
た
。
彼
女
た
ち
の
衣
は
岸
辺
に
並

べ
ら
れ
て
い
た
。
牛
は
こ
っ
そ
り
と
首
を
伸
ば
し
て
、
桃
色
の
上
着
を
口
で
引
き
寄
せ
て
、
口
を
大
き
く
開
い
て
、
草
を
食

べ
る
よ
う
に
し
て
、
吞
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

こ
の
七
人
の
美
女
は
皇
母
に
仕
え
る
仙
女
た
ち
な
の
で
あ
っ
た
。
天
宮
に
帰
る
時
間
に
な
る
と
、
み
な
急
い
で
自
分
の
衣

を
着
た
が
、
一
番
小
さ
な
仙
女
だ
け
は
自
分
の
衣
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
姉
た
ち
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
、
辛
い
の

を
こ
ら
え
て
末
の
妹
と
別
れ
て
、
天
宮
に
飛
ん
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
織
女
が
岸
に
上
が
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
を
み
て
、

牛
郎
は
自
分
の
服
を
脱
い
で
、
牛
を
介
し
て
仙
女
に
与
え
た
。
帰
れ
な
く
な
っ
た
織
女
は
、
仕
方
な
く
牛
郎
の
服
を
き
て
、

牛
の
背
に
乗
っ
て
牛
郎
の
家
に
一
緒
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
牛
郎
が
落
ち
着
い
て
い
て
誠
実
な
人
で
あ
る
こ
と
を
織
女
は

気
に
入
っ
て
、
牛
郎
と
夫
婦
に
な
っ
た
。
結
婚
し
て
一
年
た
っ
て
、
息
子
と
娘
が
生
ま
れ
、
一
家
仲
良
く
、
二
人
と
も
真
面

目
に
働
き
、
男
は
耕
し
女
は
織
り
、
家
は
次
第
に
裕
福
に
な
り
生
活
は
楽
に
な
っ
た
。

瞬
く
間
に
五
年
の
歳
月
が
過
ぎ
去
っ
た
。
あ
る
日
、
黄
牛
が
口
を
開
い
て
牛
郎
に
語
り
か
け
た
。「
織
女
の
衣
は
吐
き
出

し
て
、
牛
小
屋
の
後
ろ
に
埋
め
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
絶
対
に
織
女
に
言
っ
て
は
駄
目
で
す
よ
。
も
し
知
っ
た
ら
、
織
女
は

仙
衣
を
着
て
た
ち
ま
ち
天
宮
に
帰
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。」
さ
ら
に
こ
う
言
っ
た
。「
私
は
も
う
す
ぐ
死
に
ま
す
が
、
悲
し

ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
が
死
ん
だ
ら
、
私
の
皮
を
剝
い
で
ち
ゃ
ん
と
保
存
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
急
難
が
起
こ
っ
た
と
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き
、
そ
の
牛
の
皮
を
着
れ
ば
、
役
に
立
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。」
牛
が
死
ん
で
一
年
た
っ
て
、
織
女
は
ま
た
衣
の
こ
と
を
聞
い

て
き
た
。
牛
郎
は
、「
子
ど
も
た
ち
二
人
も
も
う
六
才
に
な
っ
て
、
元
気
一
杯
で
可
愛
ら
し
い
。
妻
に
衣
の
こ
と
を
教
え
て

も
も
う
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
織
女
は
衣
の
在
処
を
知
る
や
い
な
や
、
す
ぐ
に
牛
小
屋
に
走
っ
て
い
き
、

衣
を
掘
り
出
し
て
、
そ
れ
を
着
て
、
空
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
牛
郎
は
慌
て
て
息
子
と
娘
を
肩
に
乗
せ
て
、

牛
の
皮
を
き
て
、
懸
命
に
後
を
追
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
牛
の
皮
は
虫
に
食
わ
れ
て
穴
が
あ
い
て
い
た
の
で
、
早
く
飛
べ
な
い
。

織
女
が
振
り
返
る
と
、
牛
郎
は
今
に
も
追
い
つ
き
そ
う
だ
っ
た
が
、
織
女
が
そ
の
頭
か
ら
金
の
か
ん
ざ
し
を
抜
い
て
下
に
む

か
っ
て
ぐ
っ
と
線
を
ひ
い
た
と
こ
ろ
、
た
だ
ち
に
天
の
川
が
で
き
た
。
牛
郎
は
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
川
を
隔
て
て
岸

の
う
え
か
ら
望
む
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
息
子
と
娘
は
雨
の
如
く
涙
を
流
す
。
向
こ
う
岸
の
織
女
は
、
息
子
と
娘
が
泣
き
叫

ぶ
の
を
き
き
、
夫
の
熱
い
涙
を
み
て
、
心
が
弛
み
、
対
岸
で
大
い
に
泣
き
始
め
た
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
七
月
七
日
の
晩
の

こ
と
だ
っ
た
。
鵲
た
ち
は
、
二
人
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
こ
と
に
同
情
し
て
、
集
ま
っ
て
橋
を
か
け
て
や
っ
た
。
こ
う
し

て
、
二
人
は
鵲
の
橋
の
う
え
で
束
の
間
だ
け
逢
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
牛
郎
は
地
上
の
人
な
の
で
、
天
に

昇
る
こ
と
が
で
き
ず
、
牛
の
皮
の
助
け
が
あ
る
と
は
い
え
、
天
の
川
ま
で
は
辿
り
着
け
て
も
、
そ
れ
以
上
は
昇
れ
な
か
っ
た
。

天
帝
は
こ
の
こ
と
を
お
知
り
に
な
り
、
牛
郎
を
天
の
川
の
対
岸
に
留
め
置
い
て
、
毎
年
七
月
七
日
を
彼
ら
夫
婦
が
再
会
す
る

日
と
お
決
め
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
牛
郎
と
織
女
が
鵲
の
橋
で
逢
う
物
語
な
の
で
あ
る()。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
に
は
「
四
大
民
間
伝
説
」
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
が
一
組
の
若
い
男
女
の

物
語
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
〈
七
夕
伝
説
〉
(以
下
、
様
々
に
変
異
し
て
い
く
一
連
の
物
語
の
総
体
を
〈

〉
で
括
っ
て
表
記
す
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る
)は
、〈
孟
姜
女
〉
に
並
ん
で
古
い
起
源
を
も
ち
、
他
の
三
つ
(〈
孟
姜
女
〉〈
白
蛇
伝
〉〈
梁
山
伯
と
祝
英
台
〉)よ
り
も
は
る
か
に
広
い

地
域
に
伝
播
し
た
。
か
く
長
く
広
い
生
命
力
を
も
つ
の
は
、
こ
の
物
語
に
特
別
な
魅
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
の
物
語
の
内
容
が
時
代
と
と
と
も
に
、〈
董
永
説
話
〉
や
〈
羽
衣
伝
説
〉
な
ど
と
結
び
つ
き
融
合
し
な
が
ら
、
か
な
り

大
き
く
変
貌
を
と
げ
て
き
た
こ
と
に
は
、
相
応
の
文
化
的
・
精
神
史
的
な
意
義
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
資
料
を
吟
味
し
な
が
ら
、〈
七
夕
伝
説
〉
の
魅
力
と
変
化
の
意
義
を
探
る
こ
と
で
、

長
い
中
国
文
明
の
発
展
に
お
け
る
人
々
の
精
神
的
変
容
の
一
端

異
性
愛
的
な
愛
の
素
朴
な
理
想
化
・
永
遠
化
、
文
明
化
に
と

も
な
う
父
権
的
な
規
範
意
識
の
強
化
、
母
性
的
な
も
の
へ
の
憧
憬
な
ど

を
垣
間
み
る
と
と
も
に
、
最
後
に
若
干
の
歴
史
社
会

学
的
考
察
を
つ
け
加
え
た
い
。

一

永
遠
性
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
儚
さ
の
感
覚

〈
七
夕
伝
説
〉
の
主
人
公
の
元
々
の
名
前
は
織
女
と
牽
牛
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
星
の
名
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
今
日
で
い
う

琴
座
の
ベ
ガ
、
鷲
座
の
ア
ル
タ
イ
ル
に
あ
た
り
、
日
本
で
は
織
女
星
と
彦
星
と
い
っ
た
。
古
代
中
国
で
こ
の
二
つ
の
星
を
め
ぐ
る

伝
説
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、『
詩
経
』
に
は
、
織
女
と
牽
牛
の
名
前
を
織
り
込
ん
だ
詩
が
あ

っ
て
、
漢
代
に
は
「
古
詩
十
九
首
」
に
二
人
を
歌
っ
た
も
の
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
漢
代
ま
で
に
は
、
織
女
と
牽
牛
の
二
人
を
め

ぐ
る
説
話
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る()。

今
日
日
本
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
七
夕
伝
説
の
全
貌
は
、
六
朝
梁
(五
〇
二
-五
七
)の
宗
懍
の
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
簡
潔
に
記
述
さ
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れ
た
も
の
が
最
初
の
記
録
だ
と
一
般
に
は
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
全
訳
。

天
の
河
の
東
に
織
女
が
い
た
。
天
帝
の
子
で
あ
る
。
い
つ
も
熱
心
に
機
織
り
を
し
て
、
雲
の
錦
の
天
衣
を
織
り
出
し
て
い

た
。
天
帝
は
織
女
が
独
り
で
い
る
の
を
哀
れ
ん
で
、
天
の
河
の
西
の
牽
牛
郎
と
結
婚
さ
せ
た
。
嫁
に
い
っ
て
か
ら
は
、
機
織

り
の
仕
事
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
天
帝
は
怒
っ
て
𠮟
り
、
天
の
河
の
東
側
に
帰
ら
せ
た
。
た
だ
毎
年
七
月
七
日
の
夜
に
、
天

の
河
を
渡
っ
て
逢
う
こ
と
が
で
き
た()。

以
降
、〈
七
夕
伝
説
〉
は
多
く
の
文
献
に
そ
の
姿
を
留
め
て
お
り
、
細
か
い
部
分
で
は
多
少
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、

全
体
に
次
第
に
話
が
ふ
く
ら
ん
で
長
く
な
っ
て
い
き
、
中
国
の
内
外
の
広
い
範
囲
に
伝
播
し
て
い
く
。
こ
の
段
階
の
も
の
を
〈
七

夕
伝
説
〉
の
「
古
形
」、
あ
る
い
は
「
天
上
双
星
型
」
と
名
づ
け
て
お
こ
う()。
さ
ら
に
、
後
で
論
じ
る
よ
う
に
、
本
来
は
異
な
る

系
統
の
物
語
で
あ
る
〈
董
永
説
話
〉
や
〈
羽
衣
伝
説
〉
な
ど
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、〈
七
夕
伝
説
〉
の
内
容
も
大
き
く
変
わ
っ
て

い
き
、
男
の
主
人
公
の
名
さ
え
も
、
牽
牛
か
ら
董
永
へ
、
さ
ら
に
牛
郎
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
〈
七
夕
伝
説
〉
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
変
わ
る
こ
と
な
く
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が

存
在
す
る
(た
だ
し
、
後
述
す
る
「
董
永
型
」
に
は
見
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
)。
そ
れ
は
、
日
本
人
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
次
の

結
末
の
部
分
で
あ
る
。

(Ａ
)
二
人
が
天
の
川
の
両
岸
に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
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(Ｂ
)
年
に
一
度
、
鵲
が
天
の
川
に
橋
を
架
け
る
こ
と

(Ｃ
)
そ
の
橋
を
渡
っ
て
、
二
人
が
再
会
す
る
こ
と

東
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
、
か
つ
二
千
年
程
度
以
上
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
結
末
部
分
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く

語
り
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
そ
こ
に
か
な
り
強
い
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
魅
力
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
男
女
の
性
愛
的
な
結
び
つ
き
を
美
し
く
象
徴
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
人
類
の

物
語
の
多
く
に
お
い
て
は
、
性
愛
的
な
結
び
つ
き
が
、
様
々
に
工
夫
さ
れ
変
奏
さ
れ
な
が
ら
、
常
に
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け

て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
中
国
の
「
四
大
民
間
伝
説
」
の
い
ず
れ
も
が
そ
う
で
あ
る
。〈
七
夕
伝
説
〉
も
、
こ
の

不
変
の
モ
チ
ー
フ
の
部
分
に
お
い
て
も
、
ま
た
物
語
の
全
体
に
お
い
て
も
そ
う
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
当
然
の
解
釈
は
〈
七
夕
伝
説
〉
の
独
自
の
魅
力
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
独
自
性

は
、
織
女
と
牽
牛
の
二
人
が
、
年
に
一
度
と
は
い
え
、
あ
た
か
も
老
い
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
な
く
永
久
に
再
会
し
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
か
の
よ
う
な
心
的
な
効
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
実
に
は
、
ど
ん
な
に
深
く

結
び
つ
い
た
人
同
士
で
あ
っ
て
も
い
つ
か
は
互
い
に
老
い
て
死
に
別
れ
る
、
と
い
う
運
命
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
誰
で
も
知

っ
て
い
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、〈
七
夕
伝
説
〉
に
あ
っ
て
は
、
通
常
は
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
二
人
が
別

れ
る
こ
と
も
老
い
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
す
べ
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
年
も
ま
た
、
そ
し
て
永
遠
に
年
に
一
度
だ
け
は
逢

え
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
永
遠
性
は
明
言
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
杜
甫
は
七
夕
を
詠
ん
で
「
万
古
永
相
望
」
と
端
的
に
表
現
し
て

い
る
し
、
清
代
の
代
表
的
な
演
劇
の
一
つ
で
あ
る
『
長
生
殿
』
で
は
、
楊
貴
妃
が
玄
宗
へ
の
思
い
を
語
っ
て
「
妾
が
思
い
ま
す
の

に
、
彦
星
と
織
姫
は
、
た
だ
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
天
地
と
と
も
に
尽
き
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
陛
下
の
妾
へ
の
ご
恩
情
は
そ
の
よ
う
に
長
い
も
の
で
は
あ
り
得
ま
せ
ぬ()」
と
し
て
い
る
。
現
代
の
私
た
ち
も
、

七
夕
伝
説
と
は
、
は
る
か
昔
の
逢
瀬
の
話
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
今
年
の
七
夕
に
も
織
姫
と
彦
星
と
が
再
会
す
る
の
だ
と
感
じ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〈
七
夕
伝
説
〉
の
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
永
遠
性
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
心
的
な
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
新
年
を
祝
う
祭
祀
を
は
じ
め
と
す
る
年
中
行
事
に
お
い
て
、
古
い
時
間
が
破
棄
さ
れ
て
時
間
が
全

体
的
に
再
生
さ
れ
、
そ
の
こ
と
で
「
世
界
の
創
造
は
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
」、「
永
遠
回
帰
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る()。

祭
事
を
集
合
的
か
つ
定
期
的
に
繰
り
返
し
執
り
行
う
こ
と
で
、
我
々
の
社
会
・
集
団
が
再
び
活
性
化
さ
れ
て
、
流
れ
ゆ
き
消
え
去

っ
て
い
く
時
間
も
循
環
的
に
蘇
っ
て
、
あ
た
か
も
永
久
に
社
会
・
集
団
が
続
く
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
と
く
に
月
に
対
す
る
信
仰
に
着
目
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
月
が
満
ち
欠
け
を
繰
り
返
し
な
が
ら

も
毎
夜
輝
き
続
け
る
の
で
永
遠
回
帰
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。〈
七
夕
伝
説
〉
の
二
人
の
主
人
公
も

ま
た
、
輝
き
続
け
る
二
つ
の
星
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
の
年
に
一
度
の
再
会
は
、
い
っ
そ
う
確
か
に
永
遠
に
回
帰
す
る
も
の

と
し
て
自
ず
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
人
は
若
々
し
い
男
女
二
神
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
は
生
殖
に
よ
る

生
命
の
誕
生
と
い
う
豊
饒
な
イ
メ
ー
ジ
す
ら
も
多
少
な
り
と
も
と
も
な
う
も
の
と
思
わ
れ
る()。
か
く
し
て
、
七
夕
の
夜
は
、
い
つ

ま
で
も
初
々
し
く
幸
せ
に
み
ち
た
再
会
で
あ
る
、
と
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
唐
詩
に
「
年
々
歳
々
花
相
似
た
り
、
歳
々
年
々
人
同
じ
か
ら
ず
」
(劉
希
夷
)と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
定
期
的
に
同

じ
こ
と
が
行
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
、
個
々
の
人
生
の
儚
さ
が
際
立
つ
、
と
い
う
効
果
も
生
ま
れ
る
。
と
く
に
、
詩
や
詞
な

ど
の
韻
文
の
よ
う
に
、
知
識
人
が
〈
七
夕
伝
説
〉
を
詠
う
さ
い
に
は
、
二
人
の
逢
瀬
は
む
し
ろ
儚
さ
の
象
徴
と
な
る
こ
と
の
方
が

多
い
。
そ
れ
は
、
漢
代
の
「
古
詩
十
九
首
」
か
ら
魏
の
曹
丕
・
曹
植
の
、
あ
る
い
は
唐
代
の
李
商
隠
の
「
辛
未
七
夕
」
な
ど
の
代

表
的
な
七
夕
の
詩
か
ら
、
宋
の
秦
観
や
范
成
大
の
「
鵲
橋
仙
」
と
い
っ
た
七
夕
伝
説
に
ま
つ
わ
る
代
表
的
な
詞
に
い
た
る
ま
で
そ

う
な
の
で
あ
っ
て
、
鵲
の
橋
で
の
再
会
は
、「
佳
期
如
夢
」
(秦
観
)で
あ
り
「
草
草
」
(范
成
大
)と
過
ぎ
行
く
こ
と
を
嘆
く
。

他
方
、
庶
民
の
生
活
の
よ
り
近
く
で
展
開
し
た
芸
能
に
あ
っ
て
は
、〈
七
夕
伝
説
〉
の
結
末
は
、
そ
う
し
た
儚
さ
よ
り
は
や
は

り
永
遠
性
を
想
像
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、
永
遠
性
を
は
っ
き
り
と
言
明
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
安
徽
省
来
安
県
の
歌
謡
で
は
、「
七
月
に
な
っ
て
秋
風
が
立
つ
と
、
天
上
の
織
女
は

劉
郎
に
会
う
。
織
女
と
牛
郎
は
毎
年
会
う
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
死
ん
で
あ
の
世
に
い
る
の
で
一
緒
に
な
れ
な
い()」
と
歌
い
、
山
西

省
臨
汾
市
の
歌
謡
で
は
、「
毎
年
七
月
七
日
が
や
っ
て
く
る
。
牛
郎
と
織
女
は
一
緒
に
な
る
が
、
か
わ
い
い
あ
な
た
と
私
は
永
遠

に
別
れ
た
ま
ま
で
、
あ
の
牛
郎
と
織
女
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い()」
と
嘆
く
。
あ
る
い
は
〈
七
夕
伝
説
〉
の
な
か
に
は
、
梁
山
伯
と

祝
英
台
の
よ
う
に
、
現
世
で
結
ば
れ
な
か
っ
た
恋
人
た
ち
が
そ
の
死
後
、
天
に
昇
っ
て
牽
牛
・
織
女
の
星
に
な
っ
た
と
す
る
伝
説

も
あ
る()。
い
ず
れ
も
が
、
世
の
男
女
と
異
な
っ
て
、
牽
牛
・
織
女
の
二
人
の
永
遠
性
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
七
夕
の
夜
に
だ
け
再
会
で
き
る
と
い
う
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
異
性
愛
的
な
愛
の
儚
さ
を
感
じ
さ
せ

つ
つ
、
同
時
に
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
若
い
二
人
の
幸
せ
が
永
遠
に
続
い
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
こ
め
る
こ
と
が
で
き
る
物
語
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
〈
七
夕
伝
説
〉
の
魅
力
の
核
心
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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ち
な
み
に
、
中
国
に
残
る
〈
七
夕
伝
説
〉
の
民
間
伝
承
の
な
か
に
は
、
毎
年
再
会
し
て
い
る
う
ち
に
、
二
人
が
老
い
て
し
ま
っ

て
、
云
々
と
語
る
も
の
が
あ
る()。
一
般
的
に
い
っ
て
、
中
国
の
民
間
伝
承
に
は
著
名
な
物
語
に
「
尾
ひ
れ
」
を
つ
け
る
傾
向
が
あ

っ
て
、
こ
こ
で
も
意
外
な
後
日
譚
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
人
々
の
本
来
の
想

像
力
の
な
か
で
は
、
牽
牛
も
織
女
も
少
し
も
老
い
る
こ
と
な
く
、
毎
年
七
夕
の
日
に
は
若
々
し
い
ま
ま
再
会
を
果
た
す
こ
と
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
〈
董
永
説
話
〉
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン

董
永
と
い
う
貧
し
く
も
親
孝
行
な
男
を
主
人
公
と
す
る
〈
董
永
説
話
〉
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
漢
代
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
は
す
で
に
〈
七
夕
伝
説
〉
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
魏
晋
南
北
朝
期
(一
八
四
-五
八
九
)

に
は
物
語
の
大
筋
は
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る()。
代
表
的
な
孝
子
譚
の
一
つ
と
も
さ
れ
る
こ
の
物
語
は
、
後
の
〈
七
夕
伝
説
〉
の

発
展
を
促
し
た
点
で
も
注
目
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
父
系
の
祖
先
を
祭
り
親
を
敬
う
こ
と
を
絶
対
的
な
価
値
と
す
る
中
国
文
明
の

価
値
観
と
深
く
、
し
か
し
屈
曲
し
た
か
た
ち
で
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
も
重
要
で
あ
る
。

東
晋
(三
一
七
-四
二
〇
)の
干
宝
の
著
し
た
『
捜
神
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

漢
の
董
永
は
千
乗
の
人
で
あ
る
。
子
供
の
こ
ろ
母
を
亡
く
し
た
た
め
、
父
親
と
町
に
住
ん
で
畑
仕
事
に
精
を
出
し
、
父
を

小
さ
い
車
に
の
せ
て
、
自
分
は
そ
の
あ
と
か
ら
つ
い
て
歩
い
た
。
そ
の
う
ち
に
父
親
も
亡
く
な
っ
た
が
、
葬
式
を
す
る
金
が
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な
い
。
そ
こ
で
自
分
の
身
を
奴
隷
に
売
り
、
そ
の
金
を
葬
式
の
費
用
に
あ
て
た
。
す
る
と
彼
を
買
っ
た
主
人
が
孝
行
息
子
だ

と
知
っ
た
の
で
、
一
万
貫
の
銭
を
与
え
た
う
え
、
家
へ
帰
し
て
く
れ
た
。
董
永
は
家
に
帰
り
、
三
年
の
喪
を
す
ま
せ
る
と
、

主
人
の
家
へ
引
き
返
し
て
奴
隷
の
つ
と
め
を
果
た
そ
う
と
出
か
け
た
。
す
る
と
そ
の
途
中
で
出
会
っ
た
一
人
の
女
が
、「
ど

う
ぞ
あ
な
た
の
妻
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
の
で
、
連
れ
だ
っ
て
主
人
の
屋
敷
へ
行
っ
た
。
主
人
は
、「
あ
の
銭
は
あ
な

た
に
あ
げ
た
の
で
す
が
」
と
言
っ
た
が
、
永
は
、「
旦
那
の
お
恵
み
を
受
け
て
、
父
の
葬
儀
を
す
ま
せ
ま
し
た
。
わ
た
く
し

は
卑
し
い
身
分
の
者
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
と
も
働
い
て
あ
な
た
の
お
役
に
立
ち
、
ご
恩
返
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」

そ
こ
で
主
人
が
、「
奥
さ
ん
は
な
に
が
で
き
る
の
で
す
逢
」
と
た
ず
ね
る
と
、
永
は
、「
機
織
り
が
で
き
ま
す
」「
で
は
、
ど

う
し
て
も
働
い
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
奥
さ
ん
に
百
疋
の
絹
を
織
ら
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
け
っ
こ
う
で
す
。」
そ
こ
で
永
の

妻
は
、
主
人
の
た
め
に
機
を
織
り
始
め
た
が
、
十
日
で
百
疋
を
織
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
主
人
の
家
を
出
て
か
ら
、
妻

は
永
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。「
わ
た
く
し
は
天
上
の
織
女
で
す
。
あ
な
た
の
こ
の
上
な
い
孝
行
を
め
で
て
、
天
帝
さ
ま
が
あ

な
た
の
お
手
伝
い
を
し
、
借
金
を
返
し
て
あ
げ
る
よ
う
に
と
、
わ
た
く
し
へ
お
命
じ
に
な
っ
た
の
で
す
。」
言
い
終
る
と
空

へ
舞
い
あ
が
っ
て
行
き
、
姿
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た()。

こ
の
主
人
公
董
永
は
、
元
来
の
「
天
上
双
星
型
」
の
牽
牛
と
比
べ
る
と
、
共
感
し
や
す
い
素
朴
さ
が
失
わ
れ
て
、
不
自
然
な
ほ

ど
道
徳
的
に
な
っ
て
い
る
。
勤
勉
に
働
く
こ
と
、
恩
を
返
す
こ
と
な
ど
は
文
明
化
さ
れ
た
社
会
一
般
に
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
的
な
行

為
で
あ
る
が
、
物
語
に
お
い
て
中
心
的
な
の
は
、
孝
行
の
た
め
に
、
し
か
も
死
ん
だ
父
親
の
た
め
に
自
分
を
不
必
要
な
ほ
ど
過
剰

に
犠
牲
に
す
る
主
人
公
の
、
異
様
で
さ
え
あ
る
姿
で
あ
る
。
家
族
の
た
め
の
善
行
は
ど
こ
の
文
化
圏
で
も
推
奨
さ
れ
よ
う
が
、
前
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近
代
の
中
国
文
明
に
あ
っ
て
は
、
周
知
の
如
く
、
周
代
以
来
、
父
系
の
祖
先
を
祭
り
親
孝
行
を
尽
く
す
こ
と
が
道
徳
的
義
務
の
核

心
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
義
務
は
、
祖
先
を
宗
教
的
・
精
神
的
な
か
な
め
と
す
る
宗
族
集
団
の
中
核
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と

と
も
に
、「
罪
は
不
孝
よ
り
重
き
は
な
し
」
(『
呂
氏
春
秋
』)と
い
う
よ
う
に
、
社
会
的
・
法
的
な
義
務
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
義
務
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
、
厳
重
な
法
的
処
罰
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
強
制
力
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
親
孝
行
と
は
、「
社
会
」
(前
近

代
の
中
国
に
あ
っ
て
「
社
会
」
と
は
何
で
あ
る
か
は
ま
た
別
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
が
)が
人
々
に
課
す
道
徳
的
な
当
為
か
つ
権
力
的
な
強

制
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
孝
子
譚
と
は
こ
の
著
し
く
道
徳
的
・
権
力
的
な
磁
場
の
な
か
で
展
開
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、『
孝
子
伝
』
な
ど
に
数
多
く
記
録
さ
れ
て
き
た
孝
子
譚
は
、
そ
の
一
つ
で
も
あ
る
董
永
伝
説
と
同
様
に
、
こ
う
し

た
権
力
的
な
強
制
を
肯
定
し
正
当
化
し
て
い
る
の
だ
、
な
ど
と
み
な
す
の
は
単
純
す
ぎ
る
。
孝
子
譚
に
お
い
て
は
い
つ
も
、
奇
怪

な
ほ
ど
自
己
犠
牲
的
・
自
己
処
罰
的
な
物
語
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
孟
宗
は
わ
が
ま
ま
な
母
の
た
め
に
真
冬
の
竹
林
で

筍
を
虚
し
く
探
し
て
泣
き
出
す
し
、
韓
伯
瑜
は
母
に
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら

打
た
れ
続
け
な
が
ら
そ
の
力
が
衰
え
た
こ
と
を
嘆
き
、

貧
し
い
郭
巨
は
母
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
自
分
の
三
歳
の
子
を
穴
に
埋
め
よ
う
と
す
る
と
し
、
ま
だ
十
四
歳
の
楊
香
は
父
を
助
け

る
た
め
に
虎
に
喜
ん
で
食
べ
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
強
制
さ
れ
た
も
の
を
自
ら
進
ん
で
行
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
は
、
弱
者
に
よ
る

主
体
性
の
奪
還
を
可
能
な
ら
し
め
る
が
、
そ
の
裏
側
で
は
、
と
く
に
大
き
な
犠
牲
を
伴
う
場
合
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
キ
リ
ス
ト
教

を
奴
隷
道
徳
だ
と
批
判
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
必
ず
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
的
な
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
わ
だ
か
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、『
孝
子
伝
』
の
類
の
孝
子
譚
と
は
、
父
母
に
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
人
々
の
情
動
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
的
な

表
現
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
父
の
仇
で
あ
る
王
を
討
つ
た
め
に
自
ら
の
首
を
刎
ね
た
眉
間
尺
さ
え
も
孝
子
の
一
人
に
教
え
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る()。
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〈
董
永
説
話
〉
も
ま
た
こ
う
し
た
自
己
憐
憫
的
で
ル
サ
ン
チ
マ
ン
的
な
孝
子
譚
の
一
つ
で
は
あ
る
の
だ
が
、〈
七
夕
伝
説
〉
と
結

び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
孝
子
譚
よ
り
も
上
位
者
に
よ
る
救
済
と
い
う
テ
ー
マ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
み
た

〈
七
夕
伝
説
〉
の
古
形
に
あ
っ
て
も
、
天
帝
が
二
人
を
結
婚
さ
せ
る
婚
姻
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
モ
チ
ー
フ
は
継
承
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
古
形
に
あ
っ
て
は
天
帝
が
結
婚
を
さ
せ
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
織
女
の
孤
独
に
同
情
し
た
結
果
で
あ
っ
た
の
が
、

〈
董
永
説
話
〉
で
は
、
そ
う
し
た
人
間
的
な
同
情
心
で
は
な
く
、
道
徳
的
な
行
為
に
た
い
す
る
上
位
者
に
よ
る
報
酬
と
い
う
意
味

合
い
が
強
い
。
婚
姻
の
結
果
も
、
七
夕
伝
説
の
古
形
に
あ
っ
て
は
、
性
愛
的
な
喜
び
を
知
っ
た
織
女
が
機
織
り
を
し
な
く
な
る
と

い
う
い
た
っ
て
人
間
的
な
話
に
な
っ
て
い
た
の
が
、〈
董
永
説
話
〉
で
は
織
女
は
あ
く
ま
で
も
上
位
者
に
よ
る
下
位
者
へ
の
報
酬

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
性
愛
的
な
喜
び
も
ど
ん
な
感
情
も
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。〈
董
永
説
話
〉
の
な
か
で
も
か
な
り
古

い
も
の
を
反
映
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
、
曹
植
の
霊
芝
篇
な
る
詩
で
は
、
端
的
に
「
天
霊
感
至
徳
、
神
女
為
秉
機
」
(天
帝
は
董

永
の
徳
に
感
動
し
て
、
神
女
が
董
永
の
た
め
に
機
織
り
を
し
た
)と
し
て
い
て
、
こ
こ
で
は
も
は
や
董
永
と
織
女
と
が
夫
婦
に
な
っ
た
様

子
す
ら
な
く
、
孝
行
の
報
酬
と
し
て
神
女
に
よ
る
織
物
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
董
永

は
、
父
母
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
し
、
父
母
の
代
替
で
あ
り
権
力
の
象
徴
で
も
あ
る
天
帝
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

〈
董
永
説
話
〉
は
、
そ
の
古
形
よ
り
も
は
る
か
に
、
強
力
な
国
家
的
・
社
会
的
な
権
力
関
係
の
磁
場
の
な
か
に
生
ま
れ
た
願
望
成

就
的
な
物
語
、
つ
ま
り
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
物
語
な
の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

か
く
ル
サ
ン
チ
マ
ン
的
で
あ
る
と
と
も
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
も
あ
る
〈
董
永
説
話
〉
は
、
数
多
く
の
孝
子
譚
の
な
か
で
も
と

く
に
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
北
方
に
広
く
伝
播
し
て
い
た
よ
う
で
、
隋
唐
に
い
た
る
と
い
っ
そ
う
盛
行
す

る
。
さ
ら
に
、
宋
代
の
話
本
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
十
六
世
紀
半
ば
に
刊
行
さ
れ
た
『
清
平
山
堂
話
本
』
の
う
ち
の
『
雨
窓
欹
枕
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集
』
に
「
董
永
遇
仙
伝
」
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
原
型
と
し
つ
つ
、
以
後
の
民
間
芸
能
に
お
い
て
、『
槐
陰
記
』

や
『
天
河
配
』
と
い
っ
た
名
前
の
演
劇
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
演
劇
・
語
り
物
・
歌
謡
と
な
り
、
中
国
南
部
で
は
「
七
星

型
」
の
七
夕
伝
説
(後
述
)の
発
展
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く()。

三
〈
羽
衣
伝
説
〉
に
み
る
暴
力
性

〈
七
夕
伝
説
〉
は
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
〈
羽
衣
伝
説
〉
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
両
者
が
結
び
つ
い
た
最
も
早
い
例
と
さ
れ
る
の
は
、
変
文
「
孝
子
董
永
伝
」
(変
文
と
は
、
仏
教
伝
道
の
た
め
に
絵
を
示
し
な

が
ら
唱
っ
た
も
の
の
台
本
で
、
こ
の
唱
導
芸
能
は
唐
代
中
期
か
ら
盛
行
)で
、
そ
の
集
結
部
分
に
、
天
に
帰
っ
た
織
女
が
下
界
の
泉
に
下

っ
た
さ
い
、
母
を
探
し
に
き
た
息
子
の
董
仲
舒
に
衣
を
と
ら
れ
再
会
す
る
、
と
い
う
ご
く
簡
潔
な
記
述
が
あ
る
。

董
永
の
息
子
仲
舒
と
母
親
で
あ
る
織
女
と
の
再
会
の
テ
ー
マ
は
そ
の
後
好
ま
れ
、「
董
永
型
」
に
も
「
七
星
型
」
に
も
受
け
継

が
れ
発
展
し
て
い
く
が
、〈
七
夕
伝
説
〉
に
お
い
て
〈
羽
衣
伝
説
〉
と
の
接
合
が
も
っ
と
も
進
む
の
は
、
次
節
で
述
べ
る
「
牛
郎

型
」
に
お
い
て
で
あ
る
。「
牛
郎
型
」
で
は
、
主
人
公
で
あ
る
牛
郎
が
下
界
の
泉
に
下
っ
た
織
女
の
衣
を
盗
む
と
い
う
モ
チ
ー
フ

を
そ
の
核
心
部
分
に
も
っ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
、
中
国
に
お
い
て
は
〈
七
夕
伝
説
〉
が
〈
羽
衣
伝
説
〉
を
す
っ
か
り
取
り
込

ん
だ
と
い
え
る
。

こ
の
〈
羽
衣
伝
説
〉
は
、「
天
人
女
房
説
話
」
と
も
い
わ
れ
、
東
ア
ジ
ア
一
帯
に
伝
承
さ
れ
た
〈
七
夕
伝
説
〉
よ
り
も
さ
ら
に

広
い
地
域
に
広
が
っ
て
お
り
、
日
本
で
も
い
わ
ゆ
る
「
羽
衣
伝
説
」
が
、
欧
州
で
も
類
話
が
「
白
鳥
乙
女
伝
説
」
Sw
an
m
aiden
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tale
と
し
て
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
に
広
く
散
在
す
る
〈
羽
衣
伝
説
〉
＝
「
白
鳥
乙
女
伝
説
」
は
本

来
別
に
論
じ
る
べ
き
大
き
な
伝
説
群
な
の
で
あ
る
が
、〈
七
夕
伝
説
〉
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
な
範
囲
で
、
こ
の
〈
羽
衣
伝
説
〉

の
意
義
を
簡
単
に
お
さ
え
て
お
こ
う
。

七
夕
伝
説
に
結
び
つ
い
た
も
の
も
含
め
て
、
世
界
に
散
ら
ば
る
〈
羽
衣
伝
説
〉
＝
「
白
鳥
乙
女
伝
説
」
に
お
お
よ
そ
共
通
す
る

核
心
的
な
モ
チ
ー
フ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(Ａ
)
天
か
ら
や
っ
て
き
た
若
い
女
た
ち
(白
鳥
)が
地
上
の
泉
で
水
浴
び
を
し
て
い
る
。

(Ｂ
)
そ
れ
を
覗
き
見
た
男
が
、
女
の
衣
を
盗
む
。

(Ｃ
)
天
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
女
は
や
む
を
え
ず
男
と
結
婚
す
る
。

(Ｄ
)
女
は
子
ど
も
を
生
む
。

(Ｅ
)
衣
を
取
り
返
し
た
女
は
天
に
帰
る
。

こ
の
伝
説
群
の
内
容
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
生
殖
と
出
産
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
。
(Ａ
)の
無
限
に

水
の
湧
き
出
る
美
し
い
泉
は
豊
饒
な
生
命
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
そ
こ
で
裸
体
で
水
浴
び
を
す
る
若
い
女
た
ち
は
、
男
た
ち
が

性
交
を
望
む
対
象
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
生
命
を
生
み
出
す
母
な
る
存
在
で
も
あ
る()。
ち
な
み
に
い
え
ば
、
元
来
の
、
織
女

と
牽
牛
が
再
会
す
る
舞
台
で
あ
る
天
の
川
も
、
天
上
に
あ
る
と
は
い
え
、
美
し
く
豊
か
な
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
と
も
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
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同
時
に
、
(Ｂ
)と
(Ｃ
)に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
男
女
の
結
婚
は
、
衣
を
盗
ん
で
隠
し
続
け
る
と
い
う
男
の
側
の
詐
取
と
強
制
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。〈
七
夕
伝
説
〉
の
古
形
に
お
け
る
結
婚
が
相
互
的
な
歓
び
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
結
婚
は
男
の
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
女
は
や
む
を
え
ず
男
の
言
う
こ
と
に
従
う
の
で
あ
り
、
古

代
の
結
婚
の
形
態
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
暴
力
的
な
略
奪
婚
の
名
残
を
感
じ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
婚
に
よ
っ

て
利
益
を
え
る
の
は
男
で
あ
っ
て
、
男
は
伴
侶
を
得
た
う
え
に
子
ど
も
ま
で
得
る
こ
と
に
な
る
(Ｄ
)。
一
方
、
女
は
天
に
帰
れ
ず

不
本
意
な
結
婚
と
出
産
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
い
か
に
不
本
意
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
最
後
に
女
が
去
る
(Ｅ
)

こ
と
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
る
。

世
界
的
に
み
て
も
最
も
古
い
〈
羽
衣
伝
説
〉
と
も
さ
れ
る
、
晋
代
の
『
玄
中
記
』
な
ら
び
に
『
捜
神
記
』
に
記
さ
れ
た
羽
衣
伝

説
を
み
る
と
、
そ
う
し
た
男
の
暴
力
性
が
よ
り
露
骨
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
こ
こ
で
は
後
者

の
全
文
を
示
す
。

豫
章
群
新
喩
県
に
住
む
男
が
、
田
の
中
で
六
、
七
人
の
娘
を
見
か
け
た
。
み
な
毛
の
衣
を
着
て
い
て
、
鳥
か
人
間
か
わ
か

ら
な
い
。
そ
ば
ま
で
は
っ
て
行
き
、
一
人
の
娘
の
ぬ
い
で
お
い
た
毛
の
衣
を
か
く
し
て
か
ら
、
さ
っ
と
近
寄
っ
て
つ
か
ま
え

よ
う
と
し
た
。
鳥
た
ち
は
み
な
飛
び
去
っ
た
が
、
一
羽
だ
け
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
男
は
そ
れ
を
家
に
連
れ
帰
っ
て

女
房
に
し
、
三
人
の
娘
を
生
ま
せ
た
。
そ
の
後
、
女
房
は
娘
た
ち
に
言
い
つ
け
て
父
親
に
た
ず
ね
さ
せ
、
毛
の
衣
が
稲
束
を

積
ん
だ
下
に
か
く
し
て
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
そ
れ
を
見
つ
け
出
し
、
身
に
つ
け
て
飛
び
去
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
時
が
た

っ
て
、
母
親
は
三
人
の
娘
を
迎
え
に
帰
っ
て
来
た
。
す
る
と
娘
た
ち
も
飛
べ
る
よ
う
に
な
り
、
み
な
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た()。

( )



こ
の
古
い
羽
衣
伝
説
は
、
娘
が
「
鳥
か
人
間
か
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
、
あ
る
い
は
、
出
会
い
が
泉
や
川
で
は
な
く
田
の
中
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
あ
き
ら
か
に
ま
だ
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
羽
衣
伝
説
が
内
包
す
る
男
の
女
へ
の
暴
力
性
が

あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。
最
初
の
出
会
い
が
暴
力
的
で
あ
る
(覗
き
見
て
、
盗
ん
で
、
捕
ま
え
る
)の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
関
係
に
お

い
て
も
鳥
＝
女
の
遺
志
は
尊
重
さ
れ
た
様
子
も
な
く
、
一
方
的
で
暴
力
的
な
関
係
が
続
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
(連
れ
帰
っ
て
、

女
房
に
し
て
、
娘
を
生
ま
せ
る
)。
唐
宋
間
の
も
の
と
さ
れ
る
句
道
興
撰
の
『
捜
神
記
』
に
は
も
う
少
し
洗
練
さ
れ
典
型
的
な
羽
衣

伝
説
で
あ
る
「
田
崑
崙
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
男
が
強
引
に
天
女
と
結
婚
し
て
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
衣
を
取
り
戻
す

と
天
女
は
た
ち
ま
ち
去
っ
て
行
く
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
同
様
の
暴
力
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
こ
の
〈
羽
衣
伝
説
〉
＝
「
白
鳥
乙
女
型
」
の
伝
説
は
、
豊
饒
な
生
命
の
源
で
あ
る
女
か
ら
男
が
暴

力
的
に
利
益
を
得
る
、
と
い
う
男
の
一
方
的
な
願
望
の
物
語
な
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
「
牛
郎
型
」
と
母
の
テ
ー
マ

〈
七
夕
伝
説
〉
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
元
来
の
儚
い
永
遠
性
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
と
も
な
う
「
天
上
双
星
型
」
か
ら
出
発
し
て
、

〈
董
永
説
話
〉
に
お
け
る
世
俗
性
や
〈
羽
衣
伝
説
〉
に
お
け
る
性
愛
の
豊
饒
性
と
暴
力
性
の
テ
ー
マ
な
ど
を
取
り
込
み
変
異
を
と

げ
た
う
え
で
、
一
つ
の
完
成
型
に
至
る
。
そ
れ
が
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
牛
郎
型
」
で
あ
り
、
広
く
民
間
に
伝
承
さ
れ
「
揚
子
江
以

北
一
帯
か
ら
内
蒙
東
北
に
か
け
て
分
布()」
し
、
演
劇
に
お
け
る
〈
七
夕
伝
説
〉
に
お
い
て
も
、
清
の
嘉
慶
年
間
(一
七
九
六
-一
八

二
〇
)に
は
秦
腔
に
「
牛
郎
型
」
が
登
場
し
、
各
地
で
同
様
の
も
の
が
広
く
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
清
末
に
は
「
牛
郎
型
」
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が
演
劇
に
お
け
る
〈
七
夕
伝
説
〉
の
主
流
と
な
っ
た()。「
牛
郎
型
」
は
今
日
で
は
中
国
全
体
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
〈
七
夕

伝
説
〉
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う()。
な
お
、
日
本
に
は
こ
の
「
牛
郎
型
」
の
七
夕
伝
説
が
伝
わ
っ
た
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら

な
い
が
、
喜
界
島
に
は
、
牛
飼
い
と
「
天
降

あ
む
り

子こ

」
の
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
「
牛
郎
型
」
と
か
な
り
重
な
る()。

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
、
こ
の
「
牛
郎
型
」
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
て
い
る
。

(Ａ
)
牛
を
飼
っ
て
い
る
た
め
に
牛
郎
と
よ
ば
れ
る
貧
し
い
若
者
が
、
兄
夫
婦
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
。

(Ｂ
)
嫂
に
い
じ
め
ら
れ
、
殺
害
さ
れ
そ
う
に
な
る
。

(Ｃ
)
牛
に
助
言
さ
れ
て
、
兄
夫
婦
と
分
家
し
て
、
牛
だ
け
を
も
ら
っ
て
、
暮
ら
す
。

(Ｄ
)
牛
に
導
か
れ
て
、
泉
(河
)に
仙
女
た
ち
が
水
浴
び
に
来
た
の
を
覗
き
見
る
。

(Ｅ
)
そ
の
中
の
一
人
の
羽
衣
を
隠
す
。

(Ｆ
)
天
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
仙
女
＝
織
女
は
や
む
を
え
ず
男
の
妻
と
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
。

(Ｇ
)
男
の
子
と
女
の
子
が
生
ま
れ
成
長
す
る
。

(Ｈ
)
織
女
は
、
衣
を
見
つ
け
て
そ
れ
を
は
お
っ
て
飛
び
去
る
。

(Ｉ
)
牛
郎
は
、
牛
の
皮
を
剝
い
で
そ
れ
を
着
て
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
織
女
を
追
い
か
け
る
。

(Ｊ
)
牛
郎
は
織
女
と
再
会
す
る
が
、
西
王
母
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
、
年
に
一
度
だ
け
七
月
七
日
に
逢
う
こ
と
に
な
る
。

従
来
の
〈
七
夕
伝
説
〉
と
比
べ
た
と
き
に
、
最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、「
牛
」
(し
ば
し
ば
黄
牛
と
さ
れ
る
)
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が
登
場
し
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

心
理
学
者
の
ブ
ル
ー
ノ
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
、
欧
州
を
中
心
に
数
多
く
の
昔
話
を
網
羅
的
に
論
じ
た
著
書
の
な
か
で
、「
子

ど
も
時
代
の
理
想
化
さ
れ
た
母
親
の
記
憶
が
、
我
々
の
内
的
な
経
験
の
重
要
な
一
部
分
と
し
て
生
き
続
け
て
い
れ
ば
、
最
悪
の
事

態
に
立
ち
至
っ
た
時
で
も
、
我
々
の
支
え
に
な
り
う
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
の
類
話
の
中
に
は
、
死
ん

だ
母
親
が
、
仔
牛
や
雌
牛
、
山
羊
そ
の
他
の
動
物
に
姿
を
変
え
て
、
魔
法
で
主
人
公
を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
も
と
も
と
の
母
親
が
、
雌
牛
と
か
、
地
中
海
周
辺
の
国
で
は
山
羊
と
か
の
、
乳
を
く
れ

る
動
物
に
、
象
徴
的
に
置
き
換
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る()。
ユ
ン
グ
も
ま
た
、「
母
元
型
」
の
典
型
的
な
形
態

の
一
つ
と
し
て
「
牝
牛
」
を
あ
げ
、「
母
の
象
徴
で
あ
る
天
の
雌
牛
」
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る()。

「
牛
郎
織
女
」
に
で
て
く
る
牛
は
、
当
然
乳
を
く
れ
る
動
物
で
あ
り
(と
く
に
黄
牛
は
乳
用
と
し
て
も
優
れ
て
い
る
ら
し
い
)、
し
か

も
い
つ
も
牛
郎
に
よ
り
そ
い
、
ま
る
で
す
べ
て
を
お
見
通
し
で
あ
る
か
の
よ
う
に
牛
郎
を
教
え
導
き
、
そ
の
窮
地
を
救
う
の
で
あ

る
か
ら
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
い
う
よ
う
な
理
想
化
さ
れ
た
母
親
の
象
徴
的
置
き
換
え
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と

り
わ
け
、
自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
、
牛
郎
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
天
に
昇
ら
せ
る
と
い
う
牛
の
姿
に
は
、
子
ど
も
の
た
め
に
自

己
を
犠
牲
に
す
る
ほ
ど
の
深
い
愛
情
を
も
っ
た
、
著
し
く
理
想
化
さ
れ
た
母
親
像
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る()。

他
方
、
牛
郎
を
い
じ
め
て
殺
そ
う
と
す
る
嫂
は
、
民
間
伝
承
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
継
母
的
な
存
在
で
あ
り
、
ユ
ン
グ
派
の
民

話
研
究
な
ど
に
お
い
て
語
ら
れ
て
き
た
「
悪
い
母
親
」
の
典
型
的
な
姿
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
牛
郎
型
」

に
お
い
て
は
、
物
語
の
深
層
心
理
的
な
レ
ベ
ル
で
、
良
い
母
＝
牛
と
悪
い
母
＝
嫂
と
に
分
裂
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
い
か
な
る
「
牛
郎
型
」
の
物
語
に
お
い
て
も
、
牛
郎
の
実
母
が
登
場
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
母
の
分
裂
と
い
う
解
釈
を
傍
証
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し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
物
語
世
界
に
あ
っ
て
「
よ
い
母
親
」
と
は
、
子
ど
も
に
た
っ
ぷ
り
と
美
味
し
い
も
の
を
あ
た
え
て

く
れ
る
も
の
だ
が
、「
悪
い
母
親
」
は
、
子
ど
も
に
食
べ
物
を
く
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
牛
郎
の
嫂
も
し
ば
し
ば
、
牛
郎
が
牛
と

と
も
に
外
に
出
て
い
る
あ
い
だ
に
、
家
で
ご
馳
走
を
つ
く
っ
て
夫
婦
だ
け
で
食
べ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
何
で
も
お
見
通
し
の
牛

が
教
え
て
く
れ
た
の
で
、
牛
郎
は
帰
宅
し
て
ご
馳
走
に
あ
り
つ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
牛
は
豊
饒
を
も
た
ら
す
よ
き
母
で
あ
り
、

嫂
は
や
せ
衰
え
さ
せ
る
恐
ろ
し
い
母
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
物
語
で
は
、
こ
の
良
い
母
に
導
か
れ
て
牛
郎
は
、
悪
い
母
親
の
暴
虐
か
ら
脱
出
し
て
、
織
女
と
い
う
若
い
美
し
い
女

と
出
会
い
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
良
い
母
親
」
か
ら
「
若
い
美
し
い
女
」
へ
と
い
う
物
語
の
展
開
は
、
ま
っ
た
く
直
裁
な

願
望
充
足
で
あ
り
、
多
く
の
民
間
伝
承
で
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
最
も
知
ら
れ
た
民
話
で
あ
る
『
浦

島
太
郎
』
も
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
老
母
と
暮
ら
し
て
い
た
太
郎
が
、
老
母
を
残
し
て
亀
に
導
か
れ
る
ま
ま
に
竜
宮
に
赴
き
、

乙
姫
と
結
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る()。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
「
牛
郎
型
」
は
、
七
月
七
日
の
夜
に
い
つ
ま
で
も
再
会
し
続
け
る
と
い
う
元
来
の
モ
チ
ー
フ

や
、
水
辺
で
の
織
女
と
の
出
会
い
(な
い
し
再
会
)、
主
人
公
の
勤
勉
で
誠
実
な
性
格
類
型
な
ど
、「
董
永
型
」
を
引
き
継
い
で
い
る

部
分
も
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
大
き
く
異
な
っ
て
も
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
董
永
型
」
が
、
国
家
的
・
父
権
的
な
権
力
構
造
の

な
か
で
展
開
し
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、「
牛
郎
型
」
で
は
、「
母
」
の
テ
ー
マ
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、
願
望
充
足
的

に
理
想
化
さ
れ
た
母
に
抱
か
れ
導
か
れ
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
の
造
形
も
、
毅
然
と
身
を
売
り
過
剰
な
ま
で
に
道
徳
的

な
董
永
に
比
べ
て
牛
郎
は
よ
り
若
く
、
大
人
と
い
う
よ
り
は
少
年
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

「
牛
郎
型
」
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
、
牛
郎
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
織
女
を
追
い
か
け
る
モ
チ
ー
フ
も
、
こ
の
幼
さ
を
表
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し
て
い
る()。
最
初
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
慌
て
て
追
い
か
け
て
追
い
つ
け
な
い
と
わ
か
る
と
泣
き
崩
れ
る
と
い
う
態
度
は
、
夫
の

も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
母
を
恋
い
慕
う
子
ど
も
の
姿
に
ふ
さ
わ
し
い
。
夫
婦
の
仲
を
最
終
的
に
裂
く
の
が
、「
天
上
双
星
型
」

で
は
、
天
帝
で
あ
っ
た
の
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
次
第
に
西
王
母
が
担
う
よ
う
に
な
り
、
織
女
を
追
い
か
け
る
牛
郎
と
そ
の
子

ど
も
た
ち
に
た
い
し
て
か
ん
ざ
し
を
抜
い
て
天
の
川
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
の
は
、
時
に
織
女
自
身
で
あ
る
が
、
民

間
伝
承
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
西
王
母
で
あ
る()。
西
王
母
と
い
う
偉
大
な
母
に
わ
け
も
な
く
敗
れ
去
っ
た
牛
郎
は
、
し
か
し
そ
の

西
王
母
の
情
け
で
、
年
に
一
度
だ
け
織
女
に
再
会
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、〈
七
夕
伝
説
〉
の
長
い
変
遷
の
な
か
に
は
、
父
権
的
な
権
力
の
テ
ー
マ
か
ら
母
の
テ
ー
マ
へ
の
転
換
が
み
ら
れ

る
の
だ
が
、
一
般
に
「
難
題
型
」
と
分
類
さ
れ
る
〈
七
夕
伝
説
〉
の
状
況
を
み
て
も
、
こ
の
転
換
が
み
て
と
れ
る
。

こ
の
「
難
題
型
」
は
、
し
ば
し
ば
前
半
は
「
牛
郎
型
」
に
似
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
は
、
織
女
を
追
っ
て
天
に
昇
っ
た
牛
郎
に

た
い
し
て
織
女
の
父
で
あ
る
天
帝
が
娘
と
再
び
一
緒
に
な
り
た
い
な
ら
何
々
を
な
せ
、
と
い
っ
た
難
題
を
課
し
て
、
そ
れ
に
た
い

し
て
牛
郎
が
挑
戦
を
す
る
、
と
い
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る()。
こ
の
後
半
の
パ
タ
ー
ン
は
、〈
七
夕
伝
説
〉
に
固
有
の
も
の
で
は
な

く
、
古
今
東
西
の
「
英
雄
物
語
」
と
分
類
さ
れ
る
物
語
等
に
よ
く
み
ら
れ
る
、
父
権
的
な
も
の
と
の
対
決
の
テ
ー
マ
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る()。
こ
の
「
難
題
型
」
と
比
べ
る
と
「
父
」
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
テ
ー
マ
が
典
型
的
な
「
牛
郎
型
」
に
は
ま
っ
た

く
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
難
題
型
」
が
も
っ
ぱ
ら
中
国
の
な
か
で
も
周
辺
的
な
少
数
民
族
に
多

く
み
ら
れ
漢
民
族
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
そ
も
そ
も
の
「
天
上
双
星
型
」
に
は
天
帝
と
い
う
父
権

的
な
人
物
に
よ
る
二
人
の
別
れ
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
た
の
が
「
牛
郎
型
」
で
は
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
か
ら
も
、
父
の
テ
ー
マ
の
消
滅
は
〈
七
夕
伝
説
〉
の
発
展
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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五
「
七
星
型
」
と
女
神
信
仰
の
流
れ

〈
七
夕
伝
説
〉
は
長
い
変
遷
を
経
る
な
か
で
、
若
い
男
女
の
素
朴
な
性
愛
的
な
物
語
か
ら
、
父
権
的
な
も
の
へ
の
ル
サ
ン
チ
マ

ン
を
表
現
し
た
物
語
へ
、
そ
し
て
性
愛
の
暴
力
性
と
豊
か
さ
を
暗
示
す
る
テ
ー
マ
を
馴
化
し
な
が
ら
、
よ
う
や
く
母
か
ら
の
愛
情

へ
の
依
存
の
夢
を
メ
タ
フ
ァ
ー
的
に
表
現
す
る
、
幼
い
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
根
源
的
な
精
神
を
語
る
物
語
へ
と
変
容

を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
後
の
母
の
テ
ー
マ
は
、
近
世
以
降
の
中
国
に
あ
っ
て
母
を
め
ぐ
る
物
語
が
、

〈
目
連
救
母
〉
や
〈
白
蛇
伝
〉
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
次
第
に
増
え
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
と
平
行
す
る
現
象
な
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

〈
七
夕
伝
説
〉
は
、
こ
の
「
牛
郎
型
」
を
も
っ
て
現
在
の
中
国
(と
く
に
北
方
)で
は
も
っ
と
も
典
型
的
な
形
態
と
な
る
の
だ
が
、

華
南
で
は
「
七
星
型
」
(あ
る
い
は
七
星
始
祖
型
)と
よ
ば
れ
る
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た()。
こ
の
型
の
物
語
は
、
華
南
を
中
心
に

各
地
の
演
劇
と
民
間
伝
承
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
「
董
永
型
」
に
後
日
譚
的
な
プ
ロ
ッ
ト
を
つ
け
加
え
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
日
譚
的
な
部
分
は
、
典
型
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
か
ら
な
る()。

(Ａ
)
董
永
と
織
女
の
子
ど
も
董
仲
舒
は
、
母
親
が
い
な
い
こ
と
を
学
塾
の
友
人
に
か
ら
か
わ
れ
る
。

(Ｂ
)
天
上
の
秘
密
を
知
る
、
仲
舒
の
学
塾
の
先
生
(あ
る
い
は
占
い
師
)が
、
母
親
は
仙
女
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
再
会
で

き
る
こ
と
を
仲
舒
に
教
え
る
。
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(Ｃ
)
仲
舒
は
、
言
わ
れ
た
通
り
に
、
泉
(あ
る
い
は
海
辺
)に
行
き
、
そ
こ
に
現
れ
た
七
人
の
仙
女
の
う
ち
の
一
人
の
衣
を

隠
す
。

(Ｄ
)
仲
舒
は
、
母
と
再
会
し
、
一
緒
に
家
に
帰
る
こ
と
を
懇
願
す
る
。

(Ｅ
)
母
は
、
仲
舒
に
二
つ
の
贈
り
も
の
を
与
え
、
天
に
帰
る
。

(Ｆ
)
仲
舒
が
、
そ
の
贈
り
も
の
の
一
つ
を
先
生
に
わ
た
す
と
、
書
物
が
焼
け
て
も
は
や
天
上
界
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

(Ｇ
)
も
う
一
つ
の
贈
り
も
の
の
お
か
げ
で
、
董
仲
舒
は
出
世
す
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
物
語
が
「
七
星
型
」
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
七
人
の
仙
女
た
ち
が
、「
七
星
」
と
な
っ
て
夜
空

に
輝
い
て
い
る
、
と
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
七
星
型
」
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
物
語
が
、
董
永
と
織
女
の
話
で

あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
織
女
と
そ
の
息
子
の
話
へ
と
、
さ
ら
に
は
織
女
を
中
心
と
し
た
話
へ
と
重
心
を
大
き
く
移
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
最
初
期
の
〈
董
永
説
話
〉
で
は
、
織
女
は
、
天
帝
か
ら
与
え
ら
れ
る
褒
美
に
す
ぎ
ず
彼
女
自
身
の
感
情
も
意
思

も
少
し
も
描
か
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
七
星
型
」
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
る
も
の
の
、
多
か
れ
少

な
か
れ
織
女
の
言
動
は
彼
女
自
身
の
決
断
と
意
志
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
物
語
は
彼
女
の
立
場
か
ら
展
開
す
る
場
合
が
多
い
。
例

え
ば
、
黄
梅
戯
の
「
天
仙
配
」
で
は
、
天
上
の
織
女
は
姉
た
ち
と
と
も
に
下
界
の
董
永
の
様
子
を
み
て
好
ま
し
く
思
い
、
自
ら
の

意
志
で
「
下
凡
」
(天
上
の
人
が
地
上
に
降
り
て
人
間
と
な
る
)し
、
真
面
目
な
董
永
を
巧
み
に
説
得
し
て
夫
婦
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
力
は
、
董
永
の
孝
行
や
天
帝
の
力
で
は
な
く
、
織
女
自
身
の
意
志
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る()。
ち
な
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み
に
、
こ
の
演
劇
は
黄
梅
戯
の
代
表
的
演
目
と
な
り
、
一
九
五
五
年
に
映
画
化
さ
れ
(元
の
演
劇
に
か
な
り
忠
実
な
も
の
と
思
わ
れ
る
)、

普
及
期
に
あ
っ
た
テ
レ
ビ
で
繰
り
返
し
上
映
さ
れ
て
、
か
な
り
の
人
気
と
な
っ
た
そ
う
で
あ
る()。

織
女
の
感
情
や
意
思
が
明
確
に
な
り
、
事
実
上
主
人
公
が
織
女
へ
と
代
わ
っ
て
い
く
傾
向
は
、「
七
星
型
」
だ
け
で
は
な
く
、

「
牛
郎
型
」
に
も
実
は
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
刊
行
の
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
宝
巻
「
鵲
橋
宝
巻
」
で
は
、
ま
ず
最

初
に
下
界
の
美
し
い
風
景
に
織
女
が
惹
か
れ
下
凡
す
る
こ
と
が
描
か
れ
、
し
か
る
の
ち
に
牛
郎
に
衣
を
奪
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の

さ
い
も
や
む
を
え
ず
牛
郎
と
結
婚
し
た
の
で
は
な
く
、
牛
郎
の
「
相
貌
堂
々
、
人
品
端
正
」
な
こ
と
に
惹
か
れ
、
こ
れ
は
宿
縁
な

の
だ
と
姉
妹
を
説
得
し
て
、
結
婚
す
る
。
そ
の
後
も
、
大
筋
は
「
牛
郎
型
」
で
あ
り
な
が
ら
、
活
躍
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
織
女
な

の
で
あ
る()。

こ
の
「
七
星
型
」
を
「
牛
郎
型
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、「
牛
郎
型
」
に
お
い
て
、
母
と
息
子
の
テ
ー
マ
は
牛
と
牛
郎
の
物
語

と
し
て
メ
タ
フ
ァ
ー
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、「
七
星
型
」
で
は
、
母
と
息
子
の
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
と
し
て
正
面
か
ら
そ

の
ま
ま
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
牛
郎
型
」
に
お
い
て
、
女
の
豊
か
な
生
産
性
を
象
徴
す
る
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
の

一
つ
で
あ
っ
た
泉
で
の
仙
女
と
の
出
会
い
も
、
今
度
は
母
と
息
子
の
再
会
の
場
面
に
す
り
替
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
七
星
型
」

で
は
、
し
ば
し
ば
、
牛
郎
が
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
天
に
昇
っ
て
織
女
を
探
す
さ
い
、
同
じ
容
貌
の
七
仙
女
の
な
か
か
ら
織
女
を

探
し
出
す
の
は
夫
で
あ
る
牛
郎
で
は
な
く
子
ど
も
た
ち
だ
、
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
織
女
と
牛
郎
(董
永
)と
の
絆
よ
り
も
、
織
女

と
子
ど
も
た
ち
の
絆
の
方
が
深
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
示
し
て
い
る()。

さ
ら
に
、
華
南
の
沿
岸
部
や
台
湾
で
は
、
こ
の
織
女
を
含
め
た
七
人
の
仙
女
た
ち
が
、
子
ど
も
を
授
け
子
ど
も
を
守
る
神
と
し

て
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
台
南
で
は
二
百
年
ほ
ど
ま
え
か
ら
、
子
ど
も
が
十
六
才
に
な
っ
た
さ
い
に
無
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事
に
成
人
し
た
こ
と
を
「
七
星
娘
娘
」
に
感
謝
す
る
「
做
十
六
歳
」
と
い
う
祭
礼
が
開
隆
宮
と
い
う
廟
で
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、

こ
の
「
七
星
娘
娘
」
と
は
、
織
女
と
そ
の
姉
た
ち
な
の
で
あ
る
。
開
隆
宮
に
は
、
織
女
に
同
情
し
た
姉
た
ち
が
織
女
の
二
人
の
子

ど
も
の
成
長
を
助
け
た
、
と
い
っ
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ()。

む
ろ
ん
、
こ
う
な
る
と
も
は
や
、
本
来
の
牽
牛
(牛
郎
)と
織
女
と
の
物
語
で
あ
る
は
ず
の
〈
七
夕
伝
説
〉
の
発
展
の
文
脈
よ
り

は
、
近
世
以
降
に
華
南
・
台
湾
に
お
い
て
広
が
っ
た
女
神
信
仰
と
い
う
よ
り
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
一
部
地
域
で
〈
七
夕
伝
説
〉
が
女
神

信
仰
の
発
展
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
の
前
提
に
は
、「
牛
郎
型
」
以
降
の
〈
七
夕
伝
説
〉
に
内
包
さ
れ
て
「
七
星
型
」

で
い
っ
そ
う
豊
か
に
表
現
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
母
な
る
も
の
へ
の
憧
憬
の
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

〈
七
夕
伝
説
〉
が
最
後
に
辿
り
着
い
た
、
織
女
の
意
思
と
感
情
と
を
中
心
と
す
る
ド
ラ
マ
や
華
南
・
台
湾
に
お
け
る
母
親
的
な

女
神
と
し
て
の
織
女
へ
の
信
仰
は
、
か
つ
て
の
〈
羽
衣
伝
説
〉
に
垣
間
み
ら
れ
た
、
男
が
女
を
強
奪
す
る
暴
力
的
な
世
界
と
は
は

る
か
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。

最
後
に
少
し
だ
け
歴
史
社
会
学
的
考
察
を
つ
け
加
え
る
と
、
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
物
語
世
界
の
な
か
だ
け
の
変
化
な
の
で

は
な
く
、
中
国
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
静
か
に
す
す
ん
だ
「
文
明
化
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
文
明
化
と
は
、
社
会
学
者
の
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
に
よ
れ
ば
、
集
権
的
な
社
会
的
・
国
家
的
秩
序
の
拡
大
・
深
化
と
と
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も
に
個
々
の
人
間
の
行
動
や
精
神
の
あ
り
方
さ
え
も
変
わ
っ
て
い
く
大
き
な
運
動
の
こ
と
で
あ
る()。〈
七
夕
伝
説
〉
の
変
容
か
ら

み
え
て
く
る
の
は
、
ご
く
雑

に
い
う
な
ら
ば
、
文
明
化
が
、
男
た
ち
の
暴
力
性
を
矯
め
つ
つ
、
人
々
を
「
董
永
型
」
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
超
自
我
的
な
主
体
へ
と
駆
り
立
て
な
が
ら
、
そ
の
裏
で
は
「
牛
郎
型
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
喪
わ
れ
た
は
ず
の
母
に
い

つ
ま
で
も
頼
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
、
よ
り
繊
細
で
幼
児
的
で
も
あ
る
願
望
の
発
現
を
も
促
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
文
明
化
に
と
も
な
う
〈
七
夕
伝
説
〉
の
変
容
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
た
ち
で
は
な
く
、
文
明
化
の
力

に
よ
り
強
く
深
く
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
男
た
ち
の
願
望
を
満
た
す
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、
比
較
的
最
近
発
展
し
た
の
で
あ
ろ

う
、「
七
星
型
」
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
男
性
中
心
性
は
か
な
り
弱
く
な
っ
て
、
女
た
ち
が
よ
り
共
感
し
や
す
い
女

性
主
体
の
ド
ラ
マ
へ
と
変
貌
を
と
げ
、
さ
ら
に
は
母
な
る
も
の
へ
の
希
求
が
信
仰
と
い
う
社
会
的
な
か
た
ち
に
結
び
つ
く
ま
で
に

高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
七
夕
伝
説
〉
の
変
容
は
、
男
女
の
性
愛
的
関
係
だ
け
で
な
く
親
子
の
自

然
な
情
愛
も
重
ん
じ
る
女
性
的
な
感
受
性
に
次
第
に
傾
い
て
い
く
近
世
の
中
国
文
明
全
体
の
展
開
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
よ
う
に
私
的
で
精
神
的
な
領
域
が
豊
饒
に
な
っ
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
文
明
化
と
い
う
大
き
な
運
動
の
一
つ
の
帰
結

で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、〈
七
夕
伝
説
〉
が
二
千
年
程
度
以
上
に
渡
っ
て
守
っ
て
き
た
、
牽
牛
と
織
女
が
い
つ
ま
で
も
年
に

一
度
七
夕
の
日
だ
け
に
再
会
し
続
け
る
と
い
う
、
ど
こ
か
儚
く
も
美
し
い
永
遠
性
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
は
、
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら

大
人
の
異
性
間
と
い
う
よ
り
は
、
母
と
子
と
の
理
想
化
さ
れ
た
関
係
の
象
徴
で
あ
り
永
遠
化
で
あ
っ
た
と
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と

も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
あ
ま
り
に
現
代
的
な
想
像
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

( )



注(
)
賀
学
君
「〝
牛
郎
織
女
〞
在
国
外
」
施
愛
東
編
『
中
国
牛
郎
織
女
伝
説
研
究
巻
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
(桂
林
)、
出
版
年
不
明
。

(
)
『
白
川
静
著
作
集
』
第
十
一
巻
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
折
口
信
夫
「
七
夕
祭
り
の
話
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
七
巻
、
中
央
公
論

社
、
一
九
九
六
年
、
柳
田
國
男
「
犬
飼
七
夕
譚
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
十
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
石
沢
誠
司
『
七
夕
の

紙
衣
と
人
形
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
等
。

(
)
「
牛
郎
織
女
的
故
事
」『
中
国
民
間
故
事
全
書
上
海
・
長
寧
巻
』
知
識
産
権
出
版
社
(北
京
)、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
三
-四
頁
。

(
)
〈
七
夕
伝
説
〉
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
限
ら
れ
た
資
料
し
か
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
多
く
の
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
古
い

が
詳
細
な
も
の
と
し
て
、
出
石
誠
彦
「
牽
牛
織
女
説
話
の
考
察
」『
文
学
思
想
研
究
』
(早
稲
田
大
学
文
学
部
)第
八
巻
、
一
九
二
八
年
(前

掲
『
中
国
牛
郎
織
女
伝
説
研
究
巻
』
採
録
)。
そ
の
起
源
を
周
代
に
ま
で
遡
れ
る
と
す
る
研
究
者
も
い
る
(蔣
明
智
「
牛
郎
織
女
伝
説
新

探
」
前
掲
『
中
国
牛
郎
織
女
伝
説
研
究
巻
』)。

(
)
こ
の
文
は
佚
文
で
本
当
に
宗
懍
の
『
荊
楚
歳
時
記
』
の
も
の
か
疑
い
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
同
様
の
記
述
は
同
時
代
の
殷
芸
の
『
小
説
』

に
も
あ
る
。

(
)
〈
七
夕
伝
説
〉
を
、
丘
慧
瑩
は
、「
天
上
双
星
型
」
と
「
人
間
牛
郎
型
」
に
大
別
し
て
論
じ
て
い
る
。『
牛
郎
織
女
戲
劇
研
究
』
国
家
出

版
社
(台
北
)、
二
〇
一
四
年
。

(
)
洪
昇
(岩
城
秀
夫
訳
)『
長
生
殿
』
平
凡
社
(東
洋
文
庫
)、
二
〇
〇
四
年
、
一
九
一
頁
。

(
)
エ
リ
ア
ー
デ
(堀
一
郎
訳
)『
永
遠
回
帰
の
神
話
』
未
来
社
、
一
九
六
三
年
、
八
五
頁
。

(
)
小
南
一
郎
は
、
元
来
の
七
夕
伝
説
に
は
、
男
女
二
神
の
再
会
に
よ
る
宇
宙
の
再
生
と
い
う
宗
教
的
な
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
示

し
て
い
る
。
小
南
一
郎
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
。

(
)
陳
泳
超
編
『
中
国
牛
郎
織
女
伝
説
民
間
文
学
巻
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
出
版
年
不
明
、
四
九
五
頁
。

(
)
同
上
、
四
三
二
頁
。

(
)
前
掲
『
西
王
母
と
七
夕
伝
承
』
一
九
頁
。
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(
)
例
え
ば
、
遼
寧
省
の
「
牛
郎
織
女
」
で
は
、
七
夕
の
日
の
雨
は
二
人
の
涙
な
の
だ
が
、「
牛
郎
と
織
女
は
年
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
、
昔

ほ
ど
に
は
泣
か
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
結
末
を
も
つ
。
前
掲
『
中
国
牛
郎
織
女
伝
説
民
間
文
学
巻
』
五
頁
。

(
)
〈
七
夕
伝
説
〉
と
〈
董
永
説
話
〉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
洪
淑
苓
『
牛
郎
織
女
研
究
』
(学
生
書
局
(台
北
)、
一
九
八
八
年
)が
最
も
詳

し
い
。

(
)
干
宝
(竹
田
晃
訳
)『
捜
神
記
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
〇
-六
一
頁
。

(
)
黒
田
彰
は
、『
孝
子
伝
』
を
分
析
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
倒
錯
的
な
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
跡
づ
け
て
い
る
。『
孝
子
伝
の
研

究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。

(
)
前
掲
『
牛
郎
織
女
研
究
』、
六
五
-一
三
七
頁
。
な
お
、
こ
の
〈
董
永
説
話
〉
は
日
本
に
伝
わ
っ
た
形
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
石
垣
に

は
ほ
ぼ
同
じ
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
(飯
倉
照
平
「
董
永
型
説
話
の
伝
承
と
沖
縄
の
昔
話
」『
人
文
学
報
』
(東
京
都
立
大
学
)第
二
一
三
号
、

一
九
九
〇
年
)。
な
お
、『
天
河
配
』
の
名
を
冠
す
る
作
品
は
各
地
の
演
劇
で
上
演
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
身
は
「
董
永
型
」
に
属
す
る
も
の

や
「
牛
郎
型
」
に
属
す
る
も
の
以
外
に
も
、
牛
郎
と
嫂
な
ら
び
に
そ
の
父
親
と
の
争
い
を
主
題
と
す
る
も
の
が
多
く
、
こ
の
最
後
の
型
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
〈
七
夕
伝
説
〉
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
あ
る
と
は
い
い
難
く
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
丘
慧
衿
編
『
中
国
牛
郎

織
女
伝
説
俗
文
学
巻
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
出
版
年
不
明
。

(
)
こ
の
「
白
鳥
乙
女
伝
説
」
の
心
理
学
的
解
釈
の
文
献
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
河
合
隼
雄
は
、「
羽
衣
伝
説
」
に
お
け
る
「
泉
」
を
、
傷

つ
い
た
者
を
い
や
す
ア
ニ
マ
的
な
場
所
＝
人
と
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。H

ayaoK
aw
ai,Buddhism

and
theA

rtofPsychotherapy,
T
exsa

A
&
M
U
niversity

Press,
.pp.

-

(
)
前
掲
『
捜
神
記
』
四
二
六
-七
頁
。

(
)
君
島
久
子
「
中
国
の
羽
衣
説
話
：
そ
の
分
布
と
系
譜
」
福
田
晃
編
『
日
本
昔
話
研
究
集
成
』
第
二
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
、
一

八
四
頁
。

(
)
前
掲
『
牛
郎
織
女
戲
劇
研
究
』
一
一
八
頁
。

(
)
「
牛
郎
型
」
で
日
本
語
に
訳
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
江
蘇
省
採
取
の
「
天
の
川
の
岸
辺

〈
牛
飼
い
と
織
姫
〉」
飯
倉
照
平
『
中
国

( )



民
話
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
三
年
。

(
)
前
掲
「
犬
飼
七
夕
譚
」
九
七
-八
頁
。

(
)
ブ
ル
ー
ノ
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
(波
多
野
完
治
・
乾
侑
美
子
訳
)『
昔
話
の
魔
力
』
評
論
社
、
一
九
七
八
年
、
三
三
四
-五
頁
。

(
)
C.G.ユ
ン
グ
(林
道
義
訳
)『
元
型
論
』
(増
補
改
訂
版
)、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
六
頁
。
同
(野
村
美
紀
子
訳
)『
変

容
の
象
徴
』
下
巻
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
四
八
頁
。

(
)
ち
な
み
に
、
前
掲
『
牛
郎
織
女
研
究
』
に
お
い
て
洪
淑
苓
も
、
こ
の
牛
の
主
人
公
に
と
っ
て
の
意
義
に
着
目
し
て
、
や
は
り
ユ
ン
グ
派

の
概
念
を
当
て
は
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
洪
は
、
牛
を
ユ
ン
グ
の
言
う
「
老
賢
者
型
」
の
一
種
と
し
て
い
る
。
牛
が
牛
郎
を
教
え
導

く
点
で
は
老
賢
者
元
型
と
重
な
る
が
、
ユ
ン
グ
が
老
賢
者
に
つ
い
て
い
う
よ
う
な
主
人
公
に
「
熟
慮
」
を
う
な
が
す
、
と
い
う
こ
と
は
な

く
、
牛
が
命
も
含
め
た
す
べ
て
を
牛
郎
に
捧
げ
る
そ
の
態
度
は
む
し
ろ
理
想
化
さ
れ
た
母
親
の
も
の
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

牛
郎
が
董
永
や
牽
牛
に
比
べ
て
も
精
神
的
に
幼
い
ま
ま
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ
と
も
、
老
賢
者
の
教
え
を
受
け
る
の
に
相
応
し
く
な
い
。

(
)
今
日
知
ら
れ
る
一
般
的
な
『
浦
島
太
郎
』
で
は
老
母
は
出
て
こ
な
い
が
、
古
い
伝
承
で
は
老
母
が
出
て
く
る
も
の
が
あ
る
。『
日
本
昔

話
通
観
第
二
十
一
巻
徳
島
・
香
川
』
同
朋
舎
、
一
九
七
八
年
、
二
五
四
-五
七
頁
、
等
。

(
)
男
が
織
女
を
追
い
か
け
る
モ
チ
ー
フ
は
変
文
の
董
永
伝
説
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
自
体
は
決
し
て
新
し
く
は
な
い

が
、「
牛
郎
型
」
で
は
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
物
語
の
全
体
の
な
か
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
)
〈
七
夕
伝
説
〉
に
お
い
て
西
王
母
が
天
帝
に
と
っ
て
代
わ
る
の
は
、
時
期
的
に
は
明
清
の
交
の
頃
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
前
掲
『
西
王
母

と
七
夕
伝
承
』
九
八
-九
頁
。

(
)
あ
る
い
は
そ
の
亜
系
と
し
て
、
天
帝
の
派
遣
し
た
天
兵
と
戦
っ
て
勝
つ
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
。

(
)
例
え
ば
、
オ
ッ
ト
ー
・
ラ
ン
ク
(野
田
倬
訳
)『
英
雄
誕
生
の
神
話
』
(人
文
書
院
、
一
九
八
六
年
)を
参
照
。

(
)
「
七
星
型
」
は
、「
揚
子
江
以
南
を
海
沿
い
に
南
下
し
、
広
東
、
広
西
に
か
け
て
分
布
」
し
て
い
る
と
い
う
。
前
掲
「
中
国
の
羽
衣
説

話
」、
一
八
四
頁
。

(
)
織
女
と
そ
の
息
子
が
再
会
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
す
で
に
変
文
「
孝
子
董
永
伝
」
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
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の
モ
チ
ー
フ
が
物
語
の
中
心
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
が
、
や
は
り
先
に
も
ふ
れ
た
十
六
世
紀
の
「
董
永
遇
仙
伝
」
で
あ

る
。
前
半
は
、
董
永
と
織
女
の
物
語
で
、
後
半
が
織
女
と
董
仲
舒
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
(邦
訳
と
し
て
、
入
江
義
高
訳
「
董
永
が
仙
女

に
遇
う
こ
と
」『
中
国
古
典
文
学
大
系
』
第
二
十
五
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
)。
類
似
の
話
は
多
い
が
、
例
え
ば
、
羅
定
地
方
に
伝
わ

る
も
の
を
西
野
貞
治
が
邦
訳
し
て
い
る
。「
董
永
傳
説
に
つ
い
て
」『
人
文
研
究
』
(大
阪
市
立
大
学
)第
六
巻
・
第
六
号
、
一
九
五
五
年
。

ま
た
、
前
掲
『
牛
郎
織
女
研
究
』
も
同
様
の
複
数
の
民
間
伝
承
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
)
織
女
の
主
導
で
董
永
と
の
結
婚
が
成
就
す
る
と
い
う
展
開
は
、
や
は
り
す
で
に
「
董
永
遇
仙
伝
」
に
み
ら
れ
る
。

(
)
中
野
清
「
董
永
賣
身
説
話
の
演
變
：
六
朝
志
怪
か
ら
話
本
『
董
永
遇
仙
傳
』
へ
」
専
修
大
学
学
会
編
『
専
修
人
文
論
集
』
第
八
三
号
、

二
〇
〇
八
年
。

(
)
前
掲
『
中
国
牛
郎
織
女
伝
説
俗
文
学
巻
』
三
九
二
頁
。

(
)
例
え
ば
、「
七
仙
女
下
凡
」
で
は
、
董
永
の
息
子
金
華
・
娘
玉
妹
が
、
同
じ
容
貌
の
七
仙
女
の
な
か
か
ら
実
母
を
見
つ
け
だ
す
。
葛
世

欽
・
李
淑
文
編
著
『
中
国
民
間
経
典
故
事
』
龍
図
騰
文
化
有
限
公
司
(台
北
)、
二
〇
一
五
年
、
七
八
-八
一
頁
。
同
様
の
話
が
、
チ
チ
ハ

ル
で
も
採
取
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
牛
郎
織
女
研
究
』
九
七
頁
。

(
)
謝
碧
連
『
府
城
七
夕
』
台
南
市
政
府
、
二
〇
〇
四
年
。

(
)
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
(赤
井
慧
璽
他
訳
)『
文
明
化
の
過
程
』
(改
装
版
)上
巻
・
下
巻
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
。
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