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　は
じ
め
に

　
竹
取
の
翁
は
、
竹
中
に
か
ぐ
や
姫
を
発
見
し
て
持
ち
帰
り
、
養
育
開

始
後
僅
か
三
か
月
で
、「
髪
あ
げ
さ
せ
、裳
着
す
」
と
、姫
は
成
人
す
る
。

そ
の
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
求
婚
者
と
し
て
殺
到
し
た
、「
世
界
の
を
の

こ
」
は
、
三
年
に
亘
る
姫
及
び
、
翁
家
主
従
の
無
視
と
い
う
冷
淡
な
対

応
に
、
経
済
力
を
主
因
と
す
る
、
愛
情
の
劣
る
「
お
ろ
か
な
る
人
」
が

脱
落
し
、「
色
好
み
と
い
は
る
る
か
ぎ
り
五
人
」
の
上
流
貴
族
に
絞
り

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
五
人
の
求
婚
者
中
で
、
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
成
就
寸
前
、「
翁

は
、
閨
の
う
ち
、
し
つ
ら
ひ
な
ど
す
」
ま
で
、
姫
を
追
い
詰
め
得
た
の

は
、
唯
庫
持
皇
子
の
み
で
あ
っ
た
。

　
か
ぐ
や
姫
は
、庫
持
皇
子
提
出
の
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
を
作
製
し
た
、

「
鍛
冶
工
匠
六
人
」
に
よ
る
「
禄
」
請
求
の
直
訴
と
、
そ
の
根
拠
と
な

る
事
情
を
記
し
た
、「
奉
る
文
」
を
受
け
取
る
ま
で
、
提
出
物
を
本
物

と
思
い
込
ん
で
い
た
こ
と
が
、
次
の
叙
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
　�

…
…
か
ぐ
や
姫
、
暮
る
る
ま
ま
に
思
ひ
わ
び
つ
る
心
地
、
笑
ひ
さ

か
え
て
、
翁
を
呼
び
と
り
て
い
ふ
や
う
、「
ま
こ
と
蓬
萊
の
木
か

と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
か
く
あ
さ
ま
し
き
そ
ら
ご
と
に
て
あ
り
け
れ

ば
、
は
や
返
し
た
ま
へ
」
と
い
へ
ば
、
翁
答
ふ
、「
さ
だ
か
に
作

ら
せ
た
る
物
と
聞
き
つ
れ
ば
、
返
さ
む
こ
と
、
い
と
や
す
し
」
と
、

う
な
づ
き
を
り
。

　
　
　
か
ぐ
や
姫
の
心
ゆ
き
は
て
て
、
あ
り
つ
る
歌
の
返
し
、

　
　
　
　�

ま
こ
と
か
と
聞
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
を
か
ざ
れ
る
玉
の
枝

に
ぞ
あ
り
け
る

　
　�
と
い
ひ
て
、
玉
の
枝
も
返
し
つ
。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、

35
頁
。
傍
線
は
稿
者
、
以
下
同
じ
。
以
下
「
新
編
全
集
本
」
と
略

称
す
る
）

　
庫
持
皇
子
提
出
の
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
は
、
作
製
さ
れ
た
贋
物
で
あ
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二

る
こ
と
が
、
当
事
者
で
あ
る
「
鍛
冶
工
匠
」
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
結

果
、
意
に
反
し
て
結
婚
を
承
引
す
る
し
か
術
が
な
く
、
鬱
屈
し
て
い
た

か
ぐ
や
姫
の
心
は
、「
笑
ひ
さ
か
え
て
」「
ま
こ
と
蓬
萊
の
木
か
と
こ
そ

思
ひ
つ
れ
」
と
、
本
物
と
思
い
込
ん
で
い
た
こ
と
を
告
白
し
、「
心
ゆ

き
は
て
て
」、
皇
子
の
贈
歌
に
対
す
る
返
歌
「
言
の
葉
を
か
ざ
れ
る
玉

の
枝
に
ぞ
あ
り
け
る
」
を
「
い
ひ
」（
作
成
し
）
て
、
求
婚
を
拒
絶
し

結
着
す
る
の
で
あ
る
。

��

だ
が
、
提
出
さ
れ
た
贋
物
を
、
か
ぐ
や
姫
が
本
物
と
思
い
込
む
に
至

る
物
語
展
開
は
、
ど
の
よ
う
に
緻
密
に
準
備
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
分
析
を
主
と
し
な
が
ら
、
庫
持
皇
子
条
を
、
改

め
て
読
み
直
し
て
見
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
一

　
先
ず
、「
色
好
み
」
五
人
に
対
す
る
結
婚
の
条
件
と
し
て
の
難
題
提

示
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
か
ぐ
や
姫
、
石
作
の
皇
子
に
は
、「
仏
の
御
石
の
鉢
と
い
ふ
物

あ
り
。
そ
れ
を
取
り
て
賜
へ
」
と
い
ふ
。
庫
持
の
皇
子
に
は
、「
東

の
海
に
蓬
萊
と
い
ふ
山
あ
る
な
り
。
そ
れ
に
、
銀
を
根
と
し
、
金

を
茎
と
し
、
白
き
玉
を
実
と
し
て
立
て
る
木
あ
り
。
そ
れ
一
枝
折

り
て
賜
は
ら
む
」
と
い
ふ
。
い
ま
一
人
に
は
、「
唐
土
に
あ
る
火

鼠
の
皮
衣
を
賜
へ
」。
大
伴
の
大
納
言
に
は
、「
龍
の
頸
に
五
色
に

光
る
玉
あ
り
。
そ
れ
を
取
り
て
賜
へ
」。
石
上
の
中
納
言
に
は
、「
燕

の
持
た
る
子
安
の
貝
取
り
て
賜
へ
」
と
い
ふ
。（
24
頁
）

　
右
の
五
つ
の
難
題
の
内
、石
作
皇
子
に
課
さ
れ
た
「
仏
の
御
石
の
鉢
」

に
は
、「
と
い
ふ
」、
庫
持
皇
子
の
「
蓬
萊
山
」
に
は
、「
と
い
ふ
」
に

加
え
て
、伝
聞
の
助
動
詞
「
な
り
」
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、か
ぐ
や
姫
は
、

天
竺
と
蓬
萊
山
に
あ
る
課
題
の
物
品
を
、
実
見
し
て
い
る
訳
で
は
な
い

こ
と
が
、
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
唐
土
に
あ
る
「
火
鼠
の

皮
衣
」
と
、国
内
に
存
在
す
る
「
龍
の
頸
の
玉
」「
燕
の
子
安
貝
」
に
は
、

伝
聞
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。そ
の
差
異
に
基
づ
い
て
考
え
れ
ば
、

か
ぐ
や
姫
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
課
題
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
実
見
し
確

認
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う（

１
）。

　
か
ぐ
や
姫
が
、
庫
持
皇
子
に
対
し
て
難
題
を
課
す
時
点
で
、「
銀
を

根
と
し
、
金
を
茎
と
し
、
白
き
玉
を
実
と
し
て
立
て
る
木
」
と
、「
蓬

萊
の
玉
の
枝
」
の
詳
細
を
説
明
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
既
に
、
奥
津

春
雄
氏（
２
）が

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
子
が
「
鍛
冶
工
匠
」
に
、
贋

物
を
作
製
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、「
伏
線
」（
296
頁
）
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
姫
が
真
贋
を
判
断
す
る
手
懸
か

り
を
、
自
ら
喪
失
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る（
３
）こ

と
も
、
確
認
し
て
お
き

た
い
。
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で
は
、
か
ぐ
や
姫
は
、
何
故
に
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
の
詳
細
を
、
説

明
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
言
及
は
、
従
来

の
研
究
に
見
ら
れ
ず
、
か
ぐ
や
姫
の
単
純
な
錯
誤
と
理
解
さ
れ
て
き
た

よ
う
で
あ
る
。

　
だ
が
、「
玉
の
枝
」
提
出
後
に
、
か
ぐ
や
姫
の
部
屋
の
「
縁
に
這
ひ

の
ぼ
り
」、
翁
に
問
わ
れ
る
ま
ま
に
語
る
、
庫
持
皇
子
の
贋
「
蓬
萊
山

訪
問
談
」を
確
認
す
る
と
、「
世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
立
て
り
」、「
こ

の
取
り
て
持
ち
て
ま
う
で
来
た
り
し
は
、
い
と
わ
ろ
か
り
し
か
ど
も
」

と
説
明
し
て
い
る
発
言
に
対
し
て
、
室
内
で
聞
き
耳
を
立
て
る（
４
）姫

は
、

不
審
を
抱
か
ず
、
異
を
唱
え
て
い
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
蓬
萊
山

に
自
生
す
る
「
花
の
木
」
は
、
人
間
世
界
の
そ
れ
と
同
様
に
、
複
数
種

類
あ
っ
た
と
、
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
理
解
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
蓬
萊
山
の
出
典
と
理
解
さ
れ
て
い
る
『
列
子
』
湯
問
篇
を

確
認
す
る
と
、「
渤
海
之
東
」
に
あ
る
「
蓬
萊
」
を
含
む
五
山
に
は
、「
珠

玕
之
樹
皆
叢
生
」（
新
釈
漢
文
大
系
本
、215
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
珠

玕
之
樹
」と
い
う
叙
述
は
、『
淮
南
子
』地
形
訓
の「
崑
崙
の
虚
を
掘
り
て
、

以
て
地
に
下
す
。
中
に
増
城
の
九
重
な
る
有
り
（
中
略
）
上
に
木
禾
有

り
、
其
の
脩
さ
五
尋
。
珠
樹
・
玉
樹
・
琁
樹
・
不
死
樹
、
其
の
西
に
在
り
。

沙
棠
・
琅
玕
、
其
の
東
に
有
り
。
絳
樹
、
其
の
南
に
在
り
。
碧
樹
・
瑤

樹
、
其
の
北
に
在
り
」（
新
釈
漢
文
大
系
本
、
204･

207
頁
訓
読
文
）
の

よ
う
な
、
個
別
の
仙
木
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
珠
」（
玉
）
と
「
玕
」

（
玉
に
次
ぐ
美
石
）「
之
樹
」
と
い
う
、
蓬
萊
山
に
自
生
す
る
玉
の
木
の

総
括
的
表
現
な
の
で
あ
ろ
う（

５
）。

す
な
わ
ち
、
蓬
萊
山
に
は
、
複
数
種
類

の
玉
の
木
が
自
生
し
て
い
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
か
ぐ
や
姫
が
庫
持
皇
子
に
課
題
を
提
示
す
る
時
、「
蓬

萊
の
玉
の
枝
」
と
い
う
概
括
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
具
体

的
形
状
を
説
明
し
て
、
特
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

結
果
、
贋
物
の
作
製
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
庫
持
皇
子
条
の
叙
述
を
、
冒
頭
部
か

ら
読
み
直
す
こ
と
を
通
し
て
、
か
ぐ
や
姫
が
贋
物
を
本
物
と
信
じ
込
ん

で
ゆ
く
過
程
を
、
確
認
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
読
み
を
再
検
討
し
て

み
た
い
と
思
う
。

　
先
ず
、
都
を
出
発
し
て
、
難
波
の
港
に
向
か
う
叙
述
か
ら
、
検
討
を

加
え
て
み
た
い
。

　
庫
持
の
皇
子
は
、
心
た
ば
か
り
あ
る
人
に
て
、
朝
廷
に
は
、「
筑

紫
の
国
に
湯
あ
み
に
ま
か
ら
む
」
と
て
暇
申
し
て
、
か
ぐ
や
姫
の

家
に
は
、「
玉
の
枝
取
り
に
な
む
ま
か
る
」
と
い
は
せ
て
、
下
り

た
ま
ふ
に
、
仕
う
ま
つ
る
べ
き
人
々
、
み
な
難
波
ま
で
御
送
り
し

け
る
。
皇
子
、「
い
と
忍
び
て
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
人
も
あ
ま

た
率
て
お
は
し
ま
さ
ず
。
近
う
仕
う
ま
つ
る
か
ぎ
り
し
て
い
で
た
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ま
ひ
ぬ
。
御
送
り
の
人
々
、
見
た
て
ま
つ
り
送
り
て
帰
り
ぬ
。

　「
お
は
し
ま
し
ぬ
」
と
人
に
は
見
え
た
ま
ひ
て
、
三
日
ば
か
り

あ
り
て
、
漕
ぎ
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。（
27
頁
）

　「
心
た
ば
か
り
あ
る
人
」
た
る
庫
持
皇
子
は
、
朝
廷
に
は
、
筑
紫
国

で
の
湯
治
の
た
め
の
休
暇
を
申
請
し
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
は
使
者
を

派
遣
し
て
、
蓬
萊
山
へ
の
旅
立
ち
を
報
告
さ
せ
た
上
で
、
難
波
の
港
に

下
向
し
て
い
る
。「
仕
う
ま
つ
る
べ
き
人
々
、
み
な
難
波
ま
で
御
送
り
」

し
て
の
出
航
は
、
奥
津
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
半
分
は
（
朝
廷

と
世
間
の
人
々
に
対
す
る
＝
曽
根
注
）
宣
伝
の
た
め
、
半
分
は
邸
の
家

族
・
召
使
い
を
も
騙
す
た
め
」（
296
頁
）
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
、「
車

持
皇
子
は
、
表
向
き
は
筑
紫
に
湯
治
に
行
く
と
い
う
こ
と
に
し
て
、「
い

と
忍
び
て
」
船
出
し
た
」（
297
頁
）
の
で
あ
っ
て
、
皇
子
に
随
行
す
る

従
者
を
、「
近
う
仕
う
ま
つ
る
か
ぎ
り
」
に
限
定
し
た
の
は
、
玉
の
枝

の
贋
物
作
製
の
秘
密
の
漏
洩
防
止
を
主
と
し
つ
つ
、
作
製
す
る
「
た
は

や
す
く
人
寄
り
来
ま
じ
き
家
」
の
狭
隘
さ
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
朝
廷
や
世
間
の
人
々
と
、
庫
持
皇
子
邸
の
家
族
や
従
者
が
、

皇
子
は
筑
紫
に
赴
い
た
と
理
解
し
て
い
る
以
上
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に

派
遣
さ
れ
た
従
者
も
、
皇
子
に
随
行
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
か
ぐ
や
姫
か
ら
課
さ
れ
た
難
題
の
情
報
が
、
求
婚
者
家
の
従
者
と
共

有
さ
れ
て
い
た
の
か
否
か
は
、
区
々
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
石
作
皇
子
の
場
合
、
か
ぐ
や
姫
に
は
、「
今
日
な
む
、
天
竺
に
石
の

鉢
取
り
に
ま
か
る
」
と
、
使
者
に
報
告
さ
せ
て
、「
三
年
ば
か
り
」、
大

和
国
十
市
郡
周
辺
の
山
中
（
山
寺
欤
）
に
身
を
隠
し
て
い
た
よ
う
な
の

だ
が
（
朝
廷
に
対
す
る
休
暇
申
請
の
理
由
は
不
記
載
で
あ
る
）、
求
婚

者
五
人
中
で
最
も
身
分
の
高
貴
な
皇
子
が
、
こ
の
間
、
生
活
上
の
雑
事

を
自
ら
担
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
舎
人
の
同
行
は
と
も
か
く
と
し
て
、

少
数
の
従
者
は
、
同
行
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
具
体
的
に
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
使
者

は
、
姫
に
課
さ
れ
た
石
作
皇
子
の
課
題
を
熟
知
し
て
お
り
、
皇
子
に
同

行
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
ぐ
や
姫
に
課
さ
れ
た
難

題
の
こ
と
は
、
庫
持
皇
子
の
場
合
と
同
様
に
、
極
一
部
の
従
者
を
除
い

て
、
知
ら
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
阿
部
御
主
人
の
場
合
は
、「
火
鼠
の
皮
衣
」
入
手

の
た
め
に
、
小
野
房
守
が
御
主
人
の
手
紙
と
砂
金
を
携
行
し
て
、
唐
土

の
王
慶
の
元
に
派
遣
さ
れ
て
お
り
（
警
護
の
た
め
の
従
者
若
干
名
も
、

同
行
し
た
は
ず
で
あ
る
）、
こ
の
こ
と
は
、
従
者
間
で
共
有
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
熟
知
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
異

国
で
あ
る
唐
土
へ
の
出
国
に
は
、
朝
廷
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
は
ず

（
渡
海
制
）
な
の
だ
が
、
そ
の
詳
細
は
、
省
略
に
付
さ
れ
て
い
る
。

　
大
伴
御
行
の
場
合
は
、「
我
が
家
に
あ
り
と
あ
る
人
」
を
集
め
て
、「
龍
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『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

の
頸
の
玉
」
の
入
手
を
指
示
し
て
お
り
、
石
上
麻
呂
足
の
場
合
も
、「
家

に
使
は
る
る
を
の
こ
ど
も
」
に
、「
燕
の
子
安
貝
」
の
情
報
提
供
を
求

め
て
い
て
、
か
ぐ
や
姫
に
課
さ
れ
た
難
題
の
情
報
は
、
従
者
と
共
有
さ

れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
天
竺
」
や
「
蓬
萊
」
と
い
う
、
赴
く
こ
と
が
困

難
な
地
域
に
存
在
す
る
難
題
を
課
さ
れ
て
、
入
手
の
た
め
の
正
統
な
行

動
を
取
ら
ず
、贋
物
で
代
替
し
て
か
ぐ
や
姫
を
欺
こ
う
と
す
る
場
合
に
、

秘
密
保
持
の
た
め
の
対
策
と
し
て
、
難
題
の
情
報
を
管
理
す
る
必
要
が

生
じ
、
従
者
と
の
共
有
は
、
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　二

　
出
航
三
日
程
後
の
深
夜
に
、
庫
持
皇
子
は
、
難
波
の
港
に
漕
ぎ
帰
り
、

事
前
に
指
示
し
て
呼
び
寄
せ
て
お
い
た
「
そ
の
時
、
一
の
宝
な
り
け
る

鍛
冶
工
匠
六
人
」
と
合
流
し
、
他
人
が
容
易
に
は
近
づ
け
な
い
家
を
造

っ
て
、
そ
こ
で
、
か
ぐ
や
姫
の
提
示
通
り
の
贋
物
を
、
作
製
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
場
所
に
つ
い
て
、
東
望
歩
氏（
６
）は

、「
数
日
後
ひ
そ
か
に
都
へ
戻

っ
て
召
し
抱
え
た
鍛
冶
工
匠
た
ち
と
と
も
に
隠
れ
過
ご
す
」（
１
頁
）と
、

庫
持
皇
子
は
秘
密
裡
に
、
奈
良
の
都
（
藤
原
京
で
あ
ろ
う（
７
））

に
戻
り
、

都
内
に
居
を
構
え
て
作
製
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
人
目
の
多
さ

と
露
見
の
危
険
性
を
考
え
る
と
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
奥
津
氏
が
「
多

分
山
奥
に
作
っ
た
で
あ
ろ
う
玉
作
り
の
工
房
に
入
っ
た
」（
296
頁
）
と
、

指
摘
さ
れ
る
の
が
穏
当
で
あ
り
、
敢
え
て
い
え
ば
、
摂
津
国
と
大
和
国

の
間
に
位
置
す
る
、
生
駒
山
中
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　「
か
ぐ
や
姫
の
の
た
ま
ふ
や
う
に
違
は
ず
」
作
製
し
た
贋
物
は
、
緻

密
な
計
算
に
基
づ
い
て
、
人
目
に
触
れ
に
く
い
深
夜
に
、
山
中
か
ら
難

波
の
港
に
運
び
出
さ
れ
、
庫
持
皇
子
は
、
再
び
出
航
し
た
の
で
あ
っ
て
、

東
氏
の
指
摘
さ
れ
る
「
皇
子
は
再
び
都
を
抜
け
出
し
」（
１
頁
）
た
訳

で
は
あ
る
ま
い
。
贋
物
の
完
成
後
、役
割
を
終
え
た
「
鍛
冶
工
匠
」
は
、

秘
密
の
露
見
回
避
を
主
因
と
し
て
、
庫
持
皇
子
と
は
別
行
動
を
取
り
、

先
に
都
に
帰
還
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

　「
船
に
乗
り
て
帰
り
来
に
け
り
」
と
殿
に
告
げ
や
り
て
、
い
と

い
た
く
苦
し
が
り
た
る
さ
ま
し
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
迎
へ
に
人
多
く

参
り
た
り
。
玉
の
枝
を
ば
長
櫃
に
入
れ
て
、
物
お
ほ
ひ
て
持
ち
て

参
る
。
い
つ
か
聞
き
け
む
、「
庫
持
の
皇
子
は
優
曇
華
の
花
持
ち

て
上
り
た
ま
へ
り
」
と
の
の
し
り
け
り
。

　
こ
れ
を
、
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、
我
は
こ
の
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し

と
、
胸
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
。（
28
頁
）

　
三
年
前
の
難
波
出
航
時
、
そ
の
目
的
は
、
筑
紫
国
で
の
湯
治
で
あ
っ
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た
の
だ
か
ら
、
庫
持
皇
子
は
、
健
康
を
回
復
し
て
戻
っ
て
来
た
は
ず
な

の
に
、
帰
航
時
の
皇
子
は
、「
い
と
い
た
く
苦
し
が
り
た
る
さ
ま
」
と
、

疲
労
困
憊
し
た
状
態
で
座
り
込
ん
で
い
る
。

　
こ
の
時
点
で
既
に
、
庫
持
皇
子
の
行
動
は
、
出
航
時
と
の
矛
盾
を
無

視
し
、
世
間
の
人
々
の
記
憶
の
朧
化
と
、
噂
の
一
過
性
に
付
け
込
ん
で
、

か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
成
就
を
最
優
先
し
、
蓬
萊
山
か
ら
帰
国
し
た
と
い

う
前
提
で
の
、
緻
密
な
計
算
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

　
留
守
邸
を
守
っ
て
い
た
迎
え
の
大
勢
の
従
者
と
共
に
、
都
を
目
指
す

庫
持
皇
子
は
、「
玉
の
枝
」
を
納
め
た
長
櫃
に
覆
い
を
掛
け
た
た
め
、

世
間
の
人
々
は
、「
優
曇
華
の
花
」
と
勘
違
い
し
て
噂
し
、
大
騒
ぎ
し

て
い
る
。
こ
の
混
乱
は
、
奥
津
氏
が
指
摘
さ
れ
る
「
民
衆
は
、
な
ん
だ

か
分
か
ら
な
い
が
え
ら
い
宝
物
ら
し
い
と
い
う
の
で
、
日
頃
説
法
の
場

で
聞
き
覚
え
た
優
曇
華
を
想
像
し
た
」（
297
頁
）
こ
と
に
、
起
因
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
こ
の
噂
を
聞
き
付
け
た
か
ぐ
や
姫
の
反
応
、「
我
は
こ
の

皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。
日
本
古
典
集
成
本
は
、「
か
ぐ
や
姫

は
庫
持
の
皇
子
の
奸
計
を
全
く
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
、
情
況
の
ま
ま

に
一
喜
一
憂
す
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
」（
23
頁
頭
注
一
二
）

と
し
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
、「
か
ぐ
や
姫
は
前
話
と
は
対
照

的
に
、
皇
子
の
た
く
ら
み
が
見
抜
け
ず
、
玉
の
枝
を
受
け
取
る
前
の
段

階
で
自
分
の
負
け
を
覚
悟
す
る
」（
16
頁
脚
注
九
）、「
敗
北
を
恐
れ
て

一
喜
一
憂
す
る
人
と
し
て
描
か
れ
る
」（
同
一
〇
）
と
付
注
し
て
い
る
。

　
世
間
の
噂
「
優
曇
華
の
花
」
を
聞
き
付
け
た
か
ぐ
や
姫
は
、
庫
持
皇

子
に
敗
北
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
、
不
安
を
抱
く
こ
と
は
あ
り
得
よ
う

が
、「
負
け
ぬ
べ
し
」
と
、
強
意
の
助
動
詞
「
ぬ
」
と
当
然
の
助
動
詞

「
べ
し
」
を
使
用
し
て
強
調
し
、「
胸
つ
ぶ
れ
」
る
思
い
で
敗
北
を
覚
悟

し
て
い
る
の
は
、
姫
に
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、「
皇
子
の
奸
計
を
全
く
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
」
や
「
皇

子
の
た
く
ら
み
が
見
抜
け
ず
」「
敗
北
を
恐
れ
て
」
の
こ
と
で
は
な
く
、

か
ぐ
や
姫
が
結
婚
の
条
件
と
し
て
難
題
を
提
示
し
た
時
点
で
、
蓬
萊
山

に
自
生
す
る
複
数
の
木
の
中
か
ら
特
定
す
べ
く
、「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」

に
関
す
る
具
体
的
な
情
報
、「
銀
を
根
と
し
、
金
を
茎
と
し
、
白
き
玉

を
実
と
し
て
立
て
る
木
」
を
開
示
し
て
し
ま
っ
て
お
り
（
葉
と
花
の
説

明
は
な
く
、
問
題
と
さ
れ
て
も
い
な
い
）、
そ
れ
に
従
っ
て
庫
持
皇
子

が
作
製
す
れ
ば
、
真
贋
を
判
別
す
る
方
法
が
な
い
こ
と
に
、
姫
自
身
が

気
付
い
た
か
ら
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
点
で
の
か
ぐ
や
姫
は
、
庫
持
皇
子
が
持
参
す
る
「
蓬
萊
の
玉

の
枝
」
に
、
疑
念
を
抱
き
な
が
ら
も
、
真
贋
を
判
別
す
る
た
め
の
手
段

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
求
婚
を
拒
絶
す
る
目
処
が
立
た
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『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

な
い
閉
塞
感
・
絶
望
感
が
、「
負
け
ぬ
べ
し
」「
胸
つ
ぶ
れ
」
る
思
い
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　三

　
帰
京
し
た
庫
持
皇
子
が
翁
邸
を
訪
問
し
、贋
物
の
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」

を
提
出
す
る
展
開
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
か
か
る
ほ
ど
に
、
門
を
叩
き
て
、「
庫
持
の
皇
子
お
は
し
た
り
」

と
告
ぐ
。「
旅
の
御
姿
な
が
ら
お
は
し
た
り
」
と
い
へ
ば
、
あ
ひ

た
て
ま
つ
る
。

　
皇
子
の
の
た
ま
は
く
、「
命
を
捨
て
て
か
の
玉
の
枝
持
ち
て
来

た
る
」
と
て
、「
か
ぐ
や
姫
に
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
」
と
い

へ
ば
、
翁
持
ち
て
入
り
た
り
。
こ
の
玉
の
枝
に
、
文
ぞ
つ
け
た
り

け
る
。

　
　�

い
た
づ
ら
に
身
は
な
し
つ
と
も
玉
の
枝
を
手
折
ら
で
さ
ら
に

帰
ら
ざ
ら
ま
し

　
こ
れ
を
も
あ
は
れ
と
も
見
で
を
る
に
、
竹
取
の
翁
、
走
り
入
り

て
、
い
は
く
、「
こ
の
皇
子
に
申
し
た
ま
ひ
し
蓬
萊
の
玉
の
枝
を
、

一
つ
の
所
あ
や
ま
た
ず
持
て
お
は
し
ま
せ
り
。
何
を
も
ち
て
、
と

か
く
申
す
べ
き
。
旅
の
御
姿
な
が
ら
、
わ
が
御
家
へ
も
寄
り
た
ま

は
ず
し
て
お
は
し
ま
し
た
り
。
は
や
、
こ
の
皇
子
に
あ
ひ
仕
う
ま

つ
り
た
ま
へ
」
と
い
ふ
に
、
物
も
い
は
ず
、
頰
杖
を
つ
き
て
、
い

み
じ
く
嘆
か
し
げ
に
思
ひ
た
り
。（
29
頁
）

　
帰
京
し
た
庫
持
皇
子
の
翁
邸
到
来
が
、「
か
か
る
ほ
ど
に
」
と
叙
述

さ
れ
、「
旅
の
御
姿
な
が
ら
」
と
重
ね
ら
れ
る
時
、
か
ぐ
や
姫
に
対
す

る
愛
情
と
誠
意
の
深
さ
を
強
調
す
る
た
め
、
難
波
の
港
か
ら
直
行
し
た

と
い
う
先
入
観
を
読
者
に
抱
か
せ
る
の
だ
が
、
実
際
は
、「
難
波
よ
り
、

昨
日
な
む
都
に
ま
う
で
来
つ
る
」（
33
頁
）と
皇
子
自
ら
が
語
っ
て
い
て
、

訪
問
の
前
日
に
都
に
到
着
し
て
い
る
。
庫
持
皇
子
が
、何
故
に
「
昨
日
」

の
内
に
、
翁
邸
を
訪
問
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

「
鍛
冶
工
匠
」
に
よ
る
「
禄
」
直
訴
の
問
題
と
絡
め
て
後
述
す
る
こ
と

に
し
、
今
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に

留
め
て
お
く
。

　
さ
て
、
提
出
さ
れ
た
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
に
は
、
和
歌
が
付
さ
れ
て

お
り
、
た
と
え
命
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
持
ち
帰
っ
て
来
た
こ
と
で
あ

ろ
う
、
入
手
せ
ず
に
空
し
く
帰
国
し
た
り
は
し
な
い
と
い
う
、
庫
持
皇

子
の
熱
意
溢
れ
る
思
い
に
対
し
て
、結
婚
回
避
の
た
め
に
難
題
を
課
し
、

求
婚
を
退
け
よ
う
と
し
た
か
ぐ
や
姫
は
、「
あ
は
れ
と
も
見
で
を
る
に
」

と
、
心
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
庫
持
皇
子
と
の
結
婚
を
望
む
翁
は
、「
一
つ
の
所
あ
や
ま
た
ず
持
て

お
は
し
ま
せ
り
」
と
、
提
出
さ
れ
た
「
玉
の
枝
」
が
、
か
ぐ
や
姫
の
提
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示
通
り
の
物
品
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、「
閨
の
う
ち
、
し
つ
ら
ひ
な

ど
す
」
と
、
皇
子
と
の
結
婚
準
備
を
整
え
て
行
く
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
か
ぐ
や
姫
は
、
自
ら
実
見
し
確
認
し
て
も
、
贋
物

で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
で
き
ず
、
本
物
と
是
認
す
る
し
か
術
の
な
い
現

状
で
は
、「
物
も
い
は
ず
、頬
杖
を
つ
き
て
、い
み
じ
く
嘆
か
し
げ
に
思
」

う
し
か
な
い
。
そ
し
て
、「
取
り
が
た
き
物
を
、
か
く
あ
さ
ま
し
く
持

て
来
る
こ
と
を
、
ね
た
く
思
ふ
」
か
ぐ
や
姫
は
、
提
出
さ
れ
た
「
玉
の

枝
」
を
本
物
と
認
め
て
、
結
婚
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
ず
、
追
い
詰
め

ら
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
翁
か
ら
の
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
入
手
の
経
緯
に
関
す
る
問
い

掛
け
に
、
庫
持
皇
子
が
展
開
す
る
贋
「
蓬
萊
山
訪
問
談
」
は
、
室
内
で

聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
か
ぐ
や
姫
を
も
欺
い
て
、
提
出
さ
れ
た
「
玉
の

枝
」
が
本
物
で
あ
る
こ
と
を
補
強
し
、
結
婚
を
確
定
す
る
役
割
を
果
た

す
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　
こ
の
「
訪
問
談
」
に
関
し
て
、
関
根
賢
司
氏（
８
）は

、
翁
と
庫
持
皇
子
が

「
異
郷
の
時
間
に
つ
い
て
無
知
だ
っ
た
」（
145
頁
）
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
往
路
の
五
百
余
日
プ
ラ
ス
逡
巡
の
二
、三
日
プ
ラ
ス
帰
路
の

四
百
余
日
、
二
年
以
下
で
も
三
年
以
上
で
も
な
い
、
ち
ょ
う
ど
三

年
以
内
ぎ
り
ぎ
り
の
帰
還
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
計
算
し

つ
く
さ
れ
た
時
間
は
、
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
地
上
の
／
机
上
の
時

間
で
あ
る
か
ら
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
蓬
萊
の
山
と
い
う
異
郷

に
降
り
立
っ
た
と
言
い
は
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
郷
の

時
間
と
交
錯
し
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
異
郷
を
体
験
し
な
か

っ
た
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
暴
露
し
、
証
し
立
て
て
し
ま
っ
て
い
る

の
だ
。

　
庫
持
皇
子
は
、
蓬
萊
山
を
訪
問
し
た
の
だ
か
ら
、
仙
界
の
時
間
を
体

得
し
、
そ
の
滞
在
期
間
中
に
、
人
間
世
界
で
は
長
い
時
間
が
経
過
し
た

は
ず
な
の
に
、
そ
の
よ
う
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
矛
盾
と
理
解

し
、「
異
郷
を
体
験
し
な
か
っ
た
」
こ
と
、
蓬
萊
山
に
は
到
達
し
て
い

な
い
こ
と
を
、
自
ら
暴
露
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
東
氏
は
、「『
竹
取
物
語
』
の
作
品
世
界
に
お
い
て
異

界
と
俗
界
に
お
け
る
時
間
の
相
対
性
は
意
識
さ
れ
て
い
る
」（
10
頁
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
蓬
萊
訪
問
譚
に
お
い
て
は
」、「
現
実
の
俗
界
と

虚
構
の
異
界
と
の
間
に
流
れ
る
時
間
は
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
っ
て
い
」

て
、「
時
間
の
流
れ
の
相
違
が
作
為
的
に
削
除
さ
れ
」、「
う
か
ん
る
り
」

が
名
前
を
尋
ね
る
問
い
掛
け
に
答
え
ず
、「
山
中
に
入
ら
な
か
っ
た
皇

子
は
、
異
界
の
時
間
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
帰
還
す
る
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
異
郷
を
訪
問
し
、
人
間
世
界
と
は
異
な
る
時
間
の
流
れ
を
体



九

『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

得
す
る
た
め
の
条
件
は
、
そ
の
地
を
訪
問
し
滞
在
す
る
こ
と
―
―
庫
持

皇
子
は
、
水
を
汲
む
仙
女
「
う
か
ん
る
り
」
を
見
出
し
て
上
陸
し
、
蓬

萊
山
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
山
裾
を
辿
っ
て
、「
い
と
わ
ろ

か
」る「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」を
入
手
し
、帰
国
の
途
に
就
い
て
い
る
以
上
、

滞
在
は
数
時
間
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
―
―
だ
け
で
、
充
足
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
節
以
下
で
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　四

　
先
ず
、「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
の
典
拠
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
列
子
』

湯
問
篇
の
訓
読
文
を
引
用
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

革
曰
く
、
渤
海
の
東
、
幾
億
万
里
な
る
を
知
ら
ず
、
大
壑
有
り
。

実
に
惟
れ
底
無
き
の
谷
な
り
。
其
の
下
、
底
無
し
。
名
づ
け
て
帰

墟
と
曰
ふ
。
八
紘
九
野
の
水
、
天
漢
の
流
れ
、
之
に
注
が
ざ
る
は

莫
き
に
、増
す
こ
と
無
く
減
る
こ
と
無
し
。
其
の
中
に
五
山
有
り
。

一
に
曰
く
、
岱
輿
。
二
に
曰
く
、
員
嶠
。
三
に
曰
く
、
方
壷
。
四

に
曰
く
、
瀛
洲
。
五
に
曰
く
、
蓬
萊
。
其
の
山
、
高
下
周
旋
三
万

里
。
其
の
頂
、
平
処
九
千
里
。
山
の
中
閒
、
相
去
る
こ
と
七
万
里
、

以
て
鄰
居
と
為
す
。
其
の
上
の
台
観
は
皆
金
玉
、
其
の
上
の
禽
獣

は
皆
純
縞
。
珠
玕
の
樹
皆
叢
生
し
、
華
実
皆
滋
味
有
り
、
之
を
食

へ
ば
、
皆
老
い
ず
死
な
ず
。
居
る
所
の
人
は
、
皆
仙
聖
の
種
に
し

て
、
一
日
一
夕
、
飛
ん
で
相
往
来
す
る
者
、
数
ふ
可
か
ら
ず
。（
新

釈
漢
文
大
系
本
、
215
頁
）

　
渤
海
の
東
に
あ
る
「
帰
墟
」
と
い
う
底
な
し
の
深
い
谷
に
、「
蓬
萊
」

を
含
む
五
つ
の
山
が
あ
り
、そ
の
頂
上
の
平
地
に
生
え
る
「
珠
玕
の
樹
」

の
「
華
実
」
を
食
す
る
と
、
皆
が
「
不
老
不
死
」
の
仙
人
に
な
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
依
れ
ば
、
訪
問
す
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
、「
華
実
」
を
摂
取
す
る
こ
と
が
、
仙
人
に
な
る
た
め
の
条
件

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
小
川
環
樹
氏（
９
）は

、
魏
晋
以
降
唐
末
五
代
ま
で
の
「
仙
郷
談
」

五
一
篇
の
説
話
に
、「
ほ
ぼ
共
通
に
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
要
点
」（
267

頁
）
八
点
を
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
仙
人
と
な
る
方
法
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　（
３
）
仙
薬
と
食
物
。
仙
薬
を
与
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
そ
れ

以
外
の
食
物
を
た
べ
る
こ
と
。

　
丹
薬
を
服
用
す
る
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
仙
人
と
な

る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
仙
郷
へ
行
っ
た
人
が
誰
で
も
仙
人
と
な

る
資
格
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
が
、
そ
の
別
世
界
に
と
ど
ま
る

時
間
は
短
く
て
も
、
そ
こ
の
食
物
を
と
る
こ
と
が
一
つ
の
條
件
と

な
る
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
食
物
を
分
か
つ
こ

と
が
、
そ
の
世
界
に
参
与
す
る
條
件
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も



一
〇

あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
仙
郷
の
食
物
は
そ
こ
に
は
い
り
こ

ん
だ
人
の
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
食
物
が
よ

き
結
果
を
も
た
ら
す
と
も
限
ら
な
い
。（
268
頁
）

　
八
点
の
「
こ
の
要
素
は
、
す
べ
て
具
わ
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
」

（
270
頁
）
と
断
り
な
が
ら
も
、「
仙
郷
」
を
訪
問
し
た
人
間
が
、
仙
人
に

な
れ
る
か
否
か
の
分
岐
点
は
、「
仙
薬
」
の
服
用
か
、そ
の
地
の
「
食
物
」

を
摂
取
す
る
こ
と
に
懸
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
従
え
ば
、『
列
子
』
の
事
例
は
、「
珠
玕
の
樹
」
の
「
華
実
」

を
食
す
る
こ
と
な
の
で
、「
食
物
」
摂
取
の
事
例
に
該
当
し
よ
う
。

　
そ
し
て
、
人
間
世
界
に
帰
還
し
た
時
に
、
彼
我
の
時
間
の
流
れ
に
差

異
が
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　（
７
）
時
間
。
仙
郷
に
お
け
る
時
間
の
経
過
速
度
を
強
調
す
る

こ
と
は
、
か
な
り
多
い
。

　
人
間
界
と
仙
界
と
で
、
時
間
の
尺
度
が
全
然
ち
が
っ
て
い
る
と

の
観
念
は
重
要
で
あ
る
。
王
質
の
話（「
述
異
記
」巻
上
お
よ
び「
水

経
注
」
巻
四
十
）
は
、
浦
島
説
話
あ
る
い
はRip�van�W

inkle

型
説
話
の
典
型
的
な
形
を
備
え
て
い
る
。
い
っ
た
い
時
間
と
生
命

の
持
続
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。（
270
頁
）

　
右
に
挙
げ
ら
れ
る
王
質
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
述
異
記）
（1
（

』
上
巻
で
は
、

石
室
山
で
木
を
伐
る
内
に
、「
童
子
数
人
」が「
棊
而
歌
」の
を
見
て（『
太

平
寰
宇
記）
（（
（

』
巻
九
七
所
引
の
『
述
異
記
』
で
は
、「
二
童
子
」
が
「
対
奕
」

す
る
の
を
見
、『
水
経
注）
（1
（

』
巻
四
〇
所
引
の
『
東
陽
記
』
で
は
、「
童
子

四
人
」
が
「
弾
琴
而
歌
」
の
を
聞
く
と
あ
る
）、「
棗
核
」
の
よ
う
な
物

を
も
ら
っ
て
口
に
含
む
と
、
空
腹
を
覚
え
ず
、
暫
く
し
て
帰
宅
を
促
さ

れ
、「
斧
」
が
「
爛
尽
」
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。
戻
っ
た

故
郷
は
「
無
復
時
人
」
と
記
さ
れ
（『
太
平
寰
宇
記
』
は
「
百
歳
」
が

経
過
し
、『
水
経
注
』
は
「
数
十
年
」
が
経
過
し
て
い
た
と
記
す
）、
長

期
間
が
経
過
し
て
い
た
。

　
こ
の
王
質
の
場
合
は
、「
棗
」の
種
の
よ
う
な
物
を
口
に
含
む
こ
と
で
、

仙
界
の
時
間
を
体
得
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、「
食
物
」
摂
取

の
事
例
に
包
含
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　五

　
次
に
、
日
本
の
事
例
を
検
討
す
る
と
、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の

「
筒
川
の
嶼し
ま

子こ

」（
伊
預
部
馬
養
執
筆
「
水
江
浦
嶼
子
」
と
内
容
は
矛
盾

し
な
い
）
が
、
海
上
の
島
で
あ
る
「
蓬
と
こ
よ
の
く
に

山
」
を
訪
れ
、
滞
在
し
た
こ
と

は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
女を
と
め娘
の
父か
そ

母い
ろ

共も
ろ

相と
も

に
迎
へ
、
揖を
ろ
がみ
て
坐ゐ
し
きに
ま
し
き
。
こ
こ
に
、

人ひ
と

間の
よ

と
仙と
こ
よ都

の
別わ
き

を
称と説
き
、
人
と
神
の
偶た
ぐ
ひ会

の
嘉よ
し
み

を
談か

議た

れ

り
。
乃
ち
百も
も
つ
し
な品の

芳よ

き
味あ
ぢ

を
薦す
す

む
。
兄は

ら

か

ら

弟
姉
妹
等た
ち

、
坏
さ
か
づ
きを

挙さ
さ

げ
献く
み



一
一

『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

酬か
は

せ
り
。（
中
略
）
仙う

歌た

は
寥は
る
け
く
ひ
び

亮
き
、
神ま

儛ひ

は
逶も
こ

迤よ
か

な
り
。
そ
れ
、

歓う
た
げ宴

の
さ
ま
、
人
間
に
万よ
ろ
づ
ま
さ倍れ

り
。
こ
こ
に
日
の
暮
る
る
を
知
ら

ず
。（
中
略
）
肩
を
双な
ら

べ
袖
を
接あ

は
せ
、
夫み

婦と

之の

理ま
ぐ

をは
ひ

成な

し
き
。

　
時
に
嶼
子
、
旧ふ
る

俗さ
と

を
遺わ
す

れ
仙
都
に
遊
び
、
既
に
三み
と
せ歳
の
ほ
ど
を

逕へ

ぬ
。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
風
土
記
』、
476
頁
）

　
嶼
子
は
、独
り
海
に
出
て
、「
五い
つ

色い
ろ

の
亀
」
を
釣
り
上
げ
「
寐い
ね

つ
る
に
」、

亀
は「
婦を
み
な人
」（
亀
比
売
）に
変
身
し
、出
会
っ
た
事
情
を
説
明
し
た
上
で
、

嶼
子
に
求
婚
す
る
。
嶼
子
が
承
諾
す
る
と
、「
蓬
山
に
赴ゆ

か
む
」
と
い

っ
て
嶼
子
を
眠
ら
せ
、
瞬
時
に
、
海
上
の
「
博と
ほ
し
ろ
き
し
ま

大
之
嶋
」
に
到
着
す
る
。

そ
し
て
、
亀
比
売
の
家
を
訪
れ
て
、
右
の
よ
う
な
展
開
と
な
る
の
だ
が
、

「
忽に
は
かに
懐く
に
し
の
ひ
の
こ
こ
ろ

土
之
心
を
起
し
」、「
暫
し
ま
し

本も
と
つ
く
に
俗
に
還
り
二か
そ

親い
ろ

に
奉あ

拝は

ま
く
ほ
り
」

し
て
、筒
川
に
戻
っ
て
み
る
と
、「
蓬
山
」（「
仙
都
」
と
も
表
記
）
で
「
三

歳
」
過
ご
す
間
に
、人
間
世
界
で
は
「
三み
も
も
と
せ
あ
ま
り

百
余
歳
」
が
経
過
し
て
い
た
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
帰
還
し
た
故
郷
は
、「
一か
た

親お
や

に
す
ら
会
は
ず
」
と
い
う
状
態
で
、「
亀

比
売
」
に
思
い
を
馳
せ
る
あ
ま
り
、「
君
終つ
ひ

に
賤わ

妾れ

を
遺す

て
ず
、
眷か
へ

り

尋
ね
む
と
お
も
は
ば
、
匣く
し
げを

堅か

握た

め
て
、
慎ゆ
め

な
開
き
見
そ
」
と
、
禁
止

し
て
渡
さ
れ
た
「
玉
匣
」
を
開
け
た
と
こ
ろ
、「
芳よ
き
ら
に
の
か
を
り

蘭
之
体
、
風
雲
の

む
　
た
翩
ひ
る
が
へり

て
蒼そ

天ら

に
飛
び
ゆ
き
」、「
か
へ
り
て
ま
た
会
ふ
こ
と
の
難

き
」
状
態
と
な
る
。

　
こ
の
「
玉
匣
」
に
入
っ
て
い
た
「
芳
蘭
之
体
」
は
、
人
間
世
界
に
戻

っ
た
嶼
子
が
、「
蓬
山
」
の
亀
比
売
と
再
会
す
る
た
め
の
必
須
条
件
で

あ
っ
た
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
開
封
後
の
嶼
子
の
身

体
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
三
浦
佑
之
氏）

（1
（

は
、「「
玉
匣
」
の
中
に
は
、
地
上
の
時
間
の
経
過
か
ら

島
子
を
守
る
た
め
に
、
島
子
の
魂
が
封
じ
籠
め
ら
れ
て
い
た
」（
92
頁
）

の
で
あ
り
、「
箱
を
開
く
と
い
う
行
為
は
、
島
子
の
魂
と
肉
体
が
、
過

ぎ
去
っ
た
地
上
の
時
間
で
あ
る
三
百
年
を
瞬
間
的
に
浴
び
る
」（
93
頁
）

こ
と
で
あ
っ
て
、「
若
々
し
い
肉
体
が
瞬
間
的
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、「
玉
匣
」
中
か
ら
「
蒼
天
に
飛
び
」

去
っ
た
「
芳
蘭
之
体
」
と
は
、
嶼
子
が
体
得
し
て
い
た
「
蓬
山
」
の
特

質
で
あ
る
、「
不
老
不
死
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
永
遠
に
喪
失
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う）
（1
（

。

　「
蓬
山
」
で
の
「
三
歳
」
が
、
人
間
世
界
の
「
三
百
余
歳
」
に
相
当

す
る
と
い
う
、
異
郷
と
人
間
世
界
と
で
、
時
間
の
流
れ
が
相
違
す
る
事

例
は
、
典
型
的
な
類
型
な
の
だ
が
、
嶼
子
は
「
蓬
山
」
で
、
如
何
に
し

て
「
芳
蘭
之
体
」（
不
老
不
死
）
を
体
得
し
た
の
か
を
考
え
る
と
、「
仙

薬
」
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
百
品
の
芳
き
味
」
を
賞
味
し
、「
坏

を
挙
げ
献
酬
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嶼
子
の
場

合
、「
蓬
山
」
の
住
人
と
な
り
、不
老
不
死
を
体
得
で
き
た
理
由
は
、「
蓬



一
二

山
」
の
「
食
物
」
を
摂
取
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う）
（1
（

。

　
右
の
「
逸
文
」
と
同
じ
伝
説
を
踏
ま
え
て
詠
作
さ
れ
た
、
高
橋
虫
麻

呂
の
『
万
葉
集
』
長
歌
1740
番
歌
「
水
江
の
浦
島
子
を
詠
む
一
首
」（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
）
に
は
、「
海う
な

界さ
か

を
　
過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
」

う
ち
に
、「
海わ
た

神つ
み

の
　
神
の
娘を
と
め子

に
」
偶
然
に
出
逢
い
、
契
り
を
結
ん

で
、「
常と
こ

世よ

に
至
り
　
海
神
の
　
神
の
宮
の
　
内
の
重へ

の
　
妙
な
る
殿

に
　
携た
づ
さ
は
り
　
二
人
入
り
居
て
　
老
い
も
せ
ず
　
死
に
も
せ
ず
し
て
　

永
き
世
に
　
あ
り
け
る
も
の
を
」、「
父
母
に
　
事
も
語
ら
」
う
た
め
の

一
時
的
な
帰
郷
を
望
み
、
戻
っ
て
み
る
と
、
滞
在
「
三み
と
せ年

の
間
」
に
、

「
家
も
見
か
ね
」「
里
も
見
か
ね
」
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
（
人
間
世
界

で
の
経
過
年
数
は
、
不
記
載
）
と
、
様
変
わ
り
し
た
故
郷
の
様
子
が
詠

ま
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、「
常
世
辺へ

に
　
ま
た
帰
り
来
て
　
今
の
ご
と
　
逢
は
む
と

な
ら
ば
　
こ
の
櫛く
し

笥げ

　
開
く
な
ゆ
め
」
と
、「
常
世
」
に
戻
っ
て
「
神

の
娘
子
」
と
再
会
す
る
た
め
に
は
、
開
け
て
は
な
ら
な
い
と
の
禁
忌
よ

り
も
、「
開
き
て
見
て
ば
　
も
と
の
ご
と
　
家
は
あ
ら
む
」
と
、
両
親

に
対
す
る
愛
着
が
優
先
さ
れ
て
、「
玉
櫛
笥
」
を
少
し
開
け
た
結
果
、「
白

雲
」
が
「
常
世
辺
に
　
た
な
び
」
い
た
。
そ
の
後
の
「
島
子
」
の
様
子

は
、「
若
か
り
し
　
肌
も
皺
み
ぬ
　
黒
か
り
し
　
髪
も
白
け
ぬ
　
ゆ
な

ゆ
な
は
　
息
さ
へ
絶
え
て
　
後
遂
に
　
命
死
に
け
る
」
と
、
具
体
的
に

記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
玉
櫛
笥
」
に
は
、「
島
子
」
の
体
得
し

た
「
常
世
」
の
特
質
で
あ
る
「
不
老
不
死
」
が
、
封
印
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、そ
れ
を
開
い
て
喪
失
し
た
時
、人
間
世
界
の
歳
月
が
、「
島
子
」

の
身
を
襲
い
、
地
上
に
回
帰
し
得
た
結
果
と
し
て
、
死
が
訪
れ
る
の
で

あ
る
。

　「
逸
文
」
と
比
較
す
る
と
、「
浦
島
子
」
の
居
住
地
が
「
墨す

み

吉の
え

」
と
な

り
、「
亀
」
を
釣
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
な
い
等
、
相
違
点
も
散
見
さ
れ

る
の
だ
が
、
不
老
不
死
の
仙
界
訪
問
譚
で
あ
る
こ
と
に
、
相
違
は
な
い
。

た
だ
、
滞
在
中
の
生
活
に
関
す
る
叙
述
は
、「
妙
な
る
殿
に
　
携
は
り
　

二
人
入
り
居
て
」
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
老
不
死
に
な
る
た
め

の
条
件
で
あ
る
「
仙
薬
」
の
服
用
や
「
食
物
」
の
摂
取
は
、
明
示
さ
れ

て
い
な
い
。

　
だ
が
、「
常
世
」
で
夫
婦
の
契
り
を
結
ん
だ
仙
女
か
ら
、
人
間
世
界

の
時
間
に
回
帰
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
「
玉
櫛
笥
」
を
与
え
ら
れ
て

い
る
の
は
、「
逸
文
」
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、滞
在
が
同
じ
く
「
三
年
」

に
亘
っ
て
い
て
、「
仙
薬
」
の
服
用
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、「
筒

川
の
嶼
子
」
の
場
合
と
同
様
に
、
飲
食
に
よ
る
「
食
物
」
の
摂
取
が
、

不
老
不
死
を
体
得
し
た
理
由
で
あ
る
と
、
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
次
に
、
垂
仁
天
皇
の
御
代
に
、「
非と
き
じ
く
の
か
く
の
み

時
香
菓
」（
橘
）
を
求
め
て
「
常と
こ
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『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

世よ
の

国く
に

」
に
派
遣
さ
れ
、
帰
国
し
た
田
道
間
守
の
事
例
を
、
検
討
し
て
み

た
い
。　

明く
る
つ
と
し年（
百
年
＝
曽
根
注
）
の
春
三
月
の
辛
未
の
朔つ
き

にた
ち

し
て
壬
午

に
、
田た
ぢ
ま
も
り

道
間
守
、
常
世
国
よ
り
至か
へ
り
い
たれり
。
則
ち
齎も
た
らせ
る
物
は
、
非

時
香
菓
、
八や
ほ
こ竿

八や
か
げ縵

な
り
。
田
道
間
守
、
是
に
泣い
さ

ち
悲な

歎げ

き
て
曰ま
を

さ
く
、「
命
お
ほ
み
こ
とを

天み
か
ど朝

に
受う
け
た
ま
はり

て
、
遠
く
絶
域
に
往ま
か

り
、
万
里
に
浪

を
踏
み
、
遥
に
弱
水
を
度わ
た

る
。
是
の
常
世
国
は
、
則
ち
神
仙
の

秘か
く
れ
た
る
く
に

区
に
し
て
、
俗
た
だ
ひ
との

臻い
た

ら
む
所
に
非
ず
。
是
を
以
ち
て
、
往か

来よ

ふ
間
に
、
自
づ
か
ら
に
十と
と
せ年

を
経
た
り
。
豈あ
に

期お
も

ひ
き
や
、
独
り

峻し
ゆ
ん
ら
ん
瀾
を
凌
ぎ
、
更ま
た

本も
と
つ
く
に
土
に
向ま
ゐ
で
こむ
と
い
ふ
こ
と
を
。
然
る
を
聖
帝
の

神み
た
ま
の
ふ
ゆ
霊
に
頼か
が
ふり
て
、
僅
に
還
り
来ま
ゐ
くる
こ
と
得
た
り
。
今
し
天
す
め
ら
み
こ
と皇
既

に
崩か
む

りあ
が

ま
し
、
復か
へ
り
こ
と
ま
を

命
す
こ
と
得
ず
。
臣
や
つ
こ

生
け
り
と
雖い
ふ
とも

、
亦
何
の

益し
る
しか

あ
ら
む
」と
ま
を
す
。
乃
ち
天
皇
の
陵み
さ

にざ
き

向
ひ
て
叫お
ら
び
な哭

き
て
、

自
ら
死ま
か

れ
り
。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
日
本
書
紀
』・
垂

仁
天
皇
百
年
条
、
336
頁
）

　
田
道
間
守
が
垂
仁
天
皇
の
命
を
受
け
て
、「
神
仙
」
が
隠
れ
住
み
、「
俗

の
臻
ら
む
所
に
非
」
ざ
る
「
永
遠
不
変
の
国
、
不
老
長
生
の
国
」（
335

頁
頭
注
一
六
）
た
る
「
常
世
国
」
に
、
苦
労
を
重
ね
て
到
着
し
、「
非

時
香
菓
」
を
入
手
し
、
そ
の
往
復
に
十
年
を
要
し
て
帰
国
し
た
時
（
派

遣
は
「
九
十
年
の
春
二
月
」）、
天
皇
は
前
年
七
月
に
崩
御
し
て
お
り
、

復
命
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
悲
嘆
し
て
、御
陵
で
殉
死
し
て
い
る
。

　
問
題
は
、「
弱
水
」（
崑
崙
山
の
下
を
流
れ
る
川
）
を
渡
り
、「
神
仙

の
秘
区
」
で
あ
る
「
常
世
国
」
に
辿
り
着
い
た
田
道
間
守
が
、「
不
老

長
生
」
の
身
と
な
り
得
た
の
か
、
否
か
で
あ
る
。
右
の
記
述
も
、
同
内

容
の
簡
略
な
記
事
を
載
せ
る
『
古
事
記
』
も
、共
に
明
記
し
て
い
な
い
。

田
道
間
守
の
「
常
世
国
」
滞
在
は
、
帰
還
を
鶴
首
す
る
垂
仁
天
皇
に
対

す
る
配
慮
か
ら
、「
非
時
香
菓
」
入
手
の
た
め
の
交
渉
等
、
必
要
最
小

限
の
時
間
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、そ
の
間
に
、「
仙
薬
」
の
服
用
や
「
食
物
」

の
摂
取
が
な
さ
れ
た
の
か
否
か
、
不
明
な
の
だ
が
、
命
じ
た
天
皇
を
差

し
置
い
て
、
臣
下
の
田
道
間
守
だ
け
が
、「
不
老
長
生
」
の
身
と
な
る

こ
と
を
受
け
入
れ
た
と
は
、
考
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
加
え
て
、「
常
世
国
」
の
特
質
を
体
得
し
て
い
た
の
な
ら
、
彼
我
の

時
間
の
流
れ
の
差
異
に
基
づ
い
て
、
田
道
間
守
の
帰
国
の
時
期
は
、
後

の
天
皇
の
御
代
に
な
る
等
、
大
幅
に
延
引
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、

そ
の
よ
う
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
田
道
間
守
は
、「
不

老
長
生
」
の
特
質
を
体
得
し
て
は
い
な
い
、と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

「
常
世
国
」
に
赴
き
、
ど
の
程
度
か
不
明
な
が
ら
、
必
要
最
少
限
の
時

間
滞
在
し
た
だ
け
で
は
、
体
得
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
仙
界
で
は
な
い
の
だ
が
、
赴
い
た
異
郷
の
住
人
と
な
る
た
め
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に
、
要
請
さ
れ
る
条
件
を
考
え
る
時
、
伊
耶
那
美
命
の
黄
泉
国
で
の
事

例
が
、
手
懸
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、『
古
事
記
』
を
引

用
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

是
に
、
其
の
妹い
も

伊
耶
那
美
命み
こ
とを
相
見
む
と
欲お
も

ひ
て
、
黄よ
も
つ泉
国く
に

に
追

ひ
往ゆ

き
き
。
爾し
か

く
し
て
、殿
よ
り
戸
を
縢と

ぢ
て
出
で
向む
か

へ
し
時
に
、

伊
耶
那
岐
命
の
語
り
て
詔
の
り
た
まひ

し
く
、「
愛う
つ
くし

き
我あ

が
な
に
妹も

の
命
、

吾あ
れ

と
汝な
む
ちと
作
れ
る
国
、
未
だ
作
り
竟を
は

ら
ず
。
故か
れ

、
還か
へ

る
べ
し
」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。爾
く
し
て
、伊
耶
那
美
命
の
答
へ
て
白ま
を

さ
く
、「
悔

し
き
か
も
、
速
く
来
ね
ば
、
吾
は
黄よ
も
つ泉

戸へ

喫ぐ
ひ

を
為し

つ
。
然
れ
ど
も
、

愛う
る
はし
き
我
が
な
せ
の
命
の
入
り
来
坐ま

せ
る
事
、
恐か
し
こき
が
故ゆ
ゑ

に
、
還

ら
む
と
欲
ふ
。
且し
ま
らく
黄
泉
神
と
相
あ
ひ
あ
げ
つ
ら
論
は
む
。
我あ
れ

を
視
る
こ
と
莫
れ
」

と
如か

此く

白
し
て
、
其
の
殿
の
内
に
還
り
入
る
間
、
甚い
と

久
し
く
し
て
、

待
つ
こ
と
難
し
。（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
45
頁
）

　
伊
耶
那
美
命
は
、「
火
の
神
」
を
産
ん
だ
こ
と
が
原
因
で
「
神
避
り
」、

「
穢き
た
な

き
国
」（
49
頁
）「
穢け
が

れ
繁し
げ

き
国
」（
51
頁
）
で
あ
る
、「
黄
泉
国
」

に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
夫
の
伊
耶
那
岐
命
は
、
妻
と
の
「
葦
原
中
国
」

作
り
が
未
完
成
で
あ
る
た
め
、「
黄
泉
国
」
を
訪
問
し
て
帰
還
を
要
請

し
た
の
に
対
し
て
、承
諾
す
る
の
だ
が
、到
来
が
遅
か
っ
た
た
め
に
「
黄

泉
戸
喫
」
を
済
ま
せ
て
、
こ
の
国
の
住
人
に
な
り
お
お
し
て
し
ま
っ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
国
を
統
括
す
る
「
黄
泉
神
」
と
相
談
す
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
こ
の
事
例
か
ら
は
、
赴
い
た
新
た
な
国
の
食
物
を
摂
取

す
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
の
制
度･

慣
習
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
判

明
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
例
に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
異
郷
に
赴
い
た
人
間
世
界
の

者
が
、
異
郷
の
特
質
を
体
得
し
て
「
不
老
不
死
」
に
な
っ
た
上
で
、
人

間
世
界
へ
帰
還
す
る
時
、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
筒
川
の
嶼
子
」

や
『
万
葉
集
』
1740
番
歌
の
「
墨
吉
」
の
「
島
子
」
の
よ
う
に
、
そ
の
特

質
を
喪
失
し
て
人
間
に
回
帰
す
る
手
段
と
し
て
の
「
玉
匣
」（
玉
櫛
笥
）

を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
体
得
し
て
い
な
い
場
合
に
、
そ
の
付

与
は
不
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
田
道
間
守
が
、「
神
仙
の
秘
区
」
で
あ
る
「
常
世
国
」
か
ら
、
本
朝

に
帰
還
す
る
時
、
特
別
の
物
品
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
帰
国
後
に
も
、
人
間
世
界
へ
回
帰
す
る
記
述
が
な
い
以
上
、「
不

老
不
死
」
を
体
得
し
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
例
に
基
づ
い
て
、
庫
持
皇
子
条
を
読
み
解
く
時
、
皇

子
は
、
虚
言
で
は
あ
る
も
の
の
蓬
萊
山
に
赴
き
、
上
陸
は
し
た
の
だ
が
、

仙
女
「
う
か
ん
る
り
」
に
蓬
萊
山
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
山
裾
を
辿

っ
て
、「
い
と
わ
ろ
か
」
る
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
を
入
手
し
、
帰
国
の

途
に
就
い
て
い
る
。
そ
の
滞
在
時
間
は
数
時
間
と
短
く
、「
仙
薬
」
の
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五

『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

服
用
や
食
物
の
摂
取
は
、
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　
加
え
て
、「
筒
川
の
嶼
子
」や「
墨
吉
」の「
島
子
」の
場
合
の
よ
う
な
、

「
玉
匣
」（
玉
櫛
笥
）
の
付
与
と
い
う
、
人
間
世
界
の
時
間
に
回
帰
す
る

た
め
の
特
別
の
手
段
の
付
与
が
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、庫
持
皇
子
は
、

蓬
萊
山
で
「
不
老
不
死
」
を
体
得
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
り
、
人
間
世
界
の
時
間
の
ま
ま
で
帰
国
の
途
に
就
い
た
の
で
あ
っ

て
、
彼
我
の
時
間
の
流
れ
の
差
異
に
よ
る
混
乱
は
、
生
じ
て
い
な
い
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
庫
持
皇
子
の
贋
「
蓬
萊
山
訪
問
談
」
を
室
内
で
聞
く
か

ぐ
や
姫
は
、「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
の
説
明
に
加
え
て
、
蓬
萊
山
訪
問
の

時
間
の
経
過
に
関
し
て
も
、
違
和
感
を
抱
く
こ
と
な
く
、
皇
子
の
話
を

矛
盾
の
な
い
真
実
と
し
て
受
け
留
め
、
姫
の
結
婚
の
危
機
的
状
況
は
、

更
に
、
回
避
で
き
な
い
絶
体
絶
命
の
段
階
へ
と
深
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
翁
と
庫
持
皇
子
と
の
間
で
、
こ
の
間
の
辛
苦
を
め
ぐ
る

和
歌
の
贈
答
が
な
さ
れ
た
時
、
皇
子
と
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
は
、
不
可

避
の
既
定
の
事
柄
と
し
て
、
確
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
ぐ
や
姫
が
、
庫
持
皇
子
提
出
の
贋
物
の
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
を
、

本
物
と
信
じ
込
む
物
語
展
開
は
、
以
上
の
よ
う
に
緻
密
に
構
成
さ
れ
、

語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
尚
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
仙
界
に
赴
い
た
人
間
が
、「
不
老

不
死
」
の
特
質
を
体
得
す
る
条
件
は
、「
筒
川
の
嶼
子
」
の
場
合
は
、「
百

品
の
芳
き
味
」
を
賞
味
し
、「
坏
を
挙
げ
献
酬
」
し
て
い
る
し
、
伊
耶

那
美
命
の
場
合
は
、
死
者
の
「
穢
き
国
」
で
あ
る
「
黄
泉
国
」
で
「
黄

泉
戸
喫
」
を
し
て
、
そ
の
住
人
に
な
り
お
お
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
赴

い
た
異
郷
の
「
食
物
」
を
摂
取
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
竹
取
物
語
』
以
前
の
本
朝
の
資
料
に
は
、「
仙
薬
」
服
用
に

よ
る
事
例
は
、
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　六

　
か
ぐ
や
姫
と
庫
持
皇
子
の
結
婚
が
確
定
し
た
直
後
、
物
語
は
急
展
開

し
、
翁
邸
の
庭
に
「
を
と
こ
ど
も
六
人
」
が
登
場
し
て
、
内
匠
寮
の
漢

部
内
麻
呂
が
文
書
を
差
し
出
し
、「
玉
の
木
を
作
り
仕
う
ま
つ
り
し
こ

と
、
五
穀
を
断
ち
て
、
千
余
日
に
力
を
つ
く
し
た
る
こ
と
、
す
く
な
か

ら
ず
。
し
か
る
に
、
禄
い
ま
だ
賜
は
ら
ず
。
こ
れ
を
賜
ひ
て
、
わ
ろ
き

家
子
に
賜
は
せ
む
」
と
申
し
出
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
ぼ
三
年
に
亘
っ
た

贋
物
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
作
製
の
対
価
を
、
皇
子
本
人
に
請
求
す
る
の

で
は
な
く
、
翁
家
に
請
求
し
に
到
来
す
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
・
契
機

は
、
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　「
鍛
冶
工
匠
」
が
提
出
し
た
文
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て

い
る
。



一
六

皇
子
の
君
、
千
日
、
い
や
し
き
工
匠
ら
と
、
も
ろ
と
も
に
、
同
じ

所
に
隠
れ
ゐ
た
ま
ひ
て
、か
し
こ
き
玉
の
枝
を
作
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

官
も
賜
は
む
と
仰
せ
た
ま
ひ
き
。
こ
れ
を
こ
の
ご
ろ
案
ず
る
に
、

御
使
と
お
は
し
ま
す
べ
き
か
ぐ
や
姫
の
要
じ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
け

り
と
う
け
た
ま
は
り
て
。
こ
の
宮
よ
り
賜
は
ら
む
。（
34
頁
）

　「
鍛
冶
工
匠
」
は
、
庫
持
皇
子
の
依
頼
で
作
製
し
た
「
玉
の
枝
」
が
、

か
ぐ
や
姫
が
皇
子
に
結
婚
の
条
件
と
し
て
課
し
た
物
品
で
あ
っ
た
こ
と

を
、
生
駒
山
中
か
ら
都
に
帰
還
後
の
、「
こ
の
ご
ろ
」
に
知
っ
た
た
め

で
あ
る
と
説
明
す
る
。
庫
持
皇
子
の
難
波
出
航
は
、
筑
紫
国
で
の
湯
治

と
い
う
、
病
気
療
養
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
、「
鍛
冶
工
匠
」
は
、
事

前
に
依
頼
さ
れ
て
い
た
「
玉
の
枝
」
作
製
の
た
め
の
準
備
に
専
念
し
て

い
て
、
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
が
、「
玉
の
枝
」
を
完
成
し
て
都
に
帰
還
し
た
後
、
庫
持
皇
子

が
難
波
の
港
か
ら
都
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
世
間
の
人
々
の

噂
、「
優
曇
華
の
花
持
ち
て
上
り
た
ま
へ
り
」
を
聞
き
、
三
年
前
の
皇

子
の
難
波
出
航
が
、
蓬
萊
山
訪
問
の
た
め
で
あ
り
、
依
頼
さ
れ
て
作
製

し
た
「
玉
の
枝
」
は
、
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　「
玉
の
枝
」
作
製
の
依
頼
者
は
、
庫
持
皇
子
で
あ
り
、
当
事
者
で
あ

る
皇
子
が
自
邸
に
戻
る
の
を
待
っ
て
、
請
求
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
の

に
、
何
故
に
「
鍛
冶
工
匠
」
は
、
翁
邸
に
押
し
か
け
、「
禄
」
を
請
求

す
る
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
奥
津
氏
は
、
庫
持
皇
子
の
「
ち
ょ
っ
と
し
た
心
驕
り
、
職
人
た
ち
へ

の
禄
な
ど
い
つ
で
も
い
い
と
い
う
思
い
が
致
命
的
な
失
敗
に
つ
な
が
っ

た
」（
305
頁
）
の
で
あ
り
、「
不
用
意
の
事
故
の
た
め
に
失
敗
に
終
わ
」

る「
策
士
策
に
敗
れ
る
人
間
を
主
題
と
し
た
物
語
」（
306
頁
）で
あ
る
と
、

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
庫
持
皇
子
側
か
ら
の
理
由
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
る
も
の

の
、「
鍛
冶
工
匠
」
側
の
説
明
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
視
点
が
欠

落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
鍛
冶
工
匠
」
は
、
庫
持
皇
子
と
「
千
日
」「
も
ろ
と
も
に
、
同
じ
所

に
隠
れ
ゐ
」
て
、「
玉
の
枝
」
を
作
製
し
た
の
で
あ
る
。
生
駒
山
中
の

狭
隘
な
住
居
で
、
三
年
に
亘
る
共
同
生
活
を
し
た
こ
と
は
、
両
者
の
身

分
差
か
ら
す
れ
ば
、
あ
り
得
ぬ
事
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
庫
持
皇
子
は
、別
邸
で
暮
ら
す
の
が
、本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、「
た

は
や
す
く
人
寄
り
来
ま
じ
き
家
」
は
、
辺
鄙
で
狭
隘
な
土
地
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
三
年
に
亘
る
共
同
生
活
を
送

る
過
程
で
、
両
者
間
に
精
神
的
な
交
流
が
生
じ
、
信
頼
関
係
が
構
築
さ

れ
て
い
た
な
ら
、「
鍛
冶
工
匠
」
の
行
動
は
、
生
じ
得
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
信
頼
関
係
の
欠
如
が
、「
鍛
冶
工
匠
」
の
行
動
の
基



一
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『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

底
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　「
玉
の
枝
」
依
頼
の
経
緯
を
知
っ
た
「
鍛
冶
工
匠
」
が
、
富
裕
な
豪

族
で
あ
る
翁
に
、
作
製
の
「
禄
」
の
請
求
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
直
接

の
契
機
は
、
庫
持
皇
子
が
翁
に
語
っ
た
「
難
波
よ
り
、
昨
日
な
む
都
に

ま
う
で
来
つ
る
」
と
い
う
、
皇
子
の
行
動
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
世
間
の
人
々
は
、
庫
持
皇
子
が
「
優
曇
華
の
花
持
ち
て
上
り
た
ま
へ

り
」
と
噂
し
合
い
、か
ぐ
や
姫
が
「
我
は
こ
の
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
と
、

胸
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
」と
塞
ぎ
込
む
展
開
に
続
く
、「
か
か
る
ほ
ど
に
、

門
を
叩
き
て
、「
庫
持
の
皇
子
お
は
し
た
り
」
と
告
ぐ
」
と
い
う
叙
述
は
、

皇
子
が
都
帰
着
後
、
自
邸
に
立
ち
寄
る
時
間
を
惜
し
む
と
と
も
に
、
姫

に
対
す
る
愛
情
と
誠
意
の
深
さ
を
訴
え
る
た
め
に
、
時
を
措
か
ず
に
翁

邸
に
直
行
し
た
と
、
読
者
が
読
解
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
が
、
こ
の
皇
子
の
発
言
に
依
れ
ば
、
実
際
は
、
翁
邸
訪
問
の
前
日
に
、

既
に
都
に
帰
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
庫
持
皇
子
は
、
何
故
に
、
都
に
帰
還
し
た
「
昨
日
」、
自
邸
に
帰
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、明
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、

推
測
す
る
し
か
方
法
は
な
い
の
だ
が
、
都
帰
着
が
夜
で
あ
っ
た）
（1
（

と
し
て

も
、
自
邸
に
帰
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
は
、「
心

た
ば
か
り
あ
る
人
」
と
し
て
の
庫
持
皇
子
の
、
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
愛

情
と
誠
意
の
深
さ
を
訴
え
る
た
め
の
、
緻
密
な
計
算
に
基
づ
い
た
行
動

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
加
え
て
、
帰
着
当
日
の
自
邸
の
方
角
か
、

翌
日
自
邸
か
ら
翁
邸
に
赴
く
方
角
が
、
陰
陽
道
の
方
角
神
で
あ
る
天
一

神
（
中
神
）
が
遊
行
す
る
方
塞
に
当
た
っ
て
い
た）

（1
（

た
め
に
、
自
邸
に
帰

る
こ
と
を
回
避
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
庫
持
皇
子
は
、
愛
情
と
誠
意
の
深
さ
を
訴
え
る
こ
と
に

加
え
て
、
天
一
神
が
巡
行
す
る
方
塞
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
自
邸
に
帰

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
庫
持
皇
子
よ
り
先
に
都
に
帰
還
し
、
三
年
に

亘
る
「
玉
の
枝
」
作
製
の
対
価
と
し
て
の
、「
禄
」
の
受
け
取
り
を
鶴

首
し
て
い
た
「
鍛
冶
工
匠
」
に
と
っ
て
、
皇
子
が
都
に
帰
還
し
な
が
ら

自
邸
に
帰
ら
ず
、
旅
宿
か
知
人
邸
に
滞
在
し
た
こ
と
は
、
信
頼
関
係
の

欠
如
に
加
え
て
、
皇
子
に
よ
る
「
禄
」
の
付
与
に
関
す
る
疑
念
を
昂
じ

さ
せ
、
作
製
し
た
「
玉
の
枝
」
は
、
か
ぐ
や
姫
が
所
望
し
た
物
品
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
確
実
に
受
け
取
る
方
法
と
し
て
、
皇
子
の
滞
在
す
る
翁

邸
に
請
求
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
庫
持
皇
子
が
、「
昨
日
な
む
都
に
ま
う
で
来
つ
る
」
と
翁
に
語
っ
た

こ
と
は
、「
鍛
冶
工
匠
」
が
翁
邸
に
「
禄
」
の
請
求
に
到
来
す
る
、
直

接
の
契
機
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
物
語
展
開
を
惹
起
す
る

伏
線
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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　七

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
事
情
で
、
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
を
成
就
で

き
な
か
っ
た
庫
持
皇
子
の
後
日
談
は
、次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
か
く
て
、
こ
の
皇
子
は
、「
一
生
の
恥
、
こ
れ
に
過
ぐ
る
は
あ

ら
じ
。
女
を
得
ず
な
り
ぬ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
天
下
の
人
の
、
見

思
は
む
こ
と
の
は
づ
か
し
き
こ
と
」
と
の
た
ま
ひ
て
、た
だ
一
所
、

深
き
山
へ
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。（
36
頁
）

　
庫
持
皇
子
は
、
従
者
を
連
れ
ず
に
唯
独
り
、「
深
き
山
へ
入
」
る
行

動
を
取
っ
た
と
い
う
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
六
〇
段
「
尼
に
な
り
て

山
に
入
り
て
ぞ
あ
り
け
る
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
162
頁
）

を
踏
ま
え
る
と
、
新
編
全
集
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
当
時
の
用
法

か
ら
す
れ
ば
山
寺
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
」（
37
頁
頭
注
一
二
）、
す
な

わ
ち
、
出
家
し
た）
（1
（

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
出
家

せ
ざ
る
を
得
な
い
程
の
「
一
生
の
恥
」、
恥
辱
に
塗
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
だ
け

で
な
く
、「
天
下
の
人
の
、
見
思
」
う
こ
と
に
対
す
る
畏
怖
が
原
因
で

あ
っ
た
。

　
庫
持
皇
子
と
か
ぐ
や
姫
の
養
父
で
あ
る
竹
取
翁
と
の
身
分
差
は
、
皇

子
と
「
鍛
冶
工
匠
」
の
場
合
と
同
様
に
大
き
く
、
姫
は
「
御
使
」
と
表

現
さ
れ
、「
正
式
の
妻
と
世
間
か
ら
公
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」（
日

本
古
典
集
成
本
、
30
頁
頭
注
五
）
し
、「
北
の
方
で
は
な
く
身
の
ま
わ

り
の
世
話
を
す
る
一
段
下
の
待
遇
の
妻
」（
新
編
全
集
本
、35
頁
頭
注
九
）

で
あ
る
、「
召
人
」
に
し
か
な
り
得
な
い
立
場
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
か
ぐ
や
姫
を
、
贋
物
の
「
玉
の
枝
」
で
欺
い
て
結
婚
し
よ
う
と

し
て
、
そ
の
企
み
が
露
見
し
た
こ
と
を
恥
じ
入
る
と
と
も
に
、
そ
の
庫

持
皇
子
の
行
為
を
聞
き
知
っ
た
「
天
下
の
人
」
が
、
嘲
笑
す
る
こ
と
に

恐
れ
戦
い
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、筑
紫
国
で
の
湯
治
の
許
可
を
得
て
、

難
波
の
港
か
ら
出
航
し
な
が
ら
、
実
際
は
、
生
駒
山
中
で
、「
蓬
萊
の

玉
の
枝
」
の
贋
物
を
「
鍛
冶
工
匠
」
に
作
製
さ
せ
て
い
た
、
庫
持
皇
子

の
虚
偽
申
請
が
露
見
し
て
し
ま
い
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
信
頼
を
、
失

墜
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
庫
持
皇
子
が
都
に
運
ぶ
長
櫃
の
も

の
は
、「
優
曇
華
の
花
」
で
あ
る
と
大
騒
ぎ
し
た
世
間
の
人
々
が
、
皇

子
の
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
欺
瞞
行
為
を
嘲
笑
す
る
こ
と
。
こ
の
貴
族
社

会
と
庶
民
社
会
の
双
方
か
ら
人
格
を
否
定
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
上
な

い
恥
辱
に
塗
れ
、
羞
恥
心
を
抱
く
庫
持
皇
子
に
は
、「
た
だ
一
所
、
深

き
山
へ
入
り
た
ま
ひ
」、「
年
ご
ろ
見
え
た
ま
は
ざ
り
け
る
」
と
い
う
行

動
を
取
る
し
か
、
術
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

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

註（
１
）�「
月
の
都
」
の
人
た
る
か
ぐ
や
姫
が
、「
罪
」
を
犯
し
て
追
放
さ



一
九

『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

れ
た
人
間
世
界
に
存
在
す
る
物
品
に
つ
い
て
、
天
竺
と
蓬
萊
山

に
つ
い
て
は
、
実
見
し
て
お
ら
ず
、
唐
土
と
国
内
に
つ
い
て
は
、

実
見
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
区
別
し
て
叙
述
し
て
い
る
の

は
、
難
題
設
定
上
の
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

　
　�

　
月
の
都
の
人
は
、
人
間
世
界
の
全
て
を
熟
知
し
て
い
た
と
す

れ
ば
、
二
事
例
の
伝
聞
表
現
が
齟
齬
す
る
し
、
か
ぐ
や
姫
が
翁

邸
で
過
ご
す
三
年
間
に
、
知
識
を
身
に
付
け
た
と
す
れ
ば
、
唐

土
に
渡
航
し
て
い
な
い
の
に
、「
火
鼠
の
皮
衣
」
を
実
見
し
て

い
た
こ
と
が
、
齟
齬
す
る
。

　
　�

　
こ
う
し
た
矛
盾
は
、『
竹
取
物
語
』
が
執
筆
さ
れ
た
九
世
紀

後
半
時
点
で
の
、
対
外
交
流
の
実
態
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
）�

奥
津
春
雄
氏
「
車
持
皇
子
の
人
間
像
」（『
竹
取
物
語
の
研
究
―

達
成
と
変
容
』　
翰
林
書
房
　
二
〇
〇
〇
年
二
月
）。
本
稿
中
の

氏
の
論
文
引
用
は
、
特
記
な
き
限
り
、
す
べ
て
こ
れ
に
依
っ
た
。

（
３
）�「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
の
形
状
は
、
中
川
浩
文
氏
「
竹
取
物
語
の

表
現
―
仏
教
典
籍
の
表
現
の
投
影
と
そ
の
意
義
」（『
竹
取
物
語

の
国
語
学
的
研
究
』
思
文
閣
出
版
　
一
九
八
五
年
三
月
）
が
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
無
量
寿
仏
の
国
土

で
は
、「
七
宝
」
の
内
の
一
種
類
で
で
き
た
樹
の
他
、「
有
二
宝

三
宝
乃
至
七
宝
転
共
合
成
」（
大
正
新
脩
『
大
蔵
経
』
第
12
巻
、

270
頁
）
の
樹
も
あ
り
、
直
接
的
に
は
「
或
有
宝
樹
。
紫
金
為
本
。

白
銀
為
茎
。
琉
璃
為
枝
。
水
精
為
條
。
珊
瑚
為
葉
。
瑪
瑙
為
華
。

車

為
実
。
或
有
宝
樹
。
白
銀
為
本
。
琉
璃
為
茎
。
水
精
為
枝
。

珊
瑚
為
條
。
瑪
瑙
為
葉
。
車

為
華
。
紫
金
為
実
」
の
「
表
現

を
投
影
」（
231
頁
）
し
て
、
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　�

　
た
だ
、「
玉
の
枝
」
の
「
実
」
が
、
稔
る
た
め
に
必
要
な
葉

と
花
に
関
す
る
説
明
は
な
く
、
提
出
さ
れ
た
物
品
の
真
贋
を
判

断
す
る
際
も
、
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
蓬
萊

山
に
自
生
す
る
「
玉
の
枝
」
の
高
貴
性
を
、
人
間
世
界
で
最
も

高
価
な
宝
物
で
あ
る
金
・
銀
・
真
珠
に
限
定
し
、
象
徴
さ
せ
た

た
め
で
あ
ろ
う
が
、
か
ぐ
や
姫
は
、「
そ
れ
一
枝
折
り
て
賜
は

ら
む
」
と
発
言
し
て
お
り
、
枝
の
途
中
か
ら
も
根
が
生
え
る
形

状
で
な
い
限
り
、
提
出
の
対
象
か
ら
「
白
銀
」
は
、
除
外
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
４
）�

庫
持
皇
子
が
翁
に
対
し
て
、
贋
「
蓬
萊
山
訪
問
談
」
を
語
っ
た

場
所
が
、
か
ぐ
や
姫
の
部
屋
の
前
の
簀
子
で
あ
り
、
室
内
の
姫

が
聞
き
耳
を
立
て
て
い
た
両
者
の
位
置
関
係
は
、「
鍛
冶
工
匠
」

六
人
に
よ
る
「
禄
」
請
求
に
依
っ
て
、
真
実
を
暴
露
さ
れ
た
皇

子
が
、「
立
つ
も
は
し
た
、
ゐ
る
も
は
し
た
に
て
、
ゐ
た
ま
へ
り
。



二
〇

日
の
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
す
べ
り
い
で
た
ま
ひ
ぬ
」
と
記
さ
れ
、
夜

陰
に
乗
じ
て
抜
け
出
し
た
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
よ
う
。

（
５
）�『
中
国
古
典
文
学
大
系
　
老
子
・
荘
子
・
列
子
・
孫
子
・
呉
子
』

（
平
凡
社
　
一
九
七
三
年
六
月
）
で
、
福
永
光
司
氏
は
、『
列
子
』

の
「
珠
玕
之
樹
皆
叢
生
」
の
口
語
訳
に
付
注
し
て
、『
淮
南
子
』

地
形
訓
と
『
爾
雅
』
釈
地
篇
の
、
崑
崙
山
に
自
生
す
る
仙
木
の

叙
述
を
引
用
し
、「
本
来
、
崑
崙
山
に
生
ず
る
と
さ
れ
る
珠
玕

の
樹
を
蓬
萊
な
ど
の
五
山
に
生
ず
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

『
列
子
』
の
記
述
の
後
次
性
が
う
か
が
わ
れ
る
」（
注
三
八
、
300

頁
）
と
、
先
後
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　�

　
尚
、『
爾
雅
』
の
叙
述
に
は
、「
西
北
之
美
者
。
有
崑
崙
虚
璆

琳
琅
玕
焉
」（『
四
部
備
要
』
第
二
冊
、
62
頁
。
中
華
書
局
　
一

九
八
九
年
三
月
）
と
あ
り
、
仙
木
の
個
別
の
名
称
を
挙
げ
ず
に
、

「
璆
琳
」（
美
玉
の
樹
）
と
「
琅
玕
」（
玉
に
似
た
樹
）
と
い
う
、

総
括
的
表
現
を
使
用
し
て
い
る
点
で
、『
列
子
』
の
叙
述
と
酷

似
し
て
お
り
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
６
）�

東
望
歩
氏
「『
竹
取
物
語
』
蓬
萊
訪
問
譚
の
再
検
討
―
典
拠
・

話
型
・
主
題
」（『
中
古
文
学
』
第
80
号
　
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）。

本
稿
中
の
氏
の
論
文
引
用
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
依
っ
た
。

（
７
）�『
竹
取
物
語
』
の
時
代
設
定
は
、
註
（
２
）
前
掲
書
で
、
奥
津

氏
「
石
上
麻
呂
の
小
心
」
が
、
求
婚
者
の
「
こ
の
三
人
、
あ
る

い
は
五
人
が
揃
っ
て
権
勢
を
握
っ
た
時
期
は
、
公
卿
補
任
に
よ

る
限
り
大
宝
元
（
七
〇
一
＝
曽
根
注
）
年
だ
け
」（
348
頁
）
で

あ
り
、「
大
宝
律
令
成
立
の
前
後
こ
そ
、
最
適
な
時
代
設
定
と

考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
物
語
の
細
部

は
、
弘
仁
元
（
八
一
〇
）
年
三
月
に
設
置
さ
れ
た
「
蔵
人
所
」

の
「
頭
中
将
」
が
登
場
す
る
等
、
平
安
時
代
の
制
度
・
風
習
に

基
づ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

（
８
）�

関
根
賢
司
氏
「
月
の
都
　
竹
取
物
語
の
ト
ポ
ス
」（『
竹
取
物
語

論
　
神
話
／
系
譜
学
』
お
う
ふ
う
　
二
〇
〇
五
年
五
月
）。
初

出
は
一
九
九
三
年
。

（
９
）�

小
川
環
樹
氏
『
中
国
小
説
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
　
一
九
六

八
年
一
一
月
）

（
10
）
中
島
長
文
氏
「『
任
昉
述
異
記
』
校
本
」（『
東
方
学
報
　
京
都
』

第
七
三
冊
　
二
〇
〇
一
年
三
月
）
402
頁
。

（
11
）�『
太
平
寰
宇
記
』
巻
九
七
の
引
用
は
、註
（
10
）
前
掲
「
校
本
」

の
「
校
記
」
に
依
る
。
但
、
中
国
古
代
地
理
總
志
叢
刊
本
（
中

華
書
局
　
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）に
は
、「
童
子
数
四
弾
琴
而
歌
」

（
1945
頁
）
と
あ
る
等
、
本
文
の
異
同
が
散
見
さ
れ
る
。

（
12
）�『
王
氏
合
校
水
経
注
』
第
四
冊
（
台
湾
中
華
書
局
　
中
華
民
国



二
一

『
竹
取
物
語
』
庫
持
皇
子
条
・
再
読

五
九
年
六
月
台
二
版
）
巻
四
〇
、
五
丁
裏
。

（
13
）�

三
浦
佑
之
氏
『
浦
島
太
郎
の
文
学
史
　
恋
愛
小
説
の
発
生
』（
五

柳
書
院
　
一
九
九
〇
年
二
月
第
二
刷
）。
本
稿
中
の
氏
の
論
文

引
用
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
依
っ
た
。

（
14
）�

註
（
13
）
前
掲
書
で
、
三
浦
氏
は
、「
玉
匣
」
を
開
け
た
後
の

老
衰
し
た
島
子
は
、
亀
比
売
と
和
歌
の
贈
答
を
し
て
い
る
の
で
、

「
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
」（
93
頁
）

り
、「
地
仙
か
尸
解
仙
に
な
っ
た
」（
94
頁
）
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
新
編
全
集
本
で
は
、「
本
文
中
で
は
一
貫
し
て
「
嶼
子
」

で
あ
っ
た
も
の
が
歌
詠
中
で
は
「
う
ら
し
ま
」（「
宇
良
志
麻
能

古
」
＝
曽
根
注
）
と
な
っ
て
い
る
」（
478
頁
頭
注
九
）
こ
と
を

根
拠
に
、「
歌
詠
は
物
語
伝
承
の
古
型
で
は
な
く
、
風
土
記
編

纂
時
の
後
補
」
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
従

い
、
仙
人
説
は
採
ら
な
い
。

（
15
）�『
竹
取
物
語
』
よ
り
成
立
は
下
る
も
の
の
、「
延
喜
二
十
年
庚
辰

八
月
朔
日
」
に
成
立
し
、「
承
平
二
年
壬
辰
四
月
二
十
二
日
」

坂
上
高
明
が
増
補
し
た
『
続
浦
島
子
伝
記
』（
重
松
明
久
氏
『
浦

島
子
伝
』
現
代
思
潮
社
　
一
九
八
一
年
一
月
）
の
叙
述
で
は
、

「
澄す
み
の
え江

」
の
浦
嶋
子
は
、
釣
り
上
げ
た
「
霊く
し
き
か
め亀」（

蓬
山
の
女
）

と
「
在む
か
し昔

の
世
」（
前
世
）
で
夫
婦
で
あ
り
、
転
生
し
て

「
神か

む
を
と
め女

」
は
「
蓬と
こ
よ
の
み
や

萊
宮
」
の
「
天
あ
ま
つ
ひ
じ
り

仙
」、
嶋
子
は
人
間
世
界
の

「
地
く
に
つ
ひ
じ
り

仙
」
と
な
っ
た
。
再
度
夫
婦
と
な
る
た
め
に
、
や
っ
て
来

た
と
語
り
、
承
諾
し
た
嶋
子
は
「
蓬と

萊こ

山よ

」
に
行
き
、「
共
に

鴛を
し
ど
り
の
し
と
ね

衾
に
入
」
る
こ
と
で
、「
仙
ひ
じ
り
く
す
り
薬
を
服の
ま

ず
し
て
、
忽
に
応
ま
さ
に
よ
は
ひ
齢
を

験た
め

す
べ
き
」（
58
頁
）
状
態
に
な
り
、「
神
女
の
父か
ぞ
い
ろ
は
ら
か
ら

母
兄
弟
」
と

「
嘉ま
か
も
り宴

」
を
す
る
。
そ
の
上
で
、「
霓
に
じ
の
も
は
ね
の
こ
ろ
も

裳
羽
衣
」
を
着
て
伸
び
伸

び
過
ご
し
、「
六
甲
霊
飛
」
や
「
万
畢
鴻
宝
」
の
仙
書
を
読
誦
し
、

「
朝
に
金
丹
石
髄
を
服の

み
、
是
に
百
種
千ち
ぢ
な名

を
分わ

か
て
り
。
暮

に
玉
酒
瓊け
い
し
よ
う漿

を
飲
み
、
亦
、
九よ
き
さ
け醞

十も
も
ひ旬

を
有た
も

て
り
。
九
光
の

芝し
そ
う草
は
、
老
を
駐と
ど

む
る
の
方み
ち

、
百
節
の
菖
蒲
は
齢
を
延
ぶ
る
の

術て
だ
てな
り
。
一ひ
と

盃つ
き

の
仙
ひ
じ
り
く
す
り
薬
を
飲
む
の
処
に
、
長な
が

生い
き

の
籙ふ
み

を
得
る
な

り
。
九ね
り

転あ
げ

の
霊く
し
き
に丹

を
嘗
む
る
の
内
に
、
不
死
の
庭
を
尋
ね
」
る
。

元
来
「
地
仙
」
で
あ
っ
た
嶋
子
が
、「
蓬
萊
山
」
を
訪
問
し
て
「
天

仙
」
の
「
不
老
不
死
」
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
は
、「
仙
薬
」

の
服
用
だ
け
で
な
く
、
複
合
的
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、「
食
物
」

の
摂
取
に
限
定
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し

て
お
く
。

（
16
）�
三
宅
和
朗
氏
『
時
間
の
古
代
史
　
霊
鬼
の
夜
、秩
序
の
昼
』（
吉

川
弘
文
館
　
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
は
、「
貴
族
か
ら
庶
民
に

至
る
ま
で
、平
安
京
外
か
ら
の
帰
京
は
夜
の
出
来
事
で
あ
っ
た
」



二
二

（
77
頁
）
と
し
て
、『
土
左
日
記
』
の
前
任
国
司
一
行
の
「
夜
に

な
し
て
、
京
に
は
、
入
ら
む
と
思
へ
ば
」（
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
本
、
54
頁
）
と
、『
更
級
日
記
』
の
「
粟
津
に
と
ど
ま

り
て
、
師
走
の
二
日
、
京
に
入
る
。
暗
く
行
き
着
く
べ
く
と
、

申
の
時
ば
か
り
に
立
ち
て
行
け
ば
（
中
略
）
い
と
暗
く
な
り
て
、

三
条
の
宮
の
西
な
る
所
に
着
き
ぬ
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
本
、293
頁
）
の
事
例
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、『
今
昔
物
語
集
』

の
３
事
例
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　�

　
こ
の
慣
習
を
、
藤
原
京
に
時
代
設
定
す
る
当
該
作
品
に
適
用

で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
註
（
７
）
で
指
摘

し
た
よ
う
に
、
時
代
考
証
が
厳
密
に
な
さ
れ
て
設
定
さ
れ
て
は

お
ら
ず
、
平
安
時
代
の
制
度
・
風
習
に
基
づ
い
て
叙
述
さ
れ
て

い
る
の
で
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
お
く
。

（
17
）�

陰
陽
道
の
「
方
塞
」
は
、
平
安
期
に
入
っ
て
か
ら
の
風
習
で
あ

る
が
、
註
（
７
）（
16
）
と
同
様
の
事
情
で
、
こ
の
よ
う
に
考

え
て
お
く
。

（
18
）�『
竹
取
物
語
』
の
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
管
見
に
入
っ
た
伝
本
の

図
絵
と
し
て
は
、
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
屏
風
本
（
原
本
は
絵
巻
。

三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
／
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
奈
良

絵
本
・
絵
巻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
て
、
確
認
可
能
）
が
、
庫
持

皇
子
の
出
家
姿
を
描
い
て
い
る
他
、
物
語
本
文
通
り
に
、
皇
子

独
り
が
山
中
に
描
か
れ
る
構
図
の
架
蔵
奈
良
絵
本
と
、
皇
子
の

高
貴
さ
を
勘
案
し
て
、
従
者
に
導
か
れ
て
山
中
を
移
動
す
る
構

図
の
め
ぐ
ろ
歴
史
資
料
館
蔵
奈
良
絵
本
の
３
伝
本
が
、
知
ら
れ

る
の
み
で
あ
る
。

（
本
学
名
誉
教
授
）


