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に

　

中
國
小
說
の
な
か
に
は
、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
が
あ
る
。
そ
れ
ら
一
連
の

話
は
、
小
說
『
西
遊
記
』
の
孫
悟
空
の
源

を
探
る
な
か
で（
１
）、
あ
る
い
は
、
書
家

の
歐
陽
詢
と
の
關
わ
り
の
な
か
で
、
關
心
を
集
め
、
先
行
硏
究
も
少
な
く
な
い
。

『
西
遊
記
』
は
猿
の
活
躍
す
る
話
で
あ
る
が
、
一
方
で
猿
が
人
閒
の
女
を
さ
ら
う

話
が
、
西
晉
か
ら
朙
と
い
う
長
い
時
代
の
中
で
受
け
繼
が
れ
て
き
た
。

　

人
閒
が
動
物
と
交
わ
る
話
の
な
か
に
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
た
社
會
背
景
を
持

つ
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
妻
の
死
後
に
夫
が
再
婚
し
な
い
「
不
再
娶
」
は
、

繼
子
が
い
な
い
限
り
容
認
さ
れ
な
い
た
め
、「
不
再
娶
」
を
語
る
話
の
な
か
で
は
、

相
手
の
女
は
人
閒
社
會
の
規
範
の
㊜
用
さ
れ
な
い
幽
靈
や
動
物
に
置
き
換
え
ら
れ

る（
２
）。
ま
た
、
富
永
一
登
に
よ
れ
ば（
３
）、
動
物
が
女
に
化
け
る

類
婚
姻
譚
は
、
男

が
性
對
象
を
求
め
る
欲

の
幻
想
化
で
あ
り
、
對
象
と
な
る
動
物
は
、
鳥
・
鹿
・

狸
・
獺
・

な
ど

々
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
唐
の
『
袁
氏
傳
』
の
よ
う
に
猿
が

女
に
化
け
る
話
も
あ
る
、
と
い
う
。

　

本
稿
は
、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
の
展
開
を
檢
討
す
る
こ
と
で
、
書
か
れ
た

時
代
の
社
會
背
景
に
よ
り
物
語
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
中
國
小
說
の

㊒
す
る
特

の
一
つ
を
文
言
・
白
話
の
別
を
超
え
て
朙
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、

民
族
の
象

と
し
て
の
猿

　

猿
が
女
を
さ
ら
う
最
も
古
い
話
は
、（
歬
漢
）
焦
延
壽
『
焦
氏
易
林
』
に
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

南
山
に
大
玃
が
い
て
、
わ
が
愛
す
る

を
盜
ん
だ
。
恐
ろ
し
く
て
敢
え
て
追

わ
ず
、
獨
り
の
宿
に
迯
げ
歸
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

こ
の
話
は
、
猿
が
女
を
さ
ら
う
話
の
淵
源
で
あ
る
が
、
後
世
展
開
さ
れ
る
、
猿

の
子
供
を
產
ま
さ
れ
た
り
、
猿
と
戰
っ
た
り
す
る

寫
は
見
ら
れ
な
い
。

　

猿
の
子
供
を
產
ま
さ
れ
る
話
は
、（
西
晉
）
張

『
博
物
志
』
に
記
さ
れ
る
。

蜀
の
南
に
あ
る
高
山
の
上
に
、
獼
猴
の
よ
う
な
生
き
物
が
い
る
。
背
丈
は
七

尺
で
、
步
行
で
き
て
走
る
の
が
速
い
。
名
を
猴
玃
と
い
い
、
一
名
を
馬
化
と

い
い
、
あ
る
い
は
猳
玃
と
も
い
う
。
衟
を
行
く
婦
女
を
見
張
っ
て
い
て
美
し

い
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
た
び
に
女
を
さ
ら
っ
て
い
き
、（
い
つ
さ
ら
わ
れ
た
か
）

人
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
行
く
者
が
あ
る
い
は
そ
の
そ
ば
を
通
る

た
び
に
、
互
い
の
體
を
長
繩
で
引
き
寄
せ
て
た
が
、
そ
れ
で
も
免
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
生
き
物
は
男
子
の
氣
を
得
る
と
自
ず
か
ら
死
ん
で
し
ま
う
の

中
國
小
說
に
お
け
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開

�

仙
石
知
子



中
國
小
說
に
お
け
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開

七
五

殖
を
圖
る
物
語
は
、
西
晉
に
お
け
る

民
族
排
斥
を
社
會
的
な
背
景
と
し
て
い
る
、

と
言
え
よ
う
。

　
『
博
物
志
』
に
見
ら
れ
た
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、（
東
晉
）
干
寶
の
『
搜

神
記
』
に
繼
承
さ
れ
る
。

蜀
の
西
南
に
あ
る
高
山
の
上
に
は
、
猴
に
似
た
も
の
が
い
る
。
背
丈
は
七
尺

で
、
人
の
よ
う
に
步
く
こ
と
が
で
き
、
走
っ
て
人
を
追
い
か
け
る
の
が
得
意

で
あ
る
。
名
を
猳
國
、
一
名
を
馬
化
と
い
い
、
あ
る
い
は
玃
猨
と
も
い
う
。

衟
行
く
婦
女
を
見
張
っ
て
い
て
美
し
い
女
が
い
る
と
、
そ
の
た
び
に
女
を
連

れ
去
っ
て
し
ま
い
、
人
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
そ
の
そ
ば
を

通
り
過
ぎ
る
と
き
に
、
互
い
の
體
を
長
繩
で
引
き
寄
せ
て
い
て
も
、
な
お
免

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
生
き
物
は
男
女
の
氣
の
に
お
い
を
嗅
ぎ

分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
女
は
さ
ら
う
が
、
男
を
さ
ら
う
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。
も
し
娘
を
得
ら
れ
れ
ば
、
妻
に
す
る
。
子
供
を
產
ま
な
い
者

は
、
死
ぬ
ま
で
家
に
﨤
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
十
年
す
る
と
、
姿
形
は
そ
の

生
き
物
に
似
て
き
て
、
意
志
が
混
亂
し
て
、
再
び
家
に
歸
り
た
い
と
は
思
わ

な
く
な
る
。
も
し
子
供
を
產
め
ば
、
そ
の
た
び
に
抱
き
か
か
え
て
家
に
送
り

﨤
し
て
く
れ
る
。
產
ま
れ
た
子
供
は
み
な
人
の
姿
に
似
て
い
る
。（
子
供
を
）

て
な
い
と
、
そ
の
母
は
そ
の
た
び
に
死
ん
で
し
ま
う
。
よ
っ
て
そ
れ
を
懼

れ
て
、

て
な
い
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
成
長
す
る
と
、
人
と
變
わ
ら
な

か
っ
た
。
み
な
楊
を
姓
と
し
た
。
そ
の
た
め
今
蜀
の
西
南
に
多
い
楊
姓
の
者

た
ち
は
、
お
お
む
ね
み
な
こ
の
猳
國
・
馬
化
の
子
孫
な
の
で
あ
る（
８
）。

　
『
搜
神
記
』
と
『
博
物
志
』
と
の
違
い
は
、
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、『
博
物
志
』

で
は
、「
男
子
の
氣
を
得
る
と
自
ず
か
ら
死
ん
で
し
ま
う
」
と
さ
れ
て
い
た
だ
け

の
猿
が
、『
搜
神
記
』
で
は
、「
男
女
の
氣
の
に
お
い
を
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が
で

き
」
る
と
さ
れ
、
猿
の
能
力
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
猿
が
「
男
子
の
氣
」
に
よ
っ

で
、
そ
の
た
め
男
は
さ
ら
わ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
っ
て
く
る
と
女
房
に
す

る
。
年
の

い
者
は
、
死
ぬ
ま
で
﨤
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
十
年
す
る
と
、

姿
形
は
そ
の
生
き
物
に
似
て
き
て
、
意

も
は
っ
き
り
し
な
く
な
り
、
ま
た

家
に
歸
り
た
い
と
は
思
わ
な
く
な
る
。
子
供
を
產
ん
だ
も
の
は
、
そ
の
た
び

に
一
緖
に
家
に
送
り
﨤
し
て
く
れ
る
。
產
ま
れ
た
子
供
は
み
な
人
の
姿
に
似

て
い
る
。（
子
供
を
）

て
な
い
と
、そ
の
母
は
そ
の
た
び
に
死
ん
で
し
ま
う
。

だ
か
ら

て
な
い
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
成
長
す
る
と
、（
子
供
は
）
人
と

變
わ
ら
な
か
っ
た
。
み
な
楊
を
姓
と
し
た
。
そ
の
た
め
今
蜀
の
西
に
多
い
楊

と
い
う
姓
の
者
た
ち
は
、お
お
む
ね
み
な
こ
の
猳
玃
・
馬
化
の
子
孫
で
、時
々

玃
の
爪
を
持
つ
も
の
を
見
る
こ
と
が
あ
る（
５
）。

　

こ
こ
で
は
、
猿
（
獼
猴
・
猴
玃
・
馬
化
・
猳
玃（
６
））
と
女
と
の
閒
に
、
子
供
が
產
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
子
供
は
、
成
長
す
る
と
人
と
變
わ
ら
な
く
な
り
、
み
な

「
楊
」
姓
を
名
乘
る
、
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
い
ま
蜀
の
西
に
多
い
「
楊
」
と
い

う
姓
を
持
つ
者
は
、
そ
の
猿
（
猳
玃
・
馬
化
）
の
子
供
た
ち
で
、
時
々
猿
（
玃
）
の

爪
を
持
つ
も
の
が
見
ら
れ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

渡
邉
義
浩
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
出
て
い
る
「
楊
」
は
氐
族
の
楊

搜
を
意

し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
張

の
執
政
朞
に
は
、
氐
族
の
齊

年
が
皇
帝

を
稱
し
た
こ
と
を
機
に
江

が
「
徙
戎
論
」
を

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
漢
民

族
と
雜
住
し
つ
つ
あ
っ
た
氐
族
を
代
表
と
す
る

民
族
へ
の
排
斥
運
動
が
盛
ん
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
張

と
關
わ
り
を
持
っ
た
氐
族
の
楊

搜
の
影
响
を
そ
こ
に

見
る
の
で
あ
る（
７
）。

　

張

の
『
博
物
志
』
は
、
こ
の
ほ
か
渡
邉
論
文
も
揭
げ
る
よ
う
に
、
越
の

「
祝
」
の
祖
を
「
冶
鳥
」
と
し
、
吳
で
は
蟲
の
頭
に
よ
り
飛
ぶ
人
を
記
述
す
る
な

ど
、

民
族
を
鳥
獸
や
昆
蟲
と
關
わ
ら
せ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
猿
は
、
氐
族
な

ど
西
方
の

民
族
の
象

と
さ
れ
て
い
る
。
猿
が
强
制
的
に
子
供
を
產
ま
せ
、
繁
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傳
』（
以
下
、『
白
猿
傳
』
と
略
稱
）
が

さ
れ
た
。『
補
江
總
白
猿
傳
』
と
い
う
名

稱
は
、
陳
の
詩
人
で
あ
っ
た
江
總
の
『
白
猿
傳
』
を
補
う
、
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
江
總
が
『
白
猿
傳
』
を
書
い
た
事
實
は
な
い）
（（
（

。『
白
猿
傳
』
は
、
六
朝
志
怪

の
特

が
殘
り
、『
古

記
』
と
共
に
六
朝
か
ら
唐
代
傳
奇
へ
の
過
渡
朞
に
位
置

付
く
と
さ
れ
る）

（（
（

。
以
下
あ
ら
す
じ
を
揭
げ
よ
う
。

陳
の
歐
陽
紇
は
美
し
い
妻
を
伴
い
、
中
國
南
方
に
遠
征
中
、
白
猿
に
妻
を
さ

ら
わ
れ
る
。
妻
を
取
り
﨤
す
た
め
、
山
中
に
分
け
入
り
、
東
向
き
の
石
窟）
（（
（

の

中
で
白
猿
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
女
た
ち
を
發
見
す
る
。
彼
女
た
ち
の
話
に

よ
る
と
、
妻
も
さ
ら
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
女
た
ち
に
よ
る
と
、

白
猿
は
、
醉
う
と
力
を
試
し
た
が
り
、
女
た
ち
に
絹
で
手
足
を
縛
ら
せ
、
そ

れ
を
一
氣
に
斷
ち
切
る
と
い
う
。
歐
陽
紇
は
、
女
た
ち
か
ら
白
猿
の
弱
點
を

聞
き
、
白
猿
を
退
治
す
る
。
白
猿
は
、
歐
陽
紇
に
刺
さ
れ
る
と

り
嘆
い
て
、

「
こ
れ
は
天
が
わ
た
し
を
殺
す
の
だ
。
お
ま
え
の
力
で
は
な
い
。
だ
が
お
ま

え
の
妻
は
す
で
に
身

も
っ
て
い
る
。
そ
の
子
を
殺
す
な
。
そ
の
子
は
聖
帝

に
逢
い
、
必
ず
一
族
を
繁
榮
さ
せ
る
は
ず
だ
」
と
言
い
遺
し
て
死
ぬ
。
白
猿

が
死
に
、

の
中
を
調
べ
る
と
、
寶
玉
や
貴
重
な
品
々
が
た
く
さ
ん
竝
べ
ら

れ
て
い
た
。
さ
ら
わ
れ
て
い
た
女
た
ち
は
三
十
人
ほ
ど
で
、
み
な
美
人
だ
っ

た
。
女
た
ち
に
よ
れ
ば
、「
白
猿
は
、
朝
に
は
手
と
顏
を
洗
い
、
帽
子
を
か

ぶ
り
、
白
の
袷
を
着
て
、
素
の

絹
の
衣
を
ま
と
っ
て
、
寒
さ
暑
さ
は
感
じ

な
い
よ
う
だ
っ
た
。
全
身
に
白
い
毛
が
生
え
て
い
て
、
長
さ
は
數
寸
で
あ
っ

た
。
石
窟
に
い
る
と
き
は
い
つ
も
木

を
讀
み
、そ
の
字
は
符
篆
の
よ
う
で
、

わ
た
し
た
ち
に
は
ま
っ
た
く
讀
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
ま
た
、
白
猿
は
死
ぬ
少
し
歬
に
、「
わ
た
し
は
千
年
生
き
た
が
子
供
が

無
か
っ
た
。
そ
れ
が
今
に
な
っ
て
で
き
た
の
は
、
死
朞
が
廹
っ
た
か
ら
に
違

い
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
歐
陽
紇
は
、
妻
と
女
た
ち
を
連
れ
、
寶

て
殺
さ
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
人
閒
の
猿
へ
の
優
越
性
が
取
り
拂
わ
れ
、
猿
に
男
女

を
嗅
ぎ
分
け
る
能
力
を
附
す
こ
と
で
、
猿
へ
の

視
を
弱
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
年
の

い
者
は
、
死
ぬ
ま
で
﨤
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
が
、「
子
供

を
產
ま
な
い
者
は
、
死
ぬ
ま
で
家
に
﨤
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
書
き
換
え
ら
れ

て
い
る
。

け
れ
ば
子
供
を
產
ん
で
も
歸
れ
な
か
っ
た
『
博
物
志
』
に
比
べ
、
子

供
を
產
め
ば
﨤
し
て
く
れ
る
『
搜
神
記
』
は
、
猿
と
人
閒
と
の
距
離
が
幾
分
か
縮

め
ら
れ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
に
、『
博
物
志
』
の
「
時
々
玃
の
爪
を
持
つ
も
の
を
見
る
こ
と
が
あ
る
」

と
い
う
記
述
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
も
、
猿
と
の
閒
の
子
供
へ
の

視
の
低
下
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
搜
神
記
』
全
體
か
ら
言
え
ば
、

民
族

視
の
傾
向
に
變
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
猿
に
象

さ
れ
る
蜀
の

民
族
へ

の

視
が
低
下
し
て
い
る
の
は
、
東
晉
が
や
が
て
蜀
を
回
復
し
て
い
く
こ
と
の
反

映
と
考
え
て
よ
い
（『
晉
書
』
卷
九
十
八　

桓
溫
傳
）。
ま
た
、
東
晉
は
西
晉
に
比
べ

る
と
、
全
般
的
に
雜
住
が
進
展
し
て
お
り
、
さ
ら
に
佛
敎
の
本
格
的
受
容
も
始
ま

り
、

民
族
と
の
融
和
に
特

を
持
つ
『
春
秋
穀
梁
傳
』
の
㊟
釋
を

寧
が

す

な
ど
、

民
族
に
對
す
る
排
他
性
が
西
晉
に
比
べ
る
と
弱
體
化
し
て
い
た（
９
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
漢
代
に
起
源
を
持
つ
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
西
晉
の

『
博
物
志
』
に
な
る
と
、
猿
を

民
族
に
準
え
、
そ
の
同
化
に

し
む
漢
族
の
思

い
を
反
映
さ
せ
る
話
と
な
っ
た
。
東
晉
の
『
搜
神
記
』
で
は
、
現
實
を
反
映
し
て

一
定
の
融
和
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

民
族
へ
の
差
別
意

は
繼
承
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
大
き
く
變
容
す
る
の
は
、
鮮
卑
系
の
唐
の
成
立
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た）
（（
（

。

二
、

化
に
造
詣
の
深
い
猿

　

唐
代
に
な
る
と
、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
『
補
江
總
白
猿



中
國
小
說
に
お
け
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開

七
七

交
う
よ
う
な
世
界
帝
國
で
あ
っ
た
、
と
い
う
唐
の
社
會
情
勢
が
反
映
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
鮮
卑
族
と
漢
民
族
の
融
合
し
た
關

集
團
が
母
體
と
な
っ
て
建
國

さ
れ
た
唐
は
、

民
族
に
對
す
る
差
別
意

が
歷
代
國
家
の
中
で
も
と
り
わ
け
低

か
っ
た）

（（
（

。

　
『
白
猿
傳
』
は
、
こ
う
し
た
唐
の
民
族
意

を
反
映
し
て
、
そ
れ
ま
で

民
族

を
象

し
て
い
た
猿
の
子
供
が
、
唐
を
代
表
す
る
書
家
の
一
人
で
あ
る
歐
陽
詢
と

さ
れ
た
。
む
ろ
ん
、
歐
陽
詢
自
身
は

民
族
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
歐
陽
詢

の
顏
が
猿
に
似
て
い
た
と
い
う
事
實
が
、
物
語
の
歬
提
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
は

高
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
こ
に
は
、
猿
に
象

さ
れ
る

民
族
と
の
混
血
種
へ
の
社

會
的
な
許
容
が
窺
わ
れ
る
。

　

猿
が
人
閒
の
女
に
子
供
を
產
ま
せ
る
話
は
、『
白
猿
傳
』
に
代
表
さ
れ
る
こ
と

で
、

民
族
と
漢
民
族
と
の
融
合
の
象

を
猿
の
子
供
と
し
て

く
必
然
性
は
終

結
す
る）
（（
（

。
宋
代
に
な
る
と
、
猿
を

民
族
の
象

と
す
る
設
定
は
繼
承
さ
れ
る
が
、

猿
を
退
治
す
る
話
が
主

と
な
っ
て
い
く
。

三
、

民
族
と
の
對
峙
と
猿
退
治

　
『
太
平
廣
記
』・『
文

』
の
編
者
と
し
て
㊒
名
な
北
宋
の
徐
鉉
が
書
い
た

『
稽
神
錄
』
に
は
、
妻
を
さ
ら
っ
た
猿
を
退
治
す
る
話
が

か
れ
る
。

晉
州
の
含
山
に
は
妖
鬼
が
お
り
、
婦
人
を
さ
ら
う
こ
と
を
好
ん
だ
。
か
つ
て

あ
る
士
人
が
含
山
へ
行
っ
た
際
、
夜
に
妻
を
見
失
っ
た
。
朝
に
な
っ
て
探
し

求
め
、
山
の
奧
深
く
へ
と
入
っ
た
。
一
つ
の
大
き
な
石
洞
が
あ
り
、
五
、
六

人
の
婦
人
が
座
っ
て
い
て
、「
あ
な
た
は
ど
う
し
て
こ
ち
ら
へ
い
ら
し
た
の

で
す
か
」
と
尋
ね
た
。
そ
の
理
由
を
詳
し
く
話
し
た
。
婦
人
は
、「
賢
夫
人

は
昨
夜
こ
こ
に
來
ま
し
た
。
石
室
の
中
に
い
ま
す
。
私
た
ち
は
み
な
さ
ら
わ

れ
來
て
こ
こ
に
い
る
の
で
す
。
將
軍
は
人
を
さ
ら
っ
て
こ
こ
に
き
て
、
容
成

を
持
っ
て
家
に
歸
っ
た
。
一
年
後
、
妻
は
一
子
を
產
ん
だ
。
そ
の
姿
は
白
猿

に
よ
く
似
て
い
た
。
そ
の
後
、
歐
陽
紇
は
陳
の
武
帝
に
誅
殺
さ
れ
た
。
歐
陽

紇
は
以
歬
よ
り
江
總
と
親
交
が
あ
り
、
江
總
は
歐
陽
紇
の
息
子
が
聰
朙
な
の

を
氣
に
入
り
、
引
き
取
っ
て
養

し
た
。
そ
の
子
は
大
人
に
な
る
と
學
問
を

積
み
、
書
に
優
れ
、
世
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
。

　
『
白
猿
傳
』
に
登
場
す
る
歐
陽
紇
の
子
供
と
は
、
書
家
と
し
て
名
高
い
歐
陽
詢

の
こ
と
で
あ
る
。
先
行
硏
究
は
、『
白
猿
傳
』
が
、
歐
陽
詢
を
中
傷
す
る
目
的
で

書
か
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
出
生
を
禮
贊
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
、
と

い
っ
た
作
品
の
執
筆
動
機
を
中
心
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る）
（（
（

。
し
か
し
、『
白
猿
傳
』

の
執
筆
動
機
の
考
察
に
は
、
た
と
え
ば
、「
牛
羊
日
曆
」
に
對
し
て
渡
邊
孝
が
行

っ
た
よ
う
な）

（（
（

、
史
實
に

し
た
緻
密
な
㊮
料
分
析
が
必
要
で
あ
る
。『
白
猿
傳
』

に
關
す
る
㊮
料
は
少
な
く
、
現
段
階
で
は
執
筆
動
機
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
執
筆
動
機
は
取
り
あ
え
ず
留
保
し
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る

「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開
に
限
定
し
て
檢
討
し
た
い
。

　
『
白
猿
傳
』
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
と
大
き
く

な
る
點

は
、
猿
が
文
化
に
造
詣
の
深
い
よ
う
に

か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『
白
猿
傳
』
の

猿
は
、
以
歬
の
話
の
猿
よ
り
も
立
派
な
風
貌
で
、
白
の
袷
に

絹
の
衣
を
ま
と
い
、

い
つ
も
木

を
讀
ん
で
い
る
。「
符
篆
」
と
表
現
さ
れ
る
そ
の
文
字
は
、
女
た
ち

に
は
讀
め
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
死
に
臨
ん
で
、
自
ら
の
一
生
を
振
り
﨤

り
、
そ
の
死
の
理
由
を
天
に
求
め
る
。
何
よ
り
も
、
猿
の
子
供
が
「
學
問
を
積
み
、

書
に
優
れ
、
世
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
」
と
あ
る
記
述
が
、
歐
陽
詢
を
想
起
さ
せ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、『
白
猿
傳
』
は
、
猿
と
人
と
の
混
血
種
で
あ
っ
て
も
、
出
世

で
き
、
成
功
す
る
と
い
う
思
い
を
抱
か
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
化
に
造
詣
の
深
い
猿
や
、
猿
と
の
閒
に
產
ま
れ
た
子
供
に
つ
い

て
の
隱
喩
は
、
唐
の
帝
室
が
胡
漢
融
合
の
鮮
卑
系
混
血
種
で
あ
り
、
黑
人
も
行
き
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ま
た
、（
南
宋
）
周
去
非
に
よ
る
中
國
南

の
地
理
書
で
あ
る
『
嶺
外
代
答
』

に
は
、『
白
猿
傳
』
の
影
响
が
殘
る
。

靜
江
府
の
山
麓
に
は
、
む
か
し
猴
が
い
て
、
數
百
歲
で
、
神
力
で
變
化
し
、

制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
婦
人
を
さ
ら
っ
て
い
た
。
歐

陽
都

の
妻
も
ま
た
さ
ら
わ
れ
た
。
歐
陽
は
計
略
を
使
っ
て
猴
を
殺
し
、
妻

を
取
り
﨤
し
、（
さ
ら
わ
れ
て
い
た
）
他
の
女
性
た
ち
は
み
な
尼
と
な
っ
た
。

猴
の
骨
を
洞
窟
に

っ
た
が
、
な
お
妖
を
な
し
た
。
城
北
の
家
に
向
か
い
、

人
が
（
そ
の
そ
ば
を
）
通
る
た
び
に
、
必
ず
石
を
飛
ば
し
た
。
た
だ
歐
陽
と

い
う
姓
の
者
が
通
る
と
、
何
も
起
こ
さ
ず
、
猴
の
仕
業
だ
と
分
か
っ
た
。

…
…）
（（
（

。

　

猿
が
女
を
さ
ら
う
の
み
な
ら
ず
、
歐
陽
と
い
う
姓
の
者
が
猿
の
惡
さ
を
止
め
る

と
こ
ろ
に
、『
白
猿
傳
』
の
影
响
を
見
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。
留
意
し
た
い
こ
と
は
、

猿
が
女
を
さ
ら
う
も
の
の
、
女
が
そ
の
子
供
を
宿
す
と
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。

　

宋
代
は
、「

夷
の
別
」
を
强
く
說
く
朱
子
學
が
成
立
す
る
よ
う
に
、

民
族

と
の
戰
い
が
重
視
さ
れ
た
。

民
族
と
の
混
血
は

迎
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て

よ
い
。
こ
の
の
ち
の
猿
退
治
が
、
多
く
人
の
手
を
借
り
る
こ
と
に
對
し
て
、
宋
代

の
猿
退
治
は
自
ら
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
猿
に
象

さ
れ
る

民
族
と
の
對
峙

性
の
高
さ
が
分
か
ろ
う
。『
白
猿
傳
』
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
妻
が
さ
ら
わ
れ
て
も
、

猿
の
子
を
產
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
猿
を
打
倒
す
る
こ
と
が
優
先
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
、
猿
退
治
の
報
奬

　

元
末
朙
初
に
は
、
瞿
佑
が
『
剪
灯
新
話
』
卷
三
に
、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話

と
し
て
「
申
陽
洞
記
」
を

し
て
い
る
。「
申
陽
洞
記
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下

と
彭
祖
の
術
を
手
傳
わ
せ
ま
す
。
十
日
ご
と
に
一
度
、
素
練
を
取
っ
て
そ
の

身
と
手
足
に
卷
き
付
け
、
作
法
通
り
に
氣
を
運
ら
せ
る
と
、
練
は
す
べ
て
斷

裂
し
ま
す
。
每
回
一
疋
ず
つ
增
や
し
て
い
き
ま
す
。
朙
日
は
五
疋
を
卷
く
日

で
す
が
、
あ
な
た
は
朙
朝
に
こ
こ
へ
來
て

子
を
伺
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
た

ち
は
六
疋
を
急
い
で
奴
の
身
體
に
卷
き
付
け
ま
す
。
そ
れ
を
見
た
ら
あ
な
た

は
來
て
す
ぐ
に
奴
を
殺
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
士
人
が
そ
の
時

に
行
く
と
、
一
人
の
容
貌
の
非
常
に
恐
ろ
し
い
者
が
見
え
た
。
婦
人
た
ち
が

六
疋
目
を
卷
き
付
け
た
の
で
、
そ
こ
で
す
ぐ
に
進
ん
で
こ
れ
を
毆
り
、
か
く

て
こ
れ
を
殺
す
と
、
そ
れ
は
一
匹
の
老
猿
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
妻
を
取
り
﨤

し
、
婦
人
た
ち
も
み
な
出
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
怪

は
な
く
な
っ
た）
（（
（

。

　

こ
こ
に
は
、
猿
が
女
を
さ
ら
う
も
の
の
、
女
が
猿
の
子
供
を
宿
す
と
い
う
記
述

は
な
い
。
猿
が
行
っ
て
い
た
「
容
成
と
彭
祖
の
術
」
は
、『
博
物
志
』
卷
五
に
も

「
容
成　

婦
人
を

す
の
法
」
と
記
さ
れ
る
房
中
術
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

唐
以
歬
の
物
語
と

な
り
、
猿
が
子
供
を
產
ま
せ
る
記
述
は
な
い
。
猿
は
、
混
血

の
對
象
で
は
な
く
、
女
を
さ
ら
う

對
者
と
し
て
の
み

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　

民
族
を
象

す
る
猿
を

對
者
と
考
え
る
の
は
、
北
宋
が
建
國
以
來
、
西
夏

や
遼
な
ど

民
族
國
家
の
侵
入
に

し
み
續
け
た
國
際
狀
勢
を
反
映
し
て
い
る
。

の
ち
に
西
夏
を
建
國
す
る
黨
項
族
に
つ
い
て
、『
隋
書
』
卷
八
十
三　

西
域　

黨

項
傳
は
、
次
の
よ
う
に
傳
え
て
い
る
。

黨
項
羌
は
、
三

の
後
裔
で
あ
る
。
そ
の
種
族
に
は
宕
昌
・
白
狼
が
あ
る
。

（
か
れ
ら
は
）
み
な
自
ら
獼
猴
の
種
族
で
あ
る
と
稱
し
て
い
る）
（（
（

。

　

黨
項
族
は
、『
博
物
志
』
で
猿
に
準
え
ら
れ
て
い
た
氐
族
と
同
じ
、
チ
ベ
ッ
ト

系
の

民
族
で
あ
る
。
西
方
の

民
族
を
猿
に
象

さ
せ
る
夷
狄

は
、『
隋

書
』
が
編
纂
さ
れ
た
唐
初
に
は
殘
存
し
て
い
た
。
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ま
し
た
。
ど
う
か
許
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
主
人
の
大
猿
は
、昨
夜
、

負
っ
た
傷
を
治
し
て
も
ら
い
た
い
と
李
に
賴
ん
だ
。
李
は
毒
を

と
僞
り
、

「
こ
れ
を
飮
め
ば
傷
が
治
る
だ
け
で
は
な
く
、
不
老
長
壽
に
な
り
ま
す
」
と

言
っ
た
。
大
猿
の
主
人
は
喜
び
、
疑
う
こ
と
な
く
毒
を
飮
ん
だ
。
從
者
た
ち

も
求
め
て
き
た
の
で
、
み
な
に
飮
ま
せ
た
。
や
が
て
猿
た
ち
は
バ
タ
バ
タ
と

倒
れ
、
李
は
劍
で
と
ど
め
を
さ
し
た
。
大
猿
の
近
く
に
は
三
人
の
美
女
が
控⃝

え
て
い
た
が
、
や
は
り
化
け
物
だ
ろ
う
と
思
い
、
退
治
し
よ
う
と
す
る
と
、

美
女
た
ち
は
「
自
分
た
ち
は
人
閒
で
す
」
と
泣
い
て
訴
え
た
。
彼
女
た
ち
は

大
猿
に
さ
ら
わ
れ
て
き
た
良
家
の
娘
で
、
そ
の
中
に
は
錢
翁
の
娘
も
い
た
。

　

出
口
が
見
つ
か
ら
ず
困
っ
て
い
る
と
、
數
名
の
老
人
が
現
れ
た
。
粗
末
な

皮
衣
を
着
て
、
長
い
髭
を
生
や
し
、
口
は
鳥
の
く
ち
ば
し
の
よ
う
に
尖
っ
て

い
る
。彼
ら
は
こ
の
洞
窟
の
本
來
の
住
人
で
あ
る
虛
星
の
鼠
の
精
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
洞
窟
を
大
猿
た
ち
に
乘
っ
取
ら
れ
て
い
た
が
、
李
が
退
治
し
て
く
れ

た
の
で
深
く
感
謝
し
、
外
に
出
る
手
助
け
を
し
て
く
れ
た
。

　

李
は
三
人
の
娘
を
連
れ
て
穴
か
ら
出
る
と
、
ま
っ
す
ぐ
に
錢
翁
の
家
へ
向

か
っ
た
。
錢
翁
は
大
い
に

き
喜
ん
で
、
早
速
李
を
娘
の
壻
に
迎
え
る
こ
と

に
し
た
。
他
の
二
人
の
娘
も
家
に
歸
し
た
が
、
そ
の
家
も
娘
を
李
に
嫁
が
せ

た
い
と

ん
だ
の
で
、
李
は
三
人
の
娘
を
み
な
娶
り
、
錢
翁
の
財
產
を
得
て
、

大
金
持
ち
に
な
っ
た
。

　
「
申
陽
洞
記
」
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
と

な
る
點
の
第

一
は
、
主
人
公
の
李
德
逢
が
、
救
出
さ
れ
る
女
た
ち
と
、
も
と
も
と
の
關
係
性
を

持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
李
德
逢
は
「
偶
然
」
猿
の
洞
窟
の
側
で
休
み
、
猿
の

化
け
物
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
退
治
す
る
。
宋
代
で
す
で
に
稀

と
な
っ
て
い

た
、
猿
が
女
に
子
供
を
產
ま
せ
る
話
は
後
景
に
遠
の
き
、

民
族
を
象

す
る
猿

と
の
戰
い
が
始
ま
る
。
そ
の
際
、

西
の
李
氏
と
い
う
出
自
は
、
唐
室
の
出
身
氏

の
通
り
で
あ
る
。

　

西
の
李
德
逢
は
、
騎
射
が
得
意
で
豪
勈
な

者
だ
と
評

で
あ
っ
た
。

桂
州
に
は
名
山
が
多
く
、
李
は
每
日
、
山
へ
入
っ
て
イ
ノ
シ
シ
を
射
て
生
計

を
立
て
て
い
た
。
桂
州
に
は
錢
翁
と
い
う
富
豪
が
い
た
。
風
雨
の
激
し
い
あ

る
夜
の
こ
と
、
錢
翁
の
十
七
歲
に
な
る
娘
が
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
。
八
方

手
を
盡
く
し
て
も
手
が
か
り
す
ら
つ
か
め
ず
、
錢
翁
は
娘
の
身
を
案
じ
、「
娘

の
居
場
所
を
知
る
も
の
が
い
た
ら
、
財
產
の
半
分
を
與
え
、
娘
を
妻
に
し
て

も
よ
い
」
と
い
う
誓
約
書
を
作
っ
た
。
し
か
し
、
半
年
經
っ
て
も
娘
の
居
場

所
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

あ
る
日
、
李
は
い
つ
も
の
よ
う
に
狩
り
を
し
て
い
た
。

物
を
追
っ
て
深

い
谷
へ
入
る
と
日
が

れ
て
き
た
の
で
、
偶
然
に
見
つ
け
た
古
廟
で
休
む
こ

と
に
し
た
。
や
が
て
大
勢
の
足
♫
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、

子
を
窺
っ
て

い
る
と
、
紅
い
灯

を
提
げ
た
二
人
に
先
導
さ
れ
た
主
人
ら
し
き
者
が
、
三

山
冠
を
か
ぶ
り
、
頭
に
紅
い
布
を
卷
き
、
淡
い
黃
色
の
上
衣
に
玉
帶
と
い
う

出
で
立
ち
で
ゆ
っ
く
り
と
步
き
、
腰
を
下
ろ
す
の
が
見
え
た
。
從
者
は
十
餘

名
お
り
、
手
に
武
器
を
持
っ
て
い
た
。
顏
は
猿
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
李
は

そ
こ
に
い
る
者
た
ち
が
み
な
猿
の
化
け
物
だ
と
分
か
る
と
、
三
山
冠
を
か
ぶ

っ
た
大
猿
に
向
か
い
矢
を
放
っ
た
。
矢
は
見
事
に
命
中
し
、
大
猿
は

い
て

迯
げ
て
い
っ
た
。

　

朝
に
な
っ
て
李
が
血
痕
を
辿
っ
て
行
く
と
、
大
き
な
穴
に

ち
た
。
李
が

穴
の
中
の
衟
を
行
く
と
洞
窟
が
あ
り
、「
申
陽
之
洞
」
と
門
札
に
書
か
れ
て

い
た
。
門
番
が
數
名
い
た
が
、
そ
の
者
た
ち
は
み
な
昨
晚
見
た
猿
の
化
け
物

で
あ
っ
た
。
門
番
が
李
を
見
つ
け
、

い
て
「
お
ま
え
は
誰
だ
」
と
聞
い
て

き
た
の
で
、
李
は
「
わ
た
し
は
下
界
の
凢
人
で
長
い
こ
と
醫
者
を
や
っ
て
い

る
者
で
す
。

を
採
り
に
山
へ
入
り
、
衟
に
迷
っ
て
こ
こ
に
來
て
し
ま
い



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

八
〇

記
」（
以
下
、「
失
妻
記
」
と
略
稱
）
と
い
う
話
が
あ
る）

（（
（

。
た
だ
し
、『
淸
平
山
堂
話

本
』
に

錄
さ
れ
る
話
の
多
く
は
、
宋
代
の
瓦
子
に
設
け
ら
れ
た
勾
欄
に
お
い
て
、

說
話
人
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
物
語
で
あ
る
た
め
、「
失
妻
記
」
は
す
で
に
宋

代
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
物
語
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
（（
（

。
そ
れ
で
も
、
文

化
さ

れ
讀
み
物
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は
、
朙
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
朙
代
の
社

會
狀
況
を
背
景
と
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
「
失
妻
記
」
の
あ
ら
す
じ
を
揭
げ
よ
う
。

　

北
宋
の
宣
和
三
年
の
春
の
こ
と
。
東
京
の
陳
從
善
は
、
兩
親
を
早
く
に
亡

く
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
學
問
が
好
き
で
、
歲
は
二
十
歲
で
武
術
に
も
優
れ

て
い
た
。
妻
は
張
如
春
と
い
い
、歲
は
二
八
の
と
て
も
美
し
い
女
性
だ
っ
た
。

從
善
は
科
擧
に
合
格
し
、
進
士
と
な
り
、
廣
東
南
雄
の
沙
角
鎭
の
巡
檢
司
に

任
命
さ
れ
、
妻
を
伴
っ
て
任
地
に
赴
く
こ
と
に
し
た
。
從
善
は
か
ね
て
よ
り

信
心
深
く
、
僧
侶
や
衟
士
に
供
え
物
を
し
て
い
た
。
大
羅
仙
界
の
紫
陽
眞
人

は
、
從
善
の
供
え
物
を
す
る

子
を
仙
界
よ
り
見
て
感
嘆
し
て
い
た
。

　

梅
嶺
の
北
に
は
申
陽
洞
と
い
う
洞
窟
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
猿
の
妖
怪
が
住

ん
で
い
て
、
兄
弟
は
三
人
、
一
人
は
通
天
大
聖
、
一
人
は
彌
天
大
聖
、
一
人

は
齊
天
大
聖
と
い
い
、
妹
も
一
人
お
り
泗
洲
聖
母
と
い
っ
た
。
三
番
目
の
齊

天
大
聖
は
、
神
通
力
が
廣
大
で
、
ど
ん
な
も
の
に
も
變
化
で
き
る
能
力
を
持

ち
、
美
女
を
見
つ
け
る
と
妖
術
を
使
っ
て
洞
窟
の
中
に
連
れ
て
來
て
い
た
。

齊
天
大
聖
は
如
春
の
美
し
い

子
を
見
て
、
宿
屋
の
主
人
に
化
け
て
如
春
を

さ
ら
っ
た
。
從
善
は
、懸
命
に
行
方
を
探
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
、從
者
に
「
任

地
に
到
着
し
て
か
ら
再
び
探
す
の
が
賢
朙
で
す
」
と
進
言
さ
れ
て
、
仕
方
な

く
任
地
へ
向
か
う
こ
と
に
し
た
。

　

一
方
、
誘
拐
さ
れ
た
如
春
は
、
洞
窟
に
連
れ
て
來
ら
れ
、
そ
こ
で
牡
丹
と

金

と
い
う
二
人
の
女
性
に
出
會
う
。
二
人
と
も
や
は
り
齊
天
大
聖
に
誘
拐

族
で
あ
り
、
李
德
逢
は

民
族
に
象

さ
れ
る
猿
と
戰
う
漢
民
族
の
象

と
し
て

相
應
し
い
。
朙
律
が
唐
律
を
繼
承
し
た
よ
う
に
、
朙
に
お
い
て
唐
は
規
範
と
す
べ

き
「
漢
」
民
族
國
家
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
李
德
逢
が
、
文
言
小
說
の
主
人
公
に
多

い
、
進
士
に
合
格
す
る
よ
う
な
文
人
で
は
な
く
、
狩
り
の
名
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

猿
に
象

さ
れ
る

民
族
と
戰
う
者
に
相
應
し
い
。

　

第
二
は
、
猿
退
治
の
結
果
、
報
奬
と
し
て
三
人
の
美
女
と
娘
の
家
の
財
產
を
手

に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
妻
で
は
な
く
、
關
係
性
の
な
い
女
を
助
け
た
の
で
、
そ

の
戰
い
に
は
報
奬
が
設
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

民
族
に
象

さ
れ
る
猿
の

打
倒
に
對
す
る
軍
功
の
意
が
含
ま
れ
よ
う
。
瞿
佑
（
一
三
四
一
～
一
四
二
七
年
）
は
、

浙
江
省
錢
塘
縣
の
人
で
、
元
へ
の
反
亂
が
頻
發
し
て
い
る
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
。
朱

元

が
、
張
士
誠
か
ら
政

を
奪
っ
て
江
南
を

一
し
、
元
を
北
方
に
追
い
、
漢

民
族
國
家
を
復
興
す
る
ま
で
の
動
亂
朞
が
、
瞿
佑
の
少
年
時
代
に
當
た
る
。
し
た

が
っ
て
、
瞿
佑
の
『
剪
灯
新
話
』
に
は
、
混
亂
す
る
社
會
情
勢
を
背
景
と
し
た
作

品
も
少
な
く
な
い）
（（
（

。「
申
陽
洞
記
」
に

か
れ
た
猿
退
治
に
よ
っ
て
報
奬
を
得
る

話
に
は
、
元
末
朙
初
の

民
族
と
の
戰
い
が
反
映
し
て
い
る
。

　
「
申
陽
洞
記
」
の
特

は
、
モ
ン
ゴ
ル
族
を

北
に
追
っ
た
朱
元

の
活
躍
を

背
景
に
、
妻
を
さ
ら
わ
れ
た
復
讐
と
し
て
で
は
な
く
、
所
與
の
惡
者
で
あ
る
猿
の

退
治
に
よ
り

大
な
恩
賞
を
得
た
こ
と
に
あ
る
。
猿
は
女
に
子
供
を
產
ま
せ
、
自

ら
の
子
を
殘
そ
う
と
す
る
よ
う
な
種
族
を
亂
す
存
在
で
は
な
く
、
打
倒
を
し
て
褒

美
が
與
え
ら
れ
る
對
象
で
あ
る
。

民
族
を
驅
逐
す
べ
し
と
い
う
社
會
通
念
に
相

應
し
い
よ
う
に
、
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
（（
（

。

五
、
守
節
の
宣
揚

　

朙
も
後
半
に
な
る
と
、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ

る
。（
朙
）
洪
楩
の
編
ん
だ
『
淸
平
山
堂
話
本
』
卷
三
に
、「
陳
巡
檢
梅
嶺
失
妻



中
國
小
說
に
お
け
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開

八
一

な
い
の
で
あ
る
。
代
わ
り
に

か
れ
る
も
の
は
、
當

時
代
の
理
想
的
男
女
像
で

あ
る
。
夫
は
、
進
士
に
な
っ
て
就
い
た
巡
檢
司
の

務
を
優
先
し
て
、
最
愛
の
妻

を
探
す
こ
と
を
後
ま
わ
し
に
す
る
。
妻
は
そ
れ
に
應
え
、
三
年
も
の
閒
、
貞
節
を

守
る
。
當
然
、
猿
の
子
供
を
宿
す

子
は

か
れ
な
い）

（（
（

。

　

守
節
を
貫
く
妻
を
助
け
て
猿
を
退
治
す
る
者
は
、
紫
陽
眞
人
で
あ
る
。
紫
陽
眞

人
と
は
、
南
宋
以
後
、
全
眞
の
祖
師
と
し
て
奉
じ
ら
れ
た
北
宋
の
張
伯
端
の
こ
と

で
あ
る）

（（
（

。
紫
陽
眞
人
の
活
躍
は
、
三
敎
融
合
の
中
で
成
立
し
た
全
眞
敎
が
、
儒
敎

の
影
响
の
中
で
女
性
の
守
節
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
考
え
て
よ
い
。
ま

た
、「
失
妻
記
」
の
元
と
な
っ
た
南
戲
の
「
陳
巡
檢
梅
嶺
失
妻
」
で
は
、
紫
陽
眞

人
は

か
れ
ず
、
猿
を
斬
る
者
は
主
人
で
あ
り
、
守
節
に
關
す
る
記
述
も
な
い）
（（
（

。

朙
代
に
お
け
る
守
節
の
宣
揚
と
い
う
社
會
風
潮
が
、「
失
妻
記
」
の
守
節
の
重
視

に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う）
（（
（

。

　

一
方
、（
朙
）
陸
粲
の
『
說
聽
』
に
記
さ
れ
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
で
は
、

さ
ら
わ
れ
た
女
は
節
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

弘
治
年
閒
の
こ
と
、
洛
陽
の
民
婦
の
阿
周
は
、
山
に
行
っ
た
と
き
猴
の
群
れ

に
遇
い
、
捕
ま
っ
て
洞
中
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
老
猴
は
（
阿
周
を
）
妻
に

し
た
。
他
の
猴
た
ち
は
老
猴
を

い
上
下
關
係
を
亂
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

每
日
山
で
果
實
を
採
り
粮
と
し
、
あ
る
い
は
米
粟
を
盜
ん
で
き
た
。
阿
周
は

石
を
碎
い
て
火
を
起
こ
し
、
炊
い
て
そ
れ
を
⻝
べ
た
。
一
年
餘
り
す
る
と
一

子
を
產
ん
だ
。
體
は
人
で
顏
は
猴
で
、
わ
ず
か
に
毛
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
老

猴
に
監
視
さ
れ
て
い
た
の
で
、
迯
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
あ
る
朝
老

猴
は
目
を
病
ん
だ
。
阿
周
は
毒

を
拾
い
、
與
え
て
盲
目
に
し
、
猴
た
ち
に

乘
っ
て
（
洞
を
）
出
て
、
か
く
て
子
を
携
え
て
迯
げ
夫
の
家
に
戾
っ
た
。
吾

が
吳
の
民
婦
の
邵
氏
は
、
太
守
の
兒
の
乳
史
で
あ
る
。
後
に
隨
い
洛
陽
に
行

っ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
阿
周
母
子
を
見
た
と
い
う）
（（
（

。

さ
れ
た
女
性
だ
っ
た
。
齊
天
大
聖
が
如
春
に
不
老
不
死
に
な
る
⻝
べ
物
を
す

す
め
、「
身
を
委
ね
る
よ
う
に
」
と
言
う
と
、
如
春
は
「
不
老
不
死
な
ど

み
ま
せ
ん
。
い
っ
そ
早
く
死
な
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
答
え
た
。
如
春
が
ふ
さ

ぎ
込
ん
で
い
る
と
、
金

が
如
春
の
と
こ
ろ
へ
き
て
、「
わ
た
し
は
連
れ
て

來
ら
れ
て
五
年
に
な
る
が
、最
初
は
嫌
だ
っ
た
奴
の
顏
に
も
や
が
て
慣
れ
て
、

今
は
樂
し
く
や
っ
て
い
る
。
こ
こ
を
出
る
手
立
て
は
な
い
の
だ
か
ら
、
齊
天

大
聖
の
言
う
と
お
り
に
す
る
の
が
身
の
た
め
で
す
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
を
聞

い
た
如
春
は
、「
古
よ
り
、
烈
女
は
二
夫
を
更か

え
ず
と
申
し
ま
す
。
わ
た
し

は
今
い
っ
そ
死
ん
で
も
辱
め
は
決
し
て
受
け
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
そ
う
言

わ
れ
怒
っ
た
金

は
、
齊
天
大
聖
に
そ
れ
を
言
い
つ
け
た
。
齊
天
大
聖
は
怒

り
、
金

に
、
如
春
の
髮
を
ざ
ん
ば
ら
に
切
り

し
、
裸
足
で
水
汲
み
を
さ

せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
如
春
は
、
つ
ら
い
水
汲
み
も
身
を
汚
さ
れ
る
よ
り
は

良
い
と
考
え
、
耐
え
忍
ん
だ
。

　

從
善
は
三
年
の
任
朞
を
終
え
、
紅

寺
の
旃
大

禪
師
に
齊
天
大
聖
が
恐

れ
る
相
手
は
紫
陽
眞
人
で
あ
る
と
聞
き
、
紫
陽
眞
人
の
力
を
借
り
て
、
如
春

を
救
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
齊
天
大
聖
は
紫
陽
眞
人
に
裁
か
れ
、
天
牢
に

送
さ
れ
た
。
如
春
と
の
再
會
を
果
た
し
た
從
善
は
、
長
老
と
寺
の
僧
侶
に

禮
物
を
捧
げ
て
、
故
鄕
の
東
京
に
戾
っ
た
。
三
年
の
閒
、
貞
節
を
守
り
拔
い

た
如
春
は
、
從
善
と
幸
せ
に

ら
し
、
夫
婦
と
も
に
百
歲
ま
で
生
き
、
天
壽

を
全
う
し
た
。

　
「
失
妻
記
」
が
「
申
陽
洞
記
」
と

な
る
點
は
、
さ
ら
わ
れ
る
女
が
妻
と
い
う

設
定
に
戾
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
妻
を
さ
ら
わ
れ
て
い
な
く
と
も
猿
の
化
け
物

と
激
し
く
戰
っ
た
「
申
陽
洞
記
」
に
對
し
て
、「
失
妻
記
」
は
、
さ
ら
わ
れ
た
妻

を
探
し
求
め
る
話
に
回
歸
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
夫
の
陳
從
善
は
、
自
ら
戰
う
こ

と
は
な
い
。

民
族
に
象

さ
れ
る
猿
と
の
戰
い
は
、
す
で
に
物
語
の
主
題
で
は
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い
の
緣
談
な
の
で
、
夫
婦
は

慨
し
、
衟
士
を
追
い
﨤
し
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
夜
珠
は
衟
士
に
さ
ら
わ
れ
、
洞
窟
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。

洞
窟
に
入
る
と
す
ぐ
に
衟
士
と
夜
珠
の
婚
禮
が
行
わ
れ
た
。
夜
珠
は
恐
ろ
し

く
て
、
仕
方
な
く
席
に
は
つ
い
た
も
の
の
、
衟
士
に
祝
い
酒
を

め
ら
れ
て

も
飮
ま
ず
、
そ
の
う
ち
に
衟
士
が
醉
っ
て
寢
て
し
ま
う
と
、
父
や
母
の
こ
と

を
思
っ
て
、
た
だ
泣
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
衟
士
の
周
り
に
は
夜
珠
の
他
に

も
さ
ら
わ
れ
て
き
た
美
し
い
女
た
ち
が
い
た
。

　

衟
士
が
い
な
い
時
に
、
夜
珠
は
女
た
ち
に
、
な
ぜ
あ
ん
な
怪
し
げ
な
奴
の

い
い
な
り
に
な
っ
て
身
を
委
ね
て
い
る
の
か
、
と
尋
ね
た
。
す
る
と
、
溜
息

を
つ
い
て
、「
こ
こ
に
さ
ら
わ
れ
て
き
て
、
兩
親
と
も
夫
と
も
別
れ
、
も
し

朝
晚
悲
し
ん
で
も
、
結
局
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
恥
を
し
の
ん
で
生
き

て
い
る
よ
う
な
も
の
。
あ
い
つ
に
逆
ら
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、

運
を
天
に
任
せ
て
每
日
を
樂
し
く
過
ご
し
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
言
っ
た
。
衟
士
は
、
泣
い
て
い
る
ば
か
り
の
夜
珠
に
怒
り
、「
無
理
强
い

す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ま
ま
な
ら
ば
力
盡
く
で
」
と
言
っ
た
。

ま
た
、
衟
士
は
何
と
か
し
て
夜
珠
を
そ
の
氣
に
さ
せ
よ
う
と
、
夜
珠
に
女
た

ち
と
の
戲
れ
の
場
を
見
せ
續
け
た
が
、
夜
珠
の
心
は
ま
っ
た
く
動
か
な
か
っ

た
。

　

夜
珠
は
泣
く
の
は
や
め
、
た
だ
ひ
た
す
ら
心
の
中
で

世
♫
に
救
い
を
求

め
祈
り
續
け
た
。
一
方
、
夜
珠
の
兩
親
も
每
日
、

悲
大
士
の
像
に
祈
り
續

け
て
い
た
。
あ
る
日
、
會

山
の
峯
の
上
に
旗
竿
が
立
ち
、
大
勢
が
集
っ
て

き
た
。
す
る
と
、
一
人
の
書
生
が
、
文
筆
の
ね
た
に
す
る
た
め
、
自
分
が
確

か
め
る
と
申
し
出
た
。
こ
の

者
は
、
劉
德
遠
と
い
い
、
家
柄
も
よ
く
、
學

問
も
あ
る
人
物
だ
っ
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
洞
窟
が
あ
り
、
十
數
人
の
女
た

ち
が
い
て
、
眠
っ
て
い
る
者
も
い
れ
ば
、
じ
っ
と
座
っ
て
い
る
者
も
い
て
、

　

こ
こ
で
は
、
猿
に
さ
ら
わ
れ
た
女
が
、
猿
の
子
供
を
產
み
、
そ
の
後
、
夫
の
も

と
に
戾
っ
て
、
子
供
を

て
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
猿
の
子
供
を
產
む
こ
と
は
、

唐
の
『
白
猿
傳
』
以
來
の
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
の
中
で
は
、
例
外
的
で
あ
る）
（（
（

。

さ
ら
に
、
邵
氏
が
「
み
ず
か
ら
阿
周
母
子
を
見
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
說
聽
』

は
、
筆
記
小
說
（
隨
筆
）
で
あ
り
、
文
言
・
白
話
小
說
よ
り
は
虛
構
性
の
低
い
讀

み
物
で
あ
る
。
猿
の
子
供
を
女
が
產
ん
だ
こ
と
を
「
事
實
」
と
認

す
る
こ
と
の

當
否
は
さ
て
お
き
、
女
の
守
節
に
關
し
て
は
、
當

時
代
の
意

を
よ
り
正
確
に

反
映
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
朙
代
に
は
、
北
宋
の
程
頤
の
「
餓
死
は
た
い
し

た
こ
と
で
は
な
い
。
節
を
失
う
の
は
極
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
」（『
程
氏
遺
書
』

卷
二
十
二
下
）
と
い
う
主
張
を
受
け
て
、
と
り
わ
け
守
節
が
宣
揚
さ
れ
た
。「
失
妻

記
」
に
お
い
て
守
節
が
强
調
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
族
譜
を

分
析
し
た
結
果
得
ら
れ
た
現
實
の
狀
況
に
お
い
て
、
守
節
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
强

制
力
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た）
（（
（

。
そ
う
し
た
社
會
狀
況
と
阿
周
が
民
婦）
（（
（

で
あ
っ
た

こ
と
が
、
節
を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
批

的
な
言
及
を
行
わ
な
い
と
い
う
、
陸

粲
の
執
筆
態
度
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
猿
を
退
治
す

る
の
は
、
さ
ら
わ
れ
た
妻
自
身
で
あ
り
、
夫
が
物
語
中
で
活
躍
す
る
こ
と
は
な
い
。

自
ら
を
守
る
た
め
に
主
體
的
に
行
動
す
る
女
が

か
れ
る
こ
と
も
、
陸
粲
の
執
筆

態
度
の
特

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
猿
に
さ
ら
わ
れ
た
女
が
、
節
を
汚
さ
れ
な
い
よ
う
奮
鬪
す
る

姿
を
取
り
入
れ
た
作
品
と
し
て
、（
朙
）
凌

初
『
初

拍
案

奇
』
卷
二
十
四

「
鹽
官
邑
老
魔
魅
色　

會

山
大
士
誅
邪
」
正
話
（「
大
士
誅
邪
」
と
略
稱
）
が
あ
る）
（（
（

。

あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

朙
の
洪
武
年
閒
、
仇
氏
と
い
う
富
豪
に
生
ま
れ
た
夜
珠
は
頭
も
器
量
も
良

く
、
夫
婦
は
立
派
な
壻
を
と
ろ
う
と
し
た
。
あ
る
と
き
、
衟
士
に
化
け
た
猿

が
夜
珠
を
嫁
に
欲
し
い
と
申
し
出
た
。
家
柄
は
お
ろ
か
、
年
齡
も
不
釣
り
合
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强
調
す
る
表
現
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
に
、「
大
士
誅
邪
」
で
は
、

世
♫
が
猿
を
退
治
す
る
。
夫
と
な
る
劉
德

遠
が
自
ら
戰
わ
な
い
こ
と
は
、「
失
妻
記
」
と
同
じ
で
あ
る
。
夫
で
は
な
く
、

世
♫
に
救
わ
れ
る
こ
と
が）

（（
（

、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
の
中
で
は
新
し
い
。
六
朝

よ
り
始
ま
り
、
朙
淸
時
代
に
も
盛
ん
で
あ
っ
た

♫
信
仰
の
廣
が
り
を
こ
こ
に
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う）
（（
（

。
太
田
辰
男
に
よ
れ
ば）
（（
（

、『
西
遊
記
』
の
歬
身
と
な
る
雜
劇

に
は
、
孫
行
者
が
好
色
の
戒
め
と
し
て

♫
か
ら
悟
空
の
法
名
を
授
か
っ
た
も
の

が
あ
る
、
と
い
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
孫
行
者
の
好
色
が
、『
博
物
志
』
以
來
の

「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の

れ
を
繼
承
す
る
「
失
妻
記
」
の
齊
天
大
聖
像
の
影
响
下

に
あ
る
こ
と
が
分
か
る）
（（
（

。

　

第
三
に
、「
大
士
誅
邪
」
で
は
、
報
奬
を
得
た
も
の
が
夫
だ
け
で
は
な
く
、
夜

珠
に
も
報
奬
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。「
申
陽
洞
記
」
で
は
、
猿
を
退
治
し
た
李
德

逢
が
、
三
人
の
美
女
と
財
產
を
得
て
い
た
。
同

に
、
自
ら
戰
わ
な
か
っ
た
劉
德

遠
も
、
美
女
と
財
產
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
上
に
、
自
ら
の
貞
節
を
守
り

世
♫
へ
の
信
仰
で
猿
を
擊
破
し
た
夜
珠
は
、
進
士
に
合
格
す
る
劉
德
遠
を
壻
と

し
、
夫
婦
と
兩
親
が
み
な
幸
せ
に

ら
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
報
奬
を
得
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
朙
淸
時
代
に
現
れ
た
女
の
自
發
的
な
貞
節
を
守
る
意
）
（（
（

が
、

報
奬
を
得
る
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
自
發
的
な
女
の
意

は
、
族
譜
に

か
れ
た
當

時
代
の
理
想
的
な
女
性
像
の
姿
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）
（（
（

。

お
わ
り
に

　

中
國
小
說
に
は
、
文
言
・
白
話
の
別
を
超
え
て
繼
承
さ
れ
る
テ
ー
マ
を
持
つ

も
の
が
あ
る
。「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
際
、

猿
が
女
を
さ
ら
う
、
と
い
う
構
想
に
變
化
は
な
い
が
、
書
き
手
が
表
現
し
た
い
主

題
は

な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
、
書
き
手
と
讀
み
手
が
共
㊒
す

ま
る
で
み
な
酒
に
醉
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
周
り
に

は
大
猿
が
數
十
匹
、
首
を

と
さ
れ
て
死
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
麓
か
ら
見

え
て
い
た
旗
竿
に
は
、
一
匹
の
老
猿
の
死

が
掛
か
っ
て
い
た
。
劉
德
遠

は
、
仇
家
の
娘
が
行
方
不
朙
に
な
っ
た
と
い
う
文
書
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
、
す
ぐ
に
仇
家
に
行
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
夜
珠
は
、
他
の

女
た
ち
と
一
緖
に
救
出
さ
れ
、
無
事
、
兩
親
と
再
會
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

兩
親
は
大
い
に
喜
ん
だ
。
母
は
夜
珠
に
、「
戾
っ
て
く
れ
た
だ
け
で
い
い
。

た
と
え
身
を
汚
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
こ
と

で
、お
ま
え
が
自
分
を
責
め
る
必
要
は
な
い
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
。
夜
珠
は
、

老
猿
を
近
寄
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
今
日
は
い
よ
い
よ
力
盡
く
で
身
を

汚
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
大
声
で
「
靈
感

世
♫
」
と
唱
え
た
と
こ
ろ
、

天
地
が
眞
っ
暗
に
な
り
、
氣
が
つ
く
と
猿
た
ち
は
み
な
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
吿
げ
た
。
猿
た
ち
を
退
治
し
て
く
れ
た
の
は

世
♫
だ
と
知
り
、
兩
親
と

夜
珠
は
心
か
ら

世
♫
に
感
謝
し
た
。

　

仇
家
は
劉
德
遠
を
壻
に
と

ん
だ
が
、
劉
德
遠
は
辭
退
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
縣
の
長
官
が
媒
酌
人
と
な
り
、
强
く

め
た
の
で
劉
德
遠
も
承
知

し
、
仇
家
に
壻
入
り
し
て
、
夜
珠
を
妻
と
し
た
。
や
が
て
、
劉
德
遠
は
進
士

に
合
格
し
、
夫
婦
は
幸
せ
に

ら
し
た
。
夜
珠
の
兩
親
も
長
生
き
を
し
、
夫

婦
同
じ
日
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。

　
「
大
士
誅
邪
」
の
第
一
の
特

は
、
貞
節
の
高
さ
が
强
調
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

さ
ら
わ
れ
る
女
が
妻
で
は
な
い
こ
と
は
、「
申
陽
洞
記
」
と
同
じ
で
あ
る
。
猿
が

衟
士
の
術
を
使
う
こ
と
は
、『
稽
神
錄
』
に
見
ら
れ
る
。
す
で
に
猿
に
身
を
任
せ

て
い
る
淫
婦
が
關
係
に
誘
う
こ
と
は
、「
失
妻
記
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、
猿
が
女
た
ち
と
の
戲
れ
の
場
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
で
、
守
節
を
破
ら
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
が
「
大
士
誅
邪
」
の
新
し
さ
で
あ
る
。
夜
珠
の
守
節
の
氣
高
さ
を
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の
大
團
円
を

く
も
の
と
な
る
。「
失
妻
記
」
で
は
、
夫
は
、
進
士
に
な
っ
て
就

い
た
巡
檢
司
の

務
を
優
先
し
て
、
最
愛
の
妻
を
探
す
こ
と
を
後
ま
わ
し
に
す
る
。

妻
は
そ
れ
に
應
え
、
三
年
も
の
閒
、
貞
節
を
守
る
。「
大
士
誅
邪
」
で
は
、
自
ら

の
貞
節
を
守
り

世
♫
へ
の
信
仰
で
猿
を
擊
破
し
た
夜
珠
は
、
進
士
に
合
格
す
る

劉
德
遠
を
壻
と
し
、
夫
婦
と
兩
親
が
み
な
幸
せ
に

ら
し
て
い
く
、
と
い
う
報
奬

を
得
る
。
こ
こ
で
は
、
朙
淸
時
代
に
現
れ
た
女
の
自
發
的
な
貞
節
を
守
る
意

が
、

報
奬
を
得
る
要
因
と
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
自
發
的
な
女
の
意

は
、
族
譜
に

か
れ
た
當

時
代
の
理
想
的
な
女
性
像
の
姿
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
そ
の
時
代
背
景
に
應
じ
た
展
開
を

み
せ
る
。
小
說
は
、
單
な
る
虛
構
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
の
思
い

を
反
映
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
作
品
を
生
み
出
す
と
共
に
、
人
々
の
需
要
に
應
じ

て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
國
小
說
の
特

の
一
つ
が
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話

の
展
開
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㊟
（
1
）　

孫
悟
空
の
源

を
探
る
も
の
は
、
中
野
美
代
子
の
『『
西
遊
記
』
Ｘ
Ｙ
Ｚ―

こ
の

へ
ん
な
小
說
の
迷
路
を
あ
る
く
』（
講
談
社
、
二
○
○
九
年
）
な
ど
の
一
連
の
硏
究

の
ほ
か
、
磯

『『
西
遊
記
』
形
成
史
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
三
年
）
な
ど

が
あ
る
。

（
2
）　

仙
石
知
子
「
朙
淸
小
說
に

か
れ
た
不
再
娶
」（『
東
方
學
』
一
一
八
、
二
〇
〇
九

年
、『
朙
淸
小
說
に
お
け
る
女
性
像
の
硏
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
に
所

）

を
參
照
。

（
3
）　

富
永
一
登
『
中
國
古
小
說
の
展
開
』（
硏
文
出
版
、
二
〇
一
三
年
）。

（
4
）　

南
山
大
玃
、
盜
我
媚

。
怯
不
敢
逐
、
退
然
獨
宿
。（『
焦
氏
易
林
』
卷
一　

剝
）。

『
焦
氏
易
林
』
は
、
四

叢
刊
本
を
底
本
と
し
た
。

る
當

時
代
の
社
會
通
念
が
變
容
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

　
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
そ
の
時
々
の
社
會
通
念
を
生
み
出
す
歷
史
的
狀

況
に
應
じ
て
、
物
語
が
書
き
換
え
ら
れ
て
き
た
。

　

漢
代
に
起
源
を
持
つ
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
西
晉
の
『
博
物
志
』
に
な

る
と
、
漢
民
族
と
雜
住
し
つ
つ
あ
っ
た

民
族
へ
の
排
斥
の
風
潮
を
背
景
に
、
猿

に

民
族
を
象

さ
せ
て
、
猿
が
强
制
的
に
子
供
を
產
ま
せ
、
繁
殖
を
圖
る
こ
と

を

き
、

民
族
の
同
化
に

し
む
漢
族
の
思
い
を
反
映
さ
せ
る
話
と
な
る
。
東

晉
の
『
搜
神
記
』
で
は
、
現
實
を
反
映
し
て
一
定
の
融
和
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

民
族
へ
の
差
別
意

は
繼
承
さ
れ
て
い
く
。

　

唐
の
『
白
猿
傳
』
は
、

民
族
に
對
す
る
差
別
意

が
低
い
と
い
う
唐
代
の
社

會
通
念
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ま
で

民
族
を
象

し
て
い
た
猿
の
產
ま
せ
た
子
供

を
唐
の
代
表
的
な
書
家
の
一
人
で
あ
る
歐
陽
詢
と
設
定
す
る
。
そ
こ
に
は
、
猿
に

象

さ
れ
る

民
族
と
の
混
血
種
へ
の
社
會
的
な
許
容
が
あ
る
。

　

宋
の
徐
鉉
『
稽
神
錄
』
は
、
妻
が
さ
ら
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
妻
が

猿
の
子
供
を
宿
す

子
を

か
ず
、
ひ
た
す
ら
猿
の
打
倒
を
表
現
す
る
。
そ
こ
に

は
、

民
族
と
の
戰
い
を
背
景
に
「

夷
の
別
」
を
强
く
說
く
宋
の
時
代
性
が
反

映
し
て
い
る
。

　

元
末
朙
初
の
「
申
陽
洞
記
」
は
、
モ
ン
ゴ
ル
族
を

北
に
追
っ
た
朱
元

の
活

躍
を
背
景
に
、
妻
を
さ
ら
わ
れ
た
復
讐
と
し
て
で
は
な
く
、
所
與
の
惡
者
で
あ
る

猿
の
退
治
に
よ
り

大
な
恩
賞
を
得
た
と
す
る
。
猿
は
女
に
子
供
を
產
ま
せ
、
自

ら
の
子
供
を
殘
そ
う
と
す
る
よ
う
な
種
族
を
亂
す
存
在
で
は
な
く
、
打
倒
を
し
て

褒
美
が
與
え
ら
れ
る
對
象
で
あ
る
。

民
族
を
驅
逐
す
べ
し
と
い
う
社
會
通
念
に

相
應
し
い
よ
う
に
、
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

朙
代
に
な
る
と
、「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
話
は
、
宋
以
降
の
猿
退
治
の
要
素
を

保
持
し
な
が
ら
も
、
女
性
に
守
節
と
い
う
活
躍
の
場
を
與
え
、
そ
の
結
果
と
し
て



中
國
小
說
に
お
け
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開

八
五

（
5
）　

蜀
（
山
）《
中
》
南
高
山
上
、
㊒
物
如
獼
猴
。
長
七
尺
、
能
人
行
健
走
。
名
曰
猴
玃
、

一
名
〔
馬
〕
化
、
或
曰
猳
玃
。（
同
）〔
伺
〕
行
衟
婦
女
㊒
好
者
、
輒
盜
之
以
去
、
人

不
得
知
。
行
者
或
每
（
遇
）《
過
》
其

、
皆
以
長
繩
相
引
、
然
故
不
免
。
此
得
男

（
女
）〔
子
〕
氣
自
死
、
故
〔
不
〕
取
男
也
。
取
去
爲
家
室
。
其
年
少
者
、
終
身
不
得

還
。
十
年
之
後
、
形
皆
類
之
、
意
亦
迷
惑
、
不
復
思
歸
。
㊒
子
者
、
輒
俱
送
還
其
家
。

產
子
皆
如
人
。
㊒
不
⻝
養
者
、
其
母
輒
死
。
故
無
（
不
敢
）〔
敢
不
〕
養
也
。（
乃
）

〔
及
〕
長
、
與
人
不

。
皆
以
楊
爲
姓
。
故
今
蜀
中
西
界
多
謂
楊
、
率
皆
猳
玃
馬
化

之
子
孫
、
時
時
相
㊒
玃
爪
也
。（『
博
物
志
』
三
「

獸
」）。『
博
物
志
』
は
、

寧

（
校
㊟
）『
博
物
志
校
證
』（
中

書
局
、
一
九
八
〇
年
）
を
底
本
と
し
、
校
勘
に
從
い
、

省
く
文
字
を
（　

）
で
、
加
え
る
文
字
を
〔　

〕
に
よ
り
示
し
た
。
ま
た
、
赤
堀
昭

（
他
補
㊟
）『
博
物
志
校
箋
』（『
東
方
學
報
』
京
都
五
九
、
一
九
八
七
年
）
に
從
っ
た

分
は
、
底
本
を
（　

）
で
示
し
、『
博
物
志
校
箋
』
の
文
字
を
《　

》
に
よ
り
示

し
た
。

（
6
）　
「
猿
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
稱
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
野
美
代
子
『
孫

悟
空
の
誕
生―

サ
ル
の
民
話
學
と
「
西
遊
記
」』（
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
）「
Ⅱ

サ
ル
の
民
話
學
」
參
照
。

（
7
）　

渡
邉
義
浩
「
張

『
博
物
志
』
の
世
界

」（『
史

』
三
七
、
二
〇
一
五
年
）。

（
8
）　

蜀
中
西
南
高
山
之
上
、
㊒
物
與
猴
相
類
。
長
七
尺
、
能
作
人
行
、
善
走
逐
人
。
名

曰
猳
國
、
一
名
馬
化
、
或
曰
玃
猨
。
伺
衟
行
婦
女
㊒
美
者
、
輒
盜
取
將
去
、
人
不

得
知
。

㊒
行
人
經
過
其

、
皆
以
長
繩
相
引
、
猶
故
不
免
。
此
物
能
別
男
女
氣

臭
、
故
取
女
、
男
不
取
也
。

取
得
人
女
、
則
爲
家
室
。
其
無
子
者
、
終
身
不
得

還
。
十
年
之
後
、
形
皆
類
之
、
意
亦
迷
惑
、
不
復
思
歸
。

㊒
子
者
、
輒
抱
送
還

其
家
。
產
子
皆
如
人
形
。
㊒
不
養
者
、
其
母
輒
死
。
故
懼
怕
之
、
無
敢
不
養
。
及
長
、

與
人
不

。
皆
以
楊
爲
姓
。
故
今
蜀
中
西
南
多
諸
楊
、
率
皆
是
猳
國
、
馬
化
之
子
孫

也
。（『
搜
神
記
』
卷
十
二
「
猳
國
馬
化
」）。『
搜
神
記
』
は
、
汪
紹
楹
（
校
㊟
）『
搜

神
記
』（
中

書
局
、
一
九
七
九
年
）
を
底
本
と
し
た
。

（
9
）　

東
晉
に
お
け
る
佛
敎
の
受
容
と

民
族

に
つ
い
て
は
、
鐮
田

雄
『
中
國
佛

敎
史
』
第
二
卷
（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
三
年
）。『
春
秋
穀
梁
傳
』
が
他
の
二

傳
に
比
べ
て

民
族
と
の
融
和
に
特

を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
兩

漢
に
お
け
る
春
秋
三
傳
の
相
剋
と
國
政
」（『
兩
漢
に
お
け
る
詩
と
三
傳
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
七
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
敎
國
家
」
の
成
立
』
に
所

）
を
參
照
。

（
10
）　
（
唐
）
段
成
式
の
『
酉
陽
雜
俎
』
に
は
、
爪
の
記
述
を
含
む
「
女
を
さ
ら
う
猿
」

の
話
が

錄
さ
れ
る
が
、『
博
物
志
』
を
踏

、

略
化
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

（
11
）　

成
行
正
夫
「「
白
猿
傳
」
の
系
譜
」（『

文
硏
究
』
三
四
、
一
九
七
五
年
）
を
參
照
。

（
12
）　

內
田
衟
夫
『
中
國
小
說
硏
究
』（
評
論
社
、
一
九
七
七
年
）
は
、『
白
猿
傳
』
の
展

開
を
追
い
、
六
朝
小
說
か
ら
唐
代
小
說
へ
の
過
渡
朞
と
位
置
づ
け
る
。
小
南
一
郞

『
唐
代
傳
奇
小
說
論―

悲
し
み
と

れ
と
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
は
、
唐
代

初
朞
の
成
立
と
す
る
理
由
を
稚
拙
な
文
體
に
求
め
る
。

（
13
）　

原
文
は
、「
東
向
石
門
」。
成
瀨
哲
生
『
古

記
・
補
江
總
白
猿
傳
・
遊
仙
窟
』
中

國
古
典
小
說
選
４
唐
代
Ⅰ
（
朙
治
書
院
、
二
○
○
五
年
）
は
、「
岩
窟
の
出
入
り
口

が
東
向
き
で
あ
る
。
東
向
き
と
は
少
數
民
族
の
文
化
（
神
話
・
傳
說
）
と
關
係
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
」
と
㊟
を
付
け
て
い
る
。

（
14
）　

中
野
美
代
子
『
孫
悟
空
の
誕
生
』（
歬
揭
）
は
、
歐
陽
詢
を
中
傷
す
る
た
め
に
書

か
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
乾
一
夫
「
補
江
總
白
猿
傳
論―

そ
の
創
作
動
機
・

目
的
論
を
め
ぐ
る
管
見
」（『
國
學
院
雜
誌
』
七
一―

九
、
一
九
七
○
年
）、
成
行
正

夫
「「
白
猿
傳
」
の
系
譜
」（
歬
揭
）、
松
崎
治
之
「
唐
代
小
說
『
白
猿
傳
』
小
考
」

（『
筑
紫
女
子
短
朞
大
學
紀
要
』
二
八
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
は
、
中
傷
說
を
否
定
す

る
。
そ
の
他
の
『
白
猿
傳
』
に
關
す
る
硏
究
に
つ
い
て
は
、
西
川
幸
宏
「
サ
ル
の

類
婚
姻
譚
と
「
白
猿
傳
」」（
追
手
門
學
院
大
學
『
ア
ジ
ア
學
科
年
報
』
一
、
二
○
○

七
年
）
の
整
理
を
參
照
。

（
15
）　

渡
邊
孝
「「
牛
羊
日
曆
」
作
者
考
」（『
中

世
界
の
歷
史
的
展
開
』
汲
古
書
院
、



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

八
六

二
〇
〇
二
年
）。

（
16
）　

隋
唐
が
鮮
卑
に
よ
り
建
國
さ
れ
た
こ
と
は
、
陳
寅
恪
『
隋
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』

（
中

書
局
、
一
九
六
三
年
）、『
唐
代
政
治
史
述
論
稿
』（
中

書
局
、
一
九
七
四

年
）
な
ど
を
參
照
。
ま
た
、
漢
族
の
「
民
族
主
義
」
が
强
い
宋
・
朙
な
ど
の
「
小
中

國
」
に
對
し
て
、
唐
を

矢
と
す
る
「
大
中
國
」
が
、
種
族
・
出
身
を
問
わ
な
い
世

界
宗
敎
の
佛
敎
を
重
視
す
る
な
ど
、

民
族
に
對
す
る
差
別
意

が
低
い
こ
と
に
つ

い
て
、
妹
尾
逹
彥
『
長
安
の
都
市
計
畫
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
。

（
17
）　

成
行
正
夫
「「
白
猿
傳
」
の
系
譜
」（
歬
揭
）
は
、「
白
猿
傳
」
以
後
の
小
說
が
い

ず
れ
も
白
猿
の
子
供
を
產
む
と
い
う
結
末
を

い
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
、「
當

時
の
社
會
的
情
況
も
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
主
な
理
由
は
小
說
の
作
者
が

人
閒
と

類
と
の
婚
姻
と
い
う
も
の
に
對
し
て
實
在
性
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
か
、

嫌
惡
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
が
、
首
肯
し
得
な
い
。

（
18
）　

晉
州
含
山
㊒
妖
鬼
、
好
竊
婦
人
。
嘗
㊒
士
人
行
至
含
山
、
夜
失
其
妻
。
旦
而
尋
求
、

入
深
山
。
一
大
石
洞
、
㊒
五
六
婦
人
共
坐
、
問
曰
、
君
何
至
此
。
具
言
其
故
。
婦
人

曰
、
賢
夫
人
昨
夜
至
此
。
在
石
室
中
。
吾
等
皆
經
過
爲
所
竊
也
。
將
軍
竊
人
至
此
、

與
行
容
彭
之
術
。
每
十
日
一
試
、
取
素
練
周
纏
其
身
及
手
足
、
作
法
運
氣
、
練
皆
斷

裂
。
每
試
輒
增
一
疋
。
朙
日
當
五
疋
、
君
朙
旦
至
此
伺
之
。
吾
等
當
以
六
疋
急
纏
其

身
。
候
君
至

其
殺
之
可
乎
。
其
人
如
朞
而
徃
、
見
一
人
貌
甚
可
畏
。
衆
婦
人
以
纏

至
六
疋
、
乃
直
歬
格
之
、
遂
殺
之
、
乃
一
老
猿
也
。
因

其
妻
、
衆
婦
皆
得
出
。
其

恠
乃
絕
。（『
稽
神
錄
』
卷
之
十
二　

老
猿
竊
婦
人
）。『
稽
神
錄
』
は
、
字
句
の

同

が
多
く
、
本
稿
は
『
類
說
』
卷
十
二
に

め
ら
れ
た
本
に
依
據
し
た
。

（
19
）　

黨
項
羌
者
、
三

之
後
也
。
其
種
㊒
宕
昌
・
白
狼
。
皆
自
稱
獼
猴
種
。（『
隋
書
』

卷
八
十
三　

西
域　

黨
項
傳
）。
な
お
、
す
で
に
內
山
知
也
「『
補
江
總
白
猿
傳
』

考
」（
內
野
博
士
還
曆
記
念
『
東
洋
學
論
集
』
一
九
六
四
年
）
が
、
黨
項
人
が
獼
猴

の
子
孫
と
稱
し
て
い
た
と
指

し
て
い
る
。

（
20
）　

靜
江
府
疊
綵
巖
下
、
昔
日
㊒
猴
、
壽
數
百
年
、
㊒
神
力
變
化
、
不
可
得
制
。
多
竊

美
婦
人
。
歐
陽
都

之
妻
亦
與
焉
。
歐
陽
設
方
略
殺
之
、
取
妻
以
歸
、
餘
婦
人
悉
爲

尼
。
猴
骨

洞
中
、
猶
能
爲
妖
。
向
城
北
民
居
、
每
人
至
、
必
飛
石
。
惟
姓
歐
陽

人
來
、
則
寂
然
、
是
知
爲
猴
也
。
…
…
（『
嶺
外
代
答
』
卷
十　

志

門
「
桂
林
猴

妖
」）。『
嶺
外
代
答
』
は
、
楊
武
泉
（
校
㊟
）『
嶺
外
代
答
校
㊟
』（
中

書
局
、
一

九
九
九
年
）
を
底
本
と
し
た
。
な
お
、
西
川
幸
宏
「
サ
ル
の

類
婚
姻
譚
と
「
白
猿

傳
」」（
歬
揭
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
故
事
は
「
白
猿
傳
」
よ
り
民
閒
傳
承
に
近
く
、「
白

猿
傳
」
の
原
話
と
み
る
硏
究
者
も
い
る
、
と
い
う
。

（
21
）　

中
野
美
代
子
『
孫
悟
空
の
誕
生
』（
歬
揭
）
に
よ
る
。
ま
た
、
中
野
は
、
歐
陽
都

と
は
、
歐
陽
紇
の
こ
と
で
は
な
く
、
唐
初
に
安
南
都

に
任
じ
た
歐
陽
普
贊
の
こ

と
を
指
す
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
歐
は
、「
な
ぐ
る
」「
追
い
立
て
る
」
と
い
う
意

味
で
あ
り
、「
猿
」
を
象

す
る
「
楊
」
に
通
ず
る
「
陽
」
を
「
毆
」
る
者
が
「
歐

陽
」
氏
で
あ
っ
た
可
能
性
を
持
つ
。

（
22
）　

瞿
佑
と
『
剪
灯
新
話
』
に

錄
さ
れ
た
物
語
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
竹
田
晃
・
小

塚
由
博
・
仙
石
知
子
『
剪
灯
新
話
』
中
國
古
典
小
說
選
８
（
朙
治
書
院
、
二
○
○
八

年
）「
解
說
」
參
照
。
ま
た
、
尾
崎
保
子
「「
補
江
總
白
猿
傳
」
か
ら
「
申
陽
洞
記
」

へ―

文
言
小
說
の
文
學
的
限
界
に
つ
い
て
」（
昭
和
女
子
大
學
『
學

』
六
八
一
、

一
九
九
六
年
）
は
、「
申
陽
洞
記
」
と
「
白
猿
傳
」
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

（
23
）　

た
と
え
ば
、
元
に
成
立
し
た
『
三
國
志
平
話
』
は
、
匈
奴
族
の
劉
淵
が
蜀
漢
を
繼

承
す
る
物
語
と
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
元
も
ま
た
、
同

に
南
宋
を
繼
承
で
き
る
と

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
を
打
倒
し
た
朙
で

か
れ
た
『
三
國
志

演
義
』
で
は
、
こ
の
結
末
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
文
京
「『
三

國
志
平
話
』
の
結
末
に
つ
い
て
の
試
論
」（『
狩
野
直
禎
先
生
傘
壽
記
念　

三
國
志
論

集
』
三
國
志
學
會
、
二
〇
〇
八
年
）
を
參
照
。

（
24
）　
「
失
妻
記
」
は
、（
朙
）
馮

龍
の
『
古
今
小
說
』
卷
二
十
に
、「
陳
從
善
梅
嶺
失

渾
家
」
と
し
て

め
ら
れ
て
い
る
。『
古
今
小
說
』
は
、
記
述
の
不
整
合
を
修
正
し
、

詩
を
加
除
す
る
な
ど
表
現
に

同
が
あ
る
。



中
國
小
說
に
お
け
る
「
女
を
さ
ら
う
猿
」
の
展
開

八
七

（
25
）　

岡
本
不
二
朙
「
宋
代
話
本
「
陳
巡
檢
梅
嶺
失
妻
記
」
の
再
檢
討
」（『
宋
代
の
規
範

と
習
俗
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
）
は
、
中
野
美
代
子
・
磯

ら
の
南
宋
成
立

說
を
批

し
、
元
末
朙
初
以
降
の
成
立
と
し
て
い
る
。

（
26
）　

中
野
美
代
子
『
孫
悟
空
の
誕
生
』（
歬
揭
）
は
、「
白
猿
傳
」
で
は
女
が
猿
の
子
供

を
產
む
の
に
、「
失
妻
記
」
で
は
產
ま
な
く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
猿
側
の
變
化

に
よ
る
、
と
す
る
。
晉
の
王
嘉
『
拾
遺
記
』
卷
八
に
は
、
白
猿
が
神
仙
に
化
し
た
と

い
う
話
が
あ
り
、
賦
で
も
晉
の
傅
玄
「
猨
猴
賦
」・
唐
の
吳
筠
「
玄
猿
賦
」・
唐
の
李

德
裕
「
白
猿
賦
」
な
ど
の
よ
う
に
猿
を
テ
ー
マ
に
す
る
も
の
が
多
い
。「
失
妻
記
」

に
登
場
す
る
猿
は
「
猴
」
で
あ
っ
て
「
白
猿
」
で
は
な
い
。
神
仙
に
も
化
す
こ
と
の

で
き
る
白
猿
で
あ
れ
ば
、
身
を
ま
か
す
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
が
、
あ
り
ふ
れ
た
猴
な

ら
ば
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
「
失
妻
記
」
の
作
者
の
考
え
で
あ
っ
た
、
と
す
る

の
で
あ
る
が
、
首
肯
し
得
な
い
。
な
お
、
中
野
は
、「
失
妻
記
」
の
猴
が
齊
天
大
聖

と
名
乘
り
、
兄
二
人
に
妹
が
一
人
い
る
こ
と
は
、
戲
曲
『
西
遊
記
』
を
想
起
さ
せ
る

も
の
で
、「
失
妻
記
」
が
『
西
遊
記
』
成
立
の
上
で
深
い
關
係
を
持
つ
と
し
て
い
る
。

（
27
）　

易
學
者
と
し
て
も

名
な
張
伯
端
に
關
す
る
先
行
硏
究
の
整
理
に
、
吾
妻
重
二

「
張
伯
端
『
悟
眞
篇
』
の
硏
究
史
と
考
證
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
一
一
、
一
九

九
四
年
）
が
あ
る
。

（
28
）　

錢
南
揚
『
宋
元
南
戲
百
一
錄
』（
哈
佛
燕
京
學
社
出
版
、
一
九
三
四
年
）
に
依
っ
た
。

（
29
）　

朙
代
に
お
い
て
守
節
が
宣
揚
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
㊟
（
二
）
所
揭
仙

石

書
を
參
照
。
ま
た
、
朙
代
に
お
け
る
猿
を
主
題
と
す
る
物
語
は
、
こ
こ
で
扱
っ

た
齊
天
大
聖
と
稱
す
る
孫
悟
空
が
活
躍
す
る
『
西
遊
記
』
が
㊒
名
で
あ
る
。
本
稿
は
、

「
女
を
さ
ら
う
猿
」
に
焦
點
を
當
て
た
た
め
、
齊
天
大
聖
の
物
語
の
う
ち
「
守
節
」

と
の
關
係
性
を
論
じ
た
。
成
行
正
夫
「
孫
悟
空
と
白
猿
傳
說
」（『

文
硏
究
』　

三
四
、

一
九
七
五
年
）
は
、「
失
妻
記
」
は
猿
の
精
が
人
閒
の
妻
を
奪
う
白
猿
傳
說
の
物
語

で
あ
っ
て
、「
西
遊
記
」
と
は
何
の
關
係
も
持
た
な
い
、
と
い
う
。
し
か
し
、『
博
物

志
』
以
來
の
「
猿
」
が
持
っ
て
い
た
西
方
の

民
族
と
い
う
象

性
と
、
西
域
を
主

た
る

臺
と
す
る
『
西
遊
記
』
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
30
）　

弘
治
閒
、
洛
陽
民
婦
阿
周
、
山
行
遇
群
猴
、
執
歸
洞
中
。
一
老
猴
妻
之
。
群
猴

事
不
敢
犯
。
日
採
山
果
爲
粮
、
或
盜
得
米
粟
。
周
敲
石
取
火
、
炊
⻝
之
。
歲
餘
生
一

子
。
人
身
猴
面
、

㊒
毛
。
恆
爲
老
猴
守
視
、
不
得
脫
。
一
旦
老
猴
病
目
。
周
拾
毒

、
傳
而
盲
之
、
乘
羣
猴
出
、
遂
携
子
迯
回
夫
家
。
吾
吳
民
婦
邵
氏
、
乳
史
太
守
兒
。

後
隨
至
洛
、
親
見
阿
周
母
子
。

（
31
）　
『
夷
堅

景
』
㆛
卷
六　

衟
州
侏
儒
に
、
猴
と
交
わ
り
侏
儒
を
產
む
女
の
話
が

錄
さ
れ
る
な
ど
、
猿
の
子
供
を
產
む
女
の
話
が
皆
無
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
岡
本

不
二
朙
「
宋
代
話
本
「
陳
巡
檢
梅
嶺
失
妻
記
」
の
再
檢
討
」（
歬
揭
）
を
參
照
。

（
32
）　

仙
石
知
子
「
毛
宗
崗
本
『
三
國
志
演
義
』
に

か
れ
た
女
性
の
義
と
漢
へ
の
義―

貂
蟬
の
事
例
を
中
心
と
し
て
」（『
狩
野
直
禎
先
生
傘
壽
記
念
三
國
志
論
集
』
三
國
志

學
會
、
二
〇
〇
八
年
）
を
參
照
。

（
33
）　

ま
た
、
澤
田
瑞
穗
『
中
國
の
動
物
譚
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
れ
ば
、

民
閒
の
口
頭
傳
承
に
は
、「
猴
娃
娘
」
型
と
呼
ぶ
べ
き
、
猿
に
さ
ら
わ
れ
た
女
が
子

供
を
產
み
、
隙
を
見
て
家
に
迯
げ
歸
る
が
、
猿
が
女
の
產
ん
だ
小
猿
を
抱
い
て
、
小

猿
の
母
を
求
め
て
訪
れ
る
哀
話
が
多
い
、
と
い
う
。『
說
聽
』
は
、
そ
う
し
た
「
民
」

の
傳
承
を
聞
き
書
き
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
猿
の
子
供
を
產
む
と
い
う
例
外
性
に
繫

が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
34
）　

作
品
の
本
事
に
つ
い
て
は
、
小
川
陽
一
『
三
言
二
拍
本
事
論
考
集
成
』（
新
典
社
、

一
九
八
一
年
）
を
參
照
。

（
35
）　

♫
の
名
を
唱
え
て
救
わ
れ
る
話
は
、
た
と
え
ば
『
夷
堅
甲
志
』
卷
十　

佛
還
釵

　

な
ど
に
見
え
る
。
な
お
、『
夷
堅
志
』
は
、
何
卓
（
點
校
）『
夷
堅
志
』（
中

書
局
、

一
九
八
一
年
）
に
依
っ
た
。

（
36
）　

六
朝
時
代
の

♫
信
仰
に
つ
い
て
は
、
牧
田

亮
『
六
朝
古
逸

世
♫
應
驗
記

の
硏
究
』
平
樂
寺
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
を
參
照
。
ま
た
、
朙
淸
時
代
に
女
性
が

♫
と
稱
し
て
祕
密
結
社
を
組

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
林
一
美
「
反
逆
の
女
首



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

八
八

領
と
な
っ
た
女
性
た
ち
」（『
結
社
が

く
中
國
近
現
代
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五

年
）
を
參
照
。

（
37
）　

太
田
辰
夫
『
西
遊
記
の
硏
究
』（
硏
文
出
版
、
一
九
八
四
年
）。

（
38
）　

磯

『『
西
遊
記
』
㊮
料
の
硏
究
』（
東
北
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、

『
大
唐
三

取
經
詩
話
』
の
猴
行
者
の
直

的
下
地
は
、
主
と
し
て
は
西
湖
の
呼
猿

洞
の
白
猿
行
者
傳
說
や
密
敎
の

法
神
將
に
當
て
ら
れ
る
「
獼
猴
」
が
持
つ
諸
要
素

か
ら
、
そ
の
歬
身
が
形
成
さ
れ
た
…
…
『
補
江
總
白
猿
傳
』
な
ど
の
宋
以
歬
の
志
怪

小
說
・
傳
奇
小
說
な
ど
の
㊮
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
野
猿
」
と
は
、
一
線
を
畫
す
必
要

が
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

♫
と
猿
と
の
關
わ
り
ま
で
續
く
「
女
を

さ
ら
う
猿
」
の
物
語
の
系
譜
が
持
つ
『
西
遊
記
』
へ
の
影
响
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
39
）　

歬
近
代
中
國
の
女
性
が
、
儒
敎
理
念
を
內
在
化
さ
せ
る
よ
う
な
社
會
構
造
の
中
で
、

自
ら
の
生
の
證
を
近
代
的
な
「
自
由
」
に
で
は
な
く
、
儒
敎
規
範
に
求
め
、
節
を
守

る
た
め
に
自
發
的
な
行
動
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
仙
石
知
子
「
朙
淸
女
性
史

硏
究
と
毛
宗
崗
本
『
三
國
志
演
義
』」（『
中
國―
社
會
と
文
化
』
二
九
、
二
○
一
四

年
）
を
參
照
。

（
40
）　

仙
石
知
子
「
中
國
女
性
史
に
お
け
る
孝
と
貞
節―

近
世
譜
に
あ
ら
わ
れ
た
女
性

を
中
心
に
」（『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
家
」―

傳

文
化
と
現
代
社
會
』
大
東
文
化

大
學
、
二
〇
〇
八
年
、『
朙
淸
小
說
に
お
け
る
女
性
像
の
硏
究
』
汲
古
書
院
、
二
○

一
一
年
に
「
孝
と
貞
節
」
と
改
題
の
う
え
所

）。


