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は
じ
め
に

 

馮
夢
龍
の
編
纂
し
た
中
国
の
笑
話
集
﹃
笑
符
﹄
を
見
る
と
、
現
在
の
落
語
の
元
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
笑
話

が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
﹃
笑
符
﹄
が
日
本
に
渡
っ
た
年
代
ど
こ
ろ
か
、
持
ち
込
ま
れ
た
と
す
る
証
拠
す
ら
無
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
類
似
の
数
の
多
さ
な
ど
か
ら
考
え
る
と
﹃
笑
符
﹄
が
落
語
の
元
本
に
な
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 

今
回
は
﹃
笑
符
﹄
の
中
の
各
笑
話
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

本
論
は
上
段
に
﹃
笑
符
﹄
の
原
文
、
下
段
に
そ
の
訳
を
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

尚
、︵ 

︶
の
漢
数
字
は
平
凡
社
・
松
枝
茂
夫
編
訳
﹁
中
国
古
典
文
学
大
系
・
歴
代
笑
話
選
﹂
を
参
考
に
﹃
笑
符
﹄
を
七
百
八

話
に
分
け
た
も
の
を
流
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

 

又
、
今
回
の
﹁﹃
笑
符
﹄
考
︵
二
︶
は
以
前
発
表
し
た
﹁﹃
笑
符
﹄
考
﹂︵
学
術
典
籍
研
究
・
第
三
輯
・

伽
林
学
報
・
二
○
○

○
年
三
月
発
行
︶
及
び
、﹁﹃
笑
符
﹄
典
拠
考
︵
一
︶﹂︵
学
術
典
籍
研
究
・
第
四
輯
・

伽
林
学
報
・
二
○
○
一
年
三
月
発
行
︶
の

続
き
と
し
、
よ
っ
て
本
論
で
は
﹃
笑
符
﹄
巻
一
古
艶
部
第
十
八
番
を
初
め
と
す
る
。

 
 
 

﹃
笑
符
﹄
考
︵
二
︶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐 

藤 
 

雅 

仁
︵
三
遊
亭 

貴
楽
︶  
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『
笑
符
』

︵
一
八
︶

余
又
聞
一
酒
令

除
眞
盗
外
、
要
似
盗
者

一
人
曰
、
銭
偽
首
開
天
窓

一
人
曰
、

三
槽
飛
船
載
歹
人
又
一
人
曰

四
人
轎
児
喝
道
来
、

衆
譁
曰
、
此
何
以
似
盗

答
曰
、

看
如
今
擡
任
轎
上
的

那
箇
不
勝
似
強
盗

 

籠
に
載
っ
て
い
る
の
は
前
文
﹁
︵
十
七
︶
官
符
生
日
﹂
と
の
繋
が
り
か
ら
考
え
て
役
人
で
あ
ろ
う
。
役
人
の
腐
敗
を
訴
え
る
笑

話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
役
人
達
と
癒
着
し
て
い
た
商
人
達
な
ど
へ
の
皮
肉
で
も
あ
ろ
う
。
上
司
に
言
わ
れ
た
取
り
立
て
を

多
め
に
取
り
、
そ
の
分
を
中
間
搾
取
す
る
。
い
ざ
悪
行
が
発
覚
す
る
と
庶
民
の
手
の
届
か
な
い
所
に
逃
げ
る
。
そ
し
て
生
活
は
派

手
で
、い
つ
も
我
物
顔
で
道
を
歩
く
と
こ
ろ
な
ど
現
代
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。古
来
よ
り
人
間
の
本
質
が
変
わ
っ

て
い
な
い
事
を
示
す
笑
話
で
あ
る
。

余
は
又
、
こ
ん
な
飲
食
中
の
遊
び
を
聞
い
た
。﹁
泥
棒
で
は
無

い
の
に
泥
棒
に
似
た
も
の
と
は
。﹂
と
の
題
に
一
人
は
、﹁
金
を

取
り
立
て
る
の
に
自
分
が
頭
と
偽
っ
て
中
間
搾
取
す
る
。﹂
と

言
い
、
一
人
は｢

三
槽
の
早
船
に
悪
人
を
載
せ
る
。﹂
と
言
っ

た
。
そ
し
て
一
人
は
﹁
四
人
が
き
の
籠
で
先
払
い
を
し
な
が
ら

来
る
。﹂
と
言
っ
た
の
で
、﹁
何
故
そ
れ
が
泥
棒
に
似
て
い
る
の

で
す
か
。﹂
と
聞
く
と
、﹁
現
状
を
見
な
さ
い
。
今
時
、
早
駕
籠

に
乗
っ
て
い
る
者
は
強
盗
に
似
て
い
る
者
ば
か
り
だ
。
﹂と
言
っ

た
。
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︵
十
九
︶
応
夢

一
官
性
貧
、
見
臭
隷
鬢
挿
一
銭
、

欲
取
無
計
、

乃
詐
為
夢
語
曰
、

一
箇
銭
也
是
好
的
既
醒
、

召
隷
至
近
、
問
曰
、

適
我
夢
中
有
何
言
、

隷
以
実
封
、

官
乃
取
其
鬢
邉
乃
銭
、

叩
歯
曰
、
応
夢
大
吉

 

昔
、
中
国
で
は
真
剣
に
神
仏
に
祈
る
時
、
歯
を
カ
チ
カ
チ
叩
く
習
慣
が
あ
っ
た
。
夢
の
中
の
神
仏
の
せ
い
に
し
て
で
も
金
が
欲

し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
頭
に
貧
乏
な
役
人
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
役
人
の
中
で
も
上
司
に
賄
賂
を
差
し
出
し
て
ば

か
り
で
、
自
分
の
懐
に
は
何
も
残
ら
ず
、
日
の
目
を
見
な
い
無
能
な
役
人
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
者
で
あ
る
か
ら
庶
民
か
ら
搾
取
す

る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
逆
に
考
え
る
と
、
そ
ん
な
役
人
の
召
使
い
が
役
人
の
見
え
る
と
こ
ろ
で

銭
を
身
に
付
け
て
い
る
と
い
う
馬
鹿
さ
加
減
が
垣
間
見
え
る
。
そ
の
召
使
い
こ
そ
が
当
時
の
庶
民
の
程
度
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

貪
欲
な
役
人
と
そ
れ
に
搾
取
さ
れ
て
し
ま
う
隙
を
作
っ
て
い
る
庶
民
に
対
し
て
の
皮
肉
も
込
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

︵
二
十
︶
土
地

一
官
貧
甚
、
任
満
帰
家
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
人
の
貧
乏
な
役
人
、
召
使
い
が
鬢
に
一
文
銭
を
挿
し
て
い
る

の
を
見
て
、
そ
れ
を
取
ろ
う
と
思
っ
た
が
良
い
考
え
が
浮
か
ば

ず
、
寝
言
の
振
り
を
し
て
﹁
一
文
銭
で
も
良
い
﹂
と
言
っ
た
。

眠
り
か
ら
覚
め
た
振
り
を
し
て
召
使
い
を
近
く
に
呼
び
、﹁
私

は
今
夢
の
中
で
何
か
言
わ
な
か
っ
た
か
﹂
と
聞
く
と
、
召
使
い

が
そ
の
通
り
言
っ
た
の
で
、役
人
は
召
使
い
の
鬢
の
銭
を
取
り
、

歯
を
叩
き
な
が
ら﹁
夢
の
中
で
言
わ
れ
た
通
り
に
致
し
ま
し
た
。

ど
う
か
御
利
益
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。﹂
と
言
っ
た
。

あ
る
貧
乏
な
役
人
、
任
期
満
了
で
家
に
帰
っ
て
み
る
と
、
家
の
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見
家
属
中
多
一
老
叟
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問
何
人
、
答
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

某
県
土
地
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����
問
何
為
来
比
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

答
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� 

地
皮
都
被
括
将
来
了
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
我
如
何
不
随
来 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

﹁
括
地
皮
﹂
に
は
官
史
が
人
民
か
ら
搾
取
す
る
と
の
意
味
が
あ
る
。

 

松
枝
氏
は
最
後
の
一
文
を
﹁
地
の
皮
を
お
前
さ
ん
に
剥
ぎ
取
ら
れ
て
し
も
う
た
か
ら
、
わ
し
も
一
緒
に
付
い
て
こ
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
。﹂
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
が
、﹁
不
随
来
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
神
で
さ
え
も
こ
の
役
人
よ
り
も
一
刻

も
早
く
次
の
土
地
に
来
な
け
れ
ば
、
全
て
が
役
人
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
、
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
た
と
し
た
方
が
自
然

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
前
文
﹁
︵
十
九
︶
応
夢
﹂
と
同
じ
で
役
人
の
貪
欲
さ
が
読
み
取
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
頭
に
﹁
一

官
貧
甚
﹂
と
あ
り
、﹁
甚
だ
貧
乏
﹂
と
強
調
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
任
地
で
散
々
搾
取
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
は
何
も
無

い
状
態
に
あ
る
の
だ
か
ら
、﹁
悪
銭
身
に
つ
か
ず
﹂
の
意
味
と
も
取
れ
る
笑
話
で
あ
る
。

︵
二
十
一
︶
青
盲

一
青
盲
人
訴
訟
、������������������������������������ 
 
 
 

自
訴
眼
瞎
官
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
隻
清
白
眼
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������

中
に
見
知
ら
ぬ
老
人
が
一
人
多
く
居
る
。﹁
あ
な
た
は
﹂
と
聞

く
と
、﹁
あ
る
県
の
氏
神
だ
﹂
と
答
え
る
。﹁
何
の
為
に
こ
こ
に

居
る
の
で
す
か
？
﹂

と
聞
け
ば
、
答
え
て
、﹁
お
前
さ
ん
が
前
の
私
の
土
地
全
て
の

も
の
を
搾
取
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
私
も
今
来
た
と
こ
ろ
だ
。

何
故
私
が
連
れ
立
っ
て
来
な
か
っ
た
か
教
え
て
や
ろ
う
か
﹂

あ
る
見
た
目
は
普
通
の
め
く
ら
、
裁
判
の
席
で
﹁
私
は
め
く
ら

で
す
。﹂
と
言
う
と
、
裁
判
官
は
﹁
ち
ゃ
ん
と
見
る
眼
を
持
っ

て
い
る
で
は
な
い
か
。何
故
そ
の
よ
う
な
偽
り
を
も
う
す
の
か
﹂
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如
何
搾
瞎
答
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���

老
爺
看
小
人
是
清
白
的 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 

��
小
人
看
爺
是
糊
塗
的 

 

青
盲
人
と
は
普
通
の
眼
を
し
て
い
な
が
ら
視
力
の
無
い
人
を
い
う
。
そ
の
男
が
正
直
に﹁
眼
が
見
え
ぬ
。﹂と
い
っ
て
い
る
の
に
、

﹁
清
白
﹂
と
外
見
だ
け
で
﹁
普
通
の
眼
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
眼
は
見
え
る
だ
ろ
う
。﹂
と
言
う
。﹁
清
白
﹂
は
﹁
潔
白
﹂
と
の
意

味
が
あ
り
、﹁
清
白
﹂
と
﹁
潔
白
﹂
と
を
掛
け
た
笑
話
で
あ
る
。
外
側
で
し
か
判
断
が
下
せ
な
い
、
内
面
、
も
の
の
本
質
を
見
る

こ
と
が
出
来
な
い
当
時
の
役
人
達
の
無
能
さ
を
笑
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

＊
こ
こ
で
の
﹁
老
爺
﹂
は
旧
時
官
紳
に
対
す
る
敬
称
。

＊
﹁
小
人
﹂
は
謙
遜
の
自
称
。 

 

︵
二
十
二
︶
避
暑

官
値
暑
月
、
欲
求
避
暑
之
地
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
僚
紛
議
、
或
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

某
山
優
雅
、
或
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

某
寺
清

、���������������������������������������� 
 
 

一
老
人
進
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����

總
不
如
此
公
廰
上
最
涼
也
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������

官
問
何
故
、
答
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比
地
有
天
無
日
頭 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������

と
言
っ
た
の
で
、
答
え
て
、﹁
裁
判
官
、
貴
方
は
私
を
清
白
だ

と
仰
る
の
で
す
か
。
私
は
貴
方
を
愚
人
と
見
ま
す
﹂と
言
っ
た
。

あ
る
役
人
、
あ
ま
り
暑
い
の
で
何
処
か
避
暑
地
が
な
い
か
探

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
僚
達
が
色
々
考
え
て
、
あ
る
者
は
﹁
あ

の
山
は
優
雅
だ
﹂
と
言
い
、
あ
る
者
は
﹁
あ
の
寺
は
閑
静
で
良

い
﹂
と
言
っ
た
が
、
あ
る
老
人
が
進
み
出
て
﹁
全
く
持
っ
て
こ

の
官
舎
が
一
番
涼
し
い
で
す
よ
﹂
と
言
っ
た
。
役
人
は
﹁
何
故

だ
？
﹂
と
聞
く
と
﹁
こ
こ
は
頭
の
上
に
お
天
道
様
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
。﹂
と
答
え
た
。
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役
人
の
天
に
顔
向
け
で
き
な
い
行
為
を
皮
肉
っ
た
も
の
か
、
は
た
ま
た
、﹁
同
僚
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
役
人
達
が
影
で
物

事
を
自
分
達
の
都
合
の
良
い
よ
う
に
決
め
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
か
。
老
人
が
進
み
出
て
言
う
と
こ
ろ
か
ら
、

﹁
昔
は
そ
ん
な
役
人
は
い
な
か
っ
た
。﹂
と
の
思
い
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
﹁
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
も
の
よ
。
﹂
と
の

諦
め
が
あ
る
の
か
、
ど
れ
に
し
て
も
役
人
に
対
し
て
の
批
判
で
あ
る
。

＊
暑
月
は
陰
暦
六
月
の
別
名
の
こ
と
。

︵
二
十
三
︶

有
貴
人
干
雪
候
居
氈
帷
中
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熾
爐
飲
酒
、

々
力
薫
灼
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乃
云
天
気
不
正
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

一
椽
居
帷
外
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

稟
曰
、
小
人
站
處
天
気
頗
正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
枝
氏
は
訳
中
で
、﹁
幕
の
外
に
い
た
下
役
が
貴
人
に
対
し
て
申
し
上
げ
た
。﹂
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
が
、﹁
一
椽
﹂
に
は
﹁
一
軒
家
﹂

と
の
意
が
あ
り
、私
は
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
。
た
だ
原
文
に
は﹁
站
處
﹂の
言
葉
も
見
受
け
ら
れ
る
。﹁
站
﹂は﹁
立
つ
﹂の
意
が
あ
り
、

﹁
處
﹂
に
は
﹁
居
る
﹂
の
意
が
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
に
も
訳
せ
る
と
思
う
。

 

こ
の
﹁
天
気
不
正
﹂
を
笑
話
と
し
た
場
合
、
松
枝
氏
の
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
下
役
と
は
い
え
、
自
分
の
保
身
し
か
考
え

て
い
な
い
役
人
が
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
何
の
欲
も
無
く
、
自
然
に
生
き
て
い
る
庶
民

が
発
し
た
方
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
何
で
も
自
分
の
思
っ
た
通
り
に
な
る
と
考
え
て
い
て
、
自
分

が
一
番
正
し
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る
貴
人
の
我
儘
ぶ
り
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

貴
人
が
雪
の
降
る
日
に
、
毛
氈
幕
の
中
で
酒
を
飲
ん
で
い
た
と

こ
ろ
、
こ
れ
に
逆
上
せ
て
盛
ん
に
汗
を
か
い
た
の
で
、﹁
天
気

が
違
う
。
正
し
く
な
い
﹂
と
言
っ
た
所
幕
の
外
で
一
軒
家
に
住

む
者
が
、﹁
私
の
住
ま
い
は
大
変
天
気
が
正
し
ゅ
う
御
座
い
ま

す
﹂
と
申
し
上
げ
た
。
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︵
二
十
四
︶
封
君

有
市
井
獲
封
者
、

初
謁
県
官
、

跼
蹐
甚
、
堅
辞
上
座
、

県
官
曰
、
叨
為
令
郎
同
年
、

理
還
該
侍
立
、

乃
張
目
問
曰
、

也
是
属
狗
的
麼 

 

﹁
封
君
﹂
と
は
、
昔
、
子
孫
が
出
世
し
た
為
、
そ
の
父
祖
が
封
典
を
受
け
た
時
こ
れ
を
言
い
、﹁
封
﹂
と
は
領
地
を
授
け
て
爵
位

を
与
え
る
こ
と
を
い
う
。
又
、﹁
同
年
﹂
と
は
年
齢
が
同
じ
の
意
味
で
は
な
く
、
同
じ
年
に
試
験
を
及
第
し
た
者
同
士
、
つ
ま
り

同
期
を
﹁
同
年
﹂
と
い
う
。﹁
同
年
﹂
は
互
い
に
尊
敬
し
合
い
、
親
し
く
付
き
合
っ
た
者
が
多
く
、
相
手
の
父
も
自
分
の
父
と
同

じ
と
考
え
て
接
し
た
。

 

こ
れ
は
、﹁
礼
教
﹂
の
教
え
か
ら
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
話
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
父
親
が
、
自
分
と
県
知
事
は
同

い
年
だ
と
勘
違
い
し
た
も
の
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、決
し
て
こ
の
役
人
︵
県
知
事
︶
を
嘲
笑
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

﹁
同
年
﹂
を
知
ら
な
か
っ
た
父
を
笑
っ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
笑
話
か
ら
考
え
る
と
、
大
変
珍
し
い
笑
話
で
あ
る
。
﹃
馮
夢

龍
﹄
は
こ
の
﹁
同
年
﹂
こ
そ
が
役
人
腐
敗
の
元
凶
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
期
の
者
達
が
結
託
す
れ
ば
、
い
く

ら
で
も
悪
行
は
行
え
る
。
人
間
と
は
弱
い
者
で
あ
る
。
い
つ
の
ま
に
か
大
き
な
渦
に
巻
き
込
ま
れ
、
気
づ
か
ぬ
内
に
そ
の
中
で
染

ま
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
今
は
普
通
の
人
間
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
県
知
事
の
将
来
そ
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
有
る

こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
笑
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
﹃
笑
符
﹄
の
編
者
の
心
情
、
つ
ま
り
礼
教
に
対
す
る
批
判
で

領
地
を
授
け
ら
れ
、
爵
位
を
与
え
ら
れ
た
町
民
の
父
が
初
め
て

県
知
事
に
お
目
に
掛
か
っ
た
時
、
甚
だ
身
を
小
さ
く
し
て
上
座

に
着
く
こ
と
を
固
持
し
た
た
め
、
県
知
事
が
﹁
何
故
、
そ
ん
な

に
恐
縮
す
る
の
で
す
か
。
私
は
貴�

方
の
令
息
と
同
年
な
の
で

す
か
ら
、私
が
下
座
に
着
く
の
は
当
然
な
の
で
す
﹂
と
言
う
と
、

こ
の
父
は
呆
然
と
し
て
、
眼
を
見
張
り
言
っ
た
。﹁
貴
方
も
戌

年
な
の
で
す
か
？
﹂
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は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

＊
﹁
市
井
﹂
と
は
町
民
・
庶
民
の
意
。

︵
二
十
五
︶

又
一
人
興
県
官
同
坐 

方
揮
扇
、
適
茶
至
、 

歳
扇
不
迭
、
遽
挿
之
衣
領
内
、 

県
官
大
笑 
 
 
 
 

こ
の
笑
話
は
﹁
︵
二
十
四
︶
封
君
﹂
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
笑
話
で
あ
る
。﹁
同
年
﹂
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
男
は
県
知
事
と
い
か
に

も
親
し
そ
う
に
、
偉
そ
う
に
付
き
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
第
三
者
が
お
茶
を
持
っ
て
き
て
そ
れ
を
見
ら
れ
ま
い
と
動
揺
し
、

扇
で
仰
い
で
い
る
無
礼
を
見
つ
か
る
の
を
恐
れ
て
扇
を
襟
の
中
に
隠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
普
段
の
品
の
無
さ
が
思
わ
ず
出
て
県
知

事
が
笑
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
庶
民
の
教
養
の
低
さ
を
笑
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、﹃
馮
夢
龍
﹄
は
庶
民
が
悪
習
を
改
善
す
る
こ
と

も
無
く
、
現
状
に
納
得
し
て
生
き
て
い
る
事
に
対
し
て
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

︵
二
十
六
︶
公
子

一
人
問
封
君
興
公
子
孰
楽
、 

答
曰
、
做
封
君
歯
巳
哀
矣
、

惟
公
子
最
楽
、

又
、
同
じ
様
な
男
が
県
知
事
と
同
席
し
て
、
扇
で
仰
い
で
い
た

と
こ
ろ
、
丁
度
お
茶
が
運
ば
れ
て
き
た
の
で
、
扇
を
隠
そ
う
と

し
た
が
間
に
合
わ
ず
、
慌
て
て
襟
の
中
に
差
し
込
ん
だ
の
を
県

知
事
は
見
て
大
笑
い
し
た
。

あ
る
男
が
﹁
封
君
と
公
子
、
ど
ち
ら
が
楽
だ
ろ
う
か
﹂
と
問
う

と
、﹁
悲
し
い
か
な
封
君
は
歳
を
取
っ
て
し
ま
え
ば
終
わ
っ
て

し
ま
う
か
ら
、
公
子
の
方
が
楽
で
は
﹂
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
そ
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其
人
急
趨
而
去
、

追
問
其
故
、

日
欲
送
家
父
上
学

公
子
に
な
る
に
は
自
分
で
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
男
は
そ
ん
な
実
力
も
な
い
し
気
力
も
な
い
。
封
君
は
公
子
に

な
っ
た
親
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
子
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
男
は
そ
れ
を
知
ら
ず
に
親
が
公
子
に
な
れ
ば
自
分

が
封
君
に
な
れ
る
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
封
君
も
歳
を
取
っ
て
か
ら
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
聞
い
て
、
自
分
で
は
嫌
な

の
で
父
親
に
勉
強
さ
せ
て
公
子
に
し
て
、
自
分
は
早
い
内
に
封
君
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
こ
こ
で
も
庶
民
の

卑
し
さ
や
礼
教
を
重
ん
じ
、﹁
考
﹂
が
一
番
と
教
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
所
詮
は
自
分
の
欲
の
事
し
か
考
え
ら
れ
な
い
者
達
へ
の
批

判
を
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

︵
二
十
七
︶

有
公
子
兼
封
君
者
、

父
対
之
欣
羨
木
己
、

訝
問
其
故
、
曰
、 

的
爺
既
勝
似
我
的
爺
、 

的
児
又
勝
似
我
的
児

こ
こ
で
の
父
と
は
一
族
の
長
上
、
長
男
の
こ
と
。

つ
ま
り
公
子
と
封
君
と
兼
ね
て
い
る
男
と
、
羨
ん
で
い
る
男
と
は
兄
弟
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、﹁
お
前
の
子
は
私
の
子
よ
り
幸

せ
だ
。﹂
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
が
、爺
︵
父
︶
は
ど
う
な
の
か
？
こ
の
長
男
は
今
ま
で
何
も
努
力
せ
ず
人
を
た
だ
羨
ま
し
く
思
っ

の
男
は
急
に
走
り
出
し
た
。
追
い
か
け
て
訳
を
聞
く
と
、﹁
父

を
学
校
に
入
学
さ
せ
よ
う
と
思
い
ま
す
﹂
と
答
え
た
。

公
子
で
あ
り
な
が
ら
封
君
の
者
が
い
た
。
そ
の
父
が
非
常
に
羨

ま
し
が
る
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
聞
い
て
み
る
と
、﹁
お
前

の
父
は
私
の
父
よ
り
幸
せ
で
あ
る
し
、
お
前
の
子
は
私
の
子
よ

り
幸
せ
で
あ
る
﹂
と
答
え
た
。
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て
身
勝
手
に
父
を
父
と
も
思
わ
ず
生
き
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人
々
が
こ
の
時
代
に
は
多
か
っ
た
事
を
物
語
る
。
又
、

﹁
礼
教
﹂
の
教
え
に
対
し
て
、﹁
考
﹂
の
中
に
そ
の
個
人
の
力
量
を
推
し
量
っ
て
の
尊
重
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
尊
重
し
ろ
と
の
崇

拝
思
想
を
批
判
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

��������������������������������������������������������

�

︵
二
十
八
︶
県
丞

一
丞
不
識
字
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡
買
物
即
書
形
簿
上
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
来
、
値
丞
不
在
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

展
簿
規
之
、
怪
其
所
為
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎
行
用
朱
筆
直
抹
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丞
帰
視
、
怒
曰
、 

衙
内
買
紅
燭
如
何
也
記
在
我
簿
上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役
人
の
無
知
、
無
能
を
笑
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
よ
う
な
人
間
が
副
知
事
に
ま
で
な
れ
る
世
の
中
を
嘆
い
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
役
人
に
な
る
為
の
試
験
な
ど
も
コ
ネ
や
金
銭
で
何
と
で
も
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

︵
二
十
九
︶
典
史

衙
官
相
遇
、
各
問
何
職
、
一
人
曰
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

随
常
茶
飯
拾
将
来
蓋
義
取
見
県
成
丞
也

一
人
曰
、
熱
湯
鍋
裏
下
文
書
、�

あ
る
副
知
事
、
字
を
知
ら
な
い
為
に
、
買
い
物
を
す
る
と
直
ぐ

に
そ
の
形
を
帳
簿
に
書
い
て
い
た
。
知
事
が
来
た
時
、
副
知
事

が
居
な
か
っ
た
の
で
、
知
事
が
帳
簿
を
見
て
不
思
議
な
行
い
だ

と
思
っ
て
、
帳
簿
の
毎
行
を
朱
色
の
墨
で
塗
り
つ
ぶ
し
た
。
副

知
事
が
帰
っ
て
き
て
そ
れ
を
見
て
怒
っ
て
言
っ
た
。﹁
役
所
で

買
っ
た
紅
蝋
燭
を
、
何
故
私
の
帳
簿
に
書
き
込
む
の
で
す
か
。
﹂

役
人
同
士
が
会
い
、
職
種
を
尋
ね
る
と
、
一
人
が
﹁
普
段
は
茶

や
飯
を
摘
み
、選
ん
で
持
っ
て
く
る
﹂。﹁
見
成
﹂つ
ま
り﹁
県
丞
﹂

と
言
っ
た
一
人
は
﹁
鍋
の
中
の
熱
湯
に
文
書
を
入
れ
て
蓋
を
す



─ 87 ─

蓋
煮
主
簿
也
、

一
人
曰
、

郷
下
租
蠻
子
糞
抗
問
者
不
解
、

答
曰
典
尿
史

若
如
比
説
環
是
典
史
近
銭 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

﹁
見
成
﹂
と
は
﹁
誰
に
で
も
出
来
る
当
た
り
前
の
こ
と
﹂
の
意
で
発
音
はc

h
ie
n

＋c
h
e
n
g

、﹁
県
丞
﹂
は
発
音
がh

sie
n

＋

c
h
e
n
g

と
似
て
い
る
。
言
葉
の
遊
び
と
共
に
、﹁
県
丞
﹂は
誰
に
で
も
出
来
る
役
職
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
。﹁
煮
簿
﹂
と﹁
主

簿
﹂
は
ど
ち
ら
も
発
音
がc

h
u

＋p
u

～
で
同
じ
も
の
。
文
書
を
煮
る
、
つ
ま
り
面
倒
な
書
類
や
都
合
の
悪
い
書
類
は
自
分
で
読

む
こ
と
も
な
く
、
人
が
読
め
な
い
よ
う
に
し
て
蓋
を
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。﹁
蠻
子
﹂
は
北
方
人
が
南
方
人
を
罵
る
言
葉

で
あ
り
、﹁
典
尿
﹂
も
﹁
典
史
﹂
も
発
音
はtie

n

＋sh
i

で
同
じ
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
も
あ
る
駄
洒
落
に
似
た
も
の
と
し
て
笑

話
に
し
て
あ
る
。

 

﹁
県
丞
﹂も﹁
書
記
長
﹂も
仕
事
を
し
な
く
て
も
そ
の
地
位
に
居
ら
れ
る
こ
と
、役
人
の
無
能
振
り
を
嘆
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
は
﹁
記
録
係
﹂
の
よ
う
に
、
誰
に
で
も
、
何
に
で
も
租
税
を
掛
け
て
自
分
の
懐
に
金
を
入
れ
て
い
る
様
が
伺
え
る
。

︵
三
十
︶
新
替
職

新
替
職
揮
使
興
父
別
居
、

歳
首
往
賀
、 

父
未
起
、 

因
留
卷
生
帖
、

る
﹂
と
言
っ
た
。﹁
煮
簿
﹂
つ
ま
り
﹁
主
簿
﹂︵
書
記
長
︶
と
答

え
た
。
も
う
一
人
は
、﹁
田
舎
者
の
南
方
人
、
肥
溜
め
に
も
租

税
す
る
﹂
と
言
っ
た
の
で
、何
の
こ
と
か
解
ら
ず
、聞
け
ば
﹁
典

尿
﹂
つ
ま
り
﹁
典
史
﹂︵
記
録
係
︶
で
す
﹂
と
言
う
。
順
番
か

ら
言
え
ば
や
は
り
典
史
が
一
番
金
に
近
い
。

新
し
く
職
場
替
え
が
あ
っ
て
、
そ
の
職
場
の
指
揮
官
に
任
命
さ

れ
た
。
父
と
別
居
し
て
い
た
こ
の
男
が
父
の
所
に
年
始
に
行
く

と
、
父
親
が
ま
だ
起
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
卷
生
帖
を
置
い
て

い
き
、
そ
れ
に
﹁
沢
山
話
し
た
い
事
が
有
っ
た
の
で
す
が
、
急
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曰
多
致
意
、
急
往
符
県
、

不
得
面
拝
矣
、
父
怒
甚
、

召
而
責
之
曰
、

汝
如
何
用
卷
生
帖
拝
我

子
回
首
沈
吟
曰
難
道
我
襲
職
之
後
、

就
不
該
認
他
作
親
卷
了

或
者
不
是
他
令
尊
莫
恠
他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 卷
生
帖
と
は
婚
姻
関
係
に
あ
る
二
家
の
間
で
尊
長
者
が
向
こ
う
の
家
の
卑
幼
者
に
対
し
て
自
ら
称
し
て
出
す
名
刺
︵
中
国
古
典
文

学
大
系
・
平
凡
社
・
歴
代
笑
話
選
・
松
枝
茂
夫
編
訳
︶
と
あ
り
、
こ
の
子
は
社
会
的
地
位
を
親
子
関
係
よ
り
も
上
と
見
、
物
の
本

質
を
理
解
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
と
は
人
間
が
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
形
式
上
の
物

事
も
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

 

そ
の
時
代
の
中
国
社
会
の
体
制
へ
の
批
判
で
あ
り
、
人
を
問
う
笑
話
で
あ
る
。
笑
話
で
あ
る
も
の
の
、
相
手
が
自
分
の
実
子
で

あ
る
た
め
に
寂
し
い
笑
話
で
あ
る
。

︵
三
十
一
︶
堵
子

一
武
官
出
征
将
負
、 

惣
有
神
兵
助
陣
、
反
大
勝
、

官
叩
頭
請
神
姓
名
、

い
で
府
県
に
戻
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
お
会
い
で
き
ま
せ

ん
﹂
と
書
い
て
い
っ
た
。
父
は
そ
れ
を
見
て
非
常
に
怒
り
、
直

ぐ
に
呼
び
寄
せ
て
﹁
私
に
会
い
に
来
た
の
に
、
何
故
卷
生
帖
を

使
っ
た
の
だ
﹂
と
責
め
る
と
子
は
頭
を
振
り
、
考
え
込
ん
で
、﹁
は

て
、
私
が
こ
の
役
職
を
受
け
た
か
ら
に
は
、
誰
も
親
族
と
は
認

め
て
い
け
な
い
は
ず
だ
が
﹂
と
呟
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
父
で
な

け
れ
ば
咎
め
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
武
官
が
出
征
し
、
ま
さ
に
敗
北
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
、

俄
に
神
兵
が
現
れ
て
助
太
刀
を
し
て
、
勝
利
を
収
め
た
。
武
官

が
地
に
頭
を
つ
け
神
の
名
を
問
う
と
、﹁
私
は
弓
の
的
の
神
だ
﹂
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神
曰
、
我
是
堵
子
官
曰

少
将
何
徳
、

敢
労
堵
子
尊
神
見
救
、
答
曰
、

感
汝
乎
昔
在
教
場
従
不
曽
一
矢
傷
我

如
今
武
官
不
肯
習
射

豈
死
靠
堵
子
報
恩
那

︵
三
十
二
︶
夜
巡

一
武
弁
夜
巡
、

夜
有
犯
夜
者
、

自
稱
書
生
会
課
帰
遅
、

武
弁
曰
、
既
是
書
生
、

且
考 

一
考
、
生
請
題
、

武
弁
思
之
、
不
得
、
喝
曰
、

造
化
了
、
今
夜
幸
而
没
有
題
目

︵
三
十
三
︶

遼
東
一
部
職
素
不
識
字
、

被
論
、
使
人
念
劾
本
云

當
革
任
回
衛
者
也
、

と
言
う
の
で
、﹁
私
に
何
の
徳
が
あ
っ
て
、
こ
の
様
な
功
績
を

与
え
て
下
さ
っ
た
の
で
す
か
﹂
と
問
う
と
、
答
え
て
﹁
お
前
は

昔
か
ら
今
ま
で
一
度
も
練
習
場
で
一
矢
も
私
の
体
に
傷
を
つ
け

な
か
っ
た
﹂
と
言
っ
た
。
今
の
武
官
は
進
ん
で
弓
の
練
習
な
ど

し
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
あ
く
ま
で
的
の
神
の
恩
恵
に
肖
ろ
う
と

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

一
武
人
が
夜
回
り
を
し
て
い
る
時
、
夜
歩
き
の
禁
制
を
犯
し
た

者
が
い
た
の
で
捕
ま
え
る
と
、﹁
私
は
学
生
で
す
。
学
校
の
試

験
で
遅
く
な
っ
た
の
で
す
。﹂
と
言
う
の
で
、
武
官
が
﹁
こ
れ

学
生
、
で
は
一
つ
問
題
を
出
し
て
や
ろ
う
﹂
と
言
い
、
武
官
考

え
た
が
問
題
が
思
い
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
大
声
で
怒
鳴
り
な

が
ら
、﹁
本
当
に
お
前
は
幸
せ
な
奴
だ
。
今
夜
は
問
題
が
無
か
っ

た
ぞ
﹂ 

遼
東
︵
満
州
・
中
国
北
東
部
︶
の
あ
る
武
官
、
字
を
み
た
こ
と

も
無
い
男
で
あ
っ
た
が
、
糾
弾
さ
れ
た
の
で
人
を
使
っ
て
糾
弾

文
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
所
、﹁
当
然
、
現
職
を
解
い
て
、
遠
隔
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痛
哭
曰
、 

革
任
回
衛
、
也
是
小
事
、

這
者
也
兩
箇
字
、

怎
麼
當
得
起

有
聞
此
話
而
笑
者
、

余
謂
之
曰
、

莫
笑
莫
笑
、

近
来
天
下
事
都
在
者
也
之
乎
輩
操
縦
中

此
武
職
痛
哭
何
減
賈
太
傳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

︵
三
十
一
︶
堵
子
・
︵
三
十
二
︶
夜
巡
・
︵
三
十
三
︶
は
文
を
重
ん
じ
る
中
国
ら
し
い
笑
話
で
あ
る
。
武
人
を
下
に
見
る
の
は
日
本

と
同
じ
で
あ
る
。︵
三
十
一
︶
堵
子
で
は
武
人
で
あ
り
な
が
ら
武
道
を
進
ん
で
鍛
錬
し
な
い
者
達
を
笑
い
、︵
三
十
二
︶
夜
巡
で
は

武
人
の
無
知
を
笑
う
。
馮
夢
龍
も
こ
の
武
人
達
の
無
知
、
無
能
を
嘆
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、︵
三
十
三
︶
で
は
こ
の
武
人

達
と
変
わ
ら
な
い
者
達
が
政
治
を
司
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
役
人
も
大
し
て
違
わ
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
最
後
に
﹃
買
太
傳
﹄
を
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
こ
そ
馮
夢
龍
が
声
を
大
に
し
て
言
い
た
か
っ
た
事
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

＊
賈
太
傳
＝
賈
誼 

漢
代
の
文
章
家
。
当
時
の
政
治
を
論
じ
た
上
疏
文
の
中
に
天
下
に
痛
哭
す
べ
き
も
の
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て

い
る
。︵
中
国
古
典
文
学
大
系
・
歴
代
笑
話
選
・
松
枝
茂
夫
編
訳
︶

地
の
国
境
警
備
に
回
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
書
い
て
あ
る
の
を
聞

き
、
酷
く
泣
き
な
が
ら
﹁
職
を
解
か
れ
国
境
警
備
に
回
さ
れ
る

の
は
大
し
た
こ
と
で
は
無
い
が
、
こ
の
﹃
者
也
﹄
の
二
文
字
は

ど
う
し
て
な
の
か
。
耐
え
難
い
﹂
と
言
っ
た
。
こ
の
話
を
聞
い

て
笑
う
者
が
い
た
の
で
私
は
そ
の
者
に
言
っ
た
。

笑
う
な
、
笑
う
な
。
今
の
天
下
の
こ
と
は
皆
﹃
者
也
之
乎
﹄
の

輩
に
よ
っ
て
操
ら
れ
て
い
る
。
武
官
の
痛
哭
は
﹃
賈
太
傳
﹄
に

劣
る
も
の
で
は
な
い
。
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︵
三
十
四
︶
太
監

鎮
守
太
監
観
風
、

出
後
生
可
畏
焉
為
題
、
衆
倶
笑
、

問
其
故
、
教
官
稟
曰
、

諸
生
以
題
目
太
難
、

求
滅
得
一
字
也
好
、

笑
曰
、
既
如
此
、

滅
後
字
只
做
生
可
畏
焉
罷

或
疑
太
監
何
以
附
古
艶
、

曰
、
従
来
富
貴
的
、

有
得
幾
箇
不
俯
仰
内
相

＊
科
挙
の
試
験
で
は
、
四
書
の
中
か
ら
一
句
を
出
し
て
問
題
と
し
、
そ
れ
で
八
股
文
を
作
ら
せ
る
。﹃
論
語
﹄
子
罕
篇
の
文
は
﹁
後

生
可
畏
、
焉
知
来
者
之
不
如
今
也
﹂︵
後
生
畏
る
べ
し
、
焉
ぞ
︵
い
ず
く
ん
ぞ
︶
来
者
の
今
に
如
か
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。︶
で
あ
る
。

学
官
が
一
字
減
ら
し
て
く
れ
と
い
う
の
は
、﹁
焉
﹂
の
字
を
除
く
よ
う
に
と
言
っ
た
の
だ
が
、
通
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。﹁
後
﹂

の
字
を
除
い
た
の
で
は
益
々
意
味
を
な
さ
な
い
。︵
中
国
古
典
文
学
大
系
・
歴
代
笑
話
選
・
松
枝
茂
夫
編
訳
︶

や
は
り
役
人
の
無
学
を
笑
っ
た
も
の
で
あ
る
。
知
ら
な
い
も
の
を
知
ら
な
い
と
言
え
な
い
悲
し
さ
、
間
違
い
を
気
づ
か
な
い
愚
か

さ
を
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

以
上
﹁
笑
俯
﹂
巻
一
、
古
艶
部
十
八
話
か
ら
三
十
四
話
で
あ
る
。 武

人
で
あ
っ
た
者
が
文
民
に
近
い
立
場
︵
学
政
︶
の
職
に
任
命

さ
れ
て
、
学
生
に
﹁
後
生
可
畏
焉
﹂
と
出
題
し
た
と
こ
ろ
、
皆

な
に
笑
わ
れ
た
。
こ
の
宦
官
に
﹁
何
故
笑
う
か
﹂
と
聞
か
れ
た

教
官
が
、
恭
し
く
﹁
学
生
達
が
あ
ま
り
に
も
難
し
い
問
題
な
で

一
字
減
ら
し
て
も
ら
え
る
と
有
り
難
い
と
申
し
て
お
り
ま
す
﹂

と
言
う
と
、宦
官
笑
っ
て
﹁
そ
れ
な
ら
﹃
後
﹄
の
字
を
減
て
﹃
生

可
畏
焉
﹄と
し
よ
う
﹂あ
る
人
が
疑
っ
て
、こ
の
笑
話
を
何
故﹁
古

艶
部
﹂
に
入
れ
た
の
か
と
聞
く
の
で
、
余
は
﹁
従
来
富
貴
の
も

の
で
宦
官
に
ゴ
マ
を
す
ら
な
い
人
が
何
人
い
た
﹂
と
答
え
た
。
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見
え
て
く
る
の
は
や
は
り
﹁
礼
教
﹂
批
判
で
は
あ
る
ま
い
か
。
年
長
者
、
目
上
の
人
間
、
特
に
親
は
一
番
偉
く
、
逆
ら
う
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
事
が
﹁
礼
教
﹂
の
基
本
で
あ
る
が
、現
実
に
は
そ
の
者
達
が
尊
敬
に
値
し
な
い
人
間
で
あ
る
以
上
、﹁
礼
教
﹂

の
教
え
は
成
立
し
な
い
し
、物
事
を
一
方
的
に
決
め
つ
け
る
教
え
そ
の
も
の
が
肯
定
で
き
な
い
と
い
う
批
判
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

当
時
の
中
国
の
腐
敗
し
き
っ
た
社
会
を
考
え
る
と
、
光
が
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
上
の
人
間
が
役
職
を
金
で
買
い
、

下
の
者
に
強
要
し
て
遣
っ
た
金
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。
そ
う
さ
れ
た
下
の
者
は
勉
強
も
せ
ず
に
同
じ
よ
う
に
金
だ
け
の
た
め
に

生
き
よ
う
と
す
る
。
武
人
は
腕
を
磨
こ
う
と
も
せ
ず
、
威
張
り
散
ら
す
。
庶
民
は
出
来
れ
ば
楽
を
し
て
、
智
を
求
め
る
こ
と
も
な

く
、
そ
の
地
位
だ
け
に
着
い
て
生
き
て
い
き
た
い
と
願
う
。
こ
の
様
に
目
上
の
人
間
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
生
き
て
い
け
ば
正
し

く
生
き
て
い
る
と
教
え
る
﹁
礼
教
﹂
は
馮
夢
龍
か
ら
見
れ
ば
悪
の
教
え
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

の
事
を
庶
民
に
も
理
解
さ
せ
る
為
に
、
冒
頭
に
﹁
古
艶
部
﹂
を
持
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

お
わ
り
に

 

今
回
で﹁
笑
府
﹂古
艶
部
に
書
か
れ
て
い
る
笑
話
全
三
十
四
話
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
と
な
る
。﹁
笑
府
﹂は
こ
の
後
、

巻
二
と
し
て
腐
流
部
と
な
り
、
儒
学
者
や
秀
才
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
笑
話
を
載
せ
、
巻
十
三
部
閏
語
部
ま
で
続
き
、
七
百
八
話
の

笑
話
で
完
結
す
る
が
、
そ
の
テ
ー
マ
は
礼
教
批
判
と
一
貫
し
て
い
る
も
の
の
各
巻
で
多
く
の
立
場
、
職
業
の
人
々
を
登
場
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
書
か
れ
て
お
り
、
各
巻
ご
と
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
解
り
や
す
い
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
今
回
は
巻
一
古
艶

部
全
三
十
四
話
の
考
察
を
も
っ
て
一
区
切
り
と
し
た
い
。
今
後
発
表
の
機
会
が
あ
れ
ば
巻
二
腐
流
部
三
十
五
話
目
よ
り
書
か
せ
て

い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
も
の
で
あ
る
。


