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キ
ー
ワ
ー
ド
：
牡
丹
灯
記
・
剪
灯
新
話
・
瞿
佑
・
牡
丹
亭
・
湯
顕
祖

　
本
稿
は
、
単
純
な
疑
問
に
発
し
て
い
る
。「
牡
丹
灯
記
」（
瞿
佑
『
剪
灯
新

話
』
巻
二
）
は
、
な
ぜ
牡
丹
を
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
牡
丹
が
作

品
中
に
登
場
す
る
の
か
。
ま
た
湯
顕
祖
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
場
合
は
、
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
振
り
出
し
に
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
関
わ
り

を
考
え
る
こ
と
が
ど
ん
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
、
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
た

い
。

一
　
双
頭
の
牡
丹

　「
牡
丹
灯
記
」
は
、『
剪
灯
新
話
』
の
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
そ
の
素
材
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
る
。
た
と
え
ば
『
太
平
広
記
』
巻

三
百
三
十
四
に
み
え
る
「
王
元
之
」
は
、〝
王
元
之
と
い
う
者
が
死
ん
だ
女

（
高
密
の
令
の
死
ん
だ
娘
と
い
う
）
と
親
し
く
な
っ
た
話
で
あ
る
が
、
そ
の
夕

方
門
外
に
立
っ
て
い
る
と
婢
を
従
え
た
美
人
が
西
方
か
ら
や
っ
て
来
る
と
い
い
、

声
を
か
け
る
と
美
人
が
男
の
家
に
至
る
と
い
い
、
夜
毎
に
訪
ね
て
来
て
情
愛
が

深
く
な
る
と
い
い
、
女
の
家
が
ど
こ
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
い
、
女
の
実
は
死

ん
だ
女
で
婢
も
ま
た
木
主
で
あ
る
と
い
う
な
ど
、
全
く
同
趣
向
で
あ
る
〟（
近

藤
春
雄
『
唐
代
小
説
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
）。
あ
る
い
は
南
宋

の
洪
邁
『
夷
堅
志
』（
甲
志
巻
八
）
に
収
め
る
「
京
師
異
婦
人
」
は
、〝
主
人
公

と
鬼
女
と
の
出
会
い
が
元
宵
節
で
あ
る
こ
と
、
鬼
女
が
道
士
の
護
符
の
力
で
折

伏
さ
れ
る
結
末
な
ど
、「
牡
丹
灯
記
」
が
こ
の
話
を
骨
子
と
し
て
、
そ
れ
に
潤

色
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
〟（
竹
田
晃
ほ
か

『
剪
灯
新
話
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。
さ
ら
に
は
橋
本
堯
「
亡
霊
と
の
交

わ
り
」（『
吉
川
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）

の
よ
う
に
、
も
ぐ
り
売
春
と
の
発
想
的
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

説
に
よ
る
な
ら
、
そ
こ
に
牡
丹
の
提
灯
は
出
て
こ
な
い
か
ら
、
瞿
佑
は
何
ら
か

の
意
図
で
新
た
に
こ
の
要
素
を
「
牡
丹
灯
記
」
に
盛
り
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

　
藍
本
は
ほ
か
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
南
宋
の
羅
燁
『
酔
翁
談
録
』

（
壬
集
巻
一
、
負
心
類
）
に
み
え
る
話
で
、〝
張
と
い
う
男
が
元
宵
節
の
晩
、
紅

綃
（
あ
か
ぎ
ぬ
）
の
帕
子
（
ハ
ン
カ
チ
）
を
拾
っ
た
こ
と
が
縁
で
、
節
度
使
李

公
の
側
室
の
李
氏
と
い
う
美
女
と
知
り
合
い
、
二
人
で
駆
け
落
ち
す
る
が
、
最

後
は
李
氏
を
裏
切
り
、
名
裁
判
官
、
包
拯
に
裁
か
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
相
手

が
人
か
幽
霊
か
の
ち
が
い
は
あ
る
が
、
こ
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
筋
と
よ
く
似
た

と
こ
ろ
が
あ
る
。
特
に
、
男
が
李
氏
に
は
じ
め
て
会
っ
た
時
、
そ
の
車
に
「
双

鴛
鴦
灯
」
が
か
け
て
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
の
「
双
頭
牡
丹
灯
」
を
す

こ
ぶ
る
思
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
紅
綃
密
約
、
張
生
負
李
氏
娘
」
の
話
、
宋

代
の
民
間
日
用
百
科
事
典
『
歳
時
広
記
』
に
は
、「
鴛
鴦
灯
伝
」
の
題
で
収
め

ら
れ
て
お
り
、
当
時
は
な
は
だ
有
名
で
あ
っ
た
ら
し
い
。「
牡
丹
灯
記
」
は
こ

の
「
鴛
鴦
灯
伝
」
の
幽
霊
版
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
〟（
金
文
京
『
中
国

「
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小
説
選
』
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
）。「
鴛
鴦
灯
伝
」
の
話
は
『
歳
時
広
記
』

巻
十
二
「
上
元
」
下
の
「
約
寵
姫
」
の
項
に
略
説
さ
れ
て
い
る
（
な
お
次
の

「
惑
妖
女
」
の
項
に
は
、『
夷
堅
甲
志
』
か
ら
と
し
て
先
の
「
京
師
異
婦
人
」
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
場
合
、
つ
が
い
の
鴛
鴦
は
仲
睦
ま
じ
さ
の
象
徴
と

さ
れ
る
か
ら
、
双
頭
の
牡
丹
も
同
様
の
発
想
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
も
そ

も
唐
よ
り
こ
の
か
た
、
華
や
か
な
牡
丹
の
花
は
熱
狂
的
な
人
気
を
博
し
た
か
ら

（
李
樹
桐
「
唐
人
喜
愛
牡
丹
考
」（『
唐
史
新
論
』
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
七
二

年
）、
斉
藤
茂
「
李
商
隠
「
牡
丹
」
七
律
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
国
詩
文
論
叢
』

第
二
・
三
・
四
集
、
一
九
八
三
～
一
九
八
五
年
）
な
ど
参
照
）、
小
正
月
の
飾

り
も
の
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
。

　
た
だ
双
頭
と
い
う
点
に
着
目
し
つ
つ
「
牡
丹
灯
記
」
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、

ま
た
べ
つ
の
意
味
合
い
も
考
え
う
る
。
前
述
の
竹
田
晃
氏
ら
は
、
鬼
女
の
執
念

や
そ
れ
を
折
伏
す
る
宗
教
の
法
力
と
い
っ
た
観
点
か
ら
「
牡
丹
灯
記
」
と
〝
白

蛇
伝
〟
は
軌
を
一
に
す
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
ア
ル
ビ

ノ
の
蛇
と
い
う
異
形
が
、
敵
役
と
さ
れ
て
い
た
。
で
は
双
頭
の
牡
丹
と
い
う
異

形
に
も
、
そ
う
い
う
要
素
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
太
刀
川
清
『
牡
丹
灯
記
の
系

譜
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
八
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
牡
丹
灯
記
」
で
符
麗

卿
に
魅
入
ら
れ
て
幽
鬼
と
な
り
明
州
の
ま
ち
を
騒
が
せ
た
喬
生
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
反
省
の
弁
を
の
べ
て
い
る
。

不
能
效
孫
生
見
兩
頭
蛇
而
決
斷
，
乃
致
如
鄭
子
逢
九
尾
狐
而
愛
憐
。

（
孫
叔
敖
が
両
頭
の
蛇
を
切
り
殺
し
た
故
事
に
な
ら
え
ず
、
鄭
六
が
任
氏

を
愛
し
た
真
似
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。）

両
頭
の
蛇
や
九
尾
の
狐
（
任
氏
の
正
体
）
も
異
形
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
吉
な

も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
双
頭
の
牡
丹
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意

味
合
い
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
「
牡
丹
灯
記
」
で
は
、
二
つ
の

牡
丹
を
か
た
ど
っ
た
提
灯
に
出
く
わ
し
た
た
め
に
喬
生
は
命
を
落
と
し
、
明
州

の
人
々
も
重
病
に
苦
し
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
鉄
冠
道
人
は
裁
き
の

な
か
で
、〝
焼
壊
双
明
之
灯
（
双
明
の
灯
を
焼
毀
せ
よ
）〟
と
い
う
沙
汰
を
も
下

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
と
は
い
え
、
否
定
的
な
意
味
ば
か
り
を
担
っ
て
い
る
の
で
も
あ
る
ま
い
。

　
瞿
佑
の
『
香
台
集
』
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
由
美
「
瞿
佑
の
『
香
台
集
』
に
つ

い
て
　『
剪
灯
新
話
』
成
立
の
一
側
面
　
」（『
中
国
文
学
研
究
』
第
九
期
、
一

九
八
三
年
）
に
詳
し
い
。『
香
台
集
』
は
七
言
絶
句
百
二
十
首
を
収
め
、
い
ず

れ
も
歴
史
上
あ
る
い
は
虚
構
の
世
界
で
有
名
な
女
性
を
め
ぐ
っ
て
描
か
れ
て
い

る
。
各
首
に
つ
い
て
詩
題
、
本
事
、
作
品
、
補
注
と
い
う
構
成
を
と
り
、
岡
崎

氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
補
注
は
明
の
徐
伯
齢
に
よ
る
。
そ
の
『
香
台
集
』
巻
上
の

十
六
首
目
に
、
双
頭
の
牡
丹
を
扱
っ
た
詩
「
上
官
應
制
」
が
み
え
る
（
抄
本
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
偉
文
図
書
出
版
社
排
印
本
。
抄
本
は
官
を
郎
と
す
る
）。

曾
讀
昭
儀
應
制
詩
，
嗅
蘭
連
壁
比
雙
枝
。【
壁
、
当
作
璧
】

牡
丹
自
是
為
唐
瑞
，
多
卻
傍
觀
武
三
思
。

（
上
官
昭
儀
の
応
制
詩
を
よ
む
と
、
か
ぐ
わ
し
い
蘭
や
一
対
の
玉
に
双
頭

の
牡
丹
を
た
と
え
て
い
た
。

こ
の
花
は
唐
王
朝
に
と
っ
て
瑞
兆
の
は
ず
な
の
に
、
武
三
思
の
ふ
る
ま
い

を
傍
観
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。）

昭
儀
は
女
官
の
最
高
位
。
唐
高
宗
の
と
き
上
官
婉
児
が
「
宴
賞
双
頭
牡
丹
」
詩

を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
柳
宗
元
の
撰
と
称
す
る
『
龍
城
録
』
の
「
高
皇
帝
宴
賞
牡

丹
」
な
ど
に
見
え
、
そ
の
詩
に
は
〝
勢
如
連
璧
友
，
情
若
嗅
蘭
人
（
勢
は
連
璧

の
友
の
ご
と
く
、
情
は
嗅
蘭
の
人
の
ご
と
し
）〟
と
あ
っ
た
。
安
定
団
結
の
吉

兆
と
し
て
寿
い
だ
の
で
あ
る
。
上
官
婉
児
に
つ
い
て
は
西
村
富
美
子
「
詩
人
上

官
昭
容
論
　
そ
の
伝
記
　
」（『
入
矢
教
授
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学

論
集
』
入
矢
教
授
小
川
教
授
退
休
記
念
会
、
一
九
七
四
年
）
に
詳
し
い
。
彼
女

は
才
能
を
武
則
天
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
中
宗
の
韋
皇
后
や
武
則
天
の
甥
の
武
三



137 「牡丹灯記」と『牡丹亭』

思
と
も
親
し
い
重
要
人
物
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
玄
宗
の
挙
兵
で
殺
さ
れ
た
。

　
瞿
佑
が
『
香
台
集
』
で
描
く
の
は
、
二
重
の
歴
史
の
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
双
頭

の
牡
丹
は
縁
起
物
の
は
ず
が
、
唐
朝
の
命
運
は
か
え
っ
て
危
機
に
瀕
し
た
。
ま

た
高
宗
に
た
い
し
て
唐
朝
の
将
来
を
祝
し
た
上
官
婉
児
が
、
そ
の
た
め
に
な
し

得
た
の
は
実
力
の
発
揮
で
は
な
く
生
贄
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
牡

丹
は
上
官
婉
児
の
比
喩
で
も
あ
り
、
名
指
し
を
避
け
る
こ
と
で
瞿
佑
は
、
彼
女

へ
の
惻
隠
の
情
を
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。〝
傍
観
〟
と
い
う
表
現
に
し

て
も
、
上
官
婉
児
が
陰
謀
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
本
事
の

と
こ
ろ
で
も
『
後
村
詩
話
』
を
引
く
か
た
ち
で
、
孟
子
（
尽
心
下
）
の
言
葉
を

ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

亦
可
謂
才
女
子
矣
，
惜
其
行
有
不
掩
矣
。

（
や
は
り
才
能
あ
る
女
性
と
言
え
よ
う
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
行
動
に
は

言
葉
通
り
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

上
官
婉
児
の
言
行
不
一
致
を
指
摘
し
つ
つ
も
非
業
の
死
を
悼
む
気
持
ち
が
、
双

頭
の
牡
丹
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
上
官
婉
児
に
対
す
る
評
価
が
二
面
性
を
帯
び
る
こ
と
は
、
瞿
佑
が
「
牡
丹
灯

記
」
で
双
頭
の
牡
丹
に
こ
め
た
意
味
合
い
に
も
関
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

双
頭
は
一
対
と
い
う
幸
福
と
、
異
形
と
い
う
不
吉
と
の
、
そ
れ
こ
そ
双
方
の
意

味
を
象
徴
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
牡
丹
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
し
て
、
け
し
て
一
面

的
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
前
述
の
李
樹
桐
氏
や
斉
藤
茂
氏
な
ど
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
牡
丹
と
い
う
言
葉
は
謝
霊
運
の
詩
に
も
見
え
る
が
、
普
遍
化
す
る
契
機

は
武
則
天
が
故
郷
か
ら
長
安
や
洛
陽
に
移
植
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
下

賜
に
よ
っ
て
移
植
を
重
ね
、
次
第
に
普
及
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
高
貴
あ
る
い

は
妖
艶
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え

た
の
は
李
白
の
「
清
平
調
」
三
首
で
あ
り
、
こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
楊
貴
妃
を

描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
武
則
天
に
楊
貴
妃
、
こ
こ
に
上
官
婉
児
も
加
え
て
、
み

な
褒
貶
半
ば
す
る
存
在
で
あ
る
が
、
牡
丹
は
そ
ん
な
彼
女
た
ち
の
縁
語
で
も

あ
っ
た
。
と
く
に
上
官
婉
児
や
楊
貴
妃
は
天
寿
を
全
う
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
点

で
も
符
麗
卿
と
一
脈
通
ず
る
。

二
　
瞿
佑
の
苦
心

　『
剪
灯
新
話
』
全
二
十
一
話
は
、
殆
ど
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
俗
世
と
異
界

と
の
関
わ
り
を
描
く
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
瞿
佑
に
は
怪
力
乱
神
へ
の
興
味
も

強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
の
み
な
ら
ず
戦
乱
や
社
会
的
不
公
正
と
い
っ
た
当
時

の
現
実
へ
の
怒
り
が
あ
り
、
苛
酷
な
現
実
に
翻
弄
さ
れ
る
人
々
へ
の
同
情
を
こ

め
て
、『
剪
灯
新
話
』
を
記
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
チ
ー
フ
は
唐
宋
伝
奇

の
焼
き
直
し
の
よ
う
で
も
、
そ
れ
を
借
り
つ
つ
南
宋
か
ら
明
初
に
か
け
て
の
事

実
を
反
映
し
た
と
み
ら
れ
る
作
品
が
多
い
。
作
品
世
界
に
お
い
て
亡
く
な
っ
た

人
々
が
姿
を
現
す
の
は
、
こ
の
世
の
人
々
に
何
か
を
伝
え
た
り
、
現
世
で
宿
願

を
果
た
そ
う
と
し
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
世
界
に
お
い
て
生
者
が
忖
度
す

る
、
死
者
た
ち
の
無
念
さ
を
文
学
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
念
の
た
め
に
確
認
し
て
お
く
と
、『
剪
灯
新
話
』
は
、
膨
大
な
『
剪
灯
録
』

の
一
部
分
が
た
ま
た
ま
残
っ
た
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
瞿
佑

は
か
つ
て
『
剪
灯
録
』
四
十
巻
に
〝
古
今
怪
奇
之
事
を
編
輯
〟
し
た
の
ち
、
洪

武
十
一
年
戊
午
（
一
三
七
八
）
に
〝
遠
き
も
百
年
を
出
で
ず
、
近
き
は
止
だ
数

載
に
在
〟
る
〝
近
時
〟
を
、『
剪
灯
新
話
』
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後

の
人
生
の
暗
転
で
瞿
佑
は
膨
大
な
著
述
を
失
っ
た
が
、『
剪
灯
新
話
』
に
つ
い

て
は
永
楽
十
九
年
辛
丑
（
一
四
二
一
）
に
校
正
の
機
会
を
得
て
い
る
（
瞿
佑

「
剪
灯
新
話
序
」、「
重
校
剪
灯
新
話
後
序
」（『
古
本
小
説
叢
刊
』
影
印
朝
鮮
刊

本
、
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
七
十
五
影
印
慶
安
刊
本
））。
要
す

る
に
『
剪
灯
新
話
』
は
、『
剪
灯
録
』
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
陳
国
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軍
『
明
代
志
怪
伝
奇
小
説
研
究
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
や
喬

光
輝
『
明
代
剪
灯
系
列
小
説
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

な
ど
最
近
の
研
究
が
明
快
に
説
く
と
お
り
で
あ
る
。

　『
剪
灯
新
話
』
に
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
ほ
か
に
も
、
幽
鬼
が
登
場
す
る
情
愛

の
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
「
金
鳳
釵
記
」（
巻
一
）
で
呉
興
娘
は
、

十
九
歳
で
病
死
し
た
の
ち
、
妹
の
呉
慶
娘
の
体
を
借
り
て
い
い
な
ず
け
の
崔
興

哥
と
駆
け
落
ち
し
た
。
二
人
で
一
年
暮
ら
し
て
か
ら
、
妹
に
体
を
返
し
て
冥
界

に
去
る
。
元
の
大
徳
年
間
（
一
二
九
七
～
一
三
〇
七
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
「
滕
穆
酔
遊
聚
景
園
記
」（
巻
二
）
の
衛
芳
華
は
、
南
宋
の
理
宗
の
宮

女
を
つ
と
め
二
十
三
歳
で
死
ぬ
が
、
元
の
延
祐
年
間
（
一
三
一
四
～
一
三
二

〇
）
に
な
っ
て
滕
穆
の
も
と
に
現
れ
る
。
滕
穆
も
彼
女
を
幽
鬼
と
承
知
の
う
え

で
夫
婦
と
し
て
す
ご
す
が
、
三
年
後
に
衛
芳
華
は
姿
を
消
す
。

　「
愛
卿
伝
」（
巻
三
）
で
は
、
羅
愛
愛
と
い
う
妓
女
が
趙
六
と
い
う
御
曹
司
と

結
婚
す
る
が
、
至
正
十
六
年
（
一
三
五
六
）
に
張
士
誠
が
蘇
州
を
制
圧
し
た
影

響
で
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
劉
万
戸
か
ら
迫
ら
れ
て
自
害
す
る
。
の
ち
に
趙
六

の
も
と
に
姿
を
現
し
、
宋
家
の
男
児
に
転
生
す
る
か
ら
訪
ね
て
ほ
し
い
と
頼
み
、

そ
の
夜
は
夫
婦
と
し
て
過
ご
す
。

　「
翠
翠
伝
」（
巻
三
）
の
劉
翠
翠
は
、
金
定
と
結
婚
し
て
一
年
足
ら
ず
で
張
士

誠
の
挙
兵
に
よ
る
戦
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
、
李
将
軍
に
つ
か
ま
る
。
十
七
歳
で

あ
っ
た
。
七
年
後
に
金
定
と
再
会
す
る
が
、
兄
妹
と
し
て
し
か
会
え
な
い
こ
と

に
絶
望
し
、
相
次
い
で
病
死
す
る
。
洪
武
年
間
の
初
め
に
な
っ
て
、
か
つ
て
の

召
使
に
手
紙
を
託
し
て
父
母
に
無
事
を
知
ら
せ
る
が
、
喜
ん
だ
父
が
訪
ね
た
先

は
二
人
の
墓
で
あ
っ
た
。
二
人
は
父
の
夢
枕
に
現
れ
、
先
立
つ
不
孝
を
わ
び
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
「
緑
衣
人
伝
」（
巻
四
）
で
は
、
賈
似
道
の
侍
女
が
、
元
の
延
祐
年

間
（
一
三
一
四
～
一
三
二
〇
）
に
な
っ
て
趙
源
の
前
に
現
れ
る
。
彼
の
前
世
は

彼
女
の
同
僚
で
、
互
い
に
憎
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
二
人
と
も

賈
似
道
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
三
年
間
を
夫
婦
と
し
て
過
ご
し
た
の

ち
、
彼
女
は
姿
を
消
す
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
情
愛
が
ら
み
の
幽
鬼
の
話
で
、
現
世
の
人
間
に
対
す
る
ト

ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
の
は
「
牡
丹
灯
記
」
だ
け
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
喬
生
は

幽
鬼
と
交
際
の
す
え
に
死
に
、
そ
の
の
ち
明
州
の
人
々
は
彼
ら
の
姿
を
見
て
病

気
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
幽
鬼
の
情
愛
に
同
情
的
な
『
剪
灯
新
話
』
に
、

な
ぜ
瞿
佑
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
よ
う
な
話
を
載
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
瞿
佑
は
「
剪
灯
新
話
序
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
既
成
，
又
自
以
為
渉
於
語
怪
，
近
於
誨
淫
…
…
雖
於
世
教
民
彝
，
莫
之
或

補
，
而
勸
善
懲
惡
，
哀
窮
悼
屈
，
其
亦
庶
乎
言
者
無
罪
，
聞
者
足
以
戒
之

一
義
云
爾
。

（『
剪
灯
新
話
』
が
で
き
て
み
る
と
、
怪
を
語
っ
た
り
、
淫
を
教
え
ん
ば
か

り
の
内
容
だ
と
思
え
た
…
…
世
の
人
々
の
常
識
や
道
理
に
は
、
何
の
足
し

に
も
な
ら
な
い
が
、
勧
善
懲
悪
や
、
行
き
詰
ま
っ
た
人
々
の
死
を
悼
む
と

い
う
点
で
、
採
る
べ
き
も
の
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
程
度
の
も

の
で
あ
ろ
う
。）

こ
れ
は
恐
ら
く
建
前
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。〝
怪
を
語
る
に
渉
り
、
淫
を
誨

う
る
に
近
し
〟
と
は
、
予
想
さ
れ
る
批
判
の
先
回
り
を
し
た
表
現
で
、
瞿
佑
自

身
は
幽
鬼
が
怪
だ
と
か
、
情
愛
が
淫
だ
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
こ
で
も
〝
窮
屈
を
哀
悼
〟
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

初
め
か
ら
『
剪
灯
新
話
』
な
ど
書
き
は
し
ま
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
世
に
出

す
以
上
、
こ
の
よ
う
な
建
前
か
ら
の
批
判
に
対
応
で
き
る
作
品
も
必
要
と
な
る
。

そ
の
よ
う
な
配
慮
の
も
と
に
用
意
さ
れ
た
の
が
、「
牡
丹
灯
記
」
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
堀
田
文
雄
氏
い
う
と
こ
ろ
の
〝
自
己
の
立
場
を
遮
蔽
す
る

外
皮
〟
は
、
こ
こ
に
も
あ
て
は
ま
る
（「『
剪
灯
新
話
考
』　
文
脈
の
二
層
性
に
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つ
い
て
　
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
三
十
九
号
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
）。

　
と
は
い
え
「
牡
丹
灯
記
」
に
お
い
て
も
、
瞿
佑
は
符
麗
卿
へ
の
同
情
を
忘
れ

て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
前
述
の
太
刀
川
清
氏
も
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
じ
つ

は
金
蓮
こ
そ
が
最
大
の
批
判
対
象
な
の
で
あ
ろ
う
。
金
蓮
は
、
双
頭
牡
丹
の
提

灯
を
も
っ
て
符
麗
卿
を
先
導
す
る
侍
女
と
し
て
登
場
す
る
。
だ
が
そ
の
正
体
は
、

喬
生
が
湖
心
寺
で
目
撃
し
た
よ
う
に
盟
器
婢
子
、
つ
ま
り
副
葬
品
の
人
形
の
侍

女
で
あ
っ
た
。
符
麗
卿
の
よ
う
な
幽
鬼
で
は
な
く
て
、
金
蓮
は
器
物
の
怪
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鉄
冠
道
人
に
た
い
す
る
供
述
も
、
符
麗
卿
や
喬
生
と

違
っ
て
改
悛
の
情
が
見
ら
れ
な
い
。
太
刀
川
氏
は
こ
の
背
景
に
、
淫
祠
妖
廟
信

仰
や
土
偶
妖
異
の
物
語
を
み
と
め
、
さ
ら
に
は
「
牡
丹
灯
記
」
の
原
形
の
ひ
と

つ
と
し
て
「
張
氏
子
」（『
太
平
広
記
』
巻
三
百
六
十
六
「
妖
怪
」
八
）
を
挙
げ

る
。
こ
れ
は
張
と
い
う
男
が
盟
器
婢
子
に
魅
入
ら
れ
、
道
士
に
救
わ
れ
る
話
で

あ
る
。
た
だ
し
牡
丹
は
出
て
こ
な
い
。
な
お
盟
器
に
か
か
わ
る
話
は
、
澤
田
瑞

穂
「
土
偶
妖
異
記
」（『
鬼
趣
談
義
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
ほ

か
、『
太
平
広
記
』
巻
三
百
七
十
二
（「
精
怪
」
五
「
凶
器
」
下
）
に
も
五
つ
ほ

ど
見
え
る
。

　『
剪
灯
新
話
』
に
は
「
永
州
野
廟
記
」
や
「
申
陽
洞
記
」
の
よ
う
に
ヘ
ビ
や

サ
ル
の
精
が
出
て
く
る
話
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
権
力
者
の
戯
画
と
も
み
ら
れ
る

が
、
や
は
り
現
世
の
人
間
に
害
を
な
し
て
い
る
。「
牡
丹
灯
記
」
で
幽
鬼
た
る

符
麗
卿
と
喬
生
の
情
愛
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
こ
に
は
俗
論

を
慮
っ
た
瞿
佑
の
韜
晦
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
同
情
的
だ
と
言
え

よ
う
。
し
て
み
れ
ば
「
牡
丹
灯
記
」
と
い
う
作
品
自
体
が
、
表
裏
二
重
の
意
味

合
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
た
し
か
に
符
麗
卿
に
は
同
情
す
べ
き
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
喬
生
が
死
ぬ
前

に
、
符
麗
卿
は
彼
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
訴
え
た
。

妾
與
君
素
非
相
識
，
偶
與
燈
下
一
見
，
感
君
之
意
，
遂
以
全
體
事
君
，
暮

往
朝
來
，
於
君
不
薄
。
奈
何
信
妖
道
士
之
言
，
遽
生
疑
惑
，
便
欲
永
絶
。

薄
倖
如
是
，
妾
恨
君
深
矣
。
今
幸
得
見
，
豈
能
相
舍
。

（
わ
た
し
は
あ
な
た
と
は
見
ず
知
ら
ず
、
お
祭
の
日
に
偶
然
出
会
っ
て
、

あ
な
た
が
好
い
て
く
れ
た
か
ら
、
わ
た
し
は
す
べ
て
を
捧
げ
て
、
そ
れ
か

ら
ず
っ
と
、
あ
な
た
に
尽
く
し
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
妙
な
道
士
の
言
う

こ
と
を
き
い
て
、
急
に
わ
た
し
を
疑
い
だ
し
て
、
そ
の
ま
ま
会
っ
て
く
れ

な
く
な
っ
た
。
何
と
つ
れ
な
い
人
か
と
、
本
当
に
お
恨
み
し
ま
し
た
。

や
っ
と
会
え
た
の
だ
か
ら
、
も
う
離
し
ま
せ
ん
。）

か
り
に
喬
生
が
周
囲
の
声
に
か
か
わ
ら
ず
符
麗
卿
と
付
き
合
い
続
け
て
も
、
同

じ
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
『
剪
灯
新
話
』
に
お
け
る
女

性
幽
鬼
た
ち
の
情
愛
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
う
と
も
限
る
ま
い
。
と
く
に
「
滕
穆

酔
遊
聚
景
園
記
」
に
お
け
る
滕
穆
と
衛
芳
華
の
場
合
、
や
は
り
二
人
は
見
ず
知

ら
ず
で
あ
っ
た
。
だ
が
滕
穆
は
相
手
を
幽
鬼
と
知
り
な
が
ら
恐
れ
ず
、
衛
芳
華

も
そ
れ
に
応
え
て
三
年
の
あ
い
だ
尽
く
し
て
か
ら
身
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
ひ

る
が
え
っ
て
「
牡
丹
灯
記
」
で
二
人
の
逢
瀬
は
わ
ず
か
半
月
ほ
ど
で
、
あ
ま
り

に
短
い
。
符
麗
卿
か
ら
す
れ
ば
随
分
な
仕
打
ち
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
〝
妖
道
士

之
言
を
信
じ
〟
て
会
え
な
く
な
っ
て
か
ら
符
麗
卿
の
こ
の
言
葉
ま
で
ひ
と
月
以

上
が
た
っ
て
い
る
。
話
の
結
末
で
鉄
冠
道
人
が
〝
妖
道
士
〟
魏
法
師
の
口
を
き

け
な
く
し
た
の
は
、
符
麗
卿
の
言
い
分
を
暗
に
認
め
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　
喬
生
の
遺
体
が
見
つ
か
っ
た
と
き
、
寺
の
僧
侶
も
こ
う
言
っ
て
い
た
。

此
奉
化
州
判
符
君
之
女
也
，
死
時
年
十
七
。
權
 
於
此
，
舉
家
赴
北
，
竟

絶
音
耗
，
至
今
十
二
年
矣
。
不
意
作
怪
如
是
。

（
こ
ち
ら
は
奉
化
の
州
判
だ
っ
た
符
様
の
ご
令
嬢
で
、
亡
く
な
っ
た
と
き

十
七
歳
で
し
た
。
こ
こ
に
ご
遺
体
を
預
け
、
ご
家
族
は
北
方
へ
行
か
れ
、

音
沙
汰
も
無
く
、
も
う
十
二
年
。
こ
ん
な
事
を
し
で
か
す
と
は
。）

逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
符
麗
卿
は
男
性
を
情
交
の
す
え
に
死
な
せ
た
こ
と
は
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無
く
、
だ
か
ら
こ
そ
〝
意
わ
ず
、
怪
の
是
の
如
き
を
作
す
と
は
〟
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
彼
女
た
ち
の
姿
を
見
た
明
州
の
人
々
が
病
気
に
か
か
る
よ

う
に
な
っ
た
の
も
、
符
麗
卿
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
周
囲
の
無
理
解
に
我
慢
な
ら

な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
家
族
と
離
れ
て
十
二
年
も
放
置
さ
れ
、
よ
う
や

く
出
来
た
恋
人
も
奪
わ
れ
か
け
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
幸
福
へ
の
願
い
を
こ
め

た
双
頭
の
牡
丹
は
、
不
吉
な
も
の
へ
と
意
味
合
い
を
変
え
た
。
ど
ち
ら
も
符
麗

卿
の
情
念
が
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
事
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
符
麗
卿
も
断
罪
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現

世
の
人
間
に
被
害
が
及
ん
で
は
困
る
。
た
し
か
に
情
状
酌
量
の
余
地
は
あ
る
。

仮
も
が
り
の
ま
ま
十
二
年
も
す
ぎ
た
点
に
し
て
も
、
彼
女
自
身
の
罪
で
は
あ
る

ま
い
。
こ
の
話
は
至
正
庚
子
（
一
三
六
〇
）
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
家

族
が
彼
女
を
放
置
し
て
北
方
に
去
っ
た
ま
ま
音
沙
汰
が
な
い
の
も
、
元
末
の
戦

乱
を
反
映
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
瞿
佑
は
、
さ
ら
に
『
剪
灯
新
話
』
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
分
か
る
人
に
は
本
音
が
分
か
り
、
分
か
ら
な
い
人
に
は
表
面
的
に

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
瞿
佑
は
「
牡
丹
灯
記
」
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

て
、
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
鍵
と
し
た
の
が
、
符
麗
卿
の
情
念
の
象
徴
で
あ
り

前
述
の
複
数
の
含
意
を
も
秘
め
る
牡
丹
の
花
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

単
に
「
牡
丹
灯
記
」
と
あ
り
双
頭
が
目
立
た
な
い
点
も
、
あ
る
い
は
偶
然
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

三
 　『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
藍
本
に
つ
い
て

　
以
下
し
ば
ら
く
湯
顕
祖
の
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
を
め
ぐ
っ
て
、
岩
城
秀
夫

『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
三
年
）
や
根
ヶ
山
徹
『
明
清
戯
曲

演
劇
史
論
序
説
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
は
じ
め
諸
先
達
の
研
究
成
果

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
牡
丹
の
問
題
を
中
心
に
し
て
述
べ
た
い
。

　『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
藍
本
は
、
晁
瑮
『
宝
文
堂
書
目
』
巻
中
の
「
子
雑
」

に
み
え
る
「
杜
麗
娘
記
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
相
当
す
る
現
存
テ
キ
ス
ト
と
し

て
は
、「
杜
麗
娘
記
」
と
「
杜
麗
娘
慕
色
還
魂
」
の
二
つ
が
知
ら
れ
て
い
る
。

前
者
は
文
言
調
で
書
か
れ
て
お
り
、
馮
猶
龍
の
増
編
、
余
公
仁
の
批
補
と
称
す

る
通
俗
類
書
『
燕
居
筆
記
』
の
巻
之
八
に
み
え
、
本
文
タ
イ
ト
ル
は
「
杜
麗
娘

記
」
だ
が
目
録
で
は
「
杜
麗
娘
牡
丹
亭
還
魂
記
」
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
相

対
的
に
白
話
調
で
あ
り
、
何
大
掄
の
「
引
」
を
巻
頭
に
も
ち
李
澄
源
の
新

〔
梓
〕
と
称
す
る
『
燕
居
筆
記
』
の
巻
之
九
（
下
層
）
に
み
え
る
。
両
者
の
内

容
は
、
筋
書
き
と
し
て
は
大
き
な
違
い
が
無
い
。
こ
の
『
燕
居
筆
記
』
二
種
は
、

孫
楷
第
『
日
本
東
京
所
見
中
国
小
説
書
目
』
に
よ
れ
ば
前
者
が
清
初
の
、
後
者

は
明
季
の
刊
本
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
先
行
す
る
後
者
「
杜
麗
娘
慕
色
還
魂
」

を
藍
本
と
見
な
し
て
湯
顕
祖
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
と
比
較
研
究
す
る
こ
と
が
、

広
く
行
な
わ
れ
て
き
た
。

　
と
こ
ろ
が
最
近
、
向
志
柱
「《
牡
丹
亭
》
藍
本
問
題
考
弁
」（『
文
芸
研
究
』

二
〇
〇
七
年
第
三
期
。
の
ち
『
胡
文
煥
《
胡
氏
粋
編
》
研
究
』
中
華
書
局
、
二

〇
〇
八
年
）
は
多
く
の
論
拠
を
挙
げ
て
、「
杜
麗
娘
記
」
こ
そ
が
藍
本
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
筆
者
な
り
に
敷
衍
す
る
と
、
ま
ず
文
言
調
の
「
杜
麗
娘

記
」
は
胡
文
煥
の
彙
選
に
な
る
『
稗
家
粋
編
』（『
胡
氏
粋
編
』
所
収
、『
北
京

図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
』
第
八
十
巻
影
印
本
）
巻
二
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、

従
来
の
テ
キ
ス
ト
と
の
異
同
は
少
な
い
。
こ
の
『
稗
家
粋
編
』
は
万
暦
二
十
二

年
（
一
五
九
四
）
の
序
を
持
つ
か
ら
、『
燕
居
筆
記
』
二
種
は
も
と
よ
り
湯
顕

祖
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
「
作
者
題
詞
」
に
み
え
る
万
暦
戊
戌
（
一
五
九
八
）

よ
り
も
早
い
。
つ
ぎ
に
「
杜
麗
娘
記
」
と
白
話
調
の
「
杜
麗
娘
慕
情
還
魂
」
と

を
対
校
し
て
ゆ
く
と
、
後
者
は
前
者
に
加
筆
修
整
し
た
も
の
で
、
し
か
し
杜
撰

な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
杜
麗
娘
は
初
め
十
六
歳
の
は
ず
が
、
二
十
一
歳
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に
な
っ
た
り
十
八
歳
に
減
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
彼
女
が
契
り
の
夢
か
ら
、

母
親
が
来
て
目
覚
め
た
あ
と
の
様
子
は
、
文
言
調
の
前
者
で
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
（
便
宜
上
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
を
入
れ
て
改
行
し
た
）。

甄
氏
曰
：〝
後
花
園
中
冷
靜
，
可
同
回
至
中
堂
。〟

／
麗
〔
娘
〕
雖
身
行
，
心
内
思
想
夢
中
之
事
，
未
嘗
放
懷
，
行
坐
間
如
有

所
失
。

（
甄
氏
が
言
い
ま
す
。〝
裏
の
花
園
は
さ
び
し
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
ね
。
一

緒
に
お
も
て
の
部
屋
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。〟

／
杜
麗
娘
は
母
に
つ
い
て
行
き
ま
し
た
が
、
心
の
な
か
は
夢
で
の
出
来
事

を
思
い
、
す
っ
き
り
で
き
ず
、
何
を
し
て
い
て
も
ぼ
ん
や
り
し
ま
す
。）

こ
れ
が
白
話
調
の
後
者
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

夫
人
曰
：〝
孩
兒
，
這
後
花
園
中
冷
靜
，
少
去
閑
行
。〟
小
姐
曰
：〝
領
母

親
嚴
命
。〟
道
罷
，
夫
人
與
小
姐
同
回
至
中
堂
。

／
飯
罷
，
這
小
姐
口
中
雖
如
此
答
應
，
心
内
思
想
夢
中
之
事
，
未
嘗
放
懷
，

行
坐
不
寧
，
自
覺
如
有
所
失
。
飲
食
少
思
，
涙
眼
汪
汪
，
至
晩
不
食
而
睡
。

（
夫
人
が
言
い
ま
す
。〝
そ
の
裏
の
花
園
は
さ
び
し
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、

行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。〟〝
お
母
様
の
お
言
い
つ
け
に
従
い
ま
す
。〟
令

嬢
が
そ
う
言
う
と
、
夫
人
は
令
嬢
と
一
緒
に
お
も
て
の
部
屋
へ
戻
り
ま
す
。

／
食
事
の
あ
と
、
こ
の
令
嬢
は
口
で
は
そ
う
返
事
を
し
た
も
の
の
、
心
の

な
か
は
夢
で
の
出
来
事
を
思
い
、
す
っ
き
り
で
き
ず
、
何
を
し
て
い
て
も

落
ち
つ
か
ず
、
自
分
で
も
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
の
ど
も
渇

か
ず
お
な
か
も
減
ら
ず
、
涙
ば
か
り
が
あ
ふ
れ
て
、
夜
ま
で
何
も
食
べ
ず

そ
の
ま
ま
寝
ま
し
た
。）

後
者
は
食
事
を
済
ま
せ
て
い
る
以
上
（〝
飯
罷
〟）、
そ
の
あ
と
よ
う
や
く
返
事

を
す
る
（〝
口
中
雖
如
此
答
應
〟）
の
は
順
序
が
お
か
し
い
し
、〝
飲
食
少
思

…
…
至
晩
不
食
而
睡
〟
云
々
も
ま
た
蛇
足
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
杜

麗
娘
暮
色
還
魂
」
に
杜
撰
な
加
筆
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
二
人

の
セ
リ
フ
が
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
第
十
齣
「
驚
夢
」
と
同
じ
点
に
し
て
も
、
従

来
は
湯
顕
祖
が
芝
居
に
流
用
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
逆
の
理
解
が

可
能
に
な
っ
て
く
る
。

　『
燕
居
筆
記
』
は
版
本
が
三
つ
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
最
古
と
目
さ
れ
る

林
近
陽
増
補
、
余
泗
泉
梓
行
の
『
燕
居
筆
記
』
に
「
杜
麗
娘
慕
情
還
魂
」
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
現
存
最
古
の
『
燕
居
筆
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
万

暦
三
十
一
年
（
一
六
〇
三
）
前
後
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
萃
慶
堂
余
泗
泉
は
こ

の
年
に
鄧
志
謨
の
『
鉄
樹
記
』
な
ど
を
刊
行
し
て
い
る
）、
そ
の
段
階
で
「
杜

麗
娘
慕
情
還
魂
」
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
湯
顕
祖
の
『
牡
丹
亭
還

魂
記
』（
一
五
九
八
年
）
よ
り
の
ち
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
文
言

調
の
「
杜
麗
娘
記
」
だ
が
、
馮
猶
龍
の
増
編
、
余
公
仁
の
批
補
と
称
す
る
『
燕

居
筆
記
』
の
目
録
で
「
杜
麗
娘
牡
丹
亭
還
魂
記
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
や
は

り
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
よ
り
後
出
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
成
立
時
期
を
考
え
る
に
、「
杜
麗
娘
記
」
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

宋
光
宗
間
，
廣
東
南
雄
府
尹
姓
杜
，
名
寶
，
字
光
輝
。
生
女
為
麗
娘
，
年

十
六
歳
。

（
宋
の
光
宗
の
と
き
〔
一
一
九
〇
～
一
一
九
四
〕、
広
東
の
南
雄
府
の
知
事

は
杜
宝
、
あ
ざ
な
は
光
輝
と
い
う
人
で
し
た
。
麗
娘
と
い
う
娘
が
い
て
、

年
は
十
六
歳
で
し
た
。）

南
雄
が
府
と
な
っ
た
の
は
、
実
際
に
は
明
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
作
品

は
宋
元
に
は
遡
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
成
立
の
下
限
で
あ
る
が
、
柳
夢
梅

が
科
挙
に
臨
む
べ
く
旅
立
つ
場
面
で
、
す
で
に
生
き
返
っ
て
い
る
杜
麗
娘
は
送

別
の
詞
を
詠
む
。

方
（
解
）〔
綰
〕
同
心
結
，
又
為
功
名
別
…
…
安
得
此
魂
，
隨
去
處
處
伴
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郎
歇
。

（
や
っ
と
夫
婦
に
な
れ
た
の
に
、
あ
な
た
は
飛
躍
の
た
め
に
旅
立
つ
…
…

わ
た
し
の
魂
だ
け
で
も
い
つ
も
一
緒
に
つ
い
て
行
け
れ
ば
い
い
の
に
。）

柳
夢
梅
も
こ
れ
に
唱
和
し
て
い
る
。

唱
且
隨
，
心
甚
悅
，
秋
闈
阻
隔
心
益
裂
…
…
長
歎
一
回
一
哽
咽
。

（
歌
を
交
わ
せ
ば
、
心
は
躍
る
が
、
受
験
で
会
え
な
い
と
思
え
ば
心
は
乱

れ
て
ゆ
く
…
…
た
め
息
を
つ
き
む
せ
び
泣
く
。）

こ
れ
ら
の
詞
は
、
明
の
中
篇
伝
奇
小
説
『
天
縁
奇
遇
』
で
祁
羽
秋
が
科
挙
に
臨

む
と
き
、
廉
麗
貞
と
交
わ
し
た
詞
に
似
て
い
る
。
送
別
の
詞
は
「
陽
関
引
」、

唱
和
の
詞
は
「
長
相
思
」
と
さ
れ
る
が
、「
杜
麗
娘
記
」
で
は
「
陽
関
引
」
の

前
闋
末
尾
が
二
句
足
ら
ず
、（『
詞
律
』
巻
十
一
、『
曲
譜
』
巻
十
八
参
照
）、
こ

れ
は
『
天
縁
奇
遇
』
を
利
用
し
た
際
の
ミ
ス
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。『
天
縁
奇

遇
』
は
嘉
靖
後
期
ご
ろ
の
作
品
と
目
さ
れ
る
が
、「
杜
麗
娘
記
」
が
『
宝
文
堂

書
目
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
ち
ら
の
成
立
も
同
じ
こ
ろ
と
考
え
ら
れ

る
。

　
こ
こ
ま
で
向
志
柱
氏
の
考
証
を
敷
衍
し
て
き
た
が
、
大
筋
に
お
い
て
妥
当
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
杜
麗
娘
記
」
を
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
藍
本
と
し
て
以
下
、

考
察
を
つ
づ
け
る
。

四
　
梅
と
柳
と
鬼
交

　
さ
て
藍
本
た
る
「
杜
麗
娘
記
」
に
お
い
て
、
杜
麗
娘
が
み
た
夢
で
の
契
り
は

以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

只
見
一
生
向
前
，
將
麗
〔
娘
〕
摟
抱
去
牡
丹
亭
畔
、
芍
藥
架
邊
，
共
成
雲

雨
之
歡
娯
，
兩
情
和
美
。
忽
値
母
甄
氏
至
房
中
喚
醒
，
一
身
冷
汗
，
乃
是

南
柯
一
夢
。

（
若
者
は
進
み
出
て
、
杜
麗
娘
を
抱
き
し
め
る
と
、
牡
丹
の
あ
ず
ま
や
や

芍
薬
の
花
壇
の
あ
た
り
へ
と
連
れ
て
ゆ
き
、
幸
せ
に
契
り
を
結
び
、
心
は

一
つ
と
な
り
ま
し
た
。
急
に
母
親
の
甄
氏
が
部
屋
に
起
こ
し
に
来
た
の
で
、

真
っ
青
に
な
り
ま
し
た
が
、
じ
つ
は
夢
を
見
て
い
た
の
で
し
た
。）

じ
つ
は
牡
丹
亭
も
牡
丹
も
、
こ
こ
で
一
度
だ
け
出
て
く
る
に
過
ぎ
ず
、
戯
曲
の

よ
う
に
度
々
言
及
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
千
五
百
字
ほ
ど

の
短
い
作
品
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
藍
本
で
は
牡
丹
亭
や
牡
丹
が
さ
ほ

ど
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
念
の
た
め

に
言
え
ば
、
こ
れ
は
白
話
調
の
「
杜
麗
娘
慕
情
還
魂
」
で
も
同
様
で
あ
る
。

　
あ
ら
た
め
て
「
杜
麗
娘
記
」
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
よ
う
。
大
き
く
三
つ
の

部
分
か
ら
な
る
。

　
杜
府
尹
の
令
嬢
で
あ
る
杜
麗
娘
は
、
夢
の
な
か
で
柳
の
枝
を
持
っ
た
男

性
と
契
り
を
交
わ
し
、
そ
れ
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
衰
弱
死
す
る
。
彼
女
は
自

画
像
に
自
作
の
詩
を
添
え
て
屋
敷
に
残
し
、
生
前
の
遺
言
ど
お
り
梅
の
樹

の
下
に
葬
ら
れ
た
。

　
後
任
の
柳
府
尹
の
子
息
で
あ
る
柳
夢
梅
は
、
杜
麗
娘
の
題
画
を
み
つ
け

て
唱
和
し
、
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ
る
。
そ
の
夜
か
ら
杜
麗
娘
が
訪
ね
て
く

る
よ
う
に
な
り
二
人
は
逢
瀬
を
重
ね
る
。
や
が
て
事
情
を
知
っ
た
柳
夢
梅

は
両
親
に
告
白
し
、
棺
を
開
く
と
杜
麗
娘
は
生
き
返
っ
た
。
そ
こ
で
柳
府

尹
は
二
人
の
祝
言
を
上
げ
、
杜
府
尹
に
も
知
ら
せ
る
。

　
杜
府
尹
夫
妻
は
知
ら
せ
を
得
て
喜
ぶ
。
柳
夢
梅
は
科
挙
に
合
格
し
、
や

が
て
両
家
は
顔
を
あ
わ
せ
る
。
の
ち
に
杜
麗
娘
は
二
子
を
生
み
育
て
、
柳

夢
梅
と
も
ど
も
幸
せ
に
一
生
を
終
え
た
。

こ
の
「
杜
麗
娘
記
」
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
梅
の
樹
で
あ
る
。
そ
れ
は
杜
麗

娘
に
と
っ
て
死
と
再
生
の
場
所
で
あ
る
。
彼
女
は
夢
の
契
り
を
追
憶
す
る
な
か

で
梅
の
樹
に
魅
せ
ら
れ
、
そ
の
下
に
葬
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
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至
次
早
，
獨
歩
後
花
園
中
，
閑
看
夢
中
所
遇
書
生
之
處
。
冷
靜
寂
寥
，
杳

無
人
跡
。
忽
見
一
株
大
梅
，
梅
子
磊
落
可
愛
，
其
樹
矮
如
傘
蓋
。
麗

〔
娘
〕
至
樹
下
甚
喜
而
言
曰
：〝
我
若
死
後
，
得
葬
於
此
，
幸
矣
。〟

（
つ
ぎ
の
朝
、
ひ
と
り
で
裏
の
花
園
を
歩
き
な
が
ら
、
夢
で
書
生
と
あ
っ

た
場
所
を
見
て
い
ま
し
た
。
何
と
も
う
ら
さ
び
し
く
、
ま
っ
た
く
人
の
気

配
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
梅
の
樹
が
あ
り
ま
し
た
。
梅
の
実
が
た
く
さ

ん
成
っ
て
い
て
、
枝
は
地
を
覆
わ
ん
ば
か
り
に
大
き
く
広
が
っ
て
い
ま
す
。

杜
麗
娘
は
樹
の
下
ま
で
来
て
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て
言
い
ま
し
た
。〝
私

が
も
し
死
ん
だ
ら
、
こ
こ
に
葬
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
幸
せ
だ
わ
。〟

こ
こ
に
描
か
れ
た
梅
の
樹
の
姿
は
、
子
沢
山
で
安
定
し
た
家
庭
を
象
徴
し
、
そ

こ
に
杜
麗
娘
は
将
来
へ
の
望
み
を
託
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た
樹
木
が
死

と
再
生
の
場
所
と
い
う
の
も
、
神
話
的
構
造
を
見
出
し
や
す
い
。
た
だ
そ
れ
に

し
て
も
、
な
ぜ
梅
な
の
か
。

　
念
の
た
め
に
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
「
作
者
題
詞
」
で
、
湯
顕
祖
が
作
品
の

素
材
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
を
見
て
お
こ
う
（
人
民
文
学
出
版
社
排
印
本
）。

傳
杜
太
守
事
者
，
彷
彿
晉
武
都
守
李
仲
文
、
廣
州
守
馮
孝
將
兒
女
事
。
予

稍
為
更
而
演
之
。
至
於
杜
守
收
拷
柳
生
，
亦
如
漢
睢
陽
王
收
拷
談
生
也
。

（
杜
太
守
の
事
件
を
伝
え
る
話
は
、
晋
の
武
都
太
守
の
李
仲
文
や
広
州
太

守
の
馮
孝
将
の
子
供
た
ち
の
話
の
よ
う
だ
。
わ
た
し
は
杜
太
守
の
話
に
少

し
手
を
加
え
た
。
杜
太
守
が
柳
生
を
つ
か
ま
え
拷
問
す
る
く
だ
り
は
、
漢

の
睢
陽
王
が
談
生
を
つ
か
ま
え
拷
問
す
る
話
に
も
似
て
い
る
。）

大
意
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
杜
麗
娘
記
」
は
他
に
も
似
た
話
が
あ

る
内
容
で
、
自
分
は
こ
れ
に
手
を
加
え
て
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
を
作
っ
た
が
、

杜
太
守
が
柳
夢
梅
を
捕
ら
え
て
取
り
調
べ
る
部
分
は
談
生
の
話
に
近
く
な
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
湯
顕
祖
が
言
及
す
る
三
つ
の
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
太

平
広
記
』
で
い
え
ば
巻
三
百
一
十
九
「
張
子
長
」、
巻
二
百
七
十
六
「
馮
孝
将
」、

巻
三
百
一
十
六
「
談
生
」
に
当
た
る
。
い
ず
れ
も
令
嬢
の
幽
鬼
が
男
の
も
と
に

現
れ
る
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
梅
も
牡
丹
も
出
て
こ
な
い
。

　
梅
に
ち
な
ん
だ
有
名
な
話
の
ひ
と
つ
に
、
柳
宗
元
の
撰
と
称
す
る
『
龍
城

録
』
の
「
趙
師
雄
醉
憩
梅
花
下
」
が
あ
る
。
隋
の
趙
師
雄
が
酔
っ
て
出
会
っ
た

女
性
は
、
酔
い
が
醒
め
れ
ば
姿
を
消
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
大
き
な
梅
樹
の
下

で
の
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
で
は
、
彼
女
は
梅
の
樹
の
精
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
さ
て
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
に
要
約
す
る
、
南
宋
の

周
密
『
斉
東
野
語
』
巻
十
八
「
宜
興
梅
塚
」
に
記
さ
れ
た
話
で
あ
る
（
中
華
書

局
『
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
』
本
に
よ
る
）。

嘉
煕
年
間
（
一
二
三
七
～
一
二
四
〇
）
に
近
属
で
宜
興
県
宰
を
務
め
る
者

が
い
た
。
紅
梅
の
下
で
み
な
で
酒
を
飲
み
、
散
歩
し
て
い
る
と
紅
裳
の
女

子
を
見
か
け
、
そ
れ
か
ら
躁
鬱
状
態
に
な
っ
た
。
事
情
通
の
老
卒
が
い
う

に
は
、
あ
る
知
県
の
娘
が
笄
に
お
よ
び
未
婚
で
亡
く
な
り
、
葬
っ
て
梅
を

植
え
て
目
印
に
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
棺
を
開
い
て
み
る
と
亡
骸
は
生
け

る
が
如
く
、
そ
し
て
美
し
い
。〝
趙
、
見
て
之
が
為
に
惘
然
と
心
酔
し
〟

夜
な
夜
な
交
わ
り
、
や
せ
衰
え
た
。
家
族
が
隙
を
見
て
亡
骸
を
焼
き
捨
て

た
が
、
彼
は
結
局
亡
く
な
っ
た
云
々
。

こ
の
「
宜
興
梅
塚
」
の
話
は
、「
趙
師
雄
醉
憩
梅
花
下
」
に
比
べ
れ
ば
「
杜
麗

娘
記
」
に
近
い
。
し
か
も
男
の
名
は
基
本
的
に
伏
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
箇
所

だ
け
な
ぜ
か
〝
趙
〟
と
書
い
て
あ
る
。『
龍
城
録
』
の
趙
師
雄
の
話
が
、
周
密

に
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
岩
城
秀
夫
「
梅
花
と
返
魂
　
蘇
軾
に
お
け
る
再

起
の
悲
願
　
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
集
、
一
九
七
八
年
）
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、〝
梅
花
と
返
魂
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
が
、
唐
代
か
ら
存
在
し
た
〟

点
で
あ
る
。「
宜
興
梅
塚
」
の
亡
骸
が
も
し
再
生
す
れ
ば
、
か
な
り
「
杜
麗
娘

記
」
に
近
づ
く
。
つ
ま
り
「
杜
麗
娘
記
」
は
、
こ
う
し
た
梅
の
樹
の
逸
話
や
霊
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力
に
ま
つ
わ
る
観
念
に
影
響
を
受
け
て
お
り
、
だ
か
ら
杜
麗
娘
が
遺
言
し
て
梅

の
樹
の
下
に
葬
ら
れ
る
設
定
な
の
で
は
な
い
か
。

　
梅
の
も
つ
影
響
力
が
、「
杜
麗
娘
記
」
に
お
い
て
牡
丹
よ
り
は
る
か
に
大
き

い
こ
と
は
、
令
嬢
と
交
わ
る
男
性
が
〝
夢
梅
〟
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
点
か
ら

も
窺
え
る
。
母
親
が
梅
を
食
べ
る
夢
を
見
て
懐
妊
し
た
か
ら
〝
夢
梅
〟
だ
、
と

「
杜
麗
娘
慕
色
還
魂
」
が
い
う
の
は
恐
ら
く
蛇
足
の
一
つ
で
、
本
来
は
彼
が
杜

麗
娘
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
筋
書
き
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
名
づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
夢
梅
の
姓
は
柳
と
さ
れ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
た
い
の
は
、
は
じ
め
杜

麗
娘
の
夢
に
出
て
来
る
男
性
が
柳
夢
梅
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
点
で
あ
る
。

『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
場
合
は
第
二
齣
「
言
懐
」
で
、
柳
夢
梅
が
梅
の
樹
の
下

に
立
つ
女
性
の
夢
を
見
る
と
さ
れ
る
が
、「
杜
麗
娘
記
」
に
は
そ
の
よ
う
な
伏

線
も
、
ほ
か
の
説
明
も
無
い
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
の
な
か
の
男
性
が
〝
折
楊
柳

一
枝
〟
を
手
に
も
つ
の
は
、
し
ば
し
の
別
れ
を
暗
示
し
て
い
る
ふ
し
も
あ
る
が
、

と
も
あ
れ
そ
の
男
性
か
ら
柳
の
詩
を
頼
ま
れ
た
杜
麗
娘
は
、
の
ち
に
自
画
像
に

つ
ぎ
の
詩
を
付
し
て
よ
う
や
く
応
え
た
格
好
で
あ
る
。　

近
睹
分
明
是
儼
然
，
遠
觀
自
在
若
飛
仙
。

他
年
得
伴
蟾
宮
客
，
不
在
梅
邊
在
柳
邊
。

（
近
く
で
見
れ
ば
生
き
て
い
る
よ
う
、
遠
く
か
ら
見
れ
ば
仙
人
の
よ
う
。

い
つ
か
進
士
の
そ
ば
に
い
ら
れ
る
な
ら
、
梅
で
は
な
く
柳
の
そ
ば
に
。）

こ
こ
で
柳
と
梅
が
結
び
付
け
ら
れ
た
。
す
る
と
柳
と
い
う
姓
は
、
春
を
象
徴
す

る
植
物
と
し
て
梅
と
の
縁
か
ら
選
ば
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
前
述
の
よ
う
に
柳
が

別
離
の
象
徴
な
ら
、
媒
に
通
じ
る
梅
は
再
会
を
暗
示
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
ろ

う
か
。
ほ
か
に
『
龍
城
録
』
の
撰
者
と
さ
れ
る
柳
宗
元
か
ら
連
想
し
た
可
能
性

も
な
く
は
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
夢
梅
の
姓
が
柳
な
の
は
、
話
の
順
序
と
し
て
は
夢
の
な
か
の

男
性
が
柳
の
枝
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
連
動
す
る
が
、
本
来
こ
の
夢
の
な
か
の

男
性
は
、
柳
と
い
う
樹
木
の
精
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
な
ら
杜
麗
娘
が
梅
の

樹
の
精
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
点
と
も
釣
り
合
い
が
よ
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る

た
め
に
ま
ず
、
前
述
の
「
宜
興
梅
塚
」
を
想
起
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
男
性
が
紅

梅
の
下
で
幽
鬼
に
魅
せ
ら
れ
て
死
ぬ
。
虚
心
に
「
杜
麗
娘
記
」
を
読
め
ば
、
柳

夢
梅
が
杜
麗
娘
の
残
し
た
題
画
を
み
て
彼
女
に
恋
す
る
の
も
、
そ
れ
に
類
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
「
杜
麗
娘
記
」
で
は
両
者
の
関
係
に
つ
い

て
、『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
と
ち
が
い
伏
線
も
な
に
も
無
い
の
で
あ
る
。「
杜
麗
娘

記
」
の
設
定
は
、『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
第
十
四
齣
「
写
真
」
も
言
及
す
る
真
真

こ
と
南
岳
地
仙
と
趙
顔
の
話
（「
画
工
」、『
太
平
広
記
』
巻
二
百
八
十
六
）
あ

た
り
が
ヒ
ン
ト
と
見
ら
れ
、
前
述
の
澤
田
瑞
穂
「
土
偶
妖
異
記
」
に
も
い
く
つ

か
類
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
柳
夢
梅
が
幽
鬼
に
魅
入
ら
れ
た
側

面
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
女
性
の
ほ
う
に
目
を
移
す
と
、
じ
つ
は
先
ほ
ど
湯
顕
祖
が
言
及
し
て
い
た
類

話
三
つ
の
う
ち
、「
馮
孝
将
」（『
太
平
広
記
』
巻
二
百
七
十
六
）
の
な
か
で
、

徐
玄
方
の
娘
は
自
分
の
死
因
に
つ
い
て
〝
為
鬼
所
枉
殺
（
幽
鬼
の
た
め
に
む
ざ

む
ざ
命
を
落
と
し
ま
し
た
）〟
と
語
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
「
張
子
長
」
や
「
談

生
」
は
女
性
の
死
因
に
触
れ
ず
、「
宜
興
梅
塚
」
も
同
様
だ
が
、
必
ず
し
も
紙

幅
の
制
約
で
は
な
く
、
言
う
を
憚
る
と
い
う
配
慮
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
隋
の
巣
元
方
『
諸
病
源
候
総
論
』
巻
四
十
（『
四
庫
全
書
』
本
）「
夢
与
鬼
交

通
候
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

夫
臟
虚
者
喜
夢
，
婦
人
夢
於
鬼
交
，
亦
由
腑
臟
氣
弱
，
神
守
虚
衰
，
故
乘

虚
因
夢
與
鬼
交
通
也
。

（
そ
も
そ
も
臓
腑
が
弱
る
と
夢
を
見
が
ち
で
あ
る
。
婦
人
が
夢
で
〝
鬼
〟

と
交
わ
る
の
も
、
や
は
り
臓
腑
の
気
が
弱
り
、
集
中
力
が
続
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
臓
腑
が
弱
る
と
夢
を
み
て
〝
鬼
〟
と
交
わ
っ
て
し
ま
う



145 「牡丹灯記」と『牡丹亭』

の
だ
。）

こ
こ
で
の
〝
鬼
〟
は
、
次
の
例
で
み
る
よ
う
に
幽
鬼
に
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
の

〝
鬼
〟
と
の
交
合
が
、
内
臓
の
不
調
に
起
因
す
る
と
巣
元
方
は
述
べ
て
い
る
が
、

唐
の
張
鼎
『
玉
房
秘
訣
』（
丹
波
康
頼
『
医
心
方
』
巻
二
十
八
「
断
鬼
交
」
第

廿
五
、
人
民
衛
生
出
版
社
影
印
本
）
で
は
、
ま
た
別
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。

采
女
云
：〝
何
以
有
鬼
交
之
病
？
〟
彭
祖
曰
：〝
由
於
陰
陽
不
交
，
情
欲
深

重
，
即
鬼
魅
假
像
，
與
之
交
通
…
…
。〟

（
采
女
が
問
う
。〝
な
ぜ
〝
鬼
〟
と
交
わ
る
病
気
に
か
か
る
の
で
す
か
。〟

彭
祖
が
答
え
る
。〝
陰
陽
の
気
が
偏
り
、
情
欲
が
発
散
さ
れ
な
い
ま
ま
だ

と
、
鬼
魅
が
姿
を
現
し
、
そ
れ
と
交
わ
っ
て
し
ま
う
…
…
〟）

つ
ま
り
幽
鬼
や
妖
怪
と
の
交
合
す
な
わ
ち
〝
鬼
交
〟
は
、
満
た
さ
れ
な
い
情
欲

が
原
因
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
杜
麗
娘
が
夢
に
見
た
男
性
は
樹
木
の
精
か
も
し
れ
な
い
と
、
先
ほ
ど
述
べ
た

所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。「
杜
麗
娘
記
」
を
虚
心
に
読
め
ば
、
杜
麗
娘
も
ま
た
、

〝
鬼
交
〟
の
病
に
か
か
っ
た
患
者
の
一
人
と
見
な
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
意
味
で
は
、
何
本
『
燕
居
筆
記
』
が
「
杜
麗
娘
慕
色
還
魂
」
と
題
す
る
の
も

頷
け
よ
う
。

　
加
え
て
柳
夢
梅
の
ほ
う
は
絵
に
魅
か
れ
て
杜
麗
娘
の
霊
と
交
わ
る
に
至
る
の

だ
か
ら
、
ど
う
や
ら
「
杜
麗
娘
記
」
は
、〝
鬼
交
〟
の
話
を
二
つ
重
ね
る
趣
向

の
作
品
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
再
生
後
の
二
人
の
前
に
は
大
し
た

障
碍
も
無
い
よ
う
に
描
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
湯
顕
祖
は
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
で
そ
れ
を
描
き
な
お
し
た
。
柳
夢

梅
と
杜
麗
娘
は
運
命
の
恋
人
同
士
で
あ
り
、
以
前
か
ら
夢
で
情
愛
を
通
わ
せ

合
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
貫
い
て
現
実
の
障
碍
に
立
ち
向
か
う
の
で
あ
る
。
第
二

齣
の
段
階
で
あ
ら
か
じ
め
、
柳
夢
梅
が
杜
麗
娘
ら
し
き
女
性
の
夢
を
み
て
い
た

の
は
、
し
た
が
っ
て
重
大
な
変
更
で
あ
る
。
ま
た
「
杜
麗
娘
記
」
と
ち
が
っ
て
、

杜
麗
娘
の
復
活
後
に
後
半
さ
ま
ざ
ま
な
曲
折
が
あ
る
の
も
、
二
人
の
関
係
は

し
ょ
せ
ん
〝
鬼
交
〟
で
あ
る
と
い
う
批
判
へ
の
反
論
を
、
登
場
人
物
た
ち
の
言

行
を
借
り
て
行
な
っ
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
第
三
十
四
齣
「
詗
薬
」
で
、
回
生
の
妙
薬
を
買
い
求
め
に
来
た
石

道
姑
に
、
陳
最
良
が
渡
す
の
は
〝
焼
襠
散
〟
つ
ま
り
男
性
下
着
を
焼
い
た
も
の

で
あ
り
、
女
性
の
〝
奇
怪
之
病
〟
に
効
く
と
い
う
（
男
性
の
〝
奇
怪
之
疾
〟
に

は
〝
寡
婦
床
頭
土
〟）。
こ
の
齣
は
陳
最
良
の
い
い
加
減
さ
を
コ
ミ
カ
ル
に
描
く

よ
う
だ
が
、
一
面
で
は
こ
の
あ
た
り
の
消
息
を
も
暗
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お

明
の
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
は
、
た
と
え
ば
安
息
香
の
「
主
治
」
の
一
つ
と
し

て
〝
婦
人
夜
夢
鬼
交
〟
を
挙
げ
（
巻
三
十
四
）、
鹿
の
角
の
項
で
も
同
様
に

〝
又
治
婦
人
夢
与
鬼
交
者
〟
な
ど
と
述
べ
て
い
る
（
巻
五
十
一
。
中
国
書
店
影

商
務
印
書
館
鉛
印
本
）。

　
湯
顕
祖
は
〝
鬼
交
〟
を
描
い
た
奇
事
逸
聞
を
、
情
愛
の
賛
歌
へ
と
生
ま
れ
変

わ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
牡
丹
の
強
調
も
、『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
が

藍
本
「
杜
麗
娘
記
」
と
は
違
っ
た
話
で
あ
る
こ
と
、
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。五

　
牡
丹
と
幽
鬼

　
清
の
梁
廷
枏
『
曲
話
』
巻
二
は
、『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
第
十
齣
「
驚
夢
」
に

う
た
わ
れ
る
「
山
桃
紅
」
に
つ
い
て
、
喬
夢
符
『
李
太
白
匹
配
金
銭
記
』
雑
劇

第
三
折
の
う
ち
韓
翃
が
王
府
尹
の
む
す
め
柳
眉
児
と
夢
の
な
か
で
会
っ
た
こ
と

を
回
想
す
る
部
分
に
〝
我
見
他
恰
行
這
牡
丹
亭
（
ち
ょ
う
ど
彼
女
が
こ
の
牡
丹

亭
に
行
く
の
を
み
た
）〟
云
々
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
（『
中

国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
』
八
）。
こ
れ
は
、
な
ぜ
牡
丹
亭
な
の
か
と
い
う
問
い

に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
『
金
銭
記
』
の
当
該
部
分
は
、
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た
ん
に
韓
翃
が
柳
眉
児
に
恋
焦
が
れ
る
こ
と
を
示
す
ひ
と
つ
の
挿
話
に
過
ぎ
な

い
。

　
ま
た
清
の
焦
循
『
劇
説
』
巻
二
は
、『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
が
『
碧
桃
花
』
や

『
倩
女
離
婚
』
に
基
づ
く
と
述
べ
て
い
る
が
（『
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
』

八
）、
こ
の
う
ち
無
名
氏
『
薩
真
人
夜
断
碧
桃
花
』
雑
劇
楔
子
で
、
張
道
南
が

い
い
な
ず
け
の
徐
碧
桃
と
偶
然
で
あ
う
の
も
、
牡
丹
の
花
園
で
あ
る
。
徐
碧
桃

は
父
に
密
会
を
疑
わ
れ
て
自
殺
し
、
そ
の
幽
鬼
が
張
道
南
と
契
り
を
む
す
び
、

の
ち
に
急
死
し
た
妹
の
体
に
薩
守
堅
の
ち
か
ら
で
転
生
す
る
。
こ
の
雑
劇
に
つ

い
て
は
後
に
も
触
れ
る
が
、
た
だ
こ
れ
を
も
っ
て
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
で
牡
丹

が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
借
屍

還
魂
の
内
容
で
あ
っ
て
も
、
牡
丹
と
無
関
係
の
話
は
珍
し
く
な
い
（
た
と
え
ば

『
剪
灯
新
話
』
の
「
金
鳳
釵
記
」）。

　
そ
も
そ
も
牡
丹
の
花
咲
く
な
か
男
女
が
出
会
う
場
面
な
ら
、
そ
ん
な
に
珍
し

く
も
あ
る
ま
い
。
ま
た
牡
丹
に
言
及
し
た
湯
顕
祖
の
詩
文
も
「
再
覲
回
宿
龍
沢

駅
」
を
は
じ
め
幾
つ
か
あ
る
が
（『
湯
顕
祖
集
』、
上
海
人
民
出
版
社
排
印
本
）、

積
極
的
な
手
が
か
り
は
見
出
し
に
く
い
。

　
む
し
ろ
筆
者
が
留
意
し
た
い
の
は
、
牡
丹
と
幽
鬼
を
む
す
び
つ
け
た
俗
諺
が
、

お
そ
ら
く
元
の
こ
ろ
に
は
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
珠
廉
秀
「
酔
西

施
・
玉
芙
蓉
」
に
は
〝
便
是
牡
丹
花
下
死
，
做
鬼
也
風
流
（
た
と
え
牡
丹
の
花

咲
く
場
所
で
死
ん
で
、
幽
鬼
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
風
流
）〟
と

あ
り
（『
全
元
散
曲
』
所
引
『
詞
林
白
雪
』
二
）、
曾
瑞
卿
『
王
月
英
元
夜
留
鞋

記
』
第
二
折
に
は
〝
拼
向
牡
丹
花
下
死
，
做
鬼
也
風
流
〟、
李
好
古
『
沙
門
島

張
生
煮
海
』
第
三
折
に
は
〝
牡
丹
花
下
鬼
風
流
〟
と
あ
る
（
い
ず
れ
も
『
元
曲

選
』）。
明
の
丘
濬
『
鍾
情
麗
集
』
に
は
〝
甘
向
牡
丹
花
下
死
，
便
為
情
鬼
也
風

流
〟
と
あ
り
（『
国
色
天
香
』）、
以
降
も
用
例
に
は
事
欠
か
な
い
。
な
お
孫
仲

章
『
河
南
府
張
鼎
勘
頭
巾
』
第
三
折
の
よ
う
に
〝
碧
桃
花
下
死
，
做
鬼
也
風

流
〟
と
牡
丹
が
碧
桃
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
他
に
用
例
を
知
ら
な
い
。

後
述
の
よ
う
に
碧
桃
の
ほ
う
は
変
種
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
俗
諺
は
、
お
そ
ら
く
本
来
は
後
半
に
力
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
死
ん
で
も

か
ま
わ
な
い
と
言
い
た
く
て
、
そ
れ
を
強
調
す
る
た
め
に
牡
丹
を
持
ち
出
す
の

で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
牡
丹
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
な
の

で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
唐
以
来
、
牡
丹
の
花
は
高
い
人
気
を
得
て
お
り
、

こ
れ
に
情
熱
を
傾
け
る
風
潮
に
対
し
て
は
〝
一
城
の
人
み
な
狂
う
が
ご
と
し
〟

（
白
居
易
「
牡
丹
芳
」）
な
ど
と
批
判
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
言
葉
は
独
り
歩
き
す
る
。
た
と
え
ば
先
ほ
ど
、〝
碧
桃
の
花
の
も
と

で
死
ぬ
の
も
風
流
〟
と
い
う
言
葉
は
変
種
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う

な
変
種
が
生
ま
れ
る
の
は
、
前
述
の
『
碧
桃
花
』
雑
劇
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
徐
碧
桃
が
葬
ら
れ
た
場
所
に
碧
桃
の
花
が
咲
き
、
そ
れ
を
頼
り

に
幽
鬼
が
姿
を
現
す
。
つ
ま
り
俗
諺
中
の
花
や
幽
鬼
と
い
っ
た
言
葉
が
具
体
的

な
話
と
結
び
つ
い
た
結
果
、
牡
丹
が
碧
桃
に
置
き
換
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と

は
い
え
所
詮
、
本
家
の
牡
丹
に
は
か
な
わ
な
い
。

　
で
は
牡
丹
の
花
と
幽
鬼
に
か
か
わ
る
具
体
的
な
話
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

や
は
り
、『
剪
灯
新
話
』
の
「
牡
丹
灯
記
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
湯
顕
祖
に
は
当
然
「
牡
丹
灯
記
」
を
読
む
機
会
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
一
五
九
四
年
の
序
を
も
つ
『
稗
家
粋
編
』
に
は
「
杜
麗
娘
記
」
が

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
叢
書
に
は
『
剪
灯
新
話
』
か
ら
も
八
編
が
採
用
さ

れ
て
お
り
、「
牡
丹
灯
記
」
も
含
ま
れ
て
い
る
（
巻
六
）。
ま
た
、
そ
の
前
年
の

虞
淳
煕
「
剪
灯
叢
話
題
辞
」
を
も
つ
『
剪
灯
叢
話
』（
高
知
県
立
図
書
館
蔵
。

秋
吉
久
紀
夫
「
再
び
剪
灯
叢
話
に
つ
い
て
　
万
暦
期
文
芸
思
想
動
向
の
一
斑

　
」（
福
岡
女
子
大
学
『
文
芸
と
思
想
』
第
四
十
四
号
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
）

に
は
、『
剪
灯
新
話
』
の
う
ち
「
華
亭
逢
故
人
記
」
を
の
ぞ
き
二
十
話
す
べ
て

が
収
め
て
あ
り
、
や
は
り
「
牡
丹
灯
記
」
も
入
っ
て
い
る
（
巻
之
一
）。
ち
な
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み
に
虞
淳
煕
は
銭
塘
の
人
だ
が
、
湯
顕
祖
と
お
な
じ
万
暦
癸
未
（
一
五
八
三
）

の
進
士
で
、
二
人
の
間
に
は
交
流
も
あ
っ
た
（
毛
効
同
『
湯
顕
祖
研
究
資
料
彙

編
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
正
徳
六
年
（
一

五
一
一
）
刊
の
『
剪
灯
新
話
大
全
』（
国
家
図
書
館
（
北
京
）
蔵
）
も
現
存
す

る
。
な
る
ほ
ど
正
統
七
年
（
一
四
四
二
）
に
禁
書
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
『
剪

灯
新
話
』
だ
が
（『
日
知
録
之
餘
』
巻
四
「
禁
小
説
」）、
湯
顕
祖
に
は
影
響
し

な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。　

　
湯
顕
祖
に
と
っ
て
「
牡
丹
灯
記
」
を
は
じ
め
『
剪
灯
新
話
』
の
世
界
は
、
ど

ん
な
意
味
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
は
、『
牡
丹
亭
還
魂
記
』

の
「
作
者
題
詞
」
に
あ
る
。

天
下
女
子
有
情
，
寧
有
如
杜
麗
娘
者
乎
。
夢
其
人
即
病
，
病
即
彌
連
，
至

手
畫
形
容
，
傳
於
世
而
後
死
，
死
三
年
矣
，
復
能
溟
莫
中
求
得
其
所
夢
者

而
生
。
如
麗
娘
者
，
乃
可
謂
之
有
情
人
耳
。…
…
嗟
夫
，
人
世
之
事
，
非

人
世
所
可
盡
。
自
非
通
人
，
恆
以
理
相
格
耳
。
第
云
理
之
所
必
無
，
安
知

情
之
所
必
有
邪
？

（
お
よ
そ
女
性
に
情
が
あ
る
な
か
で
も
、
杜
麗
娘
ほ
ど
情
の
あ
る
人
は
い

な
い
。
相
手
を
夢
に
み
て
病
気
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
久
し
く
治
ら
ず
、
そ

こ
で
み
ず
か
ら
自
分
の
姿
を
描
い
て
、
そ
れ
を
残
し
て
か
ら
死
に
、
死
ん

で
三
年
た
っ
て
か
ら
、
こ
ん
ど
は
冥
土
の
向
こ
う
か
ら
夢
で
出
会
っ
た
人

に
会
お
う
と
生
き
返
っ
た
。
杜
麗
娘
の
よ
う
な
人
こ
そ
、
情
の
あ
る
人
と

呼
べ
る
の
だ
。…
…
あ
あ
、
こ
の
世
の
こ
と
は
、
こ
の
世
だ
け
で
は
語
れ

な
い
。
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
者
が
、
理
で
物
事
の
本
質
に
至
ろ
う
と

す
る
の
だ
。
理
で
考
え
た
ら
あ
る
わ
け
が
な
い
と
言
う
ば
か
り
で
、
情
で

考
え
た
ら
無
い
わ
け
が
な
い
こ
と
に
思
い
至
ら
な
い
。）

杜
麗
娘
を
引
き
合
い
に
情
を
論
じ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
理
の
あ
り
か
た
を
最
終

的
に
は
批
判
す
る
。
こ
れ
は
朱
子
学
的
思
考
や
明
代
当
時
の
現
実
を
見
据
え
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
「
杜
麗
娘
記
」
が
湯
顕
祖
に
あ
た
え
た
霊
感
は

大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。〝
鬼
交
〟
を
二
つ
重
ね
る
趣
向
の
荒
削
り
な
作

品
で
あ
っ
た
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
ら
れ
た
面

も
あ
ろ
う
。
た
だ
湯
顕
祖
が
「
作
者
題
詞
」
で
激
賞
し
て
い
る
杜
麗
娘
は
、

「
杜
麗
娘
記
」
の
彼
女
で
は
あ
る
ま
い
。「
杜
麗
娘
記
」
に
お
け
る
情
と
は
、
煎

じ
詰
め
る
な
ら
情
欲
の
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
湯
顕
祖
は
、
も
っ
と
純
粋
で
精

神
的
な
も
の
へ
と
読
み
替
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
は
夢
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
「
杜
麗
娘
記
」
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、
自
分

の
解
釈
を
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
に
結
実
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　「
杜
麗
娘
記
」
は
〝
鬼
交
〟
を
二
つ
重
ね
た
あ
と
、
何
と
も
能
天
気
に
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
へ
と
向
か
う
。
柳
夢
梅
の
求
め
で
た
だ
ち
に
亡
骸
は
掘
り
出
さ
れ
、

い
と
も
た
や
す
く
杜
麗
娘
は
生
き
返
り
、
周
囲
は
何
の
疑
問
も
も
た
ず
に
二
人

を
結
婚
さ
せ
、
科
挙
に
受
か
っ
て
子
供
に
恵
ま
れ
天
寿
を
全
う
す
る
。
た
し
か

に
千
五
百
字
程
度
の
短
い
紙
幅
で
は
あ
る
。
し
か
し
同
程
度
の
規
模
を
も
つ

『
剪
灯
新
話
』
の
諸
作
品
と
比
べ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
杜
麗
娘

の
よ
う
に
何
ら
か
の
原
因
で
不
幸
に
も
世
を
去
っ
た
女
性
が
、
情
念
や
み
が
た

く
現
世
に
姿
を
現
し
た
話
が
、
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
様
々
な

現
実
を
反
映
し
つ
つ
、
情
感
豊
か
に
描
か
れ
て
い
た
。
彼
女
た
ち
の
よ
う
な

人
々
を
哀
悼
す
べ
く
、
瞿
佑
は
『
剪
灯
新
話
』
を
著
し
た
が
、
そ
れ
を
読
ん
だ

湯
顕
祖
も
同
感
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
話
の
な
か
に
、
他
な
ら
ぬ
「
牡

丹
灯
記
」
も
あ
っ
た
。

　
符
麗
卿
は
、
少
な
く
と
も
『
剪
灯
新
話
』
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も
杜
麗
娘

に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
婚
約
者
も
い
な
い
う
ち
に
若
く
し
て
亡
く
な
り
、
家

族
は
よ
そ
の
土
地
へ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
話
の
結
末
は
と
い
え
ば
、
と

も
に
〝
鬼
交
〟
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
も
違
う
。
そ
う
い
う

点
か
ら
の
符
麗
卿
へ
の
同
情
も
、
湯
顕
祖
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
む
ろ
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ん
『
剪
灯
新
話
』
の
幽
鬼
た
ち
が
そ
の
情
愛
を
肯
定
的
に
描
か
れ
る
な
か
で
、

「
牡
丹
灯
記
」
の
符
麗
卿
が
例
外
的
だ
っ
た
の
は
、
瞿
佑
の
世
間
へ
の
配
慮
で

あ
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
に
符
麗
卿
は
、
牡
丹
の
も
つ
象
徴
性
と
も
相
俟
っ
て
、

上
官
昭
容
よ
り
こ
の
か
た
の
女
性
た
ち
の
系
譜
に
も
連
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
牡
丹
は
「
牡
丹
灯
記
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
に
、

情
念
の
象
徴
と
い
う
意
味
合
い
を
明
確
に
含
む
に
至
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ

と
も
湯
顕
祖
で
あ
れ
ば
見
通
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
湯
顕
祖
は
、「
杜
麗
娘
記
」
を
戯
曲
化
す
る
に
あ
た
っ
て
牡
丹
を
強

調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
瞿
佑
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
や
、
符
麗
卿
あ
る
い
は
彼
女
に

代
表
さ
れ
る
不
幸
な
女
性
た
ち
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
双
頭
ど
こ
ろ
か
あ
ら
ん
限
り
の
牡
丹
を
咲
き
誇
ら
せ
て
。

六
　
小
結

　
以
上
は
む
ろ
ん
仮
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
代
の
文
学
全
体
を
考
え
る
う
え

で
も
無
駄
に
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
流
れ
る
情
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き

に
、
初
期
の
瞿
佑
と
後
期
の
湯
顕
祖
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
て
お
く
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
一
本
の
補
助
線
を
ひ
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
湯
顕
祖
に
お
け
る
情
の
肯
定
に
、
羅
汝
芳
や
李
卓
吾
と
い
っ
た
当
時
の
陽
明

学
左
派
、
あ
る
い
は
達
観
な
ど
禅
宗
か
ら
受
け
た
思
想
的
影
響
が
あ
ろ
う
こ
と

は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
一
般
論
と
し
て
合
山
究
「「
情
」
の
思

想
　
明
清
文
人
の
世
界
観
」（『
明
清
時
代
の
女
性
と
文
学
』
汲
古
書
院
、
二
〇

〇
六
年
）
が
説
く
よ
う
に
、〝
陽
明
学
と
情
と
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と

に
は
問
題
が
あ
る
〟、〝
社
会
思
潮
の
ほ
う
が
先
行
し
て
い
た
〟
と
考
え
ら
れ
る

点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
情
の
文
化
を
興
起
さ
せ
た
社
会
的
、

文
学
的
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
〝
扇
情
的
な
淫
詞
小
説
や
民
歌
俗
曲
の
流
行
〟

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
民
歌
俗
曲
の
流
行
は
、
必
ず
し
も
明
末
に
わ
か
に

高
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
入
矢
義
高
「
擬
古
主
義
の
陰
翳
」（『
明
代
詩
文
』

筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
）
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
前
七
子
の
李
夢
陽

や
何
景
明
は
す
で
に
「
山
坡
羊
」
や
「
鎖
南
枝
」
と
い
っ
た
〝
市
井
艶
詞
〟
を

〝
真
詩
〟
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。〝
情
性
を
吟
詠
〟
す
る
と
い
う
詩
経
大

序
の
精
神
を
民
間
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
（
な
お
大
木
康
『
馮
夢
龍
『
山
歌
』

の
研
究
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
参
照
）。
さ
ら
に
は
そ
の
先
駆
者
と
し
て

〝
南
方
市
民
文
学
の
指
導
者
〟
た
る
元
末
明
初
の
楊
維
楨
（
吉
川
幸
次
郎
『
元

明
詩
概
説
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
を
想
起
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
人
も
ま
た
情
性
を
重
ん
じ
た
（
松
村
昂
「
鉄
と
龍
　
楊
維
楨
像
に

関
し
て
　
」（『
入
矢
教
授
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
』、
既

出
））。
そ
し
て
少
な
く
と
も
、
そ
の
鉄
崖
体
の
変
相
と
し
て
、
前
後
七
子
や
公

安
派
を
と
ら
え
る
見
方
は
つ
と
に
提
示
さ
れ
て
い
る
（
郭
紹
虞
『
中
国
文
学
批

評
史
』（『
民
国
叢
書
』
本
）。
し
か
ら
ば
、
楊
維
楨
の
弟
子
た
る
瞿
佑
が
文
言

小
説
に
お
い
て
情
を
肯
定
的
に
描
い
て
い
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
流
れ
に
位
置

づ
け
う
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
入
矢
氏
が
説
く
〝
わ
が
明
一
代
の
独
自
な
文
学

を
わ
れ
ら
の
手
で
創
出
し
よ
う
と
い
う
気
概
〟
は
、
狭
義
の
詩
文
や
前
後
七
子

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
戯
曲
や
小
説
な
ど
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
向
け
ら

れ
て
い
て
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

（
二
〇
〇
九
年
十
月
二
十
一
日
受
理
、
十
一
月
二
十
四
日
掲
載
承
認
）



149 「牡丹灯記」と『牡丹亭』

《牡丹燈記》與《牡丹亭》（摘要）

氏岡真士

　　《牡丹燈記》是瞿佑《剪燈新話》中最有名的故事之一。女主角符麗卿帶著丫環金蓮上街

時，金蓮手裡提著一個雙頭牡丹燈籠。這一對牡丹花意味著甚麼呢？我們可在瞿佑的詩集《香

臺集》中找到揭開其秘密的鑰匙。這部詩集載有〈上官應制〉詩一首，描述初唐閨秀詩人上官

婉兒與雙頭牡丹的關係。據說，御園裡開了一個雙頭牡丹，上官婉兒應唐高宗的要求寫了一首

詩，她將這對罕見的花朵比作李唐王朝永垂不朽的吉祥物。孰料後來上官婉兒背叛了唐，自把

雙頭牡丹變成不祥之物，真是啼笑皆非！由此可知雙頭牡丹既是吉利物又有不祥之兆的意思。

　　從這首詩也可以看出瞿佑對上官婉兒的命運很同情，似乎在他心目中雙頭牡丹也象徵著上

官婉兒這位女人。眾所週知，唐人喜愛牡丹，有關牡丹的種種套話也應運而生，其中一個就是

解語花。這句話指的是楊貴妃，怎樣評價這位絕代佳人才好呢？這雖然很難說，毀譽參半，但

她也算得上是一位悲劇的女主人公吧。總之，拿牡丹比作人並不稀罕，並且牡丹的含意很深刻，

怪不得瞿佑給作品起名為《牡丹燈記》。

　　上官婉兒和符麗卿有一個共同點，即她們的一輩子都是志與願違的。筆者認為志和願之閒

的這種矛盾，也表現在雙頭牡丹的兩朵花上。雖然乍看《牡丹燈記》故事，瞿佑對符麗卿不以

為然，其實從整個《剪燈新話》來說，我們了解到瞿佑對符麗卿那樣由於戰亂遭到不幸的婦女

寄與同情。不但如此，瞿佑好像看透了封建社會如何欺負女人，他的觀點是比較進步的。因此

筆者認為雙頭牡丹把上官婉兒和符麗卿兩個女性關係到一起也不足為奇。

　　湯顯祖《牡丹亭還魂記》為甚麼要突出牡丹呢？雖然才子佳人在後花園裡談戀愛乃司空見

慣，而未婚的妙齡女郎常把春天將要結束時才開的牡丹花比作自身，也不足以見怪，但是我們

還需要進一步探討。因為這場戲有藍本《杜麗娘記》，其中之關鍵並不是牡丹，而是梅花、柳

樹和人鬼成歡，這些因素到了《牡丹亭》裡卻不怎麼顯眼了。那麼，湯顯祖為甚麼把這個沉湎

於情欲的人鬼戀故事改寫為一個富有浪漫色彩的戀愛傳奇呢？

　　其實牡丹花和鬼的關係不淺，難怪俗話說：“牡丹花下死，做鬼也風流”，雖然這句話本來

是諷刺那些非過牡丹癮不可的人。不僅如此，我們知道有一個故事恰好描寫了牡丹和鬼的故事，

那就是剛才提到過的《牡丹燈記》。筆者認為湯顯祖受到《牡丹燈記》的啟發後才能夠對《杜

麗娘記》進行大膽的改變，《牡丹亭還魂記》的杜麗娘是為符麗卿祈冥福而重新造型的。

　　湯顯祖的眼光不會忽視上面討論過的那些《牡丹燈記》裡忽隱忽顯的的內涵，這位大文學

家也應該同情符麗卿以及所有被世運玩弄的婦女，他又一定會欣賞瞿佑創作《牡丹燈記》這種

佳作的本領，因此湯顯祖改寫《杜麗娘記》時便把牡丹花引進到裡面，代替梅花加以強調，既

表示對符麗卿的哀悼，又表示對瞿佑的敬意。

　　按《牡丹亭》的藍本應該不是話本小說《杜麗娘慕色還魂》，而是文言小說《杜麗娘記》。

關於這件事，筆者同意中國專家向志柱先生最近發表的所見。此外《剪燈新話》雖然在明代是

一本禁書，不過《牡丹燈記》又見於《稗家粹編》、余公仁本《燕居筆記》以及《剪燈叢話》

等書，可見湯顯祖看到《牡丹燈記》的機會到處都有。《剪燈叢話題辭》的作者虞淳熙和湯顯

祖一樣是萬曆癸未（1583）進士，這種情況也值得注意。

　　以上所見，如有助於探索整個明代文學與情之關係，聊以為幸。




