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は
じ
め
に

中
国
の
「
小
説
」
は
、
六
朝
時
代
に
盛
ん
に
編
ま
れ
た
世
に
も
不
思
議
な
奇

怪
な
出
来
事
を
記
録
す
る
営
み
（
志
怪
）
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
古
い

「
小
説
」
の
テ
キ
ス
ト
を
編
纂
し
中
国
小
説
史
を
概
観
し
た
魯
迅
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
六
朝
志
怪
で
は
変
化
怪
異
の
話
が
史
実
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
が
、

唐
代
伝
奇
に
な
る
と
、
作
者
が
物
語
の
構
成
を
考
え
内
容
も
虚
構
（
幻
説
）
を

交
え
て
書
き
始
め
た
と
い
う（
１
）。

特
に
唐
代
伝
奇
は
、
安
史
の
乱
後
、
社
会
情
勢

が
不
安
定
と
な
っ
た
中
唐
の
時
期
に
、
科
挙
合
格
に
よ
っ
て
官
僚
と
な
っ
た
士

大
夫
層
に
よ
り
し
き
り
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
文
語
で
書
か
れ
、
作
者
も
読
者
も
限
ら
れ
た
士
大
夫
層
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
の
多
く
が
六
朝
以
来
の
門
閥
貴
族
出
身
と

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
を
引
く
。
た
だ
、
唐
代
伝
奇
は
今
日
の
文
学
作

品
の
よ
う
に
単
に
娯
楽
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の

文
章
力
を
高
め
る
た
め
の
練
習
と
し
て
書
か
れ
た
の
か
、
は
た
ま
た
自
ら
の
文

章
力
を
誇
示
宣
伝
す
る
た
め
に
科
挙
試
験
官
に
見
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
か（
２
）、
中

唐
期
に
爆
発
的
に
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
執
筆
の
動
機
、
記
録
意
義
な
ど

は
詳
し
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
唐
代
伝
奇
の
代
表
作
は
唐
詩
の
時
代
区
分
で

い
う
中
唐
（
七
六
六
〜
八
三
五
）
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
が
、
そ
の
円
熟
し
た
表
現
や
内
容
と
は
質
を
異
に
す
る
も
の
の
、
唐
初
の
頃

か
ら
唐
代
伝
奇
は
書
き
始
め
ら
れ
て
い
た（
３
）。

門
閥
貴
族
で
あ
っ
た
太
原
の
王
氏
の
血
筋
と
さ
れ
る
王
度
な
る
人
物
の
作
と

い
う
「
古
鏡
記
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る（
４
）。「
古
鏡
記
」
は
王
度
と
い
う
人
物
を
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主
人
公
に
、
彼
が
見
聞
し
た
出
来
事
を
彼
自
身
が
語
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
書

か
れ
て
い
る
が
、
王
度
自
身
の
存
在
自
体
が
文
献
上
明
確
に
特
定
し
き
れ
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
、「
古
鏡
記
」
の
成
立
時
期
は
、
王
度
の
架
空
性
や
そ
の
表

現
内
容
の
特
質
か
ら
中
唐
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
今
日
に
わ
か
に

唐
初
の
も
の
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

「
古
鏡
記
」
の
内
容
を
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
怪
奇
な
話
が
あ
た
か
も
史
実

の
よ
う
に
年
代
と
と
も
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
集
め
た
事
実
を
そ
の
ま

ま
載
せ
る
六
朝
志
怪
と
違
っ
て
、
一
人
の
人
間
が
次
々
と
不
思
議
な
体
験
を
重

ね
て
い
く
と
い
う
一
連
の
物
語
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
人
の
人
間
の

体
験
と
し
て
は
あ
ま
り
に
奇
怪
な
出
来
事
が
多
く
続
き
す
ぎ
る
た
め
、
こ
れ
は

も
は
や
真
実
で
は
な
く
虚
構
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を

受
け
る
。
し
か
し
、
中
唐
期
の
作
品
の
よ
う
に
、
あ
る
結
末
へ
導
く
ひ
と
つ
の

物
語
と
し
て
展
開
が
希
薄
で
創
作
と
し
て
の
意
図
的
工
夫
に
乏
し
い
。
ま
た
、

登
場
人
物
の
行
動
も
事
実
の
羅
列
が
ほ
と
ん
ど
で
物
語
の
描
写
と
し
て
の
精
彩

を
欠
く
。
要
す
る
に
、
虚
構
の
物
語
の
完
成
度
と
し
て
は
、
ま
だ
六
朝
志
怪
の

よ
う
に
奇
怪
な
出
来
事
を
単
に
記
録
と
し
て
残
そ
う
と
し
て
い
た
意
識
か
ら
脱

却
で
き
ず
、
む
し
ろ
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇
へ
の
過
渡
期
と
し
て
の
作
品
だ

と
位
置
づ
け
る
の
が
穏
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
目
下
成
立
時
期
に

つ
い
て
に
わ
か
に
結
論
を
出
す
論
拠
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
内
容
を
見
る

限
り
上
述
の
と
お
り
志
怪
か
ら
伝
奇
へ
の
過
渡
期
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
本
論
で
は
「
古
鏡
記
」
に
込
め
ら
れ
た
伝
奇
作
家
の
執
筆

意
図
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

中
唐
の
伝
奇
は
、
士
大
夫
仲
間
が
集
ま
っ
た
折
に
、
物
語
を
し
合
い
な
が

ら
、
そ
の
面
白
い
も
の
を
文
に
ま
と
め
て
楽
し
む
と
い
っ
た
面
が
確
か
に
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る（
５
）。

一
方
、「
古
鏡
記
」
を
読
む
限
り
、
物
語
と
し
て
洗
練
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
羅
列
的
な
構
成
か
ら
は
中
唐
の
伝
奇
と
は
違
っ
た
様
相
が
み

と
め
ら
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
動
機
が
中
唐
の
伝
奇
と
は
別

の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
六
朝
志
怪
か
ら
唐
代
伝
奇

へ
の
過
度
期
的
な
存
在
と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
古
鏡
記
」
の
い
か
な
る
部
分
が

伝
奇
に
継
承
さ
れ
、
い
か
な
る
部
分
が
両
者
で
は
異
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
と
、
中
国
の
「
小
説
」
発
展
の
様
相
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
歴
史
書
と
し
て
話
題
が
集
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
「
小

説
」
は
、
歴
史
書
と
の
関
係
が
深
い
。
作
者
も
史
官
経
験
者
が
多
く
（「
古
鏡

記
」
の
作
者
王
度
も
『
隋
書
』
編
纂
を
す
る
史
官
で
あ
っ
た
）、
そ
の
書
式
体

裁
も
歴
史
書
に
倣
っ
て
書
か
れ
る
特
徴
か
ら
逸
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ

ち
、
志
怪
と
伝
奇
と
の
懸
隔
に
は
、
双
方
の
歴
史
群
像
の
捉
え
方
の
違
い
が
あ

り
、
そ
の
継
承
と
刷
新
に
発
展
の
軌
跡
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
本
論
の
着
眼
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
「
古
鏡
記
」
が
志
怪
の

延
長
に
あ
る
と
い
う
特
質
に
着
目
し
て
、「
古
鏡
記
」
の
作
者
の
執
筆
動
機
を

そ
の
歴
史
観
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

一
、「

古
鏡
記
」
は
隋
を
舞
台
に
し
た
物
語
で
あ
る
。
隋
末
の
大
業
七
年

（
六
一
一
）
か
ら
大
業
十
三
年
（
六
一
七
）
ま
で
の
六
年
間
に
、
太
原
の
王
氏
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一
門
で
あ
っ
た
王
度
が
手
に
入
れ
た
古
鏡
で
各
地
の
魑
魅
魍
魎
を
退
治
し
て
い

く
。
物
語
は
大
き
く
二
つ
に
大
別
さ
れ
、
前
半
は
王
度
自
身
が
古
鏡
を
使
う
怪

異
譚
、
後
半
は
そ
の
弟
王
績
（「
古
鏡
記
」
の
中
で
は
「
王
勣
」
と
表
記（
６
））

が

仙
人
に
な
る
た
め
の
修
行
の
旅
に
出
た
話
で
あ
る
。
そ
の
時
王
績
は
兄
度
の
古

鏡
を
拝
借
し
て
、
霊
山
や
名
所
で
妖
怪
退
治
を
し
た
り
自
然
現
象
を
変
え
る
魔

術
を
使
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
鏡
の
精
の
お
告
げ
を
受
け
て
帰
郷
す
る

と
、
古
鏡
は
大
業
十
三
年
（
六
一
七
）
七
月
十
五
日
に
悲
鳴
を
上
げ
て
消
え
て

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
奇
し
く
も
こ
の
年
は
、
李
淵
が

即
位
し
て
、
国
号
が
隋
か
ら
唐
に
代
わ
る
一
年
前
、
す
な
わ
ち
隋
朝
滅
亡
の
時

期
に
あ
た
る
。「
古
鏡
記
」
の
作
者
が
、
隋
が
滅
び
る
直
前
の
六
年
間
に
物
語

の
時
代
を
設
定
し
た
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

こ
の
年
は
一
族
き
っ
て
の
儒
者
で
あ
っ
た
王
通
（
王
績
の
兄
）
が
亡
く
な
っ
た

年
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
憶
し
て
お
き
た
い
。

太
原
の
王
氏
は
、
隋
か
ら
唐
初
の
時
代
に
か
け
て
注
目
す
べ
き
文
人
を
輩
出

す
る
名
家
で
あ
っ
た
。
特
に
北
魏
の
頃
に
は
名
門
は
五
姓
七
族
（
清
河
の
崔

氏
、
范
陽
の
盧
氏
、
趙
郡
の
李
氏
、
隴
西
の
李
氏
、
榮
陽
の
鄭
氏
、
太
原
の
王

氏
）
と
称
さ
れ（
７
）、
太
原
王
氏
は
名
門
一
族
の
誉
れ
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時

名
を
成
し
た
人
物
に
、「
古
鏡
記
」
の
主
人
公
王
度
の
弟
で
時
に
素
王
、
孔
子

に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
大
儒
の
王
通
（
五
八
四
〜
六
一
七（
８
））、

そ
し
て
「
古
鏡

記
」
の
後
半
の
主
人
公
王
績
（
字
は
無
功
、
五
九
〇
〜
六
四
四
）
が
い
る
。
王

績
は
隠
逸
詩
を
多
く
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
官
途
か
ら
外
れ
る
志
向
を
し
て
い

た
。
怪
異
な
世
界
を
よ
り
解
す
る
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
、
王
績
が
後
半
の
主
人

公
に
な
る
こ
と
は
、
伝
奇
の
彩
り
を
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
意
図
的
に
な
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
９
）。

王
通
の
孫
に
は
初
唐
の
四
傑
の
一
人
、
王
勃
（
字

は
子
安
、
六
五
〇
？
〜
六
七
五
）
が
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
決
し
て
唐
王
朝

の
創
業
期
に
は
、
も
は
や
政
治
的
に
も
文
壇
の
中
で
も
主
流
派
で
は
な
く
、
む

し
ろ
異
端
な
存
在
で
あ
っ
た
。
唐
初
の
政
界
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
件
が
起

き
て
い
る
。

貞
觀
初
、
仲
父
太
原
府
君
為
監
察
御
史
、
彈
侯
君
集
、
事
連
長
孫
太

尉
、
由
是
獲
罪
。
時
杜
淹
為
御
史
大
夫
、
密
奏
仲
父
直
言
非
辜
、
於
是
太

尉
與
杜
公
有
隙
、
而
王
氏
兄
弟
皆
抑
而
不
用
矣
。（
王
福
畤
「
錄
東
皋
子

答
陳
尚
書
書
略
」）

貞
観
の
初
め
、
王
凝
（
太
原
府
君
。
王
通
の
弟
で
、
王
績
の
兄
）
が
監

察
御
史
と
な
っ
て
侯
君
集
を
弾
劾
す
る
と
、
当
時
の
政
局
の
リ
ー
ダ
ー
格

で
あ
っ
た
長
孫
無
忌
と
事
を
構
え
る
こ
と
に
な
り
、
罪
を
得
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
に
杜
淹
が
御
史
大
夫
で
王
凝
に
罪
が
無
い
こ
と
を

伝
え
る
も
、
こ
れ
が
原
因
で
長
孫
無
忌
と
杜
淹
の
関
係
も
悪
く
な
り
、
王

氏
の
兄
弟
は
皆
抑
え
ら
れ
て
登
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
記
録
が
示
す
通
り
、
唐
初
の
王
氏
は
中
央
政
界
の
主
流
派
と
折
り
合
い

が
悪
く
王
氏
兄
弟
は
皆
登
用
が
抑
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
唐
代
に
『
氏
族
譜
』
が
編
ま
れ
る
時
、
名
門
一
族
を
一
般
に

崔
・
盧
・
李
・
鄭
の
四
姓
と
し
て
、
そ
れ
に
太
原
の
王
氏
を
加
え
て
五
姓
と
呼
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び
習
わ
し
て
い
た
と
言
う）

10
（

。
こ
う
し
た
認
識
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
太
原
の

王
氏
は
往
時
の
五
姓
七
族
の
勢
い
を
失
い
、
四
姓
に
も
入
れ
ら
れ
ず
、
そ
れ
に

あ
え
て
加
え
る
と
し
た
ら
勘
定
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

登
用
が
難
し
く
な
っ
た
状
況
下
に
、
初
唐
の
四
傑
に
数
え
ら
れ
た
王
勃
が
出
て

く
る
。
し
か
し
、
生
来
の
浮
薄
な
行
い
が
災
い
し
て
朝
廷
か
ら
再
三
罰
せ
ら

れ
、
最
後
は
交
趾
（
ベ
ト
ナ
ム
）
へ
流
さ
れ
た
父
を
尋
ね
る
途
中
に
船
か
ら
落

ち
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
破
天
荒
な
末
路
を
歩
ん
だ）

11
（

。
そ
の
後
、
太
原
の
王

氏
は
没
落
の
一
途
を
辿
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
古
鏡
記
」
は
、
没
落
し
て
い
く

太
原
の
王
氏
の
隋
末
の
時
期
に
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
を
書
き
伝
え
て
お
こ
う
と

い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

侯
生
常
云
。
昔
者
吾
聞
黃
帝
鑄
十
五
鏡
。
其
第
一
橫
徑
一
尺
五
寸
、
法

滿
月
之
數
也
。
以
其
相
差
、
各
校
一
寸
。
此
第
八
鏡
也
。
雖
歲
祀
攸
遠
、

圖
書
寂
寞
、
而
高
人
所
述
、
不
可
誣
矣
。
昔
楊
氏
納
環
、
累
代
延
慶
。
張

公
喪
劒
。
其
身
亦
終
。
今
度
遭
世
擾
攘
、
居
常
鬱
怏
。
王
室
如
燬
、
生
涯

何
地
。
寶
鏡
復
去
、
哀
哉
。
今
具
其
異
跡
、
列
之
於
哀
哉
後
。
數
千
載
之

下
、
倘
有
得
者
、
知
其
所
由
耳
。（「
古
鏡
記
）
12
（

」）

侯
生
は
い
つ
も
言
っ
て
い
た
。「
昔
私
は
黄
帝
が
十
五
の
鏡
を
鋳
造
し

た
と
聞
く
。
そ
の
一
つ
目
は
直
径
が
一
尺
五
寸
で
、
満
月
の
数
に
法
っ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
差
は
一
寸
ず
つ
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
八
番

目
の
鏡
に
当
た
る
。」
と
。
遥
か
昔
の
こ
と
で
、
図
書
に
記
録
は
な
い
も

の
の
、
侯
さ
ん
の
よ
う
な
高
名
な
方
が
述
べ
る
の
だ
か
ら
間
違
い
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
昔
漢
の
楊
宝
が
玉
環
を
納
め
て
い
た
た
め
代
々
栄
え
て
き

た
。
晋
の
張
華
は
宝
剣
を
失
っ
て
そ
の
身
を
滅
ぼ
し
た
。
今
世
の
中
は
争

乱
の
時
に
遭
い
、
日
常
は
心
が
晴
れ
な
い
。
王
室
は
荒
れ
果
て
て
、
生
き

る
場
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
私
も
宝
鏡
を
失
っ
て
、
な
ん
と
も
悲
し
い
限

り
で
あ
る
。
今
そ
の
鏡
の
軌
跡
を
詳
し
く
述
べ
、
こ
れ
を
悲
し
み
の
後
ろ

に
並
べ
る
こ
と
に
す
る
。
数
千
年
後
に
鏡
を
得
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
由

来
を
知
る
だ
ろ
う
。

名
門
の
家
に
は
、
家
宝
と
し
て
神
器
と
言
え
る
も
の
が
あ
り
、
太
原
の
王
氏

に
も
宝
鏡
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
占
い
を
得
意
と
す
る
名
人
侯
生
よ
り
授
か
っ
た

も
の
で
、
か
の
黄
帝
が
鋳
造
し
た
と
い
う
由
緒
正
し
き
魔
鏡
で
あ
る
。「
古
鏡

記
」
は
作
り
話
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
は
こ
こ
で
王
氏
も
漢
の
楊
宝
、
晋
の
張
華）

13
（

と
同
じ
よ
う
に
神
器
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
が
、
今
無
く
し
て
し
ま
っ
た
と
言

う
。
こ
こ
で
宝
鏡
の
不
思
議
な
出
来
事
を
後
世
に
残
す
こ
と
が
、「
古
鏡
記
」

を
書
い
た
動
機
で
あ
る
と
言
う
が
、
こ
れ
は
単
な
る
六
朝
志
怪
ま
で
の
怪
異
譚

の
収
集
の
よ
う
な
目
的
で
は
な
く
、
一
族
の
輝
か
し
き
足
跡
を
後
世
に
伝
え
よ

う
と
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
物
語
は
、
王
氏
が
一
族
の
権
威
を
示
す

宝
鏡
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
使
っ
て
次
々
と
妖
怪
を
退
治
す
る
こ
と

で
、
一
族
の
往
時
の
輝
か
し
い
活
躍
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
と
し
た
よ
う
に
読

め
、
さ
ら
に
「
古
鏡
記
」
は
宝
鏡
喪
失
で
終
わ
る
が
、
こ
れ
は
隋
王
朝
滅
亡
と

と
も
に
太
原
王
氏
の
凋
落
の
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、「
古
鏡
記
」
が
映
し
出
す
物
語
か
ら
、
そ
こ
に
込
め
ら
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れ
た
一
族
の
思
い
が
現
れ
て
い
る
内
容
を
考
え
て
い
き
た
い
。

唐
初
の
貞
観
年
間
、
王
凝
は
長
孫
無
忌
と
確
執
が
生
じ
た
こ
と
は
、
先
に
引

用
で
見
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
王
氏
の
気
風
に
は
そ
も
そ
も
唐
初
の
学

術
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
王
氏
は
代
々
北
魏
な
ど
の
北
朝
に
仕
え
、

そ
の
学
風
も
北
学
の
系
譜
を
継
い
で
い
た
。
貞
観
の
治
で
知
ら
れ
る
唐
の
太
宗

は
、
法
制
度
の
整
備
の
み
な
ら
ず
学
術
の
統
制
整
備
も
行
っ
た
こ
と
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。
特
に
儒
学
の
発
展
に
着
目
し
て
い
た
。

太
宗
は
即
位
前
の
武
徳
四
年
（
六
二
一
）
に
宮
城
西
に
文
学
館
を
開
き
、

十
八
人
の
学
者
を
招
き
、
文
献
典
籍
に
つ
い
て
議
論
を
し
た）

14
（

。『
貞
観
政
要
』

が
伝
え
る
よ
う
に
、
太
宗
の
人
材
登
用
の
特
徴
は
、
最
初
か
ら
自
分
に
仕
え
て

い
た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
自
分
に
対
す
る
敵
軍
に
属
し
て
い
て
も
最
後
ま
で
そ

の
主
人
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
人
物
を
も
重
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
八

学
士
も
、
敵
軍
す
な
わ
ち
前
隋
朝
側
に
仕
え
て
い
た
人
物
を
多
く
呼
び
入
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
十
八
学
士
の
う
ち
七
名
が
南
朝
出
身
者
で
、
唐
の
学
術
文
化

は
南
朝
の
も
の
が
主
流
と
な
る
傾
向
が
あ
っ
た）

15
（

。
文
学
も
南
朝
の
修
辞
を
重
ん

じ
る
四
六
駢
儷
体
な
ど
文
壇
を
席
巻
し
た
た
め
、
こ
れ
に
対
す
る
反
発
が
中
唐

期
の
古
文
復
興
の
思
想
へ
と
結
実
し
て
い
く
の
は
歴
史
の
示
す
と
お
り
で
あ

る
。
唐
初
の
学
風
の
違
い
は
、

暨
永
明
、
天
監
之
際
、
太
和
、
天
保
之
間
、
洛
陽
、
江
左
、
文
雅
尤

盛
、
彼
此
好
尚
、
互
有
異
同
。
江
左
宮
商
發
越
、
貴
於
清
綺
。
河
朔
詞
義

貞
剛
、
重
乎
氣
質
。
氣
質
則
理
勝
其
詞
、
清
綺
則
文
過
其
意
。
理
深
者
便

於
時
用
、
文
華
者
宜
於
詠
歌
。
此
其
南
北
詞
人
得
失
之
大
較
也
。（
李
延

寿
『
北
史
』
巻
八
十
三
文
苑
伝
序
）

と
、
唐
初
の
史
家
李
延
寿
が
端
的
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
南
朝
は
音
楽
性
や
清

ら
か
で
綺
麗
な
文
章
を
尊
び
、
北
朝
は
言
葉
の
意
味
、
表
現
の
質
実
さ
を
求

め
、
気
質
を
重
ん
じ
て
い
た
と
い
う
。
王
氏
の
家
学
は
ま
さ
し
く
後
者
で
、
南

朝
の
学
芸
の
風
潮
と
も
相
容
れ
ず
自
身
の
学
風
を
守
り
続
け
る
の
が
王
氏
の
立

場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
古
鏡
記
」
で
、
宝
鏡
の
王
度
に
渡
る
前
ど
こ
に

あ
っ
た
の
か
を
述
べ
る
所
で
、
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
が
見
え
る
。

其
年
冬
、
兼
著
作
郎
。
奉
詔
撰
國
史
、
欲
為
蘇
綽
立
傳
。
度
家
有
奴
曰

豹
生
年
七
十
矣
、
本
蘇
氏
部
曲
。
頗
涉
史
傳
、
略
解
屬
文
。
見
度
傳
草
、

因
悲
不
自
勝
。
度
問
其
故
、

謂
度
曰
。
豹
生
常
受
蘇
公
厚
遇
、
今
見
蘇
公
言
驗
、
是
以
悲
耳
。
郎
君

所
有
寶
鏡
、
是
蘇
公
友
人
河
南
苗
季
子
所
遺
蘇
公
者
、
蘇
公
愛
之
甚
。
蘇

公
臨
亡
之
歲
、
戚
戚
不
樂
。
常
召
苗
生
謂
曰
。
自
度
死
日
不
久
、
不
知
此

鏡
當
入
誰
手
。
今
欲
以
蓍
筮
一
卦
、
先
生
幸
觀
之
也
。
便
顧
豹
生
取
蓍
、

蘇
公
自
揲
布
卦
。
卦
訖
。
蘇
公
曰
。
我
死
十
餘
年
。
我
家
當
失
此
鏡
、
不

知
所
在
。
然
天
地
神
物
。
動
靜
有
徵
。
今
河
泒
之
間
、
往
往
有
寶
氣
與
卦

兆
相
合
、
鏡
其
往
彼
乎
。
季
子
曰
。
亦
為
人
所
得
乎
。
蘇
公
又
詳
其
卦

云
。
先
入
侯
家
、
復
歸
王
氏
。
過
此
以
往
、
莫
知
所
之
也
。
豹
生
言
訖
涕

泣
。
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度
問
蘇
氏
、
果
云
舊
有
此
鏡
。
蘇
公
薨
後
。
亦
失
所
在
、
如
豹
生
之

言
。
故
度
為
蘇
公
傳
、
亦
具
言
其
事
於
末
篇
。
論
蘇
公
蓍
筮
絕

倫
、
默
而
獨
用
、
謂
此
也
。（「
古
鏡
記
」）

そ
の
年
の
冬
（
六
一
二
年
）、
著
作
郎
を
兼
任
し
、
國
史
編
纂
を
命
じ

ら
れ
、
蘇
綽
の
伝
を
立
て
よ
う
と
し
た
。（
王
）
度
の
家
に
は
豹
生
と
い

う
七
十
歳
に
な
る
使
用
人
が
い
て
、
も
と
蘇
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
。
よ
く

史
伝
に
通
じ
て
い
て
、
ほ
ぼ
文
の
読
み
書
き
が
で
き
た
。（
王
）
度
の
伝

記
の
草
稿
を
見
て
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
な
い
ふ
う
で
あ
っ
た
。（
王
）
度

が
そ
の
わ
け
を
尋
ね
る
と
、

「
私
は
か
ね
が
ね
蘇
公
の
厚
誼
を
受
け
て
き
て
お
り
、
今
蘇
公
が
言
っ

て
い
た
験
を
見
た
た
め
悲
し
む
の
で
す
。
あ
な
た
が
所
有
す
る
宝
鏡
は
も

と
も
と
蘇
公
の
友
人
河
南
の
苗
季
子
が
蘇
公
に
あ
げ
た
も
の
で
、
蘇
公
は

そ
れ
を
と
て
も
愛
し
て
お
り
ま
し
た
。
蘇
公
が
亡
く
な
る
年
に
、
物
悲
し

く
不
快
な
ご
様
子
で
、
苗
さ
ん
を
呼
ん
で
言
い
ま
し
た
『
私
が
死
ぬ
日
が

そ
う
長
く
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
鏡
が
誰
の
手
に
渡
っ
て
し
ま
う
の

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
今
筮
竹
で
占
っ
て
み
る
の
で
あ
な
た
も
こ
れ
を
見
て

い
た
だ
き
た
い
で
す
。』
と
。
そ
こ
で
私
豹
に
蓍
を
持
っ
て
来
さ
せ
、
蘇

公
は
自
分
で
占
い
ま
し
た
。
占
い
終
わ
る
と
、
蘇
公
は
言
い
ま
し
た
。

『
私
が
死
ん
で
十
年
あ
ま
り
し
た
ら
、
我
が
家
で
こ
の
鏡
を
失
い
所
在
が

知
れ
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
天
地
の
神
物
ゆ
え
、
動
き
に
は
兆
候
が

現
れ
ま
す
。
今
黄
河
・
汾
水
の
間
に
往
々
に
し
て
宝
気
が
あ
が
り
占
い
の

兆
し
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
鏡
は
そ
こ
に
行
く
で
し
ょ
う
。』
と
。
苗
季

子
が
言
い
ま
し
た
。『
人
の
手
に
渡
る
の
で
す
か
。』
と
。
蘇
公
は
ま
た
詳

し
く
占
っ
て
『
ま
ず
侯
氏
に
、
さ
ら
に
は
王
氏
に
行
き
着
き
ま
す
。
そ
れ

を
過
ぎ
る
と
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。』
と
。」
豹
氏
は
言
い
終
わ
る
と
泣

い
た
。

（
王
）
度
は
今
の
蘇
氏
に
尋
ね
て
み
る
と
、
果
た
し
て
も
と
も
と
こ
の

鏡
は
あ
っ
た
と
言
う
。
蘇
公
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
行
方
が
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
て
、
豹
さ
ん
の
言
う
と
お
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、（
王
）

度
は
蘇
綽
の
伝
を
書
い
た
時
に
、
こ
の
こ
と
を
終
わ
り
に
詳
し
く
言
及
し

た
。
蘇
綽
は
占
い
に
ひ
と
き
わ
通
じ
て
お
り
、
人
知
れ
ず
に
そ
の
能
力
を

使
う
と
は
こ
の
事
を
言
う
の
だ
と
論
じ
た
。

い
さ
さ
か
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
も
と
も
と
蘇
綽
（
四
九
八
〜
五
四
六
）

の
も
と
に
宝
鏡
が
あ
っ
た
と
い
う
設
定
は
、
太
原
王
氏
の
家
学
の
学
風
を
権
威

づ
け
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
蘇
綽
は
始
め
西
魏
に
仕
え
宇
文
泰
と
と
も
に
富
国

強
兵
を
推
し
進
め
、
政
治
改
革
を
進
め
た
人
物
で
あ
る
。
蘇
綽
の
一
つ
の
功
績

と
し
て
、自

有
晉
之
季
、
文
章
競
為
浮
華
、
遂
成
風
俗
。
太
祖
欲
革
其
弊
、
因
魏

帝
祭
廟
、
羣
臣
畢
至
、
乃
命
綽
為
大
誥
、
奏
行
之
。（『
周
書
』
巻
二
十
三

蘇
綽
伝
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
章
の
改
革
が
あ
る
。
晋
末
以
来
、
文
章
は
浮
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華
な
も
の
が
争
う
よ
う
に
書
か
れ
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
太
祖

は
そ
の
弊
害
を
改
め
よ
う
と
、
魏
帝
の
祭
廟
に
群
臣
が
こ
と
ご
と
く
や
っ
て
く

る
た
め
、
蘇
綽
に
命
じ
て
「
大
誥
」
を
作
り
こ
れ
を
奏
行
さ
せ
た
。「
大
誥
」

と
は
『
尚
書
』
大
誥
の
文
章
の
こ
と
で
、
太
祖
は
蘇
綽
に
儒
家
の
経
典
の
文
体

を
普
及
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
太
原
王
氏
の

思
想
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
隋
末
の
大
儒
と
称
さ
れ
る
王
通
の
『
中
説
』

に
、

子
謂
、「
文
士
之
行
可
見
。
謝
靈
運
小
人
哉
。
其
文
傲
、
君
子
則
謹
。

沈
休
文
小
人
哉
。
其
文
冶
、
君
子
則
典
。
鮑
昭
、
江
淹
、
古
之
狷
者
也
。

其
文
急
以
怨
。
吳
筠
、
孔
珪
、
古
之
狂
者
也
。
其
文
怪
以
怒
。
謝
莊
、
王

融
、
古
之
纖
人
也
。
其
文
碎
。
徐
陵
、
庾
信
、
古
之
誇
人
也
。
其
文
誕
。」

或
問
孝
綽
兄
弟
。
子
曰
、「
鄙
人
也
。
其
文
淫
。」
或
問
湘
東
王
兄
弟
。
子

曰
、「
貪
人
也
。
其
文
繁
。
謝
朓
、
淺
人
也
。
其
文
捷
。
江
揔
、
詭
人
也
。

其
文
虛
。
皆
古
之
不
利
人
也
。」
子
謂
、「
顏
延
之
、
王
儉
、
任
昉
、
有
君

子
之
心
焉
。
其
文
約
以
則
。」（
王
通
『
中
説
』
事
君
篇
）

王
通
の
『
中
説
』
は
『
論
語
』
の
体
裁
を
模
し
た
も
の
で
、
王
通
自
身
が
「
子

謂
」
と
し
て
、
対
話
形
式
で
自
説
を
述
べ
て
い
る
。『
論
語
』
を
模
し
て
い
る

段
階
で
、
す
で
に
文
章
は
古
文
志
向
で
あ
る
が
、
右
の
引
用
箇
所
で
は
、
謝
霊

運
、
沈
約
を
皮
切
り
に
、
鮑
昭
、
江
淹
、
呉
筠
、
孔
珪
、
謝
荘
、
王
融
、
徐

陵
、
庾
信
と
南
朝
を
代
表
す
る
文
章
家
を
こ
と
ご
と
く
否
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
劉
孝
綽
・
孝
威
兄
弟
、
謝
朓
、
江
揔
の
文
章
も
人
に
利
益
を
与
え
な
い
と

一
蹴
す
る
。
た
だ
、
顏
延
之
、
王
儉
、
任
昉
は
君
子
の
心
が
あ
り
、
文
章
も
簡

約
で
規
則
性
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
簡
約
で
論
理
性
の
あ
る
文
章
、
す
な
わ
ち
古
典
の
文
章
を
重
ん
じ

る
学
風
が
あ
っ
た
太
原
の
王
氏
が
、
宝
鏡
を
蘇
綽
か
ら
引
き
継
い
だ
と
わ
ざ
わ

ざ
設
定
し
て
い
る
意
味
は
大
き
い
。
南
朝
文
化
を
信
奉
す
る
学
者
が
主
流
で

あ
っ
た
唐
朝
の
宮
廷
に
あ
っ
て
、
太
原
王
氏
一
門
は
、
北
学
を
継
承
す
る
一
族

で
、
し
か
も
北
朝
で
経
書
の
文
芸
精
神
を
体
現
し
た
蘇
綽
か
ら
宝
鏡
を
受
け
継

い
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
族
の
正
統
性
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
何
と
し
て
も

盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
話
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
古
鏡
記
」
の
こ
の
話
柄
は
、
冷
静
に
読
み
直
し
て
み
る
と
、
事

実
と
し
て
齟
齬
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
王
度
の
家

の
使
用
人
で
あ
る
豹
生
は
七
十
歳
あ
ま
り
と
言
う
が
、
彼
が
蘇
綽
に
昔
仕
え
て

い
た
と
い
う
に
は
、
年
代
的
に
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
蘇
綽
と
王
度
の
時
代

は
離
れ
す
ぎ
て
い
て
、
二
人
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
極
端
な
作
為
を
感
じ
る
。

「
古
鏡
記
」
は
、
年
代
順
に
出
来
事
を
並
べ
、
史
書
の
形
式
に
沿
っ
て
書
か
れ
て

い
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
年
代
設
定
な
ど
が
正
確
で
な
い
箇
所
が
目
立
つ）

16
（

。

こ
こ
に
作
者
の
虚
構
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
意
識
も
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

少
し
考
え
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
っ
て
し
ま
う
、
不
合
理
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
は
す
で
に
虚
構
の
物
語
を
書
い
て
い
て
、
そ
こ
に

は
自
分
の
主
張
し
た
い
内
容
が
す
で
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

太
原
の
王
氏
は
、
大
儒
王
通
の
よ
う
な
儒
学
を
信
奉
す
る
一
家
で
は
必
ず
し
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も
な
い
。「
古
鏡
記
」
の
作
品
自
体
、
合
理
的
な
志
向
を
逸
脱
し
た
虚
構
の
世

界
で
あ
り
、
物
語
の
後
半
の
主
人
公
と
な
る
王
績
は
、
む
し
ろ
道
教
的
志
向
が

強
く
、
官
に
あ
り
な
が
ら
も
隠
逸
を
求
め
る
異
端
児
で
あ
っ
た
。
儒
家
の
道
徳

を
信
念
と
す
る
王
通
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
弟
の
行
為
は
身
に
余
る
も
の

で
、

無
功
作
『
五
斗
先
生
傅
』。
子
曰
、「
汝
忘
天
下
乎
。
縱
心
敗
矩
、
吾
不

與
也
。」（『
中
説
』
事
君
篇
）

王
績
（
無
功
）
が
『
五
斗
先
生
伝
』
を
作
っ
た
。
王
通
は
「
お
ま
え
は

天
下
を
忘
れ
た
の
か
、
好
き
勝
手
に
行
動
を
し
て
規
則
を
守
ら
な
い
。
私

は
こ
う
し
た
態
度
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。」
と
。

と
、
王
通
は
弟
績
の
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
六
朝
以
来

の
士
大
夫
の
精
神
活
動
と
し
て
、
一
人
の
人
間
に
異
質
な
道
教
と
儒
教
が
混
在

と
存
在
す
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
族
の
兄
弟
内
で
も
対

立
す
る
価
値
観
が
同
居
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

二
、次

に
「
古
鏡
記
」
の
後
半
の
主
人
公
で
あ
る
王
績
の
物
語
を
、
隋
朝
を
舞
台

と
し
た
他
の
伝
奇
小
説
と
比
較
を
し
て
み
よ
う
。

王
績
は
、『
新
唐
書
』、『
旧
唐
書
』
双
方
に
立
伝
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
隠

逸
伝
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
隠
者
と
し
て
名
高
か
っ
た
。

「
古
鏡
記
」
で
は
、
大
業
十
年
か
ら
十
三
年
の
三
年
間
（
六
一
四
〜
六
一
七
）、

「
山
水
に
遊
び
、
長
往
の
策
を
為
さ
ん
（
神
仙
の
道
を
極
め
よ
う
）」
と
し
て
、

旅
に
出
る
の
で
あ
る
。
本
伝
に
よ
る
と
、
大
業
中
に
孝
悌
廉
潔
科
に
挙
げ
ら
れ

秘
書
正
字
を
任
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
六
合
の
丞
（
現
江
蘇
省
六
合
あ
た
り
の
県

副
知
事
）
に
移
る
。「
古
鏡
記
」
の
話
は
、
こ
の
六
合
丞
を
辞
め
た
あ
と
「
長

往
の
策
」
を
為
す
た
め
に
旅
に
出
た
設
定
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
績
は

完
全
に
官
界
か
ら
引
退
す
る
隠
者
で
は
な
く
、
東
晋
の
陶
淵
明
を
範
と
し
て
、

隠
居
と
出
仕
を
繰
り
返
す
市
隠
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
を
貫
い
た
。
陶
淵
明
の

「
五
柳
先
生
伝
」
を
模
し
、
み
ず
か
ら
も
酒
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
五
斗

先
生
伝
」
と
い
う
自
伝
を
書
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
全
文
を
見
て
み
よ
う
。

有
五
斗
先
生
者
、
以
酒
德
遊
於
人
間
。
人
有
以
酒
請
者
、
無
貴
賤
皆
往
。

往
必
醉
、
醉
則
不
擇
地
斯
寢
矣
、
醒
則
復
起
飲
也
。
嘗
一
飲
五
斗
、
因
以

為
號
焉
。（「
五
斗
先
生
伝
」）

酒
の
徳
で
世
間
を
渡
り
歩
き
、
酒
づ
き
あ
い
で
あ
れ
ば
身
分
の
貴
賤
に
関
係
な

く
出
か
け
て
い
き
酔
え
ば
寝
て
し
ま
い
起
き
れ
ば
ま
た
飲
み
、
一
度
に
五
斗
飲

む
の
で
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
、
と
完
全
に
陶
淵
明
の
飲
酒
詩
の
境
地
に

生
き
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

先
生
絕
思
慮
、
寡
言
語
、
不
知
天
下
之
有
仁
義
厚
薄
也
。
忽
然
而
去
、
倏

焉
而
來
、
其
動
也
天
、
其
靜
也
地
。
故
萬
物
不
能
縈
心
焉
。
嘗
言
曰
、
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「
天
下
大
抵
可
見
矣
。
生
何
足
養
。
而
嵇
康
著
論
。
塗
何
為
窮
。
而
阮
籍

慟
哭
。
故
昏
昏
默
默
、
聖
人
之
所
居
也
。」
遂
行
其
志
、
不
知
所
如
。

（「
五
斗
先
生
伝
」）

五
斗
先
生
王
績
の
生
き
方
は
、
ま
さ
に
老
荘
思
想
を
実
践
し
た
も
の
で
、
無

知
無
欲
、
道
に
法
っ
て
万
物
と
一
体
と
な
っ
て
泰
然
と
生
き
て
い
く
。
天
下
の

こ
と
は
大
概
わ
か
っ
た
か
ら
、
も
は
や
生
は
大
切
に
す
る
も
の
で
も
な
い
が
、

嵆
康
は
『
養
生
論
』
を
著
し
、
阮
籍
は
母
の
死
に
慟
哭
し
つ
く
し
た
。
二
人
の

生
き
ざ
ま
は
ぼ
ん
や
り
と
何
も
語
ら
ず
、
ま
さ
に
聖
人
の
境
地
に
達
し
て
い

る
。
つ
い
に
志
を
実
践
し
て
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。

「
古
鏡
記
」
で
は
、
仙
人
に
な
る
修
行
を
し
に
出
か
け
る
が
、
自
ら
作
っ
た

架
空
の
自
伝
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
境
地
に
達
し
て
生
き
る
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
生
き
方
は
王
績
の
理
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
若

い
王
績
は
政
治
的
情
熱
も
兄
王
通
に
近
い
熱
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

友
人
呂
才
が
書
い
た
「
王
無
功
集
」
序
（
王
績
の
文
集
の
序
）
に
、
十
五
歳

の
王
績
の
注
目
を
引
く
話
題
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

年
十
五
遊
於
長
安
謁
越
公
楊
素
。
于
時
賓
客
満
蓆
素
覧
刺
引
入
、
待
之

甚
倨
。
君
曰
、
績
聞
周
公
接
賢
吐
飡
握
髪
。
明
公
若
欲
保
崇
榮
貴
、
不
宜

倨
見
天
下
之
士
。
時
宋
公
賀
若
弼
早
與
君
長
兄
侍
御
史
度
相
善
。
至
是
起

曰
、
王
郎
是
王
度
御
史
弟
也
。
正
看
今
日
精
神
足
見
賢
兄
有
弟
。（
呂
才

「
王
無
功
集
序
）
17
（

」）

十
五
歳
の
時
長
安
に
行
き
越
公
楊
素
に
謁
見
し
た
。
そ
の
時
賓
客
が
席

を
満
た
し
て
い
た
が
、
楊
素
は
名
刺
を
見
て
王
績
を
引
き
入
れ
た
。
し
か

し
、
と
て
も
傲
慢
に
扱
っ
た
た
め
、
王
績
は
言
っ
た
。「
あ
の
周
公
は
賢

人
に
接
す
る
と
き
に
は
食
べ
切
れ
な
い
も
の
を
全
て
吐
き
出
し
、
入
浴
し

て
髪
の
水
気
を
完
全
に
切
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
あ
な
た
様
が
も
し
栄
華

と
高
貴
さ
を
尊
ば
れ
続
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
天
下
の
士
を
見
下
さ
な
い

方
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。」
と
。
時
に
宋
公
の
賀
若
弼
が
い
て
彼
は
早

く
か
ら
績
の
長
兄
で
あ
る
侍
御
史
の
度
と
仲
が
良
か
っ
た
。
そ
こ
で
立
ち

上
が
っ
て
言
っ
た
。「
王
郎
は
王
度
御
史
の
弟
君
で
す
。
本
日
の
元
気
あ

る
姿
を
見
れ
ば
賢
兄
に
賢
弟
が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
ょ
う
。」
と
。

若
い
王
績
は
わ
ざ
わ
ざ
長
安
に
行
っ
て
、
あ
た
か
も
戦
国
の
遊
説
の
士
の
よ

う
に
、
時
の
権
力
者
に
政
策
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
出
て
く
る
楊
素
と
は
、
隋
末
に
あ
っ
て
、
不
沈
の
激
し
い
官
歴
を
歩
ん
だ
権

力
側
に
い
た
人
物
で
あ
る
。
北
周
か
ら
官
に
あ
り
、
隋
の
建
国
時
に
功
績
が
あ

り
、
文
帝
よ
り
上
柱
国
を
下
賜
さ
れ
、
越
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
は
煬
帝

に
も
取
り
立
て
ら
れ
司
徒
の
地
位
に
い
た
も
の
の
、
引
用
文
に
あ
る
よ
う
な
傲

慢
さ
が
災
い
し
て
楚
公
に
左
遷
さ
れ
た
。
隋
末
に
反
乱
を
起
こ
し
た
楊
玄
感
の

父
に
当
た
る
。
時
の
有
力
者
で
は
あ
る
が
、
行
動
を
と
も
に
す
る
と
危
険
な
末

路
を
た
ど
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

唐
代
伝
奇
で
隋
朝
を
舞
台
に
し
た
も
の
に
道
士
の
杜
光
庭
が
作
者
と
さ
れ
る

「
虬
髯
客
伝
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。「
虬
髯
客
伝
」
は
隋
末
唐
初
に
軍
人
で
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あ
っ
た
李
靖
（
五
七
一
〜
六
四
九
）
が
、
太
宗
の
才
能
を
見
出
し
て
、
そ
の
下

で
自
ら
も
歴
史
の
中
で
活
躍
し
て
い
く
史
実
の
陰
に
、
望
気
の
術
を
よ
く
す
る

仙
人
と
先
見
の
明
が
あ
る
妓
女
の
暗
躍
が
あ
っ
た
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の

物
語
の
始
ま
り
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
楊
素
と
李
靖
の
面
会
か
ら
始
ま
る
。

隋
煬
帝
之
幸
江
都
也
、
命
司
空
楊
素
守
西
京
。
素
驕
貴
、
又
以
時
亂
、

天
下
之
權
重
望
崇
者
、
莫
我
若
也
。
奢
貴
自
奉
、
禮
異
人
臣
。
每
公
卿
入

言
、
賓
客
上
謁
、
未
嘗
不
踞
床
而
見
、
令
美
人
捧
出
、
侍
婢
羅
列
、
頗
僭

於
上
。
末
年
益
甚
。
一
日
、
衛
公
李
靖
以
布
衣
來
謁
、
獻
奇
策
。
素
亦
踞

見
之
。
靖
前
揖
曰
、「
天
下
方
亂
、
英
雄
競
起
、
公
為
帝
室
重
臣
、
須
以

收
羅
豪
傑
為
心
、
不
宜
踞
見
賓
客
。」
素
斂
容
而
起
、
與
語
大
悅
、
收
其

策
而
退
。
當
靖
之
聘
辯
也
、
一
妓
有
殊
色
、
執
紅
拂
、
立
於
前
、
獨
目

靖
。
靖
既
去
、
而
拂
妓
臨
軒
、
指
吏
問
曰
、「
去
者
處
士
第
幾
。
住
何

處
。」
吏
具
以
對
、
妓
頷
而
去
。（
杜
光
庭
？
「
虬
髯
客
伝
」）

隋
の
煬
帝
が
江
都
に
御
幸
し
た
際
、
司
空
の
楊
素
に
長
安
の
留
守
番
を

命
じ
た
。
楊
素
は
出
自
の
貴
さ
を
驕
り
、
ま
た
乱
世
に
お
い
て
天
下
の
権

力
も
人
望
も
自
分
及
ぶ
も
の
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
驕
り
高
ぶ
る
こ
と

を
自
ら
や
っ
て
、
礼
儀
作
法
も
人
様
と
違
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
重
役

が
話
に
来
た
り
客
が
謁
見
し
に
来
る
た
び
に
、
寝
台
か
ら
起
き
上
が
ら
ず

に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
美
人
を
侍
ら
せ
、
侍
女
を
並
べ
、
ほ
と
ん
ど
皇

帝
気
取
り
で
あ
る
。
晩
年
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
衛
公

の
李
靖
が
一
般
人
と
し
て
謁
見
に
来
て
珍
し
い
政
策
を
献
上
し
よ
う
と
し

た
。
楊
素
は
ま
た
横
に
な
っ
た
ま
ま
会
う
と
、
李
靖
は
前
に
出
て
言
っ

た
、「
天
下
は
乱
れ
て
い
て
、
英
雄
が
せ
め
ぎ
合
う
中
、
あ
な
た
は
皇
帝

の
重
臣
と
し
て
豪
傑
を
あ
ま
ね
く
集
め
る
こ
と
に
心
が
け
る
べ
き
で
す
。

横
に
な
っ
て
お
客
に
会
う
こ
と
は
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
。
楊
素

は
姿
勢
を
正
し
て
起
き
上
が
り
、
と
も
に
語
り
大
い
に
喜
び
、
李
靖
の
政

策
を
受
け
入
れ
て
退
か
せ
た
。
李
靖
が
熱
弁
を
振
る
っ
て
い
る
時
、
一
人

の
妓
女
が
赤
い
払
子
を
取
っ
て
前
に
立
ち
李
靖
を
見
つ
め
た
。
李
靖
が
去

る
と
、
払
子
の
妓
女
は
軒
先
ま
で
来
て
、
役
人
に
李
を
指
さ
し
な
が
ら
聞

い
た
。「
い
ま
出
て
い
っ
た
お
方
は
何
番
目
の
兄
弟
で
、
ど
こ
に
住
ん
で

い
る
の
で
す
か
。」
と
。
役
人
は
詳
し
く
答
え
る
と
、
妓
女
は
頷
い
て
立

ち
去
っ
た
。

当
時
政
治
的
に
自
ら
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
手
っ
取
り
早
か
っ
た
の
は
、
時

の
権
力
者
で
あ
っ
た
楊
素
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
つ
の
物
語
の
楊

素
が
来
賓
に
対
す
る
態
度
は
無
礼
極
ま
り
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
客
が
嗜
め
る

と
い
う
展
開
が
、
引
用
し
た
二
つ
の
話
で
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

伝
奇
に
出
て
く
る
楊
素
像
は
こ
う
し
た
役
回
り
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
官
途
を
わ
た
る
こ
と
に
成
功
す
る
人
物
は
、
こ
う
し
た
手
合
に
見

切
り
を
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
績
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
は
順
調

に
進
ま
な
か
っ
た
が
、
李
靖
は
続
く
唐
代
で
頭
角
を
現
す
。

「
虬
髯
客
伝
」
の
李
靖
の
そ
の
後
の
人
生
は
歴
史
が
示
す
通
り
、
以
後
唐
の

太
宗
と
邂
逅
し
て
宰
相
に
ま
で
上
り
つ
め
る
。
李
靖
は
怪
異
譚
と
相
性
が
い
い
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よ
う
で
、
伝
奇
の
不
思
議
な
経
験
を
し
た
登
場
人
物
と
し
て
『
太
平
廣
記
』
に

は
他
の
話
に
も
登
場
す
る
。
太
宗
の
卓
越
し
た
人
格
者
像
を
強
調
す
る
立
役
者

で
、
現
実
の
世
界
で
も
唐
王
朝
創
業
期
を
支
え
た
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
。「
虬

髯
客
伝
」
で
は
、
楊
素
の
も
と
に
い
た
妓
女
張
が
李
靖
に
会
っ
て
そ
の
有
望
な

才
気
に
惚
れ
込
み
、
現
主
人
の
楊
素
を
「
屍
居
余
気
（
生
き
た
屍
）」
と
言
っ

て
見
切
り
を
つ
け
て
李
靖
と
駆
け
落
ち
を
す
る
。
さ
ら
に
霊
石
（
現
山
西
省
）

の
宿
で
虬
髯
（
み
ず
ち
の
よ
う
な
髯
）
の
老
人
に
出
会
う
。
李
靖
は
妓
女
張
を

見
つ
め
る
老
人
を
不
快
に
思
う
も
、
妓
女
張
は
そ
の
老
人
の
た
だ
な
ら
ぬ
雰
囲

気
に
惹
か
れ
、
老
人
の
姓
が
妓
女
と
同
じ
張
で
あ
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
三
人

は
意
気
投
合
す
る
。
虬
髯
の
老
人
は
太
原
に
異
人
が
お
り
、
そ
れ
を
真
人
だ
と

思
う
と
言
う
。
李
靖
は
李
世
民
（
の
ち
の
太
宗
）
の
こ
と
だ
と
思
い
、
知
人
を

介
し
て
老
人
と
李
世
民
を
会
わ
せ
る
こ
と
に
。
老
人
は
李
世
民
を
一
目
見
る
と

真
の
天
子
で
あ
る
と
言
い
、
自
分
の
全
財
産
を
李
靖
に
託
し
、
李
世
民
を
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
に
言
っ
て
去
っ
て
い
く
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

こ
れ
は
完
全
な
成
功
物
語
で
、
勝
者
が
歴
史
を
振
り
返
っ
て
自
分
の
偉
大
さ

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
歴
史
観
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
太
宗
礼
賛

の
物
語
は
、
唐
朝
の
要
請
で
編
ま
れ
た
『
隋
書
』
や
唐
初
に
陸
続
と
編
纂
さ
れ

た
六
朝
の
正
史
に
も
連
な
る
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、「
古
鏡

記
」
と
は
全
く
逆
の
歴
史
観
で
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
最
後
の
警

句
は
安
史
の
乱
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
勢
力
を
拡
大
し
て
謀
反
を
起
こ
し
た
節

度
使
た
ち
を
戒
め
た
も
の
で
、「
虬
髯
客
伝
」
は
中
唐
以
降
に
作
ら
れ
た
こ
と

も
明
白
で
あ
る）

18
（

。

一
方
、
同
じ
隋
末
を
描
い
た
「
古
鏡
記
」
の
方
は
、
一
族
が
繁
栄
す
る
歴
史

を
歩
ま
な
か
っ
た
た
め
、
太
宗
を
顕
彰
す
る
話
な
ど
追
加
さ
れ
る
は
ず
も
な

く
、
李
淵
が
即
位
す
る
一
年
前
、
隋
朝
の
滅
亡
の
年
に
物
語
は
終
わ
っ
て
い

た
。
隋
末
の
六
年
間
、
太
原
王
氏
と
と
も
に
あ
っ
た
宝
鏡
は
、
任
務
地
の

先
々
、
神
仙
修
行
の
道
す
が
ら
、
魑
魅
魍
魎
を
退
治
し
て
、
そ
の
役
割
を
終
え

て
、
姿
を
絶
っ
て
し
ま
う
。
物
語
を
隋
末
に
設
定
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に

隋
朝
の
滅
亡
を
暗
示
し
、
宝
鏡
が
失
わ
れ
る
結
末
は
、
か
つ
て
の
王
氏
と
隋
朝

の
栄
華
と
権
威
が
失
墜
し
て
し
ま
っ
た
悲
劇
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
以
前

に
繁
栄
し
て
い
た
門
閥
貴
族
が
終
焉
し
て
い
く
さ
ま
を
、
哀
愁
を
込
め
て
描
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

唐
の
官
制
の
歴
史
は
、
唐
王
朝
賛
美
、
太
宗
の
偉
業
の
神
格
化
と
い
う
歴
史

的
な
眼
差
し
で
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
権
力
側
が
作
り
出
し
た
虚
構

の
歴
史
で
あ
っ
た
。
一
方
で
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
門

閥
貴
族
の
物
語
は
、
時
間
と
と
も
に
淘
汰
さ
れ
駆
逐
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。「
古
鏡
記
」
が
活
写
し
た
王
氏
一
族
の
奇
怪
な
物
語
は
、
年
代
と
地

名
、
具
体
的
な
人
物
名
を
列
記
し
な
が
ら
、
ま
こ
と
し
や
か
に
語
る
も
の
の
、

よ
く
読
め
ば
虚
構
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
王
氏
の
残
党
た
ち
は
、
架

空
な
官
制
史
観
が
支
配
的
な
中
、
虚
構
で
綴
る
伝
奇
を
書
き
残
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
未
来
永
劫
に
一
族
の
栄
光
を
宝
鏡
で
映
し
続
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

「
古
鏡
記
」
は
、「
虬
髯
客
伝
」
な
ど
中
唐
の
伝
奇
に
比
べ
る
と
、
主
題
も
不
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明
瞭
で
最
後
は
鏡
が
喪
失
す
る
と
い
う
後
味
の
悪
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、「
古
鏡
記
」
は
も
と
も
と
『
異
聞
集
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
が
『
太
平

廣
記
』
に
収
録
さ
れ
る
形
で
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
単
行
の
作
品
と
し

て
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
独
の
物
語
と
し
て

読
み
つ
が
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
、
中
唐
の
伝
奇
流
行
に
向
け
て
、
少
な
か

ら
ず
そ
の
創
作
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
没
落
貴
族
と
な
っ
て
い
く
太
原
王
氏
が
、
そ
の
祖
先

た
ち
の
活
躍
を
宝
鏡
の
怪
異
譚
と
し
て
ま
と
め
つ
つ
も
、
往
時
の
繁
栄
を
記
録

に
留
め
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
「
古
鏡
記
」
に
は
漂
っ
て
い
る
。
唐
代
は
門
閥
貴

族
が
牛
李
の
党
争
な
ど
を
経
て
、
完
全
に
消
え
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
六
朝

以
来
の
貴
族
が
滅
ん
で
い
く
こ
と
を
暗
示
し
た
「
古
鏡
記
」
は
、
か
つ
て
権
勢

を
誇
っ
て
い
た
門
閥
が
宮
廷
内
で
も
実
際
に
力
を
失
っ
て
い
く
姿
を
実
見
し
て

い
た
伝
奇
作
家
た
ち
の
想
像
力
を
掻
き
立
て
る
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
行
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
伝
奇
の
登
場
人
物
は
、
作
者
が
す
で
に
科
挙
合
格
し

た
官
僚
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
時
代
に
漂
う
退
廃
の
主
題
と
し
て
、
登
場
人
物
た

ち
は
か
つ
て
の
門
閥
貴
族
出
身
に
設
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

唐
代
の
歴
史
は
勝
者
の
物
語
が
大
勢
を
占
め
る
中
、
隋
末
に
す
で
に
斜
陽
と

な
っ
て
い
た
太
原
王
氏
の
家
族
の
記
録
は
、
門
閥
貴
族
の
消
え
ゆ
く
未
来
を
暗

示
す
る
と
と
も
に
、
官
制
の
歴
史
観
で
は
映
し
出
さ
れ
な
い
隠
れ
た
真
相
を
今

に
伝
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

註 （
1
） 

魯
迅
『
小
説
史
略
』
第
八
篇
「
唐
の
伝
奇
文
（
上
）」
に
「
胡
應
麟
（『
筆
叢
』

三
十
六
）
云
、「
變
異
之
談
、
盛
於
六
朝
、
然
多
是
傳
錄
舛
訛
、
未
必
盡
幻
設
語
、
至
唐
人

乃
作
意
好
奇
、
假
個
說
以
寄
筆
端
。」
其
云
「
作
意
」、
云
「
幻
設
」
者
、
則
即
意
識
之
創

造
矣
。
此
類
文
字
、
當
時
或
為
叢
集
、
或
為
單
篇
、
大
率
篇
幅
曼
長
、
記
敘
委
曲
、
時
亦

近
於
俳
諧
、
故
論
者
每
訾
其
卑
下
、
貶
之
曰
「
傳
奇
」、
以
別
於
韓
柳
輩
之
高
文
。」
と
、

胡
応
麟
の
『
少
室
山
房
筆
叢
』
を
引
い
て
、
六
朝
志
怪
は
「
幻
設
」（
虚
構
）
を
「
作
意
」

（
故
意
）
に
作
ら
な
か
っ
た
が
、
唐
代
伝
奇
に
至
り
わ
ざ
と
奇
抜
さ
を
好
ん
で
小
説
に
そ
れ

を
描
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
古
鏡
記
」
と
太
原
の
王
氏
に
つ
い
て
は
、
小

南
一
郎
「
王
度
『
古
鏡
記
』
を
め
ぐ
っ
て
│
太
原
王
氏
の
傳
承
│
」（『
東
方
学
報
』
六
十

巻　

一
九
八
八
）
参
照
。

（
2
） 

科
挙
受
験
生
が
事
前
に
自
ら
の
文
章
力
を
試
験
官
に
み
て
も
ら
う
よ
う
に
、
あ
ら
か

じ
め
自
作
を
提
出
す
る
習
慣
を
行
巻
と
い
う
。
こ
れ
は
お
も
に
詩
作
に
お
い
て
な
さ
れ
た

形
跡
が
あ
る
。
唐
代
伝
奇
も
中
唐
に
さ
か
ん
に
な
る
が
、
そ
れ
も
行
巻
の
よ
う
な
風
習
が

原
因
し
て
い
る
の
で
は
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
詩
作
と
違
っ
て
そ
の
関
係
を
証
明
す
る
資

料
は
な
い
。

（
3
） 

顧
況
の
『
広
異
記
』
序
（『
全
唐
文
』
巻
五
九
二
に
収
録
）
に
「
國
朝
燕
公
『
梁
四

公
傳
』、
唐
臨
『
冥
報
記
』、
王
度
『
古
鏡
記
』、
孔
慎
言
『
神
怪
誌
』、
趙
自
勤
『
定
命

錄
』、
至
如
李
庾
成
、
張
孝
舉
之
徒
、
互
相
傳
說
。」
と
、
唐
代
に
な
っ
て
か
ら
書
か
れ
伝

奇
を
列
挙
し
て
い
る
。

（
4
） 

魯
迅
の
前
掲
書
に
「
隋
唐
間
、
有
王
度
者
、
作
『
古
鏡
記
』
見
『
廣
記
』

二
百
三
十
、
題
曰
『
王
度
』）、
自
述
獲
神
鏡
於
侯
生
、
能
降
精
魅
、
後
其
弟
勣
（
當
作
績
）
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遠
遊
、
借
以
自
隨
、
亦
殺
諸
鬼
怪
、
顧
終
乃
化
去
。
其
文
甚
長
、
然
僅
綴
古
鏡
諸
靈
異
事
、

猶
有
六
朝
誌
怪
流
風
。
王
度
、
太
原
祁
人
、
文
中
子
通
之
弟
、
東
臯
子
績
兄
也
、
蓋
生
於

開
皇
初
（
宋
晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
十
云
通
生
於
開
皇
四
年
）、
大
業
中
為
御
史
、
罷
歸

河
東
、
復
入
長
安
為
著
作
郎
、
奉
詔
修
國
史
、
又
出
兼
芮
城
令
、
武
德
中
卒
（
約
五
八
五

│
六
二
五
）、
史
亦
不
成
（
見
『
古
鏡
記
』、『
唐
文
粹
』
及
『
新
唐
書
』
王
績
傳
、
惟
傳
云

兄
名
凝
、
未
詳
孰
是
）、
遺
文
僅
存
此
篇
而
已
。
績
棄
官
歸
龍
門
後
、
史
不
言
其
遊
涉
、
蓋

度
所
假
設
也
。」
と
、「
古
鏡
記
」
が
隋
唐
の
間
、
王
度
と
い
う
人
物
の
作
に
な
る
も
の
で

あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、「
古
鏡
記
」
は
古
鏡
に
ま
つ
わ
る
怪
異
な
記
録
を
綴
っ
た

だ
け
で
六
朝
志
怪
の
雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
と
ど
め
て
い
る
と
す
る
。
作
者
王
度
に
つ
い
て

は
、
王
通
、
王
績
の
兄
で
あ
る
と
し
、
実
在
が
確
か
め
ら
れ
る
王
凝
と
王
度
が
同
一
人
物

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
5
） 

沈
既
済
の
「
任
氏
伝
」
の
最
後
に
「
建
中
二
年
、
既
濟
自
左
拾
遺
於
金
吳
將
軍
裴

冀
、
京
兆
少
尹
孫
成
、
戶
部
郎
中
崔
需
、
右
拾
遺
陸
淳
皆
適
居
東
南
、
自
秦
徂
吳
、
水
陸

同
道
。
時
前
拾
遺
朱
放
因
旅
遊
而
隨
焉
。
浮
穎
涉
淮
、
方
舟
沿
流
、
晝
宴
夜
話
、
各
征
其

異
說
。
眾
君
子
聞
任
氏
之
事
、
共
深
歎
駭
、
因
請
既
濟
傳
之
、
以
志
異
雲
。
沈
既
濟
撰
。」

と
あ
る
。
東
南
に
左
遷
さ
れ
る
船
旅
で
、
夜
な
夜
な
物
語
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
珍
し
い
話

を
求
め
合
い
、
み
な
任
氏
の
話
を
聞
く
に
及
び
深
く
感
嘆
し
、
沈
既
済
は
物
語
に
書
く
よ

う
請
わ
れ
て
書
い
た
と
あ
る
。

（
6
） 

王
績
を
王
勣
と
表
記
す
る
テ
キ
ス
ト
が
多
く
、
胡
震
亨
『
唐
音
癸
籤
』
の
「
唐
詩
人
名

誤
者
」
に
「
勣
」
の
字
は
誤
字
で
あ
る
と
指
摘
が
あ
る
が
、
後
世
の
表
記
で
は
「
王
績
」

に
落
ち
着
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
川
合
康
三
『
中
国
の
自
伝
文
学
』（
創
文
社　

一
九
九
六
）
の
注
釈
（
十
三
）
二
七
四
頁
参
照
）。
こ
こ
で
は
「
績
」
に
統
一
し
て
表
記
す

る
。

（
7
） 『
資
治
通
鑑
』
巻
一
四
〇
高
宗
明
皇
帝
中
建
武
三
年
に
「
魏
主
雅
重
門
族
、
以
范
陽

盧
敏
、
清
河
崔
宗
伯
、
滎
陽
鄭
羲
、
太
原
王
瓊
四
姓
、
衣
冠
所
推
、
鹹
納
其
女
以
充
後
宮
。

隴
西
李
沖
以
才
識
見
任
、
當
朝
貴
重
、
所
結
姻
姻
、
莫
非
清
望
。
帝
亦
以
其
女
為
夫
人
。

（
中
略
）
時
趙
郡
諸
李
、
人
物
尤
多
、
各
盛
家
風
、
故
世
之
言
高
華
者
、
以
五
姓
為
首
。」

と
あ
る
。

（
8
） 『
新
唐
書
』
巻
一
九
六
王
績
伝
に
「
兄
通
、
隋
末
大
儒
也
、
聚
徒
河
、
汾
間
、
仿
古

作
『
六
經
』、
又
爲
『
中
説
』
以
擬
『
論
語
』。
不
爲
諸
儒
稱
道
、
故
書
不
顯
、
惟
『
中
説
』

獨
傳
。
通
知
績
誕
縱
、
不
嬰
以
家
事
、
鄉
族
慶
吊
冠
昏
、
不
與
也
。
與
李
播
、
呂
才
善
。」

と
儒
者
と
し
て
の
業
績
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
新
唐
書
』、『
旧
唐
書
』
と
も
に
王

通
を
単
独
の
列
伝
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

（
9
） 「
古
鏡
記
」
前
半
の
物
語
に
も
王
績
は
一
度
登
場
し
て
、
突
然
現
れ
た
胡
僧
の
応
対

を
し
て
い
る
。
胡
僧
は
王
氏
の
家
に
宝
気
が
出
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
訪
ね
て
き
て
、
こ

の
宝
鏡
に
は
別
に
知
ら
れ
ざ
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
物
語
の
後
半
で
、
王
績
が

鏡
を
持
ち
出
し
た
こ
と
も
、
そ
こ
で
知
っ
た
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。

胡
僧
と
の
場
面
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
大
業
九
年
正
月
朔
旦
、
有
一
胡
僧
行
乞
而
至

度
家
。
弟
勣
出
見
之
、
覺
其
神
采
不
俗
、
更
邀
入
室
、
而
為
具
食
。
坐
語
良
久
、
胡
僧
謂

勣
曰
、「
檀
越
家
似
有
絕
世
寶
鏡
也
、
可
得
見
耶
。」
勣
曰
、「
法
師
何
以
得
知
之
。」
僧
曰
、

「
貧
道
受
明
錄
秘
術
、
頗
識
寶
氣
。
檀
越
宅
上
、
每
日
常
有
碧
光
連
日
、
絳
氣
屬
月
、
此
寶

鏡
氣
也
。
貧
道
見
之
兩
年
矣
。
今
擇
良
日
、
故
欲
一
觀
。」
勣
出
之
、
僧
跪
捧
欣
躍
。
又
謂

勣
曰
、「
此
鏡
有
數
種
靈
相
、
皆
當
未
見
。
但
以
金
膏
塗
之
、
珠
粉
拭
之
、
舉
以
照
日
、
必

影
徹
牆
壁
。」
僧
又
歎
息
曰
、「
更
作
法
試
、
應
照
見
腑
髒
、
所
恨
卒
無
藥
耳
。
但
以
金
煙
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薰
之
、
玉
水
洗
之
、
復
以
金
膏
珠
粉
、
如
法
拭
之
、
藏
之
泥
中
、
亦
不
晦
矣
。」
遂
留
金
煙

玉
水
等
法
、
行
之
無
不
獲
驗
。
而
胡
僧
遂
不
復
見
。」

（
10
） 『
新
唐
書
』
巻
一
九
九
柳
沖
伝
に
「
今
流
俗
獨
以
崔
・
盧
・
李
・
鄭
為
四
姓
、
加
太

原
王
氏
號
五
姓
、
蓋
不
經
也
。」
と
あ
る
。

（
11
） 『
新
唐
書
』
巻
二
〇
一
に
「
勃
既
廢
、
客
劍
南
。
嘗
登
葛
憒
山
曠
望
、
慨
然
思
諸
葛

亮
之
功
、
賦
詩
見
情
。
聞
虢
州
多
藥
草
、
求
補
參
軍
。
倚
才
陵
藉
、
為
僚
吏
共
嫉
。
官
奴

曹
達
抵
罪
、
匿
勃
所
、
懼
事
泄
、
輒
殺
之
。
事
覺
當
誅
、
會
赦
除
名
。
父
福
畤
、
繇
雍
州

司
功
參
軍
坐
勃
故
左
遷
交
址
令
。
勃
往
省
、
度
海
溺
水
、
痵
而
卒
、
年
二
十
九
。」
と
、
王

勃
の
一
生
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

（
12
） 「
古
鏡
記
」
の
原
文
は
、『
太
平
広
記
』
巻
二
三
一
「
器
玩
二
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

「
王
度
」
に
拠
っ
た
。
こ
れ
は
陳
翰
の
『
異
聞
集
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
、
全
体
が
ま
と

ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
唯
一
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。『
郡
斎
読
書
志
』
類
書
類
に
よ
る
と
、

「
古
鏡
記
一
巻
右
未
祥
撰
人
。
纂
古
鏡
故
事
。」
と
あ
り
、
も
と
も
と
単
独
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
13
） 

楊
宝
の
話
は
『
捜
神
記
』
巻
二
十
に
、
張
華
の
も
の
は
『
晋
書
』
本
伝
に
そ
れ
ぞ
れ

見
え
る
。

（
14
） 『
旧
唐
書
』
巻
七
十
二
褚
亮
伝
に
「
始
太
宗
既
平
寇
亂
、
留
意
儒
學
、
乃
於
宮
城
西

起
文
學
館
、
以
待
四
方
文
士
。
於
是
、
以
屬
大
行
台
司
勳
郎
中
杜
如
晦
、
記
室
考
功
郎
中

房
玄
齡
及
於
志
寧
、
軍
諮
祭
酒
蘇
世
長
、
天
策
府
記
室
薛
收
、
文
學
褚
亮
、
姚
思
廉
、
太

學
博
士
陸
德
明
、
孔
穎
達
、
主
簿
李
玄
道
、
天
策
倉
曹
李
守
素
、
記
室
參
軍
虞
世
南
、
參

軍
事
蔡
允
恭
、
顏
相
時
、
著
作
佐
郎
攝
記
室
許
敬
宗
、
薛
元
敬
、
太
學
助
教
蓋
文
達
、
軍

諮
典
簽
蘇
勖
、
並
以
本
官
兼
文
學
館
學
士
。
及
薛
收
卒
、
復
征
東
虞
州
錄
事
參
軍
劉
孝
孫

入
館
。
尋
遣
圖
其
狀
貌
、
題
其
名
字
、
爵
裡
、
乃
命
亮
為
之
像
贊
、
號
『
十
八
學
士
寫
真

圖
』、
藏
之
書
府
、
以
彰
禮
賢
之
重
也
。
諸
學
士
並
給
珍
膳
、
分
為
三
番
、
更
直
宿
於
閣

下
、
每
軍
國
務
靜
、
參
謁
歸
休
、
即
便
引
見
、
討
論
墳
籍
、
商
略
前
載
。
預
入
館
者
、
時

所
傾
慕
、
謂
之
「
登
瀛
洲
」。
顏
相
時
兄
師
古
、
蘇
勖
兄
子
干
。」
と
あ
る
。

（
15
） 

布
目
潮
渢
『「
貞
観
政
要
」
の
政
治
学
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
七
）
序
説
参
照
。

（
16
） 「
古
鏡
記
」
に
大
業
八
年
四
月
一
日
に
日
食
が
起
き
た
話
が
あ
る
が
、
六
一
二
年
の

こ
の
日
の
前
後
に
長
安
に
日
食
が
起
き
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。『
古
鏡
記
・
白
猿
伝
・
遊

仙
窟
（
唐
代
Ⅰ
）』（
明
治
書
院　

二
〇
〇
五
）
解
説
に
、
日
食
ソ
フ
ト
で
の
調
査
、『
資
治

通
鑑
』、『
隋
書
』
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
な
い
論
証
が
あ
る
。

（
17
） 

こ
の
引
用
箇
所
は
、
現
存
す
る
呂
才
の
「
王
無
功
集
」
序
の
う
ち
四
部
叢
刊
本
「
東

皋
子
集
」
や
『
唐
文
粋
』
巻
九
十
三
に
は
略
さ
れ
て
い
る
。
北
京
図
書
館
所
蔵
の
陳
氏
晩

晴
軒
抄
本
に
の
み
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
王
績
の
兄
と
し
て
王
度
の
名
前
が
唯
一
載
せ
ら
れ

て
い
る
貴
重
な
証
拠
と
な
っ
て
も
い
る
。

（
18
） 「
虬
髯
客
伝
」
の
終
わ
り
に
、「
乃
知
真
人
之
興
、
非
英
雄
所
冀
、
況
非
英
雄
乎
。
人

臣
之
謬
思
亂
、
乃
螳
螂
之
拒
走
輪
耳
。」
と
言
う
。
真
の
為
政
者
が
国
を
起
こ
す
と
い
う
こ

と
は
、
英
雄
が
願
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
英
雄
で
な
い
も
の
は
で
き
よ

う
は
ず
が
な
い
。
家
臣
の
間
違
え
た
考
え
で
反
乱
を
起
こ
す
の
は
カ
マ
キ
リ
が
走
っ
て
く

る
車
を
拒
も
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
と
論
評
し
、
暗
に
安
史
の
乱
前
後
に
暗
躍
し
た
節

度
使
勢
力
を
批
判
し
て
い
る
。


