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南
宋
王
の
神
話

明
の
長
骨
小
説
に

r南
宋
志
伝
-
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
こ
の
題
名
は
､

内
容
か
ら
す
れ
ば
些
か
奇
妙
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う
の
も
､
作
品
の
時
代
設
定
は

五
代
の
擾
唐
ご
ろ
か
ら
北
栄
の
初
期
､
つ
ま
り
十
世
紀
で
あ
っ
て
､
け
し
て
南

宋
時
代

(
1
〓

f七

～
f
二
七
九
)
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
o

こ
の
間
題
に
つ
い
て
'
最
近
で
は
通
説
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
｡
だ
が
私
見
に
よ
れ
ば
､
大
き
く
二
つ
の
理
由
か
ら
､
そ
の
考
え
方
は

成
り
立
ち
に
-
い
｡
本
稿
で
は
､
こ
の
間
膚
に
再
検
討
を
加
え
､
筆
者
な
り
の

解
答
を
示
し
た
い
｡

一

r南
宋
志
伝
L
に
つ
い
て

r南
宋
志
伝
L
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
詳
L
v
は
第
五
二
ハ
節
で
述
べ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ

r三
国
演
義
J
や

r水
辞
伝
L
･
r西
遊
記
J
な
ど
と
は
違
っ
て
'

少
な
-
と
も
明
代
の
版
本
を
使
う
限
り
､
細
か
な
字
句
の
異
同
旺
あ
っ
て
も
内

容
に
は
大
差
が
虹
.1
'o
論
述
は
当
面
､
鮮
印
本
が
普
及
し
て
い
る
内
閣
文
庫
蔵

G
L世
徳
堂
制
覇

r新
刊
出
像
補
訂
拳
宋
史
鑑
南
宋
志
伝
通
俗
演
義
題
評
J
に
よ

っ
て
進
め
よ
う
｡
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
全
十
巷
か
ら
成
り
へ
各
巻
五
回
の
計
五
十

回
に
分
け
て
い
る
｡

さ
て
作
品
の
時
代
設
定
は
十
世
紀
だ
と
述
べ
た
｡
こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し

く
説
明
す
る
と
'
物
語
は
石
敬
靖
の
少
年
時
代
か
ら
始
ま
る
｡
石
敬
糖
と
は
五

代
後
晋

(九
三
｣ハ
～
九
四
七
)
の
高
祖
で
あ
り
､
生
年
は

r旧
五
代
史
J
の
本

氏

岡

真

士

紀
な
ど
に
よ
れ
ば
景
宿
元
年

〔八
九
二
)
だ
が
､
r南
宋
志
伝
-
で
は
こ
れ
に

触
れ
な
い
｡
巷
之

l
は
冒
頭
で
'
五
代
後
唐
の
天
成
元
年

〔九
二
六
)
か
ら
清

春
三
年

(九
三
六
)
ま
で
十

1
年
間
の
事
を
述
べ
る
､
と
し
て
い
る
｡
ま
た
第

一
回
旺
実
質
的
に
石
敬
藷
が
十
歳
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
作
品

は
十
世
紀
に
始
ま
る
と
考
え
て
良
い
｡

以
下
､
時
の
流
れ
に
沿
っ
て
叙
述
は
進
む
｡
そ
し
て
巻
之
十
は
北
栄
の
建
隆

元
年

(九
六
〇
)
か
ら
開
宝
八
年

〔九
七
五
)
ま
で

〝首
尾
凡
そ
六
年
の
事

実
″
を
述
べ
る
と
称
す
る
が
､
六
年
で
は
な
く
て
十
六
年
の
誤
記
で
あ
る
｡
そ

れ
は
さ
て
お
き
'
第
五
十
回
性
南
唐

(戯
密
に
は
″

江
南
″
と
呼
ぶ
べ
き
だ

が
)
の
降
伏
と
柴
宗
訓

〔五
代
後
周
の
恭
帝
｡
作
品
で
旺

″周
後
主
″
)
の
死

で
終
わ
る
｡
作
品
で
は
い
ず
れ
も
開
宝
八
年
十

一
月
の
事
と
読
め
る
が
へ
う
ち

柴
宗
訓
の
死
は
､
r旧
五
代
史
L
の
本
紀
な
ど
に
よ
れ
ば
閲
宝
六
年

(九
七
三
〕

香

(三
月
)
の
こ
と
で
あ
る
｡
柴
宗
訓
S
L死
を
最
後
に
持
っ
て
き
た
の
は
へ
五

代
の
終
鴛
を
強
調
し
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
結
未
も
十
世
紀

の
こ
と
で
あ
る
｡

で
は
､
な
ぜ
題
名
に

〟南
宋
″
と
あ
る
の
か
｡
こ
れ
に
つ
い
て
諸
説
を
整
理

し
た
の
が
馬
力

｢
r南
北
宋
志
伝
｣
与
輯
家
将
小
説
｣
(r文
史
】
第
十
二
韓
､

一
九
八
一
年
)
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
ま
ず
､
孫
桔
第

･
余
藁
錫

･
邸
帝

･
柳
存

亡
諸
氏
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
｡
邸
藩
の
説
は
､
内
容
が
〟

乗
の
本
土
及
び
其

の
南
方
″
に
関
わ
る
か
ら

r南
宋
志
伝
｣
と
名
付
け
ら
れ
た
､
と
い
う
も
の
で

あ
り
'
他
聖
二
者
の
説
は
､
後
人
が
内
容
を
帝
み
ず
名
付
け
た
と
す
る
点
で
1



214

致
し
て
い
る
｡
孫
棺
第
は
原
題
を

r宋
伝
-､
余
藁
錫
は

r五
代
志
信
ご

と
考

え
､
柵
存
亡
は
特
に
説
が
無
い
｡
し
か
し
馬
力
論
文
旺
こ
れ
ら
を
″

推
測
″

と

一
蹴
L
r
イ
デ
マ
鮎

に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
1

イ
デ
マ
の
説
を
紹
介
す
る
前
に
r
r南
宋
志
伝
)
の
内
容
や
関
連
事
項
に
つ

〔4
)

い
て
､
も
う
少
し
説
明
し
て
お
こ
う
｡

r南
宋
志
伝
L
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
人
物
は
､
五
代
の
乱
世
を
統

1
し

北
宋
王
朝
の
礎
を
築
い
た
遇
匡
胤

〔宋
太
祖
)
で
あ
る
.
第

一
回
は
天
成
二
年

〔九
二
七
)
の
誕
生
を
記
し
､
第
十
三
回
か
ら
第
二
十
二
回
ま
で
は
史
啓
に
見

え
な
い
若
き
日
の
武
勇
伝
を
描
き
､
第
二
十
八
回
以
降
は
栄
の
皇
帝
に
成
り
上

が
り
活
躍
す
る
ま
で
を
虚
実
取
り
混
ぜ
て
綴

っ
て
い
る
｡

｢南
宋
志
伝
J
は
主
に
二
つ
の
素
材
を
利
用
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
つ
は
現
存
す
る

r五
代
史
平
話
し
で
あ
り
､
も
う

1
つ
は
既
に
失
わ
れ
た

r適
太
祖
飛
龍
記
)
平
話
で
あ
る
｡

(5)

連
匡
胤
を
扱
っ
た
長
篇
小
説
と
し
て
は
､
他
に
緒
の

r飛
龍
全

伝
J
も
重
要

で
あ
る
｡
こ
う
し
た
虚
構
の
世
界
で
は
､
鵡
匡
胤
は
五
代
後
周
の
世
宗
の
義
弟

で
あ
り
'
ま
た
鄭
恩
と
い
う
架
空
の
豪
傑
の
義
兄
と
設
定
さ
れ
て
い
る
｡

〓

″南
宋
王
〃

説

さ
て
イ
デ

マ
が
着
目
す
る
の
は
I
r飛
龍
全
伝
J
第
五
十
二
回
に
見
え
る
､

遭
匡
胤
が

か南
宋
王
″
忙
封
じ
ら
れ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
｡
こ
れ
性
､
い
わ

ゆ
る
楊
宏
将
と
の
戦
い
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
話
で
､
こ
れ
ま
で
の
活
躍
を
ね
ぎ

ら
う
べ
-
､
世
宗
は

遂
に
都
塵
候
題
匡
胤
を
以
て
顔
を
進
め
封
じ
て
南
宋
王
と
為
し
'
邸
恩
を

封
じ
て
汝
南
王
と
為
し
､

ま
た
他
の
将
軍
た
ち
も
相
応
の
地
位
に
つ
け
た
と
言
-
0

こ
の
記
述
を
磨
ま
え
て
､
イ
デ
マ
は
以
下
の
よ
-
忙
論
じ
る
｡
･

T
T

呉
増
の

r飛
報
伝
L
全
六
十
回

(十
八
世
紀
)
は
､
r南
宋
志
伝
J
で
抹

た
-
て
､
他
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
-
｡
そ
れ
は
我
々
が
併
走
し
た
平
話

[r避
太
祖
飛
龍
記
}]
と
同
じ
か
､
ま
た
は
そ
の
後
代
の
テ
キ
ス
ト
で
あ

ろ
う
.
r飛
龍
伝
L
(第
五
十
二
回
)
で
郭
栄

[周
世
宗
]
は
冶
匡
胤
を
甫

宋
王
に
封
じ
た
o
こ
の
地
位
は
親
匡
胤
を
非
常
に
突
出
さ
せ
､
取
り
巻
き

た
ち
が
彼
を
玉
座
に
つ
け
よ
う
と
企
て
る
結
果
を
生
ん
だ
｡

一
方
で
､
鵡

匡
胤
は
郭
栄
の
義
兄
弟
で
あ
り
､
部
栄
は
自
分
の
死
に
臨
ん
で
息
子
を
鵜

匠
胤
に
託
し
た
の
で
あ
る
｡
す
る
と
失
わ
れ
た
平
話
に
描
か
れ
て
い
た
主

た
る
矛
盾
は
､
南
宋
王
と
い
う
遇
の
地
位
が
も
た
ら
す
必
然
的
な
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
社
を
皇
帝
に
す
る
自
身
の
力

〔
〟
徳
〃
)
と
'

郭
栄
の
息
子
で
あ
る
幼
帝

へ
の
庇
護
を
求
め
る
義
兄
弟
の
紐
帯
と
の
矛
盾

で
あ
る
｡
こ
の
矛
盾
が
如
何
に
解
決
さ
れ
た
か
は
､
皆
さ
ん
ご
存
じ
で
あ

ろ
う
O

基
付
け
と
し
て
､
李
世
民

〔唐
太
宗
)
を
描
-
明
の
作
品
が
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
｡さ

て
こ
う
し
た
矛
盾
は
､
r大
唐
薬
王
詞
話
し
の
構
造
に
与
え
ら
れ
た
矛

盾
と
際
立
っ
た
類
似
性
を
示
す
｡
そ
こ
で
は
皇
帝
と
な
る
徳
を
有
し
た
李

世
民
が
､
兄
弟
を
立
て
て
､
自
分
は
葉
王
の
地
位
に
甘
ん
じ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
場
合
の
矛
盾
は
'
徳
が
も
た
ら
す
も
の
と
孝
行
や
兄
弟
愛
､
家
族
が

要
求
す
る
も
の
と
の
間
に
あ
る
O
次
々
と
起
こ
る
事
件
の
結
果
'
李
世
民

は
兄
弟
を
殺
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡
倫
理
的
矛
盾
は
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
切

実
で
あ
る
｡
作
品
が
地
位

(寮
王
)
を
表
題
に
取
-
入
れ
る
の
旺
適
切
で

あ
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
矛
盾
は
端
的
に
衰
さ
れ
て
い
る
｡
二
作
品
の

相
似
は
､
南
未
と
い
う
題
名
が
こ
の
小
説
に
如
何
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
説

明
し
て
い
る
｡
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こ
の

か南
宋
王
″
説
に
､
馬
力
論
文
は
賛
意
を
示
し
た
上
で
､
さ
ら
に

も
と
も
と

r南
宋
志
伝
J
ほ
お
そ
ら
-
〝

南
宋
王
趨
匡
胤
出
身
志
伝
″
の

額
の
名
前
で
､
扉
に
は
略
し
て

r南
宋
蕃
伝
L
と
香
い
た
の
を
､
後
の
人

が
版
を
重
ね
る
と
き
深
-
考
え
ず
に
そ
の
ま
ま
曹
名
と
し
て
今
日
に
至
っ

た
の
だ
ろ
う
｡

と
推
測
し
て
､
滑
の

r説
唐
壊
伝
L
が

r後
唐
金
伝
J
と
題
さ
れ
た
例
を
傍
証

と
し
て
い
る
.
な
る
性
ど

r説
唐
後
伝
J
の
時
代
設
定
は
八
世
紀
唐
代
だ
か
ら
､

五
代
後
唐

〔十
世
紀
)
を
指
す
か
町
よ
う
な

r後
唐
全
伝
J
と
い
う
屈
旺
そ
t,

事

､
こ
れ
も
不
注
意
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
3
'o

そ
の
後
″

南
宋
王
″

説
は
'
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

た
と
え
ば
つ
い
最
近
､

上
田
望

｢講
史
小
説
と
歴
史
書
脚
｣
(r東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
-
第
百
三
十
七
冊
､

一
九
九
九
年
)
が
世
に
出
た
が
､
そ
こ
で
は

r南

宋
志
伝
)
の
曹
名
問
題
に
つ
い
て
孫
稗
貫
と
馬
力
の
説
を
紹
介
し
､
〝

現
時
点

で
は
鳥
氏
の
解
釈
が
最
も
妥
当
と
思
わ
れ
る
〟
と
し
て
1
(聾

ま
た
時
間
的
に
は
前
後
す
る
が
､
石
韓

｢有
閑

八両
宋
志
伝
)
書
名
問
題
的

一
点
線
素
｣
〔r文
学
道
産
J

1
九
九
三
年
第
二
期
)
も

r飛
龍
全
伝
J
第
五
十

二
回
の
南
宋
王
の
-
だ
り
に
着
日
し
て
い
る
o
そ
し
て

r飛
龍
全
伝
J
が
序
で

r飛
龍
伝
J
の
改
作
だ
と
称
す
る
こ
と
や
r
r商
宋
志
伝
J
を

r南
宋
飛
龍
伝
J

(名
)

と
壌
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
合
わ
せ
I
〝南
宋
″
が
南
宋
王
で
あ
る
可
能
性

を
指
摘
す
る
O
た
だ
し
四
百
字
足
ら
ず
の
短
文
で
あ
り
､
イ
デ
マ
や
馬
力
の
説

に
も
言
及
が
無
い
｡

三

両
宋
王
の
用
例
〔
1

)

〟南
宋
王
″
説
の
ポ
イ
ソ
ト
は
､
避
匡
胤
が
南
宋
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
い
う

点
に
あ
る
｡
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
が
'
こ
れ
は
史
実
で
は
な
い
｡
彼
の
即

位
に
は
有
名
な
逸
話
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
世
宗
は
〟

点
検
が
天
子
と
作

〔な
)
る
″
と
記
さ
れ
た
木
簡
を
得
て
r
殿
前
部
点
検
の
職
窒
軍
部
徳
か
ら
遡

匡
胤
に
交
代
さ
せ
た
｡
と
こ
ろ
が
間
も
な
-
世
宗
は
亡
く
な
-
､
幼
い
恭
帝
が

即
位
し
た
も
の
の
､
軍
隊
は
趣
匡
胤
を
天
子
に
ま
つ
り
あ
げ
た
t
と
い
う
も
の

で
あ
る

〔r宋
史
L
巷

一
｢太
祖
本
紀
｣

こ
｡
殿
前
部
点
検
は
禁
軍
の
最
精
鋭

部
隊
を
統
率
L
へ
張
永
徳
ほ
周
太
祖
郭
威
の
娘
婿
だ
か
ら
､
世
宗
性
恭
帝
の
身

を
案
じ
て
人
事
異
動
を
行
な
っ
た
の
に
'
結
局
は
予
言
が
当
た
､つ
て
し
ま
っ
た

こ
と
に
な
る
｡
こ
の
逸
話
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
鞄
匡
胤
は
王
に
な
ど
な
っ

て
い
な
か
っ
た
｡
当
時
の
王
は
天
子
の
息
子
た
ち
に
限
ら
れ
､
そ
の
中
に
も
南

宋
王
は
い
な
い

(
r五
代
会
要
J
巻
二

｢藷
王
｣)
｡

栄
と
い
う
国
号
は
､
題
匡
胤
が
即
位
当
時
に
帰
徳
軍
の
節
度
使
で
あ
り
､
帰

徳
の
地
は
春
秋
時
代
の
宋

(今
の
河
南
省
商
丘
市
)
に
当
た
る
か
ら
名
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
即
位
し
て
か
ら
初
め
て
､
宋
の
名
が
表
に
出
て

き
た
わ
け
で
あ
る
｡
ま
し
て
南
を
つ
け
る
必
然
性
は
無
い
｡
ち
な
み
に
五
代
後

唐
の
閏
帝
や
後
晋
の
石
敬
儒

(石
敬
糖
の
兄
で
早
-
亡
く
な
っ
た
)
は
帝
王
の

肩
書
き
を
得
て
い
る
が
､
抱
匡
胤
と
は
関
係
が
無
い
｡

で
は
虚
構
の
世
界
に
お
い
て
､
遡
匡
胤
が
南
帝
王
だ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
｡
r南
宋
志
伝
J
に
先
行
す
る
の
は
雑
劇
で
あ
ろ
う
｡
具
体
的
に

は
､
羅
貰
中

r宋
太
祖
龍
虎
風
宴
会
J
〔脈
望
館
校
本

〕･席
数
遠

r西
華
山
昧

捗
高
臥
J
(
r元
曲
選
3
本
)
･
無
名
氏

r親
匡
胤
打
韮
連
1
〔脈
望
館
抄
本

〕･

無
名
氏

r穆
陵
開
上
打
韓
通
し
〔脈
望
館
抄
本
)
な
ど
で
趨
匡
胤
が
活
躍
す
る
o

け
れ
ど
も
彼
が
南
宋
王
に
な
っ
た
と
か
､
な
る
と
か
い
う
記
述
は
見
え
な
い
｡

ま
た

r南
宋
志
伝
)

と
前
後
し
て
r
短
帯
小
説

｢避
太
祖
千
里
遠
景
娘
｣
〔r警

世
過
言
J)
や
李
玉

r風
雲
会
J
伝
奇

(
バ
リ
国
立
図
番
館
蔵
抄
本
)
が
生
ま

れ
た
｡
そ
こ
に
も
南
宋
王
の
話
は
出
て
こ
な
い
｡
逆
に
殿
前
都
点
検
の
職
に
関

し
て
は
､
r西
華
山
陳
持
高
臥
し
以
外
は
何
ら
か
の
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
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そ
も
そ
も
肝
心
の

r南
宋
志
伝
L
に
も
､
南
宋
王
の
語
は
見
当
ら
な
い
｡
こ

れ
は
奇
妙
で
あ
る
｡
内
容
と
関
係
の
な
い
題
名
を
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

い
た
の
は

r南
宋
志
伝
L
で
は
な
-
て
､
｢鵡
太
祖
飛
龍
記
し
平
話
か
'
そ
の

後
代
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
｡
つ
ま
り

r南
宋
志
伝
｣
も

r遡
太
祖
飛
龍

記
)
平
話
を
利
用
し
て
は
い
る
が
､
南
宋
王
に
つ
い
て
は
削
っ
て
し
ま
っ
た
､

だ
か
ら

r南
宋
志
伝
J
に
南
宋
王
の
語
は
出
て
来
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し

r飛
龍
全
伝
L
の
段
階
で
そ
う
い
-
テ
キ
ス
-
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､

r飛
報
全
伝
)
が
忠
実
に
そ
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
-
か
｡

詳
し
-
検
討
し
て
み
よ
う
｡

r飛
龍
全
伝
J
は
第
五
十
二
回
で
龍
匡
胤
を
南
宋
王
に
封
じ
て
い
た
｡
そ
し

て
第
五
十
八
回
で
､
南
唐
か
ら
長
江
以
北
を
奪
っ
た
世
宗
は
､

南
宋
王
は
乃
も
閑
職
な
り
､
久
し
-
居
る
可
か
ら
ず

と
し
で
遇
匡
胤
に
定
国
節
度
使
と
殿
前
部
指
揮
任
の
職
を
授
け
る
の
で
あ
る
｡

商
宋
王
の
語
が
出
て
-
る
の
は
､
こ
の
七
回
の
間
に
限
ら
れ
る
｡

実
は
こ
の

r飛
龍
全
伝
｣
の
七
Eilの
描
写
は
'
基
本
的
に

r南
宋
志
伝
J
に

由
来
す
る
こ
と
が
､
イ
デ
マ
の
断
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
字
句
の
類
似
か
ら
推

(9
)

定
さ
れ
る
｡
し
か
も
味
わ
う
に
足
る
の
は
､
そ
の
よ
う
な
部
分
で

r飛
龍
全

伝
J
が
南
宋
王
の
語
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
ず

世
宗
特
車
､
下
詔
与
群
臣
商
議
｡
衆
臣
謂

｢王
景
伐
萄
顛
功
'
空
費
銭
糎
､

■
●
●

疑
乎
無
益
'
不
知
寵
兵
､
再
図
後
学
｣
世
宗
猶
予
不
決
｡
南
宋
王
週
匡
胤

穿
道

｢近
間
王
景
屡
勝
苛
兵
-
-
｣

〔r飛
龍
全
伝
J
第
五
十
四
回
〕

世
宗
得
弄
､
下
詔
与
群
臣
議
之
｡
群
臣
背
謂

｢
王
貴
等
伐
萄
顛
功
､
租
運

不
継
､
固
話
罷
兵
｣
世
宗
猶
予
不
決
｡
起
匡
胤
黄
道

｢王
景
己
勝
萄
兵

･∴-
｣

〔r南
宋
志
伝
J
畢

:
十
六
回
)

と
加
え
て
お
り
へ
次
に

●
■
●

世
宗
下
旨

｢以
破
淋
州
､
案
出
南
宋
王
之
功
､
尽
将
庫
中
之
物
濃
腸
匡

胤
｣
栄
儲
葬
道
-
-
｡

(r飛
龍
全
伝
｣
第
五
十
七
回
)

世
宗
日

｢今
下
聴
州
之
功
､
乗
出
遭
匡
胤
也
'
朕
将
此
庫
物
寛
之
､
可

乎
｣
儲
日
-
-
･｡

(r南
宋
志
伝
J
第
三
十
九
回
)

と
言
い
か
え
て
お
り
､
最
後
に

■
■
■

且
説
世
宗

l
日
昇
殿
､
愛
育
官
朝
賛
撃
､
重
商
宋
王
親
匡
胤
上
殿
-
-
世

■
●
●

宗
道

｢御
弟
勿
謙
｡
南
宋
王
乃
閑
職
､
不
可
久
居
､
今
加
授
為
定
国
節
度

使
､
兼
殿
前
部
指
揮
使
｣

〔r飛
龍
全
伝
J
第
五
十
八
回
)

翌
日
世
宗
御
宝
殿
､
受
百
官
朝
見
皐
､
宜
遭
匡
胤
上
殿
…
-
世
宗
日

｢脚

勿
詳
言
｣
即
日
控
匡
胤
為
定
国
節
度
使
､
兼
殿
前
部
指
揮
使
｡
.

〔r南
宋
憲
伝
1
第
四
十
回
)

と
や
は
り
加
え
て
い
る
｡

特
に
興
味
深
い
の
は
､
第

1
例
と
第
三
例
に
つ
い
て
は

r南
宋
志
伝
J

の
記

述
が
､
さ
ら
に

r五
代
史
平
話
J
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

宰
相
謂

｢
王
貴
等
伐
萄
無
功
､
親
運
不
継
､
国
語
罷
兵
｣
世
宗
命
運
太
祖

往
視
之
-
-
世
宗
忠
通
太
祖
揚
州

･
六
合
勝
捷
､
宜
授
定
国
節
度
使
､
兼

殿
前
都
指
揮
使
｡

(｢周
史
平
話
ト
巷
下
)

が
､
そ
の
原
型
で
あ
る
O
ち
な
み
に

r飛
報
全
伝
L
の
記
述
の
1
部
は
､
こ
の

よ
う
に

r五
代
史
平
声

と
､
更
に
は
そ
れ
が
基
づ
い
た
史
蕃
に
ま
で
乱
撃

こ
う
し
た
例
ほ
､
r飛
龍
全
伝
L
が

川南
宋
王
″
の
語
を
加
え
た
の
で
あ
り
､

r南
宋
志
伝
J
が

〟南
宋
王
″
の
語
を
削

っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
'
端
的
に
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示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

す
る
と
本
当
に

r遇
太
祖
飛
龍
記
し
平
話
の
後
代
の
テ
キ
ス
-
な
る
も
の
が
､

都
合
良
-
存
在
し
た
か
は
大
い
に
疑
問
と
な
る
｡
南
宋
王
を
持
ち
出
す
の
は
循

環
論
法
に
過
ぎ
な
い
｡

r飛
龍
全
伝
L
が
生
ま
れ
た
乾
隆
年
間

(
1
七
111六
～
一
七
九
五
)
に
､
評

請

(話
芸
の
一
種
)
で
鵡
匡
胤
が
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
､
清
涼
道
人

r聴
両

軒
華
声

巷
1]]か
ら
琴

鮎

D
け
れ
ど
も
,
そ
れ
が

r起
太
祖
飛
寵
臣

平
話

の
流
れ
を
汲
む
と
も
考
え
に
-
い
｡
そ
こ
で
は
五
代
後
周
の
太
祖
で
あ
る
郭
威

の
死
因
を
'
高
行
周
に
崇
ら
れ
た
か
ら
だ
と
し
て
い
る
D
郭
威
の
死
は

r南
宋

志
伝
L
で
も
虚
構
的
に
描
か
れ
る
が

(第
二
十
九
回
)
､
そ
れ
は
高
行
周
と
は

関
係
な
い
｡
r南
宋
志
伝
J
e
二
つ
の
来
源
の
-
ち

r五
代
史
平
話
し
は
彼
の

死
に
虚
構
を
交
え
な
い
の
で

〔｢周
史
平
話
｣
下
)､
こ
れ
は

r過
太
祖
飛
龍

記
し
平
話
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
す
る
と

r聴
雨
軒
筆
記
J
が
伝
え

る

r飛
龍
伝
し
評
話
と
は
異
質
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
乾

隆
年
間
の

r飛
龍
伝
L
評
語
が
､
r鵡
太
祖
飛
龍
記
J
平
話
の
流
れ
を
汲
む
と

は
言
え
ま
い
｡

さ
て
イ
デ
マ
は
､
r南
宋
憲
伝
J
な
る
題
名
の
由
来
を
説
-
と
き
､
南
宋
王

の
地
位
が
親
匡
胤
を
皇
帝
(
と
押
し
上
げ
た
と
説
明
し
て
い
た
O
こ
れ
は

r飛

龍
全
伝
｣
の
文
脈
に
そ
ぐ
わ
な
い
O
た
し
か
に
第
五
十
･･八
回
で
､
彼
は
定
国
節

度
使
と
腰
前
都
指
揮
任
を

〝加
授
″

さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
後
も
南
宋
王

聖
屑
番
き
を
有
し
て
は
い
た
か
も
知
れ
ぬ
｡
け
れ
ど
こ
の
後
､
彼
の
即
位
へ
と

至
る
第
六
十
回
の
末
尾
ま
で
､
南
宋
王
の
語
は
出
て
こ
な
い
｡
そ
し
て

｢飛
龍

全
伝
J

に
即
し
て
も
､
南
宋
王
で
な
け
れ
ば
皇
帝
に
な
れ
な
か
っ
た
と
は
読
め

な
い
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
史
啓
の
記
瓶
と
同
様
､
幼
い
皇
帝
に
不
安
を
感
じ

た
兵
士
た
ち
が
徒
を
皇
帝
に
祭
り
上
げ
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
理
由
は

/

rr
r･

鵡
普
道
わ
く

｢
･･･-
検
点
は
令
名
某
よ
り
著
し
､
中
外
心
を
帰
す
､
1
た

び
拝
梁
に
人
ら
は
､
天
下
定
ま
ら
ん
兵
-
-
｣

(第
六
十
回
〕

と
い
う
も
S
Lで
あ
る
｡
そ
し
て
例
の
､
世
宗
が
木
札
を
見
て
r
殿
前
部
〟

検

点
″
を
張
永
徳
か
ら
趨
匡
胤
に
代
え
た
逸
話
は
､
第
五
十
九
回
に
記
さ
れ
て
い

る
｡
要
す
る
に
､
親
匡
胤
が
即
位
時
に
商
宋
王
で
な
く
て
も
､
彼
は
容
易
に
帝

位
に
即
け
た
と
い
う
の
が

r飛
龍
全
伝
J
の
文
脈
で
あ
る
O

r飛
龍
全
伝
)
第
五
十
八
回
は
､
遭
匡
胤
が
定
国
節
度
使
と
殿
前
部
指
揮
任

に
な
っ
た
点
で
は
史
実
の
通
り
で
あ
る
o
r飛
龍
全
伝
L
は
何
故
､
そ
聖
RU
に

〟南
宋
王
は
乃
ち
閑
職
な
り
､
久
し
く
居
る
可
か
ら
ず
″

な
ど
と
寄
か
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
｡
r飛
龍
全
伝
｣
に
お
い
て
､
何
か
嘘
匡
胤
を

一
度
は
南
宋

王
に
す
る
必
要
が
あ
っ
て
､
そ
の
用
が
済
ん
だ
か
ら

〟南
宋
王
は
乃
ち
閑
職
″

云
々
と
し
て
南
宋
王
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〇

四

両
宋
王
の
用
例

〔2
)

r飛
龍
全
伝
J
に
お
け
る
南
宋
王
の
語
の
用
例
の
-
ち
未
紹
介
の
分
を
､
こ

こ
で
挙
げ
て
み
よ
う
0

■
●
■

両
宋
王
遭
匡
胤
出
班
草
道

｢汝
南
王
鄭
恩
､
前
足
陶
家
荘
三
春
為
室
､
尚

●
●
■

未
婚
撃
.
乞
聖
上
恩
賜
完
掴
､
臣
等
不
勝
欣
幸
｣
-
-
且
説
南
宋
王
起
匡

胤
､

一
日
静
高
儀
徳
刊
府
商
議
道

｢陶
三
春
弟
力
過
人
-
-
｣
-
-

[鄭

●
●
●

恩
]
来
到
南
宋
王
府
中
-
…
｡

(第
五
十
二
回
)

●
●
■

[邸
恩
〕
親
到
南
宋
王
府
中
商
議
行
事
｡
匡
胤
将
造
婚
姻
乱
数
'

1
切
応

家
事
寮
､
開
示
明
白
O

(第
五
十
三
回
)

那
文
惜
和
尚

一
馬
当
先
､
大
声
喝
問

｢来
将
何
人
｣

王
壬
武
道

｢賊
禿
聴
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著
､
乃
犬
用
天
子
現
前
大
元
帥
南
宋
王
峠
下
都
尉
大
将
軍
王
壬
武
便
是

■
■
●

-
-
｣
-
-

[文
修
]
上
前
間
道

｢来
者
冥
非
南
宋
王
歴
｣
-
-
文
修
見

●
■
●

7F･

了
大
柴
､
道

｢原
来
南
宋
王
乃
是
其
命
､
我
鯉
乎
逆
天
-
-
｣

〔第
五
十
六
回
)

寿
塘
関
守
将
王
的
､
這
日
正
坐
中
萱
､

■TT
王

避
匡
胤
領
兵
前
来
犯
罪
-
-
｣

只
見
探
子
進
来
報
道

｢
周
主
蓋
宋

(第
五
十
七
回
〕

以
上
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
｡
前
半
二
例

(第
五
十
二
～
五
十
三

回
)
は
邸
恩
と
陶
三
春
の
結
婚
話
に
､
後
半
二
例

(第
五
十
六
～
五
十
七
回
)

は
商
店
と
の
戦
闘
場
面
に
見
え
る
｡

先
に
後
半
の
南
唐
と
の
戦
闘
場
面
を
見
る
と
､
第
五
十
六
回
は
文
修
和
尚
と

の
戦
い
で
､
ま
ず
名
将
王
彦
章
の
孫
王
壬
武
が
文
修
和
尚
の
法
力
に
敗
れ
る
が
､

避
匡
胤
が
赤
龍
の
姿
を
現
わ
し
た
の
で
､
文
修
和
尚
は
天
命
を
悟
っ
て
戦
線
を

離
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
Q
ま
た
第
五
十
七
回
は
王
豹
の
操
る
魔
犬
に
後
周
の

呉
輪
が
放
れ
る
が
､
邸
恩
が
黒
虎
の
輩
を
現
わ
し
て
勝
利
を
収
め
る
と
い
う
話

で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は

r南
宋
志
伝
J
に
基
づ
-
記
述
の
間
に
見
え
､
比
較
的
短
い
｡
大

い
に
挿
入
を
疑
わ
せ
る
｡
た
と
え
親
匡
胤
の
平
話
に
由
来
す
る
と
し
て
も
､
彼

が
南
宋
王
で
あ
る
こ
と
は
話
の
内
容
と
は
関
係
が
無
い
｡
た
と
え
ば
文
修
和
尚

は
赤
龍
の
姿
に
恐
れ
入
っ
た
の
で
あ
っ
て
､
南
宋
玉
里
屑
書
き
に
ひ
れ
伏
し
た

の
で
は
な
い
｡
ま
た
王
的
な
放
っ
た
の
は
鄭
恩
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
少
な
-

と
も
南
宋
王
の
語
は
'
先
程
の
例
と
同
様
t
r飛
龍
全
伝
J
で
挿
入
さ
れ
た
に

過
ぎ
ま
い
｡

次
に
前
半
の
邸
恩
と
陶
三
春
の
結
婚
だ
が
'
元
の
碓
劇
や
明
の

r南
宋
志

伝
L
の
段
階
で
は
邸
恩
の
結
婚
に
関
す
る
話
が
語
ら
れ
て
い
た
痕
跡
は
無
-
､

明
宋
滑
初
の
李
玉
の

r風
雲
会
J
伝
奇
で
も
'
鄭
恩
は
週
京
娘
と
い
う
別
の
､

)i
(

し
か
も
全
-
異
質
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
tJ
い
る
｡
す
な
わ
ち
些
原

始
は
'
追
剥
ぎ
に
さ
ら
わ
れ
遇
匡
胤
に
救
わ
れ
る
よ
う
な
か
弱
い
女
性
だ
が
､

陶
三
春
は
､
瓜
を
盗
も
う
と
し
た
鄭
恩
を
負
か
す
旺
ど
の
豪
傑
で
あ
る
｡
ま
た

結
婚
に
至
る
経
緯
も
全
-
異
な
り
､
｢風
雲
重
し
の
場
合
は
邸
恩
が
京
娘
の
父

過
信
に
見
,込
ま
れ
る
中
だ
が
､
r飛
龍
全
伝
L
で
は
陶
三
春
が
起
匡
胤
に
見
,r<J

ま
れ
る
の
で
あ
る

(r飛
龍
全
伝
J
第
四
十

～
四
十
二
回
参
照
)｡
し
た
が
っ
て

こ
ち
ら
も
古
い
来
歴
を
持
つ
話
と
は
考
え
に
く
-
､
や
は
り
挿
入
さ
れ
た
も
の

だ
ろ
う
｡

そ
れ
は
さ
て
お
き
t
r飛
龍
全
伝
J
に
お
い
て
彼
が
南
宋
王
と
呼
ば
れ
る
必

要
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
こ
の
鄭
恩
の
結
婚
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

某
は
陶
三
層
は
､
鄭
恩
が
王
位
に
即
け
ば
結
婚
す
る
と
条
件
を
出
し
て
い
た

(第
四
十
二
回
)｡

三
春
道

｢
-
-
這
親
事
允
便
允
7
㌧
但
我
陶
三
春
在
家
等
待
､
只
以
三
年

為
期
｡
這
三
年
之
内
'
鄭
恩
若
有
丁
王
位
'
便
来
襲
我
｡
若
無
王
位
､
叫

他
不
必
来
聖
-
…
｣

(陶
三
春
は

｢
…
-
こ
の
縁
談
は
受
け
て
も
い
い
け
ど
､
あ
た
し
が
待
つ

の
は
三
年
だ
け
よ
｡
三
年
で
鄭
恩
が
王
位
に
即
い
た
ら
-
お
嫁
に
行
-
汁

ど
､.
そ
れ
が
駄
目
な
ら
､
お
嫁
に
行
か
な
い
｣
と
言
っ
た
｡〕

そ
し
て
汝
南
王
に
な
っ
た
鄭
恩
は
､
め
で
た
く
陶
三
春
と
結
婚
す
る

〔第
五
十

二
～
五
十
三
回
〕D

鄭
恩
が
王
な
の
に
､
兄
貴
分
の
撞
匡
胤
を
王
に
せ
ず
に
済
ま
さ
れ
よ
う
か
｡

果
た
し
て
鄭
恩
が
王
に
な
っ
た
の
は
既
述
の
よ
う
に
第
五
十
二
回
､
連
匡
胤
と

同
時
昇
進
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
を
受
け
て
地
匡
胤
は
'
二
人
の
縁
談
を
世
宗
に
報

告
し
'
陶
三
春
に
迎
え
が
行
-
の
で
あ
る
｡

鄭
恩
の
結
婚
話
は
､
r飛
龍
全
伝
J
の
作
者
呉
靖
の
創
作
で
は
無
い
か
も
し

(13
)

れ
な
い
｡
民
間
伝
承
な
ら
ば
'
王
が
山
賊
の
自
称
で
も
良
い
の
で
あ
り
､
過
匡
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胤
と
の
釣
り
合
い
を
考
慮
す
る
必
要
は
無
い
｡

陶
三
春
が
邸
恩
の
死
後
へ
各
地

の
山
賊
を
従
え
て
趣
匡
胤
を
助
け
る
と
い
う
荒
唐
無
梧
な
話
が
､
同
拾
年
間

(
t
八
六
二
～
l
八
七
四
)
に
な
っ
て

r宋
太
祖
三
下
南
唐
し
な
る
題
名
で
刊

行
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
話
の
梗
概
は

r飛
龍
全
伝
J
第
四
十
回
に
r

既
に
後
日
談
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
虫
そ
ら
-
鄭
恩
が
王
と
な
っ
て
陶
三

春
と
結
婚
す
る
話
は
､
乾
陸
年
間
に
は
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､
鄭
恩
が
汝
南
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
､
馬
致
遠

r酉
華
山
際
持
高

臥
)
雑
劇
の
第
三

･
四
折
や
李
玉

r風
雲
会
し
伝
奇
の
第
二
十
六
駒
に
見
え
る

∩_4
)

か
ら
､
何
か
来
歴
が
あ
り
そ
う
だ
が
､
た
だ
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
､
王
に
な
っ

た
の
は
避
匡
胤
の
即
位
後
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て

r飛
龍
全
伝
J
の
ご
と
き
結
婚
話
が
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
0
と
こ
ろ
が
結
婚
の
時
期
が
遭
匡
胤
の
即
位
前
に
な
っ
た
の
で
'

釣
り
合
い
上
､
遡
匡
胤
も
王
に
す
る
必
要
が
生
じ
七
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
粉
本

た
る

｢南
宋
志
伝
L
に
ち
な
ん
で
､
南
宋
王
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

南
宋
王
か
ら

r南
宋
志
伝
J
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
-
そ
の
道
で
あ
る
と

聾
者
は
考
え
る
｡

五

『南
宋
志
伝
J
の
版
本

(
1
〕

こ
こ
ま
で
論
じ
た
の
は
内
容
面
か
ら
見
て
､
r飛
龍
全
伝
L
の
南
宋
王
は

r南
宋
志
伝
J
に
先
行
す
る
も
の
で
は
た
か
ろ
う
F
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

以
下
は
別
の
角
度
か
ら
論
を
進
め
よ
う
｡

r南
宋
志
伝
J
の
題
名
に
は
､
初
め
か
ら

〟南
宋
″

聖

t文
字
が
r<
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
｡

イ
デ

マ
が
用
い
た

r南
宋
志
伝
L
は
､
r南
宋
飛
龍
伝
J
と
題
す
る
香
港
の

テ
キ
ス
-
で
､
何
時
の
も
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う

(p
.
-冨
)0

彼
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
有
効
性
は
､
r五
代
史
平
話
し
と
の
字
句
の
一
致
か

ら
証
明
さ
れ
る
と
し
て
､
こ
れ
を
用
い
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
テ
キ
ス
ト
を

r南
宋
志
伝
J
と
称
す
る
こ
と
に
特
に
説
明
旺
無
い
O

本
稿
で
も
､
既
述
の
よ
う
に
明
代
の
テ
キ
ス
ト
は
内
容
に
大
差
が
無
い
の
で
､

静
印
の
最
も
普
及
し
た
世
徳
堂
刊
本
に
従
っ
て
こ
の
名
称
を
用
い
て
き
た
｡
イ

デ
マ
の
説
明
か
ら
す
れ
ば
､
彼
の
用
い
た
テ
キ
ス
ト
,?
内
容
に
大
差
旺
無
い
の

で
あ
ろ
う
｡
だ
か
ら
通
称
と
し
て
用
い
る
の
は
構
わ
な
い
｡

た
だ
し
､
そ
れ
は

飽
く
ま
で
通
称
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
明
代
の
版
本
に
絞
っ
て
､
テ
キ
ス
ト
が
ど
ん
な
題
名
を
称
し
て
い
る

か
を
通
覧
し
て
み
よ
う
｡
さ
し
あ
た
り
孫
精
算

r日
本
東
京
所
見
小
説
番
目
j

〔人
民
文
学
出
版
社
､

l
九
八

一
年
)
に
よ
る
な
ら
ば
､
古
い
帽
に
次
聖
二
種

が
あ
る
｡

(15
)

｢全
像
按
鑑
演
義
南
北
両
宋
志
伝
J
〔以
下
､
三
台
館
刊
本
と
呼
ぶ
〕

r新
刊
出
像
補
訂
重
来
史
鑑
南
宋
志
伝
通
俗
墳
哉
題
評
J
(世
徳
堂
刊
本
〕

(16
V

r新
刊
玉
有
望
批
点
繍
像
南
北
宋
伝
し
(以
下
'
粟
屋
池
刊
本
と
呼
ぶ
〕

三
台
館
刊
本
と
薬
産
地
刊
本
に
見
え
る

〝北
″

の
字
は
､
r南
宋
志
伝
J
に
内

容
の
接
続
す
る

r北
宋
志
伝
)
を
指
す
｡
世
徳
堂
刊
本
に
も

r新
刊
出
像
補
訂

参
宋
史
鑑
北
宋
志
伝
通
俗
演
義
題
評
』
が
あ
り
､
や
は
り
セ
ッ
ト
を
成
し
て
い

る
｡
こ
の

r北
宋
志
伝
J
は
､
主
に
揚
家
将
を
描
-
話
で
､
時
代
背
景
は
北
栄

の
お
よ
そ
前
半
､
r南
宋
志
伝
J
の
結
未
を
承
け
て
真
宗

〔在
位
九
九
八
～
l

〇
二
二
)
の
治
世
ま
で
だ
が
-
史
実
と
の
接
点
は

r南
宋
志
伝
L
よ
-
更
に
少

な
い
｡
世
徳
堂
刊
本
に
従
え
ば
､
r南
宋
志
伝
L
と
同
じ
-
十
巷
五
十
回
か
ら

(17
〕

成
る
｡

詳
し
-
見
て
い
く
と
､
三
台
館
刊
本
の
場
合
､
日
義

に
啓
か
れ
た
題
名
は
前

記
の
通
り
だ
が
'
封
面
は

r全
像
両
宋
南
北
話
伝
L､
各
巻
の
巻
頭
と
巻
末
は

r新
剤
全
像
法
鑑
演
義
南

[
o
r
北
]
宋
志
伝
J
〔た
だ
し

r南
宋
J
の
巻
五
宋
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尾
は

″全
政
商
宋
誌
伝
″
)
と
す
る
｡
ま
た
序
は

｢叔

｢南
北
両
宋
伝
L
序
｣

と
濁
し
､
そ
り
文
中
で
は
宙
名
を

T南
北
宋
両
伝
演
義
J
と
称
し
て
い
る
｡
版

心
は

r全
像
南

[o
r
北
]
宋
志
伝
L
で
あ
る
｡

世
徳
望
刊
本
の
場
合
'
各
巻
の
巻
頭
と
巻
末
で
脱
落
や
省
略
は
ま
ま
あ
る
が
､

マ
T

基
本
的
に
上
記
の
番
名
と
同
じ
で
､
序
は

｢叔
摂

r南

[o
r
北
]
宋
伝
志
演

義
L
､
版
心
は

r南

[o
r
北
]
宋
志
伝
L
で
あ
る
｡

〟南
北

〔両
)
宋
〟
ょ

T
T

す
る
箇
所
は
見
ら
れ
な
い
｡
な
お

r南
宋
J
の
序
に

r五
代
伝
志
)
な
る
宙
名

が
見
え
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
七
節
で
論
じ
る
｡

黄
揚
地
刊
本
の
場
合
､
目
録
は

r新
鍋
王
君
堂
批
点
技
鑑
拳
裸
出
俸
南
宋
志

∴

伝
/

各
巻
も
そ
れ
に
倣
う

(巻

l
だ
け
は

r新
鍋
王
者
豊
批
評
按
鑑
蕃
描
出

像
南
宋
志
伝
L
｡
序
は

｢
r南
宋
志
伝
J
序
｣
と
題
L
T
内
容
は
世
徳
堂
刊
本

と
旺
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
版
心
は

｢南
宋
志
伝
｣
で
あ
る
｡

要
す
る
に
〟

南
宋
″
と
″

北
宋
″
に
分
け
る
場
合
と
､
″南
北

(両
)
宋
″

を
称
す
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
両
者
の
関
係
は
ど
う
か
｡

孫
槽
第
は
原
本
に
つ
い
て
､
ま
ず

r南
宋
志
伝
J
が
出
て
､
.次
に

r北
宋
志

伝
J
が
出
た
と
考
え
た
｡
そ
れ
旺

r北
宋
志
伝
L
が

〝続
集
″
と
か

″後
集
″

と
､
按
語
な
ど
で
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の
考
え
方
は

内
容
に
照
ら
し
て
成
り
立
ち
に
く
い
こ
と
が
r
イ
デ
マ
や
馬
力
と
い
っ
た
南
宋

王
説
を
取
る
人
た
ち
に
よ
っ
七
論
証
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち

r南
来
意
伝
】

第
三
十
二
～
三
十
四
回
に
樟
家
将
が
登
場
す
る
が
､
彼
ら
は

r北
宋
志
伝
J
の

主
役
で
あ
り
､
か
つ
そ
の
運
命
は
'
r商
宋
志
伝
J
で
既
に
予
言
さ
れ
て
い
る
0

つ
ま
ウ
ニ
作
品
は
同
時
に
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
O

さ
て
二
作
品
が
同
時
に
構
想
さ
れ
た
な
ら
､
題
名
も
本
来

一
つ
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
つ
ま
り

″南
北

〔両
)
宋
″
を
称
す
る
方
が
､
〝南
宋
″

と

〝北
宋
″

に
分
け
る
よ
り
題
名
と
し
て
原
型
に
近
い
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
｡

こ
こ
で
巻
数
の
数
え
方
に
著
目
し
た
い
｡
世
徳
堂
刊
本
や
菓
見
地
刊
本
は
､

r南
宋
志
伝
L
･
r北
宋
志
伝
J
と
も
巷

一
か
ら
始
ま
り
巻
十
で
終
わ
る
｡
と
こ

ろ
が
三
台
館
刊
本
の
場
合
､
r北
宋
志
伝
L
は
巷
十

1
か
ら
始
ま
り
巷
二
十
で

終
わ
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り

r北
宋
志
伝
｣
巷

一
～
十
は
､
三
台
館
刊
本
で
は
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は

r南
宋
志
伝
L
と

r北
宋
志
伝
L
が

一
体
で
あ

る
と
い
う
蕎
識
の
表
れ
と
言
え
よ
う
｡

そ
し
て
興
味
深
い
の
は
-
北
京
大
学
図
啓
館
が
蔵
す
る
も
う

(
つ
中
世
徳
望

刊
本
で
あ
る

(注

(2
〕
参
照
)
.
某
は
こ
こ
で
も
､
r北
宋
志
伝
L
は
巻
十

1

忙
始
ま
り
巷
二
十
に
終
わ
っ
て
い
る
｡
膚
名
自
体
は
'
先
に
紹
介
し
た
内
閣
文

庫
蔵
の
世
徳
堂
刊
本
と
同
.J
で
あ
り
､
世
徳
堂
刊
本
は
1
度
も

か南
北

〔両
)

宋
″
を
称
し
て
い
な
い
町
に
'
な
ぜ

r北
宋
志
伝
1
が
巷
十

1
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
｡

二
つ
の
世
徳
堂
刊
本
は
､
傷
の
位
置
が

一
緒
だ
っ
た
り
し
て
､
同
一
の
版
木

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
内
容
も
同
じ
で
あ
る
｡
た
だ
北
京
大
学
図
番
館

蔵
本
は
巷
五
･
七

･
九
の
巻
頭
に

″文
台
余
氏
双
峰
堂
校
梓
″
と
記
し
r
巷
二

十
に
は

〟昔
林
双
埠
堂
､
文
台
余
氏
梓
″

の
木
記
が
あ
る
｡

ま
た
内
閣
文
庫
蔵

本
は
し
ば
し
は
版
心
下
部
に
″

世
徳
堂
刊
″
と
あ
る
が
北
京
大
学
囲
宙
館
蔵
本

は
l
切
無
い
｡
さ
ら
に
北
京
大
学
園
等
館
蔵
本
の
挿
図
に
無
い
も
の
が
､
内
閣

文
庫
蔵
本
で
は
措
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
巷
七

｢
五
台
山
楊
業

参
禅
｣
の
下
部
中
央
に
､
内
閣
文
庫
蔵
本
で
旺
庭
石
と
花
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
が
､
北
京
大
学
図
番
館
蔵
本
に
は
無
い
｡
他
に
北
京
大
学
国
事
館
蔵
本
に
お

け
る
本
文
中
の
略
字
が
､
内
閣
文
庫
蔵
本
で
は
正
字
で
あ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
｡

要
す
る
に
一
方
が
他
方
に
修
正
を
加
え
た
こ
と
に
な
る
が
､
そ
の
背
景
に
つ

い
て
旺
諸
説
あ
る
｡
私
見
で
は
'
巷

一
～
十
か
ら
巷
十

一
～
二
十
に
直
し
て
､

r南
宋
志
伝
J
と

r北
宋
志
伝
L
を

t
体
化
し
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
そ
れ
な

ら
題
名
も
ど
こ
か
で
″

南
北

〔両
)
宋
″
と
呼
び
そ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
何
か

基
づ
く
所
が
あ
っ
て
､
北
京
大
学
図
書
館
蔵
本
で
は
巷
十

一
～
巻
二
十
と
し
て
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し
ま
っ
た
が
､
内
閣
文
庫
蔵
本
は

r北
宋
志
伝
J
が
巷
十

)
か
ら
始
ま
る
の
は

お
か
し
い
と
感
じ
て
､
巷

一
か
ら
始
ま
る
よ
-
に
直
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

す
る
と
本
来
〟

南
北

(両
)
宋
″

巷

一
～

二
十
だ
っ
た
も
の
が
､
次
第
に

〟

南
宋
″

･

〝北
宋
″

そ
れ
ぞ
れ
巻

1-
巻
十
(
と
改
め
ら
れ
て
行
き
-
そ
れ
が

葉
見
地
刊
本
で
は
総
称
と
し
て
再
び

〝南
北
宋
″
を
使
う
よ
-
忙
な
っ
た
､
と

想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
見
通
し
に
必
要
な
ら
修
正
を
加
え
る
べ
く
､
更
に
検
討
を
進
め
よ
う
｡

明
代
聖
二
つ
の
テ
キ
ス
-
の
前
後
関
係
を
､
孫
精
算
は
先
に
掲
げ
た
順
に
新

し
-
な
る
と
考
え
た
｡
そ
れ
は
二
つ
の
理
由
が
あ
ろ
う
｡
ま
ず
三
台
館
刊
本
は

回
を
分
け
ず
'
粟
屋
地
刊
本
は
そ
の
後
の
テ
キ
ス
-
と
序
な
ど
が
同
じ
で
あ
る

と
い
っ
た
'
形
式
面
が
手
が
か
り
旺
な
る
｡
ま
た
序
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
､

三
台
館
刊
本
に
明
記
は
無
い
が
､
世
徳
堂
刊
本
に
は
〟

翼
巳
″

〔

一
五
九
三
-
)
～

葉
見
地
刊
本
に
性

〟万
暦
戊
午
″
二

六

t
八
)
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
薬
屋
池

刊
本
が
後
出
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
勘
-
ま
い
｡

し
か
し
'
三
台
館
刊
本
と
世
徳
堂
刊
本
聖
肌
後
関
係
は
､
い
さ
さ
か
微
妙
で

あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
の
上
田
論
文
に
以
下
の
指
摘
が
あ
る
｡

両
者
を

一
部
対
校
し
て
み
た
と
こ
ろ
､
原
本
か
ら
文
字
が
欠
落
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
個
所
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
､
恐
ら
-
基
づ
く
テ
キ
ス
ト

(原
刊

本
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
)
が
別
々
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡

つ
ま
り
字
句
の
異
同
に
着
目
す
れ
ば
､
必
ず
し
も
三
台
館
刊
本
が
古
い
と
は
言

え
な
い
の
で
あ
る
｡

も
し
世
徳
堂
刊
本
の
方
が
古
い
要
素
を
留
め
て
お
り
'
そ
れ
が
題
名
に
も
及

ぶ
の
な
ら
､
〝南
宋
″

と

〝北
宋
″

を
合
わ
せ
て

〟南
北

〔両
〕
宋
″
と
称
し

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
｡
二
つ
の
刊
本
の
原
本
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
を
考
え
る
宇
が
か
り
ほ
､
他
に
無
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
次

節
で
考
え
て
み
た
い
｡

六
『南
宋
志
伝
J

の
版
本

〔
2
〕

先
に
掲
げ
た
三
種
以
外
の
明
代
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
､
孫
槽
第
は

r中
国
通

俗
小
説
春
日
)

〔

人
民
文
学
出
版
社
1

1
九
八
二
年
)
で
､
郷
国
伯
の
蔵
す
る

r新
刻
全
像
按
鑑
演
義
南
北
宋
伝
選
評
J
(以
下
､
鮮
困
伯
旧
蔵
本
と
呼
ぶ
)

豊

臥

5
',
上
図
下
文
で
半
葉
十
二
行
､
行
二
十
二
字
､
巷
E
Zか
ら
巷
七
ま
で

が
残
る
と
す
る
｡
こ
れ
は

r北
京
図
書
館
舌
籍
善
本
書
目
1
〔専
目
文
献
出
版

社
r

l
九
八
七
年
)
の
集
部
小
説
鼎
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
も
明
刻

本
と
し
た
上
で
､
十
二
行
二
十
二
字
'
上
県
口
あ
る
い
は
上
白
口
'
四
周
双
辺

で
へ
や
仕
り
巷
四
か
ら
巷
七
ま
で
が
残
る
と
す
る
｡

こ
の
郵
西
伯
旧
蔵
本
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
見
た
限
り
で
言
え
ば
､
三
台

館
刊
本
や
世
徳
堂
刊
本
よ
り
古
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
三
者
の
関
係
聖
郡
す
部
分

を
例
示
L
よ
う
｡
ま
ず
世
徳
望
刊
本
第
十
六
回
に

匡
胤
謂
柴
柴
田

｢
-
-
既
長
兄
兵
事
往
同
台
探
親
へ
即
此
分
別
｡
不
知
何

日
再
連
｣
匡
胤
日

｢天
有
其
緑
､
必
不
相
連
-
-
｣

と
あ
る
が
､
こ
こ
で
遭
匡
胤
の
膏
薬
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
お
か
し
-
､
発
雷

内
容
も
噛
み
合
わ
な
い
｡
そ
こ
で
対
応
す
る
三
台
館
刊
本
巷
四

｢犬
舎
途
中
打

宝
達
へ
匡
胤
華
山
訪
陳
持
｣
を
見
る
と
'

匡
胤
謂
柴
栄
日

｢-
-
既
是
兄
長
要
往
同
台
探
親
'
即
此
分
別
｣
栄
日

｢吾
与
蟹
弟
相
随
未
久
へ
既
此
分
別
､
不
知
何
日
再
蓮
｣
匡
胤
日

｢
天
有

其
緑
､
必
不
相
違
-
-
｣

と
あ
る
｡
つ
ま
り
世
徳
堂
刊
本
は
'
親
匡
胤
の
第

一
の
発
言
の
末
尾
と
続
-
柴

栄
の
#
1富
里
肌
半
を
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
中
で
あ
る
｡
そ
れ
は

〟即
此
分
別
″

と
〟

既
此
分
別
″
を
混
同
し
た
'
よ
-
あ
る
誤
り
だ
が
､
郷
国
伯
旧
蔵
本
巻
四

｢犬
舎
途
中
打
宝
達
､
匡
胤
華
山
訪
陳
持
｣
を
見
る
と
､
三
台
館
刊
本
と
全
-
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同
じ
で
あ
り
､
こ
れ
が
本
来
の
姿
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に
世
徳
堂
刊
本
第
十
六
回
を
も
う
暫
-
読
ん
で
行
-
と
､

却
説
邸
恩
-
…
尋
見
匡
胤
､
道
知

｢
且
得
木
鈴
関
主
韓
通
駅
結
未
馬
､
直

送
到
女
鬼
府
投
見
､
小
弟
辞
回
赴
約
｣
匡
胤
日
-
-

と
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
三
台
館
刊
本
巷
四

｢犬
舎
途
中
打
宝
達
､
匡
胤
華
山
訪
陳

持
｣
の
対
応
個
所
で
は

却
説
邸
恩
-
-
尋
見
匡
胤
､
道
知
前
事
｡
匡
胤
日
-
-

と
し
か
書
い
て
い
な
い
｡
そ
こ
で
郷
国
伯
旧
蔵
本
巻
四

｢犬
舎
途
中
打
重
達
､

匡
胤
華
山
訪
除
籍
｣
を
見
る
と
､
今
度
は
世
徳
堂
刊
本
と

一
致
す
る
｡
つ
ま
り

三
台
館
刊
本
が
邸
恩
の
具
体
的
な
畢
冨
内
容
を
略
し
た
の
で
あ
っ
て
､
世
徳
堂

刊
本
が
潤
色
し
た
の
で
は
な
い
｡

郷
国
伯
旧
蔵
本
は
巻
四
か
ら
巻
七
ま
で
L
か
残

っ
て
お
ら
ず
､
か
つ
巷
七
第

十
二
葉
と
第
二
十
六
葉
の
末
尾
半
菓
数
行
分
も
朱
も
れ
て
い
る
｡
だ
が
そ
の
東

国
で
言
え
ば
､
い
ま
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
へ
三
台
結
刊
本
と
世
徳
堂
刊
本
い
ず

れ
か
の
欠
落
な
い
し
省
略
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
､
郷
国
伯
旧
蔵
本
は
共
に
有

し
て
お
り
､
他
に
不
足
も
無
い
Q
こ
れ

〔も
し
-
旺
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
)
に

基
づ
き
､
意
図
的
な
い
し
無
意
識
に
変
更
さ
れ
た
二
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
､

三
台
飽
刊
本
と
世
徳
堂
刊
本
と
を
想
定
し
て
良
か
ろ
う
｡
逆
堅
冨
え
は
郷
国
伯

旧
蔵
本
は
､
現
存
す
る
最
も
原
本
に
近
い
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
｡

ち
な
み
に
孫
棺
第
は
〝

内
容
は
通
行
本
と

(与
〕
異
な
れ
り
〟

と
記
す
が
､

話
の
内
容
が
異
な
る
わ
け
で
は
た
く

計
二
十
別
の
則
目
も
全
て
通
行
本
と
同

じ
で
あ
る
O
〟此
の
宙
余
は
未
だ
見
ず
､
板
刻
の
原
蚕
を
知
ら
ず
″
と
言

っ
て

い
る
か
ら
､
伝
聞
の
誤
り
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
､
こ
の
郷
国
伯
旧
蔵
本
が

r新
剤
全
像
按
鑑

演
義
南
北
宋
伝
題
評
Lt
つ
ま
り

r南
北
宋
伝
J
と
題
す
る
の
も
大
き
な
意
味

を
持

っ
て
来
る
｡
具
体
的
に
は
､
巷
四
の
巻
頭

･
巷
五
の
巻
頭
巻
末
が
こ
の
よ

う
に
題
し
､
巷
四
の
巻
末

･
巷
六
の
巻
頭

･
巷
七
の
巻
頭
旺
〝

題
評
″
を
略
し
､

巷
六
巻
末
は
余
白
の
関
係
で

〝六
巻
終
″
と
し
か
尊
い
て
い
な
い
O

興
味
深
い
の
は
版
心
で
あ
る
｡
三
台
館
刊
本
は
〝

全
軌
南

[
o
r
北
]
宋
志

伝
″､
世
徳
望
刊
本
や
葉
属
地
刊
本
は

〝南
宋
志
伝
″
で
あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
が

鄭
EE
I伯
旧
蔵
本
は

〟全
俸
南
北
宋
伝
″

と
す
る
｡
つ
ま
り

r新
剤
全
像
按
鑑
演

義
南
北
宋
伝
題
評
J
の
略
称
が

〝全
像
南
北
宋
伝
″
な
の
で
あ
る
D
略
称
に
は

名
前
の
核
心
部
分
を
任
う
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
核
心
が
″

南
宋
″
で
は
な
-
て

″南
北
宋
″
な
の
で
あ
る

〔な
お
第
九
節
参
照
)｡

つ
ま
り
最
も
原
本
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
郷
国
伯
旧
蔵
本
は
､
r南
宋
志
伝
し

部
分
で
あ
り
な
が
ら
必
ず

〝南
北
宋
″
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん

残
本
だ
か
ら
､
そ
の
点
は
割
り
引
-
と
し
て
も
､
前
節
で
推
定
し
た
よ
う
に
原

題
は

〝南
北
宋
″
で
あ
り
､
r南
宋
志
伝
)
と
い
う
題
名
は
本
来
の
も
の
で
な

か
っ
た
可
能
性
が
強
ま
る
と
言
え
よ
う
｡

更
に
古
い
テ
キ
ス
I
が
あ
っ
て
､
そ
れ
が

r南
宋
志
伝
J
を
称
し
て
い
た
可

能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
節
を
改
め
て
検
討
し
て
行
こ
う
｡

七

『南
宋
志
伝
』
の
作
者

(-
)

r新
剤
全
俸
按
鑑
演
義
南
北
宋
伝
題
評
L
(鄭
因
伯
旧
蔵
本
)
の
刊
行
年
代

を
､
孫
殿
起
.r販
審
偶
記
続
編
)
(上
海
古
井
出
版
社
､

l
九
八
〇
年
〕
は

か的
明
嘉
常

闇

刊
″

と
す
る

(巻
十
二
､
小
説
家
類
小
説
演
義
之
属
).
も
し

そ
の
通
り
寅
靖
年
間

(
一
五
二
二
～
t
五
六
六
)
の
刊
本
な
ら
､
最
古
の
テ
キ

ス
-
と
言
え
よ
う
｡
た
し
か
堅
二
台
館
刊
本
と
比
較
し
て
､
挿
図
も
字
体
も
精

微
な
印
象
を
与
え
る
｡
両
者
は
上
図
下
文
と
い
う
点
で
'
共
に
典
型
的
な
建
安

刊
本
だ
が
､
そ
う
し
た
外
見
か
ら
し
て
既
に
､
郵
fEl伯
旧
蔵
本
が
先
行
し
三
台

館
刊
本
が
後
出
で
あ
る
と
は
予
想
さ
れ
る
｡
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と
こ
ろ
で
孫
槽
第
は
郷
国
伯
旧
蔵
本
に
つ
い
て
記
し
た
後
､
″日
本
の
友
人

長
沢
規
恒
也
よ
り
来
信
あ
り
て
云
わ
-
､
最
近
戎
本

r南
北
宋
伝
L
を
見
る
-

足
れ
余
象
斗
の
作
な
り
と
″
な
る
l
文
を
付
し
て
い
.宅

長
沢
氏
が
見
た
の
も

鉾
田
伯
旧
蔵
本
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
上
図
下
文
の
形
式
か
ら
余
象
斗
の
名

を
想
起
す
る
の
ほ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
｡
も
し
余
象
斗
が
手
掛
け
た
も
の
な
ら
､

姦
婦
年
間
の
刊
行
と
考
え
る
の
は
時
期
的
に
苦
し
い
｡

余
象
斗

二

五
六
0
-
-

〓
ハ
三
七
～
)
は
万
暦
年
間
に
小
説
な
ど
多
数
の

出
版
物
を
手
掛
け
た
福
建
の
雷
韓
で
､
三
台
館
山
人
と
も
称
し
た

〔肖
乗
発

｢
明
代
小
説
家
､
刻
智
東
余
象
斗
｣
､
r明
滑
小
説
論
鞍
J
第
四
輯
t

l
九
八
六

年
参
照
)｡
三
台
館
刊
本
は
彼
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
､
封
両
に
は

〝三
台

館
梓
行
″､
巷
之

l
に
は

〝帝
陽
啓
林
三
台
館
梓
行
″
と
あ
る
｡
巻
頭
の

｢叙

r南
北
両
宋
伝
J
序
｣
の
結
び
は

〝三
□
□
山
人
言
″

と
破
損
が
あ
る
が
､
徳

の
署
名
と
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
序
で
余
象
斗
は

み

昔
､
大
本
先
生
は
建
邑
之
博
給
の
士
也
｡
遍
-
群
番
を
覧

'
諸
史
を
渉
猟

し
､
乃
ち
未
の
事
を
綜
接
し
､
褒
め
て
1
番
と
成
し
､
名
づ
け
て

r南
北

宋
両
伝
演
義
L
と
日
う
････-
0

と
記
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
も
､
啓
名
は

r南
北
宋
両
伝
演
義
J
(ま
た

は

r南
北
両
宋
伝
J)
で
あ

っ
て
'
〝南
宋
″

〝北
宋
″
旺
分
か
た
ぬ

〝南
北

宋
〃

で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
｡

菩
て
こ
の
序
に
よ
れ
ば
､
r南
宋
志
伝
｣
の
作
者
は
大
本
先
生
で
あ
る
｡
大

本
先
生
と
は
熊
大
木
を
指
す
と
考
え
る
の
が
孫
槽
第

r日
本
東
京
所
見
小
説
書

目
し
以
来
の
通
説
で
あ
り
､
聾
者
も
異
論
は
無
い
｡

も
っ
と
も
馬
力
は
､
熊
大
木
は

r南
北
宋
両
伝
演
義
J
の
作
者
で
あ
っ
て
も

r南
宋
志
lh

･
r北
宋
志
伝
J
の
作
者
で
は
あ
る
ま
い
と
言
う
｡
｢叙

r南
北

両
宋
伝
j
序
｣
に
よ
れ
ば

r南
北
宋
両
伝
演
義
｣
は
歴
史
上
の
南
北
宋
を
描
-

内
容
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
､
序
は
誤
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

一
方
で
世

徳
堂
刊
本
の
序
は
原
序
か
ど
う
か
は
と
も
か
く

r南
宋
志
任
し

･
r北
宋
志

伝
J
の
内
容
に
即
し
た
も
の
だ
が
､
そ
こ
に
熊
大
木
の
名
は
出
て
来
な
い
｡
こ

0
1
1
0
が
馬
力
の
､
熊
大
木
を
作
者
と
考
え
な
い
理
由
で
あ
り
､
比
較
的
合
理

的
な
推
測
だ
と
し
て
い
る
｡

し
か
し
熊
大
木
に
歴
史
上
の
南
北
宋
を
描
-
作
品
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
｡
後
述
す
る
よ
う
に
､
社
に
は
南
北
乗
の
交
代
期
を
岳
飛
を
中
心
に
措
く

r大
宋
浜
垂
中
興
英
烈
伝
J
が
あ
る
の
に
l
更
に
そ
う
し
た
作
品
が
あ
る
と
考

え
る
な
ら
も
っ
と
根
拠
を
示
し
て
ほ
し
い
｡

ま
た
世
徳
堂
刊
本
は
､
既
に

r南
宋
志
伝
L
･
r北
宋
志
伝
L
編
葬
の
い
き
さ

つ
を
把
捉
し
て
お
ら
ず
､
そ
こ
に
熊
大
木
の
名
が
出
て
こ
な
-
て
も
否
定
材
料

に
は
な
ら
な
い
.
r北
宋
志
伝
L
第

1
回
の
眉
批
に
は
､

此
巷
も
て
北
宋
と
為
す
は
是
な
り
兵
'
以
前
の
詰
巷
も
て
南
宋
と
為
す
は

甚
だ
誤
れ
り
､
栄
は
徴

･
鉄
の
北
摸
し
高
宗
の
南
遷
し
て
自
り
南
乗
と
為

す
耳
｡

と
あ
る
｡
▲r南
宋
志
伝
し
な
る
題
名
に
対
す
る
世
徳
堂
刊
本
の
素
朴
な
疑
問
は
､

今
日
の
我
々
の
そ
れ
と
変
わ
ら
ず
r
そ
う
し
た
認
識
の
1
方
で
作
者
問
題
を
正

確
に
把
握
し
て
い
た
と
は
考
え
に
-
い
｡

世
徳
堂
刊
本
の
各
巻
巻
頭
に
は
､
〝姑
執
陳
氏
尺
軽
斎
評
釈
､
細
谷
唐
氏
世

徳
宜
校
訂

[
o
r
梓
]

″

と
あ
る
｡
こ
の
陳
氏
尺
軽
青
と
唐
氏
世
徳
堂
は
､
そ

の

r南
宋
志
伝
J
の
序
に
出
版
の
い
き
さ
つ
を

光
禄
既
に
取
り
て
之
を
鍵
す
る
に
､
(而
〕
言
を
邸
人
に
質
す
｡

と
記
す
圧
雪
斎
と
､
そ
こ
に
見
え
る
光
禄
で
あ
ろ
う
｡
陳
が
手
を
入
れ
唐
が
出

版
し
た
長
篇
小
説
と
し
て
有
名
な
の
は

r西
遊
記
｣
で
あ
る
｡
そ
の
世
徳
堂
刊

本
は
百
回
本
の
緊
本
と
し
て

F西
遊
記
J
研
究
上
最
重
要
の
テ
キ
ス
ト
だ
が
､

壬
辰

(万
暦
二
十
年
､

]
五
九
二
)
に
膜
元
之
が
香
い
た
序
は

r西
遊
記
J
G
t

旧
本
に
言
及
し
た
上
で
'
〝唐
光
禄
既
に
長
の
等
を
購
い
､
之
を
奇
と
L
､
好
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(柑
)

事
の
者
を
益
伸
せ
ん
と
し
て
之
が
為
に
訂
校
L
-
-
而
し
て
寂
を
余
に

(於
〕

充
つ
″

と
記
す
｡
陳
元
之
は
抹
陵

(南
京
)
の
人
と
さ
れ
､
姑
軌
が
安
微
な
の

は
異
な
る
が
､
同
じ
二
人
と
考
え
て
良
か
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
場
合
も
､
彼
ら

の
段
階
で
既
に
旧
本

r西
遊
記
J
の
来
歴
は
不
明
だ
っ
(響

7
7

ち
な
み
に
世
徳
堂
刊
本

r南
宋
志
伝
J
の
序
に
は
､
r五
代
伝
志
し
な
る
書

物
に
起
匡
胤
の
虚
構
的
な
事
跡
が
色
々
見
え
る
と
あ
る
.
馬
力
は
こ
の

r五
代

T
T

伝
志
L
が

r五
代
史
評
話
し､
つ
ま
り

r五
代
史
平
話
し
だ
と
言
う
が
､
机
上

の
空
論
で
あ
る
｡
r五
代
史
平
話
し
に
避
匡
胤
の
虚
構
的
な
事
跡
は
殆
ど
記
さ

れ
て
い
な
い

(注

(4
)
参
照
)0

余
嘉
錫
は

r五
代
志
伝
)
が

r南
宋
志
伝
｣
の
原
題
だ
と
考
え
た
｡
馬
力
は

こ
れ
を

″信
ず
る
に
足
ら
ず
″

と

l
蹴
す
る
が
'
世
徳
堂
刊
本
の
序
に
重
き
を

管
-
徒
の
論
法
か
ら
す
れ
ば
､

そ
う
簡
単
に
は
退
け
ら
れ
な
い
苦
で
あ
る
｡
も

っ
と
も

〝五
代
″

を
称
す
る
作
品
と
し
て
は
他
に

r残
唐
五
代
志
演
義
)
が
あ

マ
T･

る
が
､
遡
匡
胤
の
活
躍
を
殆
ど
描
か
な
い
か
ら
､
や
は
り

r五
代
伝
志
L
と
は

T
T

別
物
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

r五
代
伝
志
｣
を
聾
者
は
､
世
徳
堂
刊
本
の
刊
行
準
備

段
階
で
の
､
r南
宋
志
伝
J
に
対
す
る
捉
霜
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
O
世

徳
宝
刊
本
は

r南
宋
志
伝
J
な
る
題
名
へ
の
廃
間
を
表
明
し
て
い
た
｡
そ
こ
で

†
丁

内
容
に
照
ら
し
て
､
ま
た

r北
宋
志
伝
)
に
合
わ
せ
て
-
仮
に

r五
代
伝
志
J

と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
｡
た
だ
し
こ
の
想
定
に
は
､
r浅
膚
五
代
志
演
義
｣

と
の
前
後
関
係
の
問
題
が
絡
む
の
で
､
な
お
検
討
が
必
要
だ
が
'
当
面
こ
う
考

え
て
お
く
｡

話
を
三
台
館
刊
本
に
戻
せ
ば
､
馬
力
ほ
三
台
館
刊
本
の
巷

一
冒
頭
に

〝雲
間

眉
公
陳
継
儒
編
次
″
と
あ
る
点
に
も
注
意
を
払

っ
て
､
陳
継
儒

二

五
五
八

～
〓
ハ
三
九
)
が
作
者
で
あ
る
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
｡
そ
し
て
陳
継
儒
と

歴
史
長
帝
小
説
と
の
]
定
の
関
係
を
認
め
な
が
ら
も
､

1
万
で
偽
託
の
実
例
が

あ
り
'
ま
た
彼
の
詩
文
に
は
劫
匡
胤
や
横
森
将
へ
聖
nR及
が
無
い
こ
と
か
ら
､

r南
宋
志
伝
L
･
r北
宋
志
tm

の
作
者
と
は
考
え
に
-
い
と
す
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
'
馬
力
の
説
に
従
い
た
い
｡
昧
継
儒
と
歴
史
長
常
小
説
と

の
関
わ
り
ほ
､.序
を
曹
い
た
り
評
を
付
け
た
り
と
い
っ
た
も
の
で

(
｢東
浜
十

二
帝
通
俗
演
義
し､
評
に
つ
い
て
は
さ
ら
に

丁新
鍋
昧
眉
公
先
生
批
評
春
秋
列

国
志
伝
J)､
本
文
そ
の
も
の
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
O

な
お
孫
槽
第
は

r日
本
東
京
所
見
小
説
春
日
)
で
､
r乗
車
十
二
帝
通
俗
演
義
｣

の
序
を
､
文
の
ま
ず
さ
か
ら
偽
托
か
と
疑
っ
て
い
る
が
､
陳
継
備
中
仕
事
に
は

多
く
の
人
の
下
働
き
が
あ
っ
た
L
e畢

あ
る
い
は
名
前
を
貸
し
た
だ
け
な
の
か

も
知
れ
な
い
O
ま
た

r南
宋
志
伝
｣
の
成
立
が
嘉
靖
年
間
に
遡
る
な
ら
､
陳
継

席
の
作
で
は
あ
や
得
た
-
な
る
｡

本
稿
で
は
熊
大
木
を
作
者
と
考
え
た
上
で
､
都
田
(伯
旧
蔵
本
の
性
格
を
考
え

た
い
｡

八

円南
宋
志
伝
』
の
作
者
〔
2

)

熊
大
木

〔鍾
谷
｡

l
五
〇
六

rI･～
一五
七
九
-
)
は
､
や
は
り
福
建
の
香
車

の
家
柄
で
､
嘉
靖
年
間
に
多
-
の
歴
史
長
篇
小
説
を
手
掛
け
た
こ
と
で
知
ら
れ

ち

(方
彦
寿

｢明
代
刻
尊
家
熊
宗
立
述
考
｣r
r文
献
}

]
九
八
七
年
第

f
期
参

潤
)
｡
そ
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
､
孫
借
第
は
以
下
聖
二
つ
を
挙
げ
る
｡

r全
壊
志
伝
L
(
r西
浜
志
伝
L
･
r東
漢
志
伝
L〕

r唐
専
志
伝
通
俗
演
義
L

｢大
乗
演
義
中
興
英
烈
伝
｣

ま
た
大
塚
秀
商

｢訴
史
華
回
小
説
の
出
版
と
改
変
-
r列
国
志
L
を
め
･L･
つ
て

-
｣
(r中
国
古
典
小
説
研
究
動
態
j
第
三
号
r

l
九
八
九
年
)
に
よ
れ
ば
､

F列
国
志
L
も
熊
大
木
の
原
著
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
ら
が
熊
大
木
の
作
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
一
様
で
は
な
い
｡
r全
額
志
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氏

)

の
場
合
は
,
そ
の

r酉
韓
志
伝
L
巷
之

盲

頭
に

〟先
棒
後
人
情
趣
谷
編

(臼
)

次
〟
と
あ
る
こ
と
O

r唐
留
意
伝
通
俗
演
義

J

は
巻
之

一
冒
頭
に
や
は
り

か
取

峰
楠
鉦
谷
編
塊
″
と
あ
る
他
､
そ
れ
に
続
い
て
〟

鉦
谷
子
古
風

l
常
を
述
ぷ
″

と
し
て
古
詩
を
職
せ
､
巷
之

7
第
七
節
に
も

〝柾
谷

r演
義
J
此
に
至
り
､
亦

七
冨
田
句
を
聾
L
…
-
″
と
し
て
七
言
絶
句
を
耽
せ
､
さ
ら
に
李
大
牢
の
序
に

も

〝r唐
宙
演
義
j
は
宙
林
稲
子
鉦
谷
の
編
非
な
り
″
と
あ
る
こ
と
O
r大
宋
演

義
中
興
英
烈
1B
(ia
)
の慧
冨

巻
之

盲

頭
に

〝架
埠
熊
大
木
編
輯
″
と
あ
り
､

さ
ら
に

〟熊
大
木
柾
谷
″

の
序
が
あ
る
こ
と
が
根
拠
で
あ
る
｡

ま
た

r列
国
志
-
の
場
合
だ
が
､
大
塚
論
文
の
所
説
を
政
所
す
れ
ば
､
〝万

暦
丙
午

三

十
四
年
､

〓
ハ
〇
六
)
塵
刊
〟
蒜

を
持
つ
余
象
斗
札
鞘
巻
之
三

の
四
十
三
乗
b
に

〝鍾
谷
先
生
の
詩
に
云
う
″

と
し
て
七
言
律
詩
を
載
せ
て
い

る
の
は
､
熊
大
木
の
庶
啓
か
ら
削
り
残
さ
れ
た
も
の
と
考
え
得
る
｡
と
い
う
の

も
余
象
斗
の
刊
本
で
は
､
す
で
に
孫
据
第
が
指
摘
し
て
い
る
が
へ
r唐
宙
志
伝

通
俗
演
義
J
の
よ
う
に

〟紅
雪
山
人
余
応
黙
編
次
″
と
称
し
た
り
冒
頭
の
古
詩

か
ら

〝鍾
谷
子
-
･‥
″
と
い
う
説
明
を
削
る
な
ど
し
て
熊
大
木
の
原
作
で
あ
る

こ
と
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
の
に
巷
之

一
第
七
節

〝鍾
谷
-
-
″
の
所
は
削
り

(28
)

忘
れ
て
い
る
､
と
い
う
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

さ
て
熊
大
木
の
手
掛
け
た
長
簡
歴
史
小
説
は
､
し
ば
し
ば
楊
氏
の
専
韓
か
ら

刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば

r唐
音
志
伝
通
俗
演
義
L
は
嘉
靖
三
十
二
年

二

五
五
三
)
に
楊
氏
清
江
堂
か
ら
､
ま
た

r大
乗
演
義
中
興
其
烈
伝
L
は
嘉

靖
三
十

一
年

二

五
五
二
)
に
や
は
り
橡
氏
静
江
豊
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
｡

清
江
堂
も
福
建
の
審
韓
で
あ
り
､
後
者
の
序
に
よ
れ
は
､
主
人
は
樟
湧
泉
で
あ

る
｡
た
だ
し

r大
栄
演
義
中
興
英
烈
伝
L
は
巷
之
八
の
木
記
に
よ
れ
ば
揚
氏
清

江
堂
の
出
版
だ
が
､
巷
之

一.巻
頭
や
r
巷
之
八
に
統
-

r精
忠
録
J
後
柴
で
は

〟
(楊
氏
)
滑
自
室
″

と
し
て
い
る
｡
そ
し
て

r全
額
志
伝
L
末
尾
の
木
記
に

も

〟清
自
生
楊
氏
梓
行
″

と
あ
る
｡
こ
の
滑
自
生
の
主
人
と
し
て
は
楊
新
泉
や

梼
原
泉
が
苧

見
ら
れ
､
兵
と
い
う
字
を
共
有
す
る
点
を
踏
亨
見
れ
ば
､
穆
湧
泉

も
含
め
た
三
人
は
同
世
代
の
同
族
で
あ
り
､
彼
ら
と
熊
大
木
は
出
版
社
と
専
属

作
家
の
ご
と
き
関
係
が
あ
っ
た
と
'
二
つ
の
大
塚
論
文

(本
文
前
掲
の
も
の
と

注

(
26
〕
所
引
の
も
の
)
で
は
想
定
さ
れ
て
い
る
｡

で
ほ
熊
大
木
と
余
象
斗
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
｡
r南
宋
志
伝
L

三
台
館
刊
本
の
序
で
､
余
象
斗
は

r南
北
宋
両
伝
演
義
L
が
熊
大
木
の
著
作
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
､
そ
の
力
作
た
る
こ
と
を
評
肝
し
て
い
た
o
と
こ
ろ
が

r唐

春
吉
伝
通
俗
演
義
J
の
場
合
､
適
に
そ
れ
が
熊
大
木
の
作
で
あ
る
こ
と
を
隈
そ

-
と
し
て
い
た
｡
r列
国
志
-
も
同
様
に
想
定
し
得
た
｡
ま
た

r大
乗
演
義
中

興
英
烈
伝
1
で
も
序
か
ら
熊
大
木
の
名
を
削
り

〟三
台
館
主
人
言
″

と
改
め
て

い
る
こ
と
を
孫
桔
第
が
指
摘
し
て
い
る
.
さ
ら
に

r全
漢
志
伝
L
に
つ
い
て
も

実
は
余
象
斗
ら
の
刊
行
と
想
定
で
き
､
そ
の

r西
漢
志
伝
L
の
序
で
編
者
と
さ

れ
る

〝名
公
〟
は
熊
大
木
で
あ
も
響

つ
ま
り
余
象
斗
ほ
､
し
ば
し
ば
熊
大
木

の
作
品
を
我
が
も
の
顔
に
出
版
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
背
景
の
l
つ
と
し

て
活
動
時
期
の
適
い
､
す
な
わ
ち
熊
大
木
の
晩
年
に
余
象
斗
が
生
ま
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
-
｡

と
こ
ろ
で
余
象
斗
と
樟
氏
の
昏
樺
に
も

一
定
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
｡
前
述

の
よ
う
に
､
r唐
宙
志
伝
通
俗
演
義
)
や

r大
乗
演
義
中
興
英
烈
伝
J
は
樟
氏

の
雷
韓
か
ら
出
た
後
'
余
象
斗
が
改
め
て
出
版
し
て
い
る
｡
注
意
す
べ
き
は
､

そ
の
際
に
上
図
下
文
の
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
形
式
自

体
は
古
い
淵
源
を
持
ち
福
建
刊
本
の
特
徴
と
さ
れ
る
叶
.g
Ca
)r
樟
氏
も
福
建
の

宙
韓
で
あ
り
な
が
ら
先
聖

一番
は
こ
の
形
式
を
採
ら
な
い
｡
前
者
は
無
園
だ
し
､

後
者
は
序
と
凡
例
に
続
い
て
二
十
四
薬
三
十
偏
の
図
を
載
せ
る
け
れ
ど
､
本
文

は
や
は
-
無
図
で
あ
る
｡
こ
の
背
景
と
し
て
は
､
や
は
り
出
版
時
期
の
違
い
が

想
定
で
き
る
と
r
こ
れ
も
大
塚
論
文
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
O

す
る
と

｢南
宋
志
伝
L
鄭
困
伯
旧
蔵
本
も
上
図
下
文
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
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る
｡
仮
に
熊
大
木
の
香
き
下
ろ
し
を
楊
氏
が
出
版
し
た
中
が
原
本
だ
と
す
れ
ば
､

こ
れ
が
郷
国
伯
旧
蔵
本
に
当
た
る
と
考
え
る
の
は
苦
し
-
､
後
者
は
余
象
斗
の

手
に
成
る
可
能
性
の
方
が
高
か
ろ
う
｡

も
っ
と
も
樟
氏
の
専
韓
に
お
い
て
も
､
の
も
に

r三
国
演
義
)
や

r西
遊

記
L
な
ど
が
上
図
下
文
形
式
で
出
版
さ
れ
て
い
(撃

た
だ
こ
れ
ら
は
万
暦
三
十

て
崇
禎
四
年

(
T
六
〇
三
-
〓
ハ
≡

)
の
刊
行
と
苧

N

'嘩

r南
宋
志

伝
L
聖
二
台
館
刊
本
や
世
徳
堂
刊
本
よ
り
も
時
期
が
遅
い
｡
ち
な
み
に

｢大
宋

演
義
中
興
英
烈
伝
)
で
二
つ
の
昏
韓
名
が
使
わ
れ
た
り
､
r全
襲
志
伝
｣
の
刊

行
者
名
が
錯
綜
し
て
い
る
こ
と

〔珪

(27
〕
所
引
の
詩
論
に
詳
し
い
)
'
そ
し

て
後
者
が
上
図
下
文
形
式
を
採
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､
楊
氏
の
審
韓
に

お
け
る
出
版
方
針
の
変
遷
が
窺
え
よ
う
｡

ま
た
上
図
下
文
形
式
を
始
め
た
の
は
余
象
斗
で
は
な
い
｡

た
と
え
は

r三
国

演
義
-
で
こ
の
形
式
の
最
古
の
版
本
は
､
轟
滑
二
十
七
年

(
l
五
四
八
)
の
序

で

〟像
を
加
え
″
た
こ
と
を
宣
言
し
て
お
り
､
内
容
的
に
も
余
象
斗
が
刊
行
し

た
同
系
統
の
版
本
よ
り
明
ら
か
に
先
行
九
響

あ
る
い
は

r水
砕
伝
J
の
場
合

も
､
こ
の
形
式
の
破
本
が
ヨ
ー
ロ
ヅ
.ハ
の
教
ヶ
所
に
残
り
r
や
は
り
内
容
か
ら

余
象
斗
の
版
本
に
先
行
L
､
か
つ
硬
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

〔32
〕

れ
る
｡

と
は
い
え
､
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
熊
大
木
と
樟
氏

･
余
象
斗
の
因
縁
や
形
式

面
の
特
徴
を
差
し
置
い
て
ま
で
､
郷
国
伯
旧
蔵
本
が
樟
氏
で
も
余
象
斗
で
も
な

い
番
韓
か
ら
出
版
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
税
極
的
理
由
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
O

余
象
斗
に
は

r三
国
演
義
L
を
短
期
間
堅

t回
､
版
を
改
め
て
刊
行
し
た
例
が

31畔
E:

あ
り
'
こ
の
点
も
鄭
国
伯
旧
蔵
本
が
余
象
斗
中
手
に
成
る
可
能
性
を
妨
げ
な
い
｡

現
状
で
は
､
r南
宋
志
伝
J
は
鞘
大
木
の
原
本
が
楊
氏
か
ら
出
版
さ
れ
､
余

象
斗
が
上
図
下
文
形
式
で
再
版
し
た
の
が
邸
困
伯
旧
蔵
本
で
あ
る
､
と
考
え
て

お
き
た
い
｡

九

熊
大
木
の
原
題

さ
て
鄭
国
伯
旧
蔵
本
が
余
象
斗
の
手
に
成
る
と
し
て
も
､
内
容
が
大
き
-
改

変
さ
れ
て
い
る
か
密
か
は
別
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
台
館
刊
本
の
序
が
､

素
直
に
熊
大
木
の
名
を
出
し
､
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の
が
示
唆
的
で
あ
る
｡

余
轟
斗
旺
出
版
の
際
に
は
､
何
ら
か
の
手
を
加
え
る
中
が
通
例
で
あ
る
o
著

者
を
偽
っ
た
り
園
を
加
え
た
り
､
評
を
入
れ
た
-
新
し
い
話
を
足
し
た
り
､
連

に
部
分
的
に
本
文
を
削
っ
た
り
す
る
｡
そ
れ
自
体
は
､
特
に
万
暦
年
間
に
入
る

と
他
の
蕃
樺
も
頻
繁
に
行
な
う
け
れ
ど
､
彼
の
場
合
は
自
分
の
手
が
入
っ
て
い

る
こ
と
を
前
面
に
出
す
の
が
特
徴
で
あ
る
｡
よ
く
自
分
の
詩
や
評
を
挿
入
す
る

L
､
r水
耕
伝
｣
で
は
余
程
と
い
う
同
姓
の
チ
ョ
イ
役
を
不
自
然
に
活
躍
さ
せ

)打
E

も
し
て
い
る
｡
別
の
作
品
で
熊
大
木
の
名
を
哨
そ
-
と
し
た
こ
と
も
既
に
触
れ

た
｡と

こ
ろ
が
三
台
館
刊
本

r南
宋
志
伝
J
の
場
合
､
本
文
を
少
し
短
-
し
て
い

る
が
'
内
容
に
大
き
く
影
響
す
る
不
足
で
旺
な
い
こ
と
へ
上
述
の
通
り
で
あ
る
｡

余
象
斗
蒜

も
挿
r(
さ
れ
て
い
な
L
C5
'F
余
姓
の
登
場
人
物
も
い
な
い
凸
こ
れ

娃
郷
国
伯
旧
蔵
本
旺
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
､
さ
し
た
る
改
変
は
無
い
こ
と
を

予
想
さ
せ
る
｡

世
徳
堂
刊
本
と
の
間
に
大
差
が
無
い
こ
と
も
r
鄭
EEt伯
旧
蔵
本
が
本
来
の
内

容
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
有
利
に
働
-
で
あ
ろ
う
｡
世
徳
堂
は
金
陵

(南
京
)
の
宙
唾
だ
が
､

一
般
に
こ
の
土
地
の
宙
鍵
の
出
版
物
は
､
福
建
の
そ

れ
に
比
べ
れ
ば
旧
事
へ
の
加
工
の
度
合
い
が
小
さ
い
｡
た
と
え
は
万
暦
年
間
以

降
に
出
版
さ
れ
た

rl11国
演
義
J
に
お
い
て
､
前
者
で
ほ
諸
葛
孔
明
の
南
征
に

際
し
て
関
東
が
顔
を
出
す
程
度
に
過
ぎ
な
い
｡
だ
が
後
者
で
性
､
赤
壁
の
戦
い

の
後
か
ら
関
羽
の
死
後
に
か
け
て
花
開
索
が
度
々
登
場
し
､
か
つ
内
容
が
明
の



助

成
化
年
間

(
f
E
I六
五
⊥

E
I<
七
)
に
刊
行
さ
れ
た
説
唱
詞
話

.花
関
無

声

と
､
そ
の
虚
構
性
に
お
い
三

定
の
相
関
性
が
認
冨

鮎

｡

r唐
宙
志
伝
通
俗
浜
蕃
J
や

r大
乗
演
義
中
興
英
烈
伝
L
に
つ
い
て
は
､
熊

大
木
の
原
本

〔
旺
相
対
的
に
近
い
も
巴

が
静
氏
の
宙
鍵
か
ら
刊
行
さ
れ
､
の

ち
虹
余
象
斗
や
金
陵
の
啓
韓
も
出
版
し
て
い
る
｡
と
-
監
削
者
の
金
陵
刊
本
は

世
徳
堂
か
ら
出
て
お
り
､
r南
来
意
伝
L
の
出
版
状
況
に
近
い
｡
こ
竺

一審
の

場
合
､
説
話
の
挿
入
と
い
っ
た
琉
極
的
な
加
工
は
為
さ
れ
て
い
な
い
が
､
余
象

斗
が
自
著
を
装
っ
た
こ
と
は
既
に
見
た
｡
金
陳
刊
本
は
そ
こ
ま
で
し
て
い
な
い
0

そ
し
て
こ
れ
ら
は
本
文
に
若
干
の
省
略
が
見
ら
れ
る
点
で
三
台
館
刊
本
と
相
過

ず
る
が
､
郷
国
伯
旧
蔵
本
と
は
異
な
る
｡

こ
う
し
た
状
況
か
ら
見
て
､
邸
困
伯
旧
蔵
本
が
内
容
的
に
原
型
を
留
め
て
い

る
こ
と
は
､
否
定
し
に
く
い
と
筆
者
は
考
え
る
｡
そ
れ
が

r新
刻
全
像
按
鑑
浜

義
南
北
宋
伝
題
評
L
を
称
し
て
お
り
､

一
方
で
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
大
し
て

改
変
し
て
い
な
い
余
象
斗
が
､
著
者
を
素
直
に
熊
大
木
と
述
べ
た
上
で
原
題
杏

r南
北
宋
両
伝
演
義
｣
と
記
し
て
い
る
以
上
､
原
題
も

″南
北
宋
″
で
あ
っ
て

″南
宋
″

･〟
北
宋
″
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

も
っ
と
も
r
r唐
宙
志
伝
通
俗
演
義
L
や

r大
乗
演
義
中
興
英
烈
伝
L
と
い

-
題
名
は
､
熊
大
木
の
原
題
で
は
な
い
と
言
う
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

前
者
は
樟
氏
刊
本
の
目
次
に

｢新
刊

r車
王
演
義
L
日
韓
｣
と
あ
る
L
へ
最
終

†
丁

案
で
あ
る
巻
八
の
末
尾
に
も

｢新
刊
京
本

r薬
王
演
義
唐
国
志
伝
L
巷
之
八

終
｣
と
あ
る
｡
後
者
は
熊
大
木
の
序
が

｢序

r武
替
玉
演
義
L

と
屈
さ
れ
る
0

つ
ま
り
主
人
公
た
る
唐
太
祖
李
世
民
や
岳
飛
を
〝

案
王
″
と
か

〟武
穆
王
″
と

呼
び
､
題
名
に
し
て
い
る
｡

そ
こ
で

r南
宋
志
伝
J
も
遡
匡
胤
が
主
人
公
と
見
催
せ
る
か
ら
'
や
は
り

〝南
宋
王
″

の
略
称
で
は
な
い
か
と
思
-
人
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
馬
力
は

〟南
宋
王
題
匡
胤
出
身
伝
″
な
る
原
題
を
想
定
L
t
イ
デ

マ
は

r大
唐

″案

王
″
詞
話
-
と
の
内
容
の
揮
似
を
指
摘
し
て
い
た
O

こ
の
苧

見
方
は
､
し
か
し
多
-
の
飛
躍
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
薬
王
や
武
帝
王

の
名
は
史
実
に
由
来
す
る
が
､
南
宋
王
性
適
う
｡
あ
る
い
は
唐
太
宗
を
車
王
と

呼
苦

と
は
､
唐
人
蒜

農

芸

鮎

､
岳
飛
に
関
す
る
虚
構
壮

F全
寮
宋

岳

″武
穆
王
″
稗
忠
録
L
の
名
の
下
に
あ
る
程
度
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
r金
策

宋
岳

〝武
穆
王
″

精
忠
録
｣
は
､
い
わ
ば
岳
飛
の
資
料
集
で
あ
る
が
､
こ
れ
を

基
に
熊
大
木
が
啓
い
た
歴
史
長
篇
小
説
が

ri(
宋
演
義
中
興
英
烈
伝
J
だ
と
考

え
ら
れ

響

と
こ
ろ
が
過
匡
胤
の
場
合
r
r飛
龍
全
伝
L
以
前
に
お
い
て
､
彼

が
南
宋
王
と
呼
ば
れ
て
い
た
痕
跡
は
無
か
っ
た
｡

イ
デ
マ
が
言
う
内
容
の
類
似
に
し
て
も
､
権
力
聴
取
に
伴
う
倫
理
的
矛
盾
は

李
世
民
と
遡
匡
胤
の
専
売
特
許
で
は
な
い
｡
ま
た
李
世
民
の
場
合
は
､
案
王
か

ら
帝
位
に
即
い
た
か
ら
イ
デ
マ
聖
コロう
よ
う
に

〝葉
王
″
の
名
に
.象
徴
性
を
読

み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
が
､
r飛
龍
全
伝
-
の
鵡
匡
胤
は
既
述
の
よ
う
に
､
南

宋
王
と
は
別
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
上
で
帝
位
に
即
い
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､

南
宋
王
の
地
位
が
超
匡
胤
を
帝
位
に
即
け
た
と
い
う
イ
デ
マ
の
解
釈
は
成
り
立

た
な
い
こ
と
は
､
第
三
節
で
も
論
じ
た
｡

r#
王
演
義
J
や

r路
程
王
演
義
L
は
擬
題
や
通
称
の
類
で
は
な
い
か
o
ま

た
は

r薬
併
六
国
平
話
し
の
よ
う
に

〟案
始
皇
伝
″
と
副
題
が
付
-
ケ
ー
ス
も

あ
る
｡
r南
宋
志
伝
J
に
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は

″南
宋
″

で
は
な
く

か飛
龍
″

と
考
え
る
方
が
よ
ほ
ど
蓋
然
性
が
高
い

(第

1

節
参
照
)｡
そ
も
そ
も
熊
大
木
の

r全
漢
志
伝
｣
や

r列
国
志
｣
の
場
合
､
個

人
名
が
原
題
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
材
料
が
無
い
｡

原
題
が

｢南
北
宋
伝
｣
で
は
お
か
し
い
だ
ろ
う
か
｡
た
と
え
ば

｢全
漢
志

伝
L
の
場
合
､
〝全
漢
″
を
称
す
る
の
に
霊
帝
の
即
位
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
､

彼
と
献
帝
の
治
世
は
描
か
れ
な
い
｡
あ
る
い
は

r唐
曹
志
伝
J
の
場
合
も
､
太

宗
の
治
世
で
終
わ
っ
て
お
-
､
そ
の
後
の
H
百
年
旺
ど
旺
措
か
れ
な
い
｡
そ
れ



南宋王の神話229

ほ

r南
北
宋
伝
J
が
南
北
宋
三
百
年
の
全
て
を
措
か
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
は

な
い
か
｡

あ
る
い
は

r東
西
両
晋
志
伝
L
と
か

r東
西
間
晋
演
義
J
と
屈
し
て
､
西
晋

の
成
立
か
ら
束
晋
の
滅
亡
ま
で
を
描
-
作
品
が
万
暦
年
間
以
降
に
出
て
い
(響

時
代
臆
な
ら
､
総
題
は
〟

西
宋
両
晋
″
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
な
い
の

は

″東
西
″

こ
そ
が
自
然
な
語
順
だ
か
ら
で
あ
る
｡
同
株
に
南
と
北
な
ら

〝北

南
〃
で
は
な
く

″南
北
〃
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡

要
す
る
に
〝

南
北
宋
″

の
″

南
北
″
性
､
慣
用
表
現
に
の
っ
と
っ
た
修
飾
語

で
あ
り
､
宋
代
全
体
を
指
す
と
思
わ
せ
る
た
め
の
誇
大
広
告
な
の
で
あ
る
｡
そ

ん
な
意
味
に
過
ぎ
な
い
か
ら
､
略
称
と
し
て
前
半
は
〝

南
宋
″
､
後
半
は

〝北

宋
″
が
機
械
的
に
割
り
振
ら
れ
'
や
が
て
正
式
名
称
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
-
0

邸
園
伯
旧
蔵
本
の
版
心
に
､
〟全
俸
南
北
宋
伝
″
の
下
に

〝南
宋
四
巷
″

な
ど

と
あ
る
の
が
そ
れ
を
市
境
す
る
｡
確
か
に
問
題
の
あ
る
用
法
で
あ
り
､
だ
か
ら

世
徳
堂
刊
本
の
段
階
で
既
に
意
味
が
分
か
ら
た
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡

な
お
孫
荷
第
は
､
原
産
は

r宋
伝
L
と

r(宋
伝
〕
統
集
J
で
あ

っ
て
､
の

も
に
南
北
の
語
が
そ
れ
ぞ
れ
に
付
い
た
と
解
し
て
い
た
｡
な
る
ほ
ど

r宋
伝
J

の
語
は

r残
唐
五
代
志
演
義
J
の
結
び
に
″

余
は

r宋
伝
L
に
見
ゆ
､
此
の
編

は
多
-
録
せ
ざ
る
也
″

と
あ
る
が
､
r残
虐
五
代
志
演
義
J
は
趣
匡
胤
の
即
位

で
終
わ
っ
て
い
る
点
に
留
意
す
れ
ば
､
む
し
ろ

F北
宋
志
伝
L
を
指
す
と
も
考

え
ら
れ
る
0

1
方
で

r南
宋
志
伝
J
も
超
匡
胤
即
位
後
を
描
い
て
い
る
し
､

r残
唐
五
代
志
演
義
L
は
五
代
の
後
半
を
簡
略
に
描
-
点
で

r南
宋
志
伝
J
と

相
補
う
0
け
っ
き
上
-

r宋
伝
L
は
略
称
で
t
r南
宋
志
伝
L
と

r北
宋
志
伝
J

を
合
わ
せ
て
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
｡
時
期
的
に
遅
れ
る
薬
屋
弛
刊
本
が

｢南

北
宋
伝
｣
を
称
す
る
の
が
傍
証
と
な
ろ
う
｡
た
だ
し
粟
見
地
刊
本
は
世
徳
望
刊

本
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
'
こ
の

r南
北
宋
伝
J
は
古
形
を
留
め
る
の
で
は
な

-
､
新
た
に
付
さ
れ
た
総
称
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

十

お
あ
り
に

ま
と
め
れ
ば
､
本
来
は

r南
北
宋
伝
｣
だ

っ
た
も
の
が

r南
宋
志
伝
L
と

r北
栄
吉
伝
J
に
分
か
れ
t
r南
宋
志
伝
J
か
ら
″

南
宋
王
″

の
称
が
生
ま
れ

た
の
だ
と
い
う
の
が
へ
冒
頭
の
問
題
に
対
す
る
筆
者
な
り
の
解
答
で
あ
る
｡

上
述
し
た
論
拠
を
黙
殺
し
て
､
南
宋
王
の
物
語
を
ミ
ッ

シ

ソ
ダ
リ
ン
ク
と
想

定
す
る
向
き
も
､
恐
ら
-
は
あ
る
だ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
想
定
を
す
る
人
々
は
､

古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
に
痕
跡
を
留
め
て
い
る
と
い
う
､
あ
る
種
の
意
外
性

に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
そ
れ
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
し
､
そ
う
し

た
場
合
も
確
か
に
あ
る
｡
け
れ
ど
も
神
話
は
､
必
ず
し
も
昔
か
ら
あ
る
と
牲
限

る
ま
い
｡
今
に
な
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
,b
r
珍
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
O

注

(-
)
徳
EB
武

｢解
説
｣
〔r対
訳
中
国
歴
史
小
説
選
集
-
7
､
ゆ
ま
に
宙
房
､
一
九

八
三
年
)
参
照
｡

〔
2
)

注

〔
1
〕
前
掲
晋
や

｢古
本
小
説
帯
刊
L
第
三
十
四
輯

(中
華
宙
局
､
一
九

九
一
年
)
な
ど
に
鮮
印
が
あ
る
b
と
こ
ろ
で
北
京
大
学
図
番
館
に
も
世
徳
豊
刊

本
が
蔵
さ
れ
る
｡
周
華
斌

･
陳
宝
富

｢存
見
旧
楊
家
将
小
説
版
本
額
縁
｣
(r揚

家
将
演
義
L
北
京
出
版
社
､
一
九
八
一
年
)
や
胡
士
豊

｢r中
国
通
俗
小
説
宙

目
し
輔
｣
〔r明
治
小
説
静
革
L
第
四
韓
､
l
九
八
六
年
)､
大
塚
穿
商

r増
補

中
国
通
俗
小
説
番
目
｣
〔政
吉
額
院
､
t
九
八
七
年
)､
r中
国
通
俗
小
説
捻
日

提
要
J
(中
国
文
聯
出
版
公
司
､
一
九
九
〇
年
)
参
照
｡
両
者
の
関
係
に
つ
い

て
は
､
第
五
節
で
私
見
を
示
す
｡

(3
〕

W
.L
.
Ide
m
a
.
C
H
IN
E
S
E

V
E
R
N
A
C
U
L
A
R

F
IC

T
10
N
.
L
eiden.

)974.
p
.Ilo
.
な

お
瞳

〔4
〕
所
引
論
文
の
注
⑳
参
照
｡



BO

(
4
)

氏
岡
其
士

｢
r五
代
史
平
話
-
の
ゆ
-
え
ー
誹
史
の
運
命
-
｣
〔
｢中
国
文
学

報
J
第
五
十
六
冊
'

一
九
九
八
年
)
参
照
｡

〔LD
)

活
字
本

(中
国
戯
劇
出
版
社
､

t
九
九

1
年
〕
た
準
つ
き
'
野
印
本

(
r明

治
笹
本
小
説
准
刊
J
天

一
出
版
社
'

一
九
八
五
年
｡
r古
本
小
説
蛸
成
し
上
海

古
布
出
版
社
､

l
九
九
二
年
)
を
参
照
｡

(6
)

柳
存
亡

r倫
敦
所
見
中
国
小
説
宙
EZl提
要
L
(百
目
文
献
出
版
社
､

一
九
八

二
年
〕
参
照
｡

〔
7
)

上
田
論
文
は
､
孫
相
帯
の
説
を
紹
介
し
た
あ
と

″
馬
力
氏
は
そ
こ
か
ら
更
に

考
案
を
進
め
″
と
冨
-
が
､
馬
力
は
イ
デ
マ
の
説
に
基
づ
き
〝

南
宋
″

の
意
味

を
解
釈
し
て
い
る
｡

(8
)

た
と
え
ttj注

〔2
〓
別
掲
大
塚
額
二
三

三
富
に

r南
宋
志
小
飛
敢
伝
L
の
名

が
見
え
る
｡

〔9
)

｢飛
龍
全
伝
L
は

｢市
来
志
伝
L
に
基
づ
か
な
い
と
い
う
イ
デ
マ
の
主
張
が
､､

少
な
く
と
も

｢飛
報
全
伝
L
後
半
四
分
の
一
に
つ
い
て
成
り
立
た
な
い
こ
hと
は
､

注

(4
)
前
掲
論
文
､
ま
た
本
文
前
掲
上
田
論
文
参
照
｡

(
10
)

注

(
9
)
に
同
じ
｡

∩
ll
)

r筆
記
小
説
大
観
L
(江
蘇
広
陵
古
井
刻
印
社
､

一
九
八
四
年
)
所
収
本
に

よ
る
｡
著
者
の
見
聞
を
綴
っ
た
内
容
で
､
巷
三
に
は
乾
陸
王
子

二

七
九
二
)

の
自
序
も
あ
る
｡

〔l
)

氏
岡
其
士

｢李
玉
の
伝
奇
と
明
滑
小
説
-

r風
雲
会
し
町
周
辺
-
｣
(信
州

大
学

r人
文
科
学
論
集
∧
文
化
コ
W
ユ
ニ
ケ
t
シ
ョ

ソ
学
科
編
V
J
第
三
十
三

号
r

]
九
九
九
年
〕
蕃
屑
｡

〔13
)

た
と
え
ば

r三
国
平
話
し
で
張
飛
は
劉
備
と
土..i
ぐ
れ
､
古
城
に
甑
も
っ
て

〝

無
姓
大
王
″

を
名
乗
り

〟快
活
″

な
る
年
号
を
定
め
た

(巷
中
)
｡
な
お
笠

井
直
美

｢｢二

宗
各
叔
宗
祖
｣
-
元

明
聖
二
国
故
事
の
通
俗
文
芸
に
お
け
る
君

臣
秩
序
に
関
わ
る
叙
述
｣
〔名
古
農
大
苧

r言
語
文
化
論
集
J
第
皿
巷
第
2
号
､

一
九
九
八
年
)
参
照
｡

〔

14
)
鄭
恩
は

r南
宋
志
伝
L
第
十
三
回
で
旺

〝邸
州
人
氏
″

､
ま
た
羅
耳
中

1宋

太
祖
髄
虎
風
雲
会
J
第

一
折
で
は

〝大
梁
入
鹿
″

と
き
九

､
本
来
は
河
南
中
人

と
設
定
さ
れ
tJ
い
た
ら
し
い
｡
汝
南
も
､
周
州
や
大
梁
と
は
離
れ
る
が
､
河
南

の
地
で
あ
る
｡

(
S
)

r明
滑
善
本
小
説
帯
刊
J
所
収
の
好
印
本
p
た
だ
し
封
面
を
欠
く
｡
現
物
は

内
閣
文
庫
に
蔵
さ
れ
､
実
見
し
た
｡

〔ee
)

r明
滑
車
本
小
説
帯
刊
L
所
収
の
辞
印
本
｡
た
だ
し
､
封
面
と

T北
声

部

分
を
欠
-
｡
現
物
は
宮
内
庁
宙
陵
部
に
蔵
さ
れ
､
未
見
｡

〔
17
)

r北
宋
志
伝
J
に
関
す
る
政
近
田
論
文
と
し
.て
ほ
小
松
謙

｢武
人
の
た
め
の

文
学
-
頼
家
将
物
語
考
‥
｣
(
r阿
頼
耶
頗
宏

･
伊
原
沢
周
両
先
生
週
休
記
念
静

架
7
.･L
7
の
歴
史
と
文
化
L
敢
古
啓
院
t

I
九
九
七
年
)
､
ま
た
上
田
望

.r評

史
小
説
と
歴
史
番

(
3
〕
-

r北
宋
志
伝
L､
r樟
家
持
浜
哉
J
の
成
昏
過
程
と

構
造
-
｣
〔r金
沢
大
学
中
国
語
掌
中
国
文
学
教
室
紀
要
J
第
3
租
､

t
九
九
九

年
)
が
あ
る
｡

(
l呂
)

他
に
も
あ
る
が
､
恐
ら
-
罪
過
弛
刊
本
の
系
統
で
あ
り
'
考
察
の
対
象
か
ら

外
し
て
も
辞
啓
あ
る
ま
い
｡
注

(2
)
前
掲
大
塚
宙
参
照
｡
た
と
え
ば
致
和
堂

刊
本

｢新
鶴
陳
眉
公
批
点
按
鑑
垂
補
出
像
南
宋
志
伝
L
は

r北
宋
志
伝
L
と
セ

ッ

ト
で
あ
り
､
大
塚
杏
は

″北
宋
志
伝
の
序
は
成
年
中
秋
目
口
□
□
人
膚
と
す

争
-
‥
万
暦
成
年
序
か
ら
万
暦
の
文
字
を
削
っ
た
に
す
ぎ
な
い
″
と
指
摘
す
る
.

万
暦
戊
午

二

六

一
八
)
と
は
菓
箆
弛
刊
本
の
序
に
記
さ
れ
た
年
で
あ
る
｡

(
1
)

原
文
は

″益
伸
好
事
者
為
之
訂
校
″
｡
僻
は
神
に
通
じ
使
役
で
は
な
い
｡
世

徳
堂
刊
本

r南
宋
志
伝
J
の
序
が
出
版
事
情
を
記
し
た
後

〟以
.て
好
事
の
者
の

為
に
評
を
佐
-
″
と
結
ぶ
の
も
参
照
｡

(20
)

太
田
辰
夫

1西
遊
記
の
研
究
-
〔研
文
出
版
､

一
九
八
四
年
)
､
磯
部
彰

r｢
西
遊
記
｣
形
成
史
の
研
究
し
(創
文
社
､

一
九
九
三
年
)
参
照
｡
｢南
宋
志

伝
L
に
つ
い
て
も
､
既
堅
冒
及
さ
れ
て
い
る
.
太
田
啓
は
､
世
徳
堂
刊
本

r唐

智
志
伝
L
に

〝姑
執
陳
氏
尺
蜂
斎
評
釈
″
､
南
京
の
周
氏
大
業
堂
刊
本

｢東
西

晋
演
義
J
に

″抹
陸
陳
氏
尺
蝉
斎
評
釈
″

と
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
｡

(21
〕

大
木
康

｢山
人
昧
継
儒
と
そ
の
出
版
情

動
｣
〔r山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明

代
史
論
帯
J'
汲
舌
宙
院
､

一
九
九
〇
年
〕
参
照
｡

(22
〕

r古
本
小
説
帯
刊
)
第
五
韓
O
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r古
本
小
説
帯
刊
L
第
四
戟
Q

r古
本
小
説
帯
刊
L
第
三
十
七
韓
｡

｢古
本
小
説
揮
刊
｣
第
六
韓
｡

大
塚
芳
高

｢茄
靖
定
本
か
ら
万
暦
新
本
へ
｣
〔r東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
L
第

且ラl

百
二
十
四
冊
､

一
九
九
四
年
)
参
照
｡
な
お
大
塚
氏
の

r列
国
志
J
版
本
に
対

す
る
見
解
は
'
｢
三
統
研
究
前
後
｣
〔r中
国
古
典
小
説
研
究
し
第
四
号
､

一
九

九
八
年
)
に
も
示
さ
れ
て
い
る
｡

(27
〕

本
文
前
掲
大
塚
論
文
､
ま
た
小
松
謙

｢両
頭
を
め
ぐ
る
前
史
小
説
の
系
統
に

つ
い
て
-
劉
秀
伝
説
考
輔
論
-
｣
(
r未
名
J
第
十
号
｣

1
九
九
二
年
〕
参
照
O

(28
)

た
と
え
ば
丸
山
浩
明

｢余
象
斗
本
考
略
｣
〔
二
松
学
舎
大
学

r人
文
論
帯
L

第
五
十
軸
へ

7
九
九
三
年
)
参
照
｡

(
29
)

r五
割
京
本
通
俗
演
義
接
鑑
三
国
志
伝
L
､
r鼎
粥
京
本
全
像
西
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ThemytllOfPrinceOfNan-Song〔南宋〕

UJIOKA Masashi

TheNan-SongZhトzhuan(南宋志伝〕王sanovelonthefoundingof仇eBei-Song(北宋)

dynasty.Thistitlehaspuzzledus.ManyscholarsbelievethatI.Nan-Song"isanabbreviationof

"PrinceofNan-Song'',becausetheFei-longQuan-zhuan(飛龍全伝)tel)5位Iat.ZhaoKuar噂-Yin

(超匡胤)wasPrinceofNan-SongandfoundedtheBe主-Songdynastylater.Thei,saytheFei-long

Quan-Zhuanisbasedonthesameearlyping-hu且(平話〕thatwentintothemakingoftheNan

-SongZhi-Ehuan.

Theaumordosenotshare仇isview.Therearetworeasons.Oneis仇at血eFモi-longQuan

-zhuanisbasedontheNan-SongZhi-zhuan,andneitherhistoricalwork,novelnordramabefore

theFei-longQuan-zhuansaysZhaoKuang-yinwasPrinceOfNan-Song.Anotherreasoriisthat

thetitleintheoldtextisnottheNan-SongZhトzhuanbuttheNan-Bei-SongZhuan(南北宋伝).

Thistitleisakindofsensationaladvertisement,suchastheQuan-HanZhi-2huan〔全韓志

伝)andtheTang-shuZhi-zhuan (唐宙蕃伝),though italsoCOntainsapartwenowregardasthe

Be主-SongZh卜Euhan(北来意伝)orthestoryoftheYang_family〔借家将)･Afterwards,thefirst

halfwascalledtheNan-SongZhi-zhuan,andthesecondhalfwascalledtheBei-SongZhi-zhuan.

ThemythofPrinceofNan-Songwasoriginatedhere.


