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『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

六
一

は
じ
め
に

　
「
㊒
意
爲
小
說
」
と
い
う
魯
迅
の
㊒
名
な
論
斷
が
發
表
さ
れ
て
以
來（

１
）、

六
朝
志

怪
と
唐
傳
奇
の
區
別
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
關
心
が
集
ま
る
よ
う

に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
六
朝
志
怪
は
「
史
」
的
性
質
の
强
い
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
い

う
こ
と
が
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
唐
傳
奇
の
定
義
と
源
流

に
つ
い
て
は
な
お
意
見
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
論
爭
の
焦
點
は
主
に
唐

傳
奇
の
文
體
の
形
成
過
程
に
集
中
し
て
お
り
、
實
錄
と
し
て
の
性
格
の
强
い
志
怪

と
比
べ
れ
ば
、
傳
奇
に
は
著
し
い
人
閒
性
―
具
體
的
に
は
情
―
の
發
展
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
見
解
の
一
致
を
見
て
い
る
。

　

傳
奇
の
こ
う
し
た
特
徵
に
關
す
る
硏
究
で
は
、「
仙
妓
合
流
」
と
い
う
現
象
が

し
ば
し
ば
硏
究
對
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
陳
寅
恪
は
張
生
が
崔

鶯
鶯
を
仙
女
に
擬
え
る
詩
を
作
っ
た
こ
と
か
ら
、
唐
代
に
仙
女
と
美
婦
人
、
な
い

し
妓
女
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
が
生
じ
た
と
指
摘
す
る（

２
）。

但
し
、
陳
氏
は
か
か

る
現
象
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
管
見
の
限
り
、
初
め
て
「
仙
妓

合
流
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
一
九
九
二
年
に
發
表
さ
れ
た
「
仙
妓

合
流
的
文
化
意
蘊
―
唐
代
愛
情
傳
奇
片
論
」
と
題
す
る
詹
丹
の
論
文
に
お
い
て
で

あ
る（

３
）。

さ
て
、
詹
氏
の
硏
究
を
は
じ
め
と
し
て
、「
仙
妓
合
流
」
に
關
す
る
從
來

の
硏
究
で
は
、
傳
奇
に
現
れ
る
神
女
た
ち
の
戀
に
對
す
る
能
動
性
を
際
立
た
せ
る

た
め
に
、
六
朝
志
怪
に
見
え
る
情
の
希
薄
な
神
女
を
そ
の
對
極
と
し
て
擧
げ
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
確
か
に
、
結
論
だ
け
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
の
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
は
、
な
ぜ
六
朝
の
神
女
が
そ
の
よ
う
な
形
象
を
具
え
て
い
る
の
か
、
ま

た
志
怪
か
ら
傳
奇
へ
と
展
開
す
る
過
程
に
お
い
て
、
か
か
る
神
女
形
象
の
變
化
は

い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
發
生
し
た
の
か
、
と
い
う
點
で
あ
る
。
か
か
る
神
女
の

形
象
の
變
容
に
關
す
る
問
題
の
究
朙
は
、
人
神
戀
愛
物
語
の
系
譜
を
補
完
す
る
だ

け
で
は
な
く
、「
戀
情
」
と
い
う
人
閒
性
が
如
何
に
し
て
說
話
の
世
界
で
目
覺
め

た
の
か
、
と
い
う
志
怪
が
傳
奇
へ
と
發
展
す
る
原
因
を
探
求
す
る
鍵
に
も
な
ろ
う
。

　
『
續
齊
諧
記
』
の
人
神
戀
愛
譚
に
、
志
怪
か
ら
傳
奇
へ
と
展
開
し
つ
つ
あ
る
過

渡
朞
の
特
徵
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
李
劍
國
が
既
に
示
唆
し
て
い
る
が
、
具
體
的
な

論
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い（

４
）。『

續
齊
諧
記
』
は
梁
の
文
學
者
か
つ
史
學
者
で
あ
っ

た
吳
均
の
編
纂
に
係
る
志
怪
書
で
あ
る
。『
續
齊
諧
記
』
の
原
本
は
朙
以
歬
に
散

佚
し
、
今
に
傳
わ
る
も
の
は
僅
か
十
數
條
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
二
說
話

に
は
、
そ
れ
以
歬
の
六
朝
志
怪
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
情
熱
的
な
神
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こ
れ
は
二
人
が
契
り
を
結
ぶ
時
に
、
神
女
が
弦
超
に
贈
っ
た
詩
と
さ
れ
る
。
最

初
の
四
句
は
智
瓊
が
住
む
仙
境
の
情
景
を
描
い
て
お
り
、
五
・
六
句
目
で
目
線

は
天
上
か
ら
地
上
へ
と
移
る
が
、
そ
こ
で
は
降
神
が
神
女
の
意
志
と
は
無
關
係

の
、
運
命
の
導
き
に
從
っ
た
行
爲
だ
と
說
朙
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
仙
境
遊
歷

の
要
素
や
降
臨
の
原
因
に
つ
い
て
の
說
朙
は
上
淸
派
の
衟
士
・
陶
弘
景
が
編
纂
し

た
『
眞
誥
』
に
載
る
、
九
華
眞
妃
が
靈
媒
の
楊
羲
に
贈
っ
た
詩
に
も
見
え
る
。
眞

人
（
神
仙
）
か
ら
の
敎
え
と
い
う
書
名
の
通
り
、
東
晉
の
楊
羲
を
靈
媒
と
し
て
許

謐
・
許
翽
父
子
に
授
け
ら
れ
た
眞
人
の
お
吿
げ
に
關
す
る
記
錄
が
本
書
の
主
要
な

內
容
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
眞
妃
詩
は
正
に
そ
の
儀
式
の
際
に
降
臨
し
た
神
仙

の
言
葉
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
智
瓊
詩
の
最
後
の
二
句

に
は
、
弦
超
に
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
强
要
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
さ
え
見
て
取

れ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
眞
妃
詩
に
は
「
紫
微
會
々
良
謀
と
な
り
、
唱
納
す
れ
ば

福
を
享
く
る
こ
と
多
か
ら
ん
」
と
あ
る
よ
う
に（

８
）、

二
人
が
結
ば
れ
れ
ば
幸
福
を
享

受
す
る
こ
と
の
み
を
述
べ
る
。
こ
う
し
た
人
神
相
戀
の
利
益
だ
け
に
言
及
す
る
神

女
詩
と
し
て
は
、
眞
妃
詩
以
外
に
も
、
愕
綠
華
が
羊
權
に
贈
っ
た
詩
、
及
び
雲
林

右
英
夫
人
が
許
謐
に
贈
っ
た
詩
が
『
眞
誥
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
智
瓊
詩
に
見

ら
れ
る
「
お
し
か
け
女
房
」
的
な
性
格
は
、
文
藝
化
さ
れ
や
す
い
地
の
文
と
は
異

な
る
可
塑
性
の
比
較
的
少
な
い
韻
文
の
中
で
、
そ
の
原
始
的
な
神
女
と
し
て
の
面

影
が
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

９
）。

一
方
で
、『
眞
誥
』
に
載

る
神
女
詩
に
お
い
て
神
女
た
ち
の
原
始
的
な
性
格
が
拂
拭
さ
れ
て
い
る
の
は
、
民

衆
衟
敎
が
集
團
衟
敎
へ
と
變
容
す
る
過
程
で
、
神
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
敎
義
に
合
う

よ
う
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
魏
晉
朞
に
盛
ん
だ

っ
た
神
仙
歌
の
形
式
を
踏
む
も
の
と
は
い
え）

（1
（

、
神
女
の
性
格
の
變
化
も
や
が
て
そ

の
本
質
を
表
す
詩
歌
の
內
容
に
變
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　

神
女
の
詩
歌
に
お
け
る
戀
心
の
表
出
に
つ
い
て
は
、『
續
齊
諧
記
』
所
載
の
靑

女
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
『
續
齊
諧
記
』
を
主
な
檢
討
對
象
と
し
、「
戀

情
」
が
六
朝
志
怪
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
發
展
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
點
を
朙

ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、「
戀
情
」
と
は
抽
象
的
な
槪
念
で
あ
り
、
樣
々
な
形
式

に
よ
っ
て
表
現
し
得
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
感
情
を
よ
り
凝
縮
・
具
現
化

し
た
「
戀
情
の
歌
詩
」
に
焦
點
を
當
て
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
宗
敎
的
神
女
か
ら
「
戀
」
す
る
神
女
へ

　

詹
氏
は
「
仙
妓
合
流
現
象
探
因
―
唐
代
愛
情
傳
奇
片
論
二
」
に
お
い
て
、
六
朝

志
怪
に
現
れ
る
神
女
は
、
倫
理
的
も
し
く
は
宗
敎
的
な
特
徵
を
備
え
た
も
の
が
主

流
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

５
）。

た
だ
、
そ
の
結
論
自
體
に
は
贊
同
す
る
が
、
そ
の

原
因
に
つ
い
て
は
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
絲
口
は
小
南
一

郞
の
硏
究
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
小
南
氏
は
六
朝
朞
の
神
女
說
話
の
形
成
過
程
に
關

し
て
、
地
方
の
巫
覡
的
性
質
の
强
い
低
級
官
吏
が
官
界
に
進
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
か
る
神
女
說
話
が
知
識
人
の
閒
に
廣
が
り
、
記
錄
さ
れ
る
機
會
を
得
た
こ

と
を
指
摘
し
て
お
り
、
卓
見
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（

６
）。

ち
、
そ
う
し
た
神
女
說

話
は
本
來
宗
敎
と
密
接
に
關
わ
る
場
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
も
そ
も
抒
情
を

目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
神
女
の
詩
歌
も
、
そ
の
生
ま
れ
た
場
や

神
女
の
聖
な
る
本
質
を
表
現
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
擧

げ
よ
う
。
次
に
引
用
す
る
詩
は
、
東
晉
時
代
に
流
行
し
て
い
た
、
神
女
の
成
公
智

瓊
が
弦
超
の
も
と
に
降
臨
す
る
と
い
う
傳
說
と
共
に
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

飄
颻
浮
勃
逢
、敖
曹
雲
石
滋
。
芝
英
不
須
潤
、至
德
與
時
朞
。
神
仙
豈
虛
降
、

應
運
來
相
之
。
納
我
榮
五
族
、
逆
我
致
禍
災
。

飄
颻
と
し
て
勃
逢
に
浮
き
、
敖
曹
と
し
て
雲
石
滋
す
。
芝
英
は
潤
ひ
を
須も

ち

ひ

ず
、
至
德
は
時
と
朞
す
。
神
仙
豈
に
虛
し
く
降
ら
ん
や
、
運
に
應
じ
來
た
り

て
之
を
相
く
。
我
を
納
る
れ
ば
五
族
榮
え
、我
に
逆
ら
へ
ば
禍
災
を
致
さ
ん
。
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本
稿
は
宋
代
の
郭
茂
倩
が
編
纂
し
た
『
樂
府
詩
集
』
に
引
用
さ
れ
る
『
續
齊
諧

記
』
の
テ
ク
ス
ト
に
從
い
、
梗
槪
を
纏
め
た）

（1
（

。
な
お
、
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
、
說

話
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
多
少
の
異
同
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
プ
ロ
ッ
ト
自
體
に
は

大
き
な
差
は
な
い
。
さ
て
、
梗
槪
か
ら
は
、
こ
の
二
說
話
と
そ
れ
以
歬
の
神
女
降

臨
說
話
と
の
閒
に
二
つ
の
差
異
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
點
は
降
臨
の

原
因
で
あ
る
。
智
瓊
は
「
運
」
と
い
う
宇
宙
の
衟
理
に
從
っ
て
弦
超
と
夫
婦
に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
靑
溪
神
女
と
劉
妙
容
の
話
で
は
、
二
人
は
男
性
の
琴

聲
や
歌
に
引
か
れ
て
自
ら
姿
を
現
し
て
い
る
。
第
二
に
、
主
人
公
と
な
る
男
性
の

身
分
に
も
大
き
な
差
が
あ
る
。
先
に
觸
れ
た
よ
う
に
、
六
朝
歬
朞
の
神
女
說
話
に

登
場
す
る
男
性
の
多
く
は
地
方
の
低
級
官
吏
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

『
續
齊
諧
記
』
所
載
の
二
說
話
に
登
場
す
る
男
性
は
東
宮
に
仕
え
る
官
職
を
務
め

て
い
る
の
で
あ
る
。『
樂
府
詩
集
』
の
テ
ク
ス
ト
で
は
趙
文
韶
の
官
職
を
東
宮
扶

侍
と
し
、
隋
唐
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
八
朝
窮
怪
錄
』
の
テ
ク
ス
ト
で
は
東
宮

侍
講
と
し
て
い
る
。
六
朝
朞
に
お
い
て
は
、
寒
門
出
身
の
者
が
東
宮
侍
講
に
選
ば

れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
の
多
く
は
高
德
で
學
の
あ
る
名
族
の
子
弟
で
あ
っ
た）

（1
（

。

ま
た
、
朙
代
の
類
書
『
永
樂
琴
書
集
成
』（
以
下
『
琴
書
集
成
』
と
略
）
の
テ
ク
ス

ト
で
は
王
敬
伯
の
官
職
を
東
宮
扶
侍
と
す
る
が
、『
樂
府
詩
集
』
で
は
東
宮
衞
佐

と
な
っ
て
お
り
、『
通
典
』
に
よ
れ
ば
東
宮
の
文
書
や
安
全
を
管
理
す
る
職
を
衞

佐
と
呼
び
、
こ
れ
ら
東
宮
に
所
屬
す
る
職
は
み
な
美
職
で
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
こ
れ

は
隋
唐
朞
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
將
來
の
皇
帝
と
な
る
太
子
の
周
り
に
置
か
れ
る

屬
官
は
、
役
得
の
多
い
職
務
だ
と
い
う
考
え
方
が
反
映
さ
れ
い
て
る
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
地
の
文
に
見
ら
れ
る
最
も
重
要
な
變
化
を
述
べ
て
き
た
が
、
以
下
で

は
二
人
の
神
女
の
歌
に

し
て
韻
文
の
變
化
を
檢
討
し
よ
う
。

「
靑
溪
神
女
歌
」：
日
暮
風
吹
、
葉
落
依
枝
。
丹
心
寸
意
、
愁
君
未
知
。
歌
繁

溪
小
姑
や
劉
妙
容
に
關
す
る
說
話
が
㊟
目
さ
れ
る
。
歌
詩
の
分
析
に
入
る
歬
に
、

ま
ず
は
說
話
の
梗
槪
を
示
そ
う
。

「
靑
溪
小
姑
」：
元
嘉
五
年
の
あ
る
夜
、
靑
溪
中
橋
に
位
置
す
る
役
所
で
、
東

宮
扶
侍
を
務
め
る
趙
文
韶
が
故
鄕
を
思
い
出
し
て
感
傷
的
に
な
り
「
西
烏
夜

飛
」
を
歌
う
と
、
王
尙
書
の
娘
と
名
乘
る
女
性
が
彼
の
歌
聲
に
引
か
れ
、
二

人
の
婢
女
と
一
緖
に
現
れ
て
彼
と
宴
を
開
い
た
。
宴
で
趙
文
韶
は
「
草
生
磐

石
下
」
を
歌
い
、
女
性
は
婢
女
に
「
繁
霜
」
を
歌
わ
せ
、
自
ら
は
箜
篌
を
彈

く
。
宴
が
終
わ
っ
た
後
、
二
人
は
床
を
共
に
し
、
夜
朙
け
に
な
る
と
互
い
に

贈
り
も
の
を
し
て
別
れ
た
。
そ
の
後
、
文
韶
が
外
出
し
靑
溪
廟
を
通
り
か
か

っ
た
と
こ
ろ
で
、
神
座
の
と
こ
ろ
に
彼
が
女
性
に
贈
っ
た
品
が
あ
る
の
を
見

つ
け
、
彼
女
が
靑
溪
神
女
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

「
劉
妙
容
」）

（（
（

：
晉
の
時
、
東
宮
衞
佐
を
務
め
る
王
敬
伯
は
、
歸
鄕
の
舟
の
中

で
琴
を
彈
き
な
が
ら
「
泫
露
」
の
詩
を
詠
っ
た
。
す
る
と
二
人
の
婢
女
を
連

れ
る
女
性
が
現
れ
、
彼
の
琴
に
引
か
れ
て
會
い
に
來
た
と
言
う
。
そ
こ
で
二

人
が
宴
を
開
く
と
、
女
性
は
ま
ず
「
楚
朙
君
（
光
）」
を
彈
き
、
次
い
で
「
遲

風
」
を
歌
っ
た
。
そ
れ
か
ら
小
婢
に
「
宛
轉
歌
」
を
作
る
こ
と
を
命
じ
、
自

ら
は
箜
篌
を
彈
く
。
歌
は
八
首
あ
っ
た
が
、
王
敬
伯
は
二
首
し
か
憶
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
宴
が
終
わ
る
と
、二
人
は
一
夜
だ
け
の
契
り
を
結
び
、

夜
朙
け
に
な
る
と
互
い
に
贈
物
を
し
て
別
れ
た
。
そ
の
後
、
王
敬
伯
の
舟
が

虎
牢
戍
に
至
る
と
、
吳
令
・
劉
惠
朙
の
亡
女
の
寢
具
な
ど
が
彼
の
船
で
見
つ

か
っ
た
。
そ
こ
で
王
敬
伯
は
昨
夜
の
出
來
事
を
述
べ
、
そ
し
て
女
性
か
ら
贈

ら
れ
た
物
を
見
せ
る
と
、
確
か
に
亡
女
の
物
で
あ
り
、
劉
惠
朙
は
王
敬
伯
の

話
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
夕
べ
に
現
れ
た
女
性
の
名
は
劉
妙
容
で
あ
る

こ
と
、
及
び
大
婢
は
春
條
、
小
婢
は
桃
枝
と
い
い
、
皆
箜
篌
や
「
宛
轉
歌
」

に
長
じ
て
い
た
が
、
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
五
集

六
四

二
、
靑
溪
神
女
の
形
象
の
變
容
と
士
人

化

１
．「
戀
」
す
る
靑
溪
神
女
の
誕
生

　

靑
溪
神
女
の
說
話
で
特
に
㊟
意
す
べ
き
は
、
趙
文
韶
の
靑
溪
神
女
と
出
會
う
場

所
が
靑
溪
中
橋
の
付
近
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
靑
溪
神
女
の
名
に
靑
溪

が
冠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
神
女
は
吳
地
の
水
神
信
仰
に
由
來
す
る
神
で
あ

る
。『
樂
府
詩
集
』
卷
四
十
七
に
は
建
康
地
區
の
諸
神
を
祭
祀
す
る
時
に
用
い
た

と
さ
れ
る
「
神
弦
歌
」
が
十
一
首
收
錄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
靑
溪
神
女
の

祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
「
靑
溪
小
姑
歌
」
も
見
ら
れ
る
。
劉
宋
朞
に
成
書
し
た
『
異

苑
』
に
よ
れ
ば
靑
溪
小
姑
は
鍾
山
神
蔣
子
文
の
三
人
目
の
妹
で
あ
る）

（1
（

。
兩
者
の
緣

戚
關
係
に
言
及
す
る
文
獻
は
多
く
は
な
い
が
、
六
朝
志
怪
に
は
、
三
人
の
男
性
が

蔣
子
文
廟
に
配
祀
さ
れ
た
數
人
の
婦
人
神
像
に
戲
れ
る
と
、
そ
の
夜
に
蔣
子
文

が
、
某
日
に
彼
ら
を
家
族
の
女
性
の
婿
と
し
て
迎
え
に
行
く
こ
と
を
吿
げ
る
夢
を

見
た
、
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る）

（1
（

。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
蔣
子
文
の
姉
妹
が
未
婚

の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
女
神
で
あ
る
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
。
ま
た
陶
淵
朙
の
作
と
さ

れ
る
『
搜
神
後
記
』
に
は
、
竺
曇
遂
な
る
人
物
が
、
靑
溪
中
姑
に
廟
神
と
し
て
迎

え
ら
れ
る
夢
を
見
た
一
か
⺼
後
に
死
去
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
は

ち
未
婚
女
性
の
幽
靈
が
祟
り
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
觀
念
か
ら
生
ま
れ
た
話
で
あ

り
、
靑
溪
中
姑
が
當
時
處
女
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
關
連
し
て
、『
樂
府
詩
集
』
所
收
の
「
靑
溪
小
姑
歌
」
に
描
か
れ
る

神
女
も
ま
た
、
戀
人
を
求
め
る
夭
折
し
た
處
女
神
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
神
弦

歌
」
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
、
も
う
一
つ
の
水
神
信
仰
か
ら
誕
生
し
た
「
湖
就
姑
」

で
は
「
大
姑
」
と
「
仲
姑
」
と
い
う
二
人
の
女
神
が
存
在
す
る
よ
う
に）

11
（

、
本
來
、

靑
溪
神
女
も
大
姑
・
中
姑
・
小
姑
と
い
う
處
女
神
の
三
姉
妹
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。

霜
、
繁
霜
侵
曉
幕
。
何
意
空
相
守
、
坐
待
繁
霜
落
。）

（1
（

日
暮
れ
て
風
吹
き
、
葉
落
ち
て
枝
に
依
る
。
丹
心
寸
意
、
君
の
未
だ
知
ら
ざ

る
を
愁
ふ
。
繁
霜
を
歌
ひ
、
繁
霜
曉
幕
を
侵
す
。
何
の
意
あ
り
て
か
空
し
く

相
ひ
守
り
、
坐
し
て
繁
霜
の
落
つ
る
を
待
た
ん
や
。

「
神
女
宛
轉
歌
」：（
其
の
一
）
⺼
既
朙
、
西
軒
琴
復
淸
。
寸
心
斗
酒
爭
芳
夜
、

千
秋
萬
歲
同
一
情
。
歌
宛
轉
、宛
轉
淒
以
哀
。
願
爲
星
與
漢
、光
影
共
徘
徊
。

（
其
の
二
）
悲
且
傷
、參
差
淚
成
行
。
低
紅
掩
翠
方
無
色
、金
徽
玉
軫
爲
誰
鏘
。

歌
宛
轉
、
宛
轉
情
復
悲
。
願
爲
𤇆
與
霧
、
氛
氳
對
容
姿
。）

（1
（

（
其
の
一
）
⺼
既
に
朙
る
く
、西
軒
の
琴
復
た
淸
し
。
寸
心
斗
酒
芳
夜
に
爭
ひ
、

千
秋
　
萬
歲
一
情
を
同
じ
く
す
。
歌
宛
轉
た
り
、
宛
轉
と
し
て
凄
に
し
て
以

て
哀
し
。
願
は
く
は
星
と
漢
（
天
の
河
）
と
爲
り
て
、
光
影
共
に
徘
徊
せ
ん

こ
と
を
。（
其
の
二
）
悲
し
み
且
つ
傷
み
、
參
差
と
し
て
淚
行
を
成
す
。
低
紅

掩
翠
方
に
色
無
く
、
金
徽
玉
軫
誰
が
爲
に
か
鏘
す
。
歌
宛
轉
た
り
、
宛
轉
と

し
て
情
復
悲
し
。
願
は
く
は
𤇆
と
霧
と
に
爲
り
て
、
氛
氳
と
し
て
容
姿
に
對む

か

は
ん
。

靑
溪
神
女
と
妙
容
の
歌
は
、
五
字
句
・
七
字
句
揃
い
に
整
え
ら
れ
た
神
仙
歌
と
は

異
な
り
、
南
朝
の
童
謠
や
吳
歌
西
曲
に
よ
く
見
ら
れ
る
長
短
不
揃
い
の
雜
體
を
用

い
て
い
る
。
ま
た
內
容
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
閨
怨
の
情
を
述
べ
る
戀
歌

で
あ
り
、
歌
詞
も
通
俗
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
魏
晉
時
朞
の
神
仙
歌
と
比
べ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
歌
は
形
式
・
內
容
と
も
に
異
な
る
樣
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
つ
ま
り
『
續
齊
諧
記
』
の
載
せ
る
人
神
戀
愛
譚
は
そ
れ
以
歬
の
も
の

と
比
較
し
て
、
詩
歌
も
含
め
そ
の
性
格
に
大
き
な
變
化
が
生
じ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
變
化
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
靑
溪
神
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
變
遷
を
辿
る
こ
と
で
、

解
決
の
絲
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

六
五

來
す
る
人
々
の
日
常
生
活
圈
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
。
靑
溪
神
女
の
存
在
を
信
じ

て
い
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
靑
溪
で
生
活
す
る
文
人
た
ち
に
と
り
、
文
學
者

の
立
場
か
ら
彼
女
を
め
ぐ
る
傳
說
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒

違
い
な
い
だ
ろ
う
。　

　

こ
の
地
域
で
誕
生
し
た
話
は
神
女
と
の
戀
に
限
ら
ず
、「
邀
笛
步
」
の
よ
う
に

言
葉
に
賴
ら
ず
音
樂
で
交
流
を
深
め
る
、
と
い
っ
た
文
人
閒
の
友
情
を
語
る
も
の

も
あ
れ
ば）

11
（

、
父
親
の
王
羲
之
と
同
じ
く
書
衟
家
と
し
て
名
高
い
王
獻
之
と
、
彼
の

愛
妾
・
桃
葉
と
の
戀
を
歌
う
詩
歌
も
あ
っ
た）

11
（

。
今
日
に
傳
わ
っ
た
靑
溪
に
纏
わ
る

話
の
大
半
は
、
こ
う
い
っ
た
文
人
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
靑
溪
は
怪
奇
現
象
に
滿
ち
た
場
所
と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
た
。『
異
苑
』
に
は
檀
衟
濟
と
そ
の
家
族
が
靑
溪
に
あ
る
步
闡
の
舊
宅
に
住
ん

で
い
た
時
に
遭
遇
し
た
と
さ
れ
る
怪
異
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
劉
敬
叔
は
當
時
流

行
し
て
い
た
「
揚
州
靑
、
是
れ
鬼
營
な
り
」
と
い
う
諺
を
引
い
て
、「
靑
」
を
靑

溪
と
靑
揚
の
こ
と
だ
と
解
釋
し
、
さ
ら
に
步
闡
と
檀
衟
濟
の
死
が
靑
溪
と
何
ら
か

の
關
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る）

11
（

。
步
闡
は
吳
の
重
臣
で
あ
っ
た
が
、
讒

禍
を
恐
れ
て
晉
に
投
降
し
た
あ
げ
く
、
討
伐
に
赴
い
た
陸
抗
に
敗
れ
て
三
族
皆
殺

し
と
な
っ
た
。
ま
た
、
劉
宋
の
建
國
の
功
臣
・
檀
衟
濟
は
そ
の
勢
力
を
危
險
視
さ

れ
、
讒
言
に
よ
っ
て
文
帝
に
殺
さ
れ
て
い
る
。
榮
華
を
極
め
た
者
が
悲
慘
な
末
路

を
辿
っ
た
原
因
を
靑
溪
と
結
び
付
け
る
考
え
方
は
、
當
時
の
民
閒
に
存
在
し
た
靑

溪
に
對
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
て
い
る
が
、
か
か
る
印
象
は
文

人
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ロ
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
徐
々
に
拂
拭
さ
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
靑
溪
は
怪
異
や
文
人
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
舞
臺
で
あ
っ
た
。

恐
ら
く
士
大
夫
た
ち
が
靑
溪
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
靑
溪
に
纏
わ
る

文
化
と
傳
說
が
建
康
地
區
の
士
人
の
關
心
を
引
き
、
靑
溪
神
女
も
士
人
の
好
み
に

　

靑
溪
姑
に
關
す
る
傳
說
は
東
晉
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
劉
宋
以
降
の

話
に
登
場
す
る
靑
溪
神
女
と
そ
れ
以
歬
の
も
の
と
で
は
性
格
が
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。『
異
苑
』
に
は
、
謝
慶
が
靑
溪
廟
に
い
る
烏
を
殺
し
た
た
め
に
、
夢
の
中

で
烏
の
主
人
で
あ
る
靑
溪
神
女
に
叱
責
さ
れ
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が）

1（
（

、
話
の
後

に
は
謝
慶
が
こ
の
事
件
の
一
年
後
に
死
去
し
た
と
い
う
劉
敬
叔
の
說
朙
が
付
さ
れ

て
お
り
、
彼
の
死
を
靑
溪
姑
に
よ
る
神
罰
だ
と
解
釋
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
は
劉
宋
以
歬
の
靑
溪
神
女
が
凶
神
の
性
格
を
具
え
て
い
た
こ
と
が
見
て
取

れ
よ
う
。
そ
れ
が
趙
文
韶
と
戀
を
す
る
神
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ
と
變
化
し
て
い

っ
た
理
由
と
し
て
は
、
靑
溪
の
下
流
地
域
が
士
族
文
化
の
盛
ん
な
地
で
あ
っ
た
こ

と
と
深
い
關
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

六
朝
朞
の
靑
溪
姑
廟
は
靑
溪
が
秦
淮
河
に
合
流
す
る
場
所
の
近
く
に
あ
っ
た）

11
（

。

そ
し
て
靑
溪
に
架
か
る
七
本
の
橋
の
う
ち
、
最
南
端
に
あ
る
靑
溪
大
橋
の
あ
た
り

は
六
朝
朞
に
お
け
る
名
門

族
の
邸
宅
の
集
中
地
で
あ
っ
た
。
梁
代
に
は
、
こ
こ

は
「
京
師
の
甲
里
、
爽
塏
通
博
に
し
て
、
朝
市
の
中
途
、
川
陸
の
顯
要
」
と
稱
さ

れ
る
ほ
ど
の
要
衝
と
な
っ
て
い
た）

11
（

。
し
か
し
、
孫
齊
は
、
六
朝
朞
の
士
族
の
建
康

に
あ
る
邸
宅
の
位
置
に
關
す
る
統
計
を
踏
ま
え
て
、
靑
溪
が
士
大
夫
の
集
ま
る
地

域
と
な
っ
た
の
は
劉
宋
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
歬
に
は
、
秦
淮
河
の
兩
岸

を
含
む
南
岡
地
域
こ
そ
が
士
族
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る）

11
（

。

士
族
社
交
圈
が
靑
溪
へ
と
移
る
に
伴
い
、
高
門
貴
族
は
多
く
靑
溪
に
邸
宅
を
置
く

よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
は
皇
室
の
人
物
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
中

で
も
、
梁
武
帝
蕭
衍
か
ら
南
平
王
蕭
偉
に
下
賜
さ
れ
た
芳
林
苑
は
「
梁
藩
邸
の
盛

は
焉
を
過
ぐ
る
も
の
無
し
」
と
評
價
さ
れ
る
ほ
ど
士
人
の
交
遊
が
盛
ん
な
場
所
で

あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
士
大
夫
文
化
は
藩
邸
を
中
心
に
靑
溪
地
域
に
廣
が
り
、

繁
榮
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
そ
し
て
大
橋
の
近
傍
に
あ
っ
た

靑
溪
神
女
を
祭
る
祠
は
正
に
士
族
文
化
の
中
心
地
に
位
置
し
、
そ
の
邊
り
を
行
き
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隋
唐
朞
の
人
が
歬
代
の
記
錄
に
依
據
し
て
編
纂
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

十
一
條
の
話
の
う
ち
、
五
條
は
人
神
相
戀
を
テ
ー
マ
と
す
る
內
容
で
あ
り
、
人
神

戀
愛
に
關
わ
る
說
話
が
半
數
ほ
ど
を
占
め
る
。
こ
こ
か
ら
見
て
、
原
本
の
『
八
朝

窮
怪
錄
』
は
專
ら
人
神
戀
愛
譚
を
收
錄
し
た
書
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
著

者
が
意
識
的
に
こ
の
類
の
話
を
收
集
し
た
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
議

論
を
進
め
る
歬
に
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
說
話
の
創
作
が
如
何
な
る
人
々
と
關
わ
っ
て

い
た
の
か
を
示
し
て
お
く
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
典
型
例
で
あ
る
「
蕭
總
」
の
話

だ
け
を
載
せ
る
。

蕭
總
、字
彥
先
、南
齊
太
祖
族
兄
瓌
之
子
。總
少
爲
太
祖
以
文
學
見
重
。（
中
略
）

總
率
性
本
異
、不
與
下
於
己
者
交
。（
中
略
）
宋
後
廢
帝
元
徽
後
、四
方
多
亂
、

因
游
朙
⺼
峽
。（
中
略
）
時
春
向
晚
、忽
聞
林
下
㊒
人
呼
蕭
卿
者
數
聲
、驚
顧
、

去
坐
石
四
十
餘
步
、
㊒
一
女
、
把
芲
招
總
。（
中
略
）
神
女
手
執
一
玉
指
環
、

謂
曰
、
此
妾
常
服
玩
、
未
曾
離
手
。
今
永
別
、
寧
不
相
遺
。
願
郞
穿
指
、
愼

勿
忘
心
。（
中
略
）
他
日
、
持
玉
環
至
建
鄴
、
因
話
於
張
景
山
。
景
山
驚
曰
、

吾
常
遊
巫
峽
、
見
神
女
指
上
㊒
此
玉
環
。
世
人
相
傳
云
、
是
晉

文
帝
李
后

曾
夢
遊
巫
峽
、
見
神
女
、
神
女
乞
后
玉
環
。
覺
後
乃
吿
帝
、
帝
遣
使
賜
神
女
。

吾
親
見
在
神
女
指
上
。
今
卿
得
之
、
是
與
世
人
異
矣
。
總
齊
太
祖
建
元
末
、

方
徵
召
。
未
行
、
帝
崩
。
世
祖

位
。
累
爲
中
書
舍
人
。
初
總
爲
治
書
御
史

（
後
略
）

蕭
總
、
字
は
彥
先
、
南
齊
太
祖
の
族
兄
・
瓌
の
子
。
總
少
く
し
て
太
祖
の
爲

に
文
學
を
以
て
重
ん
ぜ
ら
る
。（
中
略
）
總
の
率
性
は
本
よ
り
異
に
し
て
、

己
よ
り
下
の
者
と
交
は
ら
ず
。（
中
略
）
宋
の
後
廢
帝
元
徽
の
後
、
四
方
亂

多
く
、因
り
て
朙
⺼
峽
に
遊
ぶ
。（
中
略
）時
春
に
し
て
晚
に
向な

ん
な

ん
と
す
る
に
、

忽
ち
林
下
に
人
㊒
り
て
蕭
卿
と
呼
ぶ
者
數
聲
な
る
を
聞
き
、
驚
き
て
顧
み
る

に
、坐
石
を
去
る
こ
と
四
十
餘
步
、一
女
㊒
り
、芲
を
把
り
て
總
を
招
く
。（
中

合
う
情
多
き
神
女
へ
と
變
容
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
神
女
說
話
は
如
何
に

し
て
上
流
社
會
の
文
人
た
ち
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

２
．
男
性
の
才
性
を
引
き
立
て
る
神
女

　

靑
溪
神
女
と
劉
妙
容
が
共
に
琴
を
得
意
と
す
る
男
性
に
懸
想
す
る
こ
と
に
㊟
目

す
れ
ば
、
晉
宋
朞
に
お
い
て
も
琴
に
長
じ
た
男
性
に
よ
る
演
奏
が
幽
靈
を
惹
き
つ

け
る
、
と
い
っ
た
話
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
。
劉
宋
に
成
立

し
た
『
幽
朙
錄
』
に
は
次
の
話
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
會
稽
の
賀
思
令
が
あ
る
夜
、

琴
を
彈
い
て
い
る
と
、
刑
具
を
身
に
つ
け
た
嵇
康
の
幽
靈
が
現
れ
て
彼
の
技
を
稱

贊
し
、
失
傳
し
て
い
た
「
廣
陵
散
」
を
彼
に
傳
え
た
と
い
う
。
な
お
、
話
の
末
尾

に
、「
賀�

因
り
て
之
を
得
、
今
に
於
い
て
絕
え
ず
」
と
い
う
編
者
の
言
葉
が
𣷹
え

ら
れ
て
お
り）

11
（

、
あ
る
い
は
、
こ
の
話
は
賀
思
令
作
の
「
廣
陵
散
」
の
正
統
性
を
裏

付
け
る
た
め
に
、
彼
自
身
か
、
そ
の
支
持
者
に
よ
っ
て
、「
廣
陵
散
」
の
作
者
と

さ
れ
る
嵇
康
の
幽
靈
に
假
託
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
琴
に
長
じ
た
神
祕
的
な
存
在
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
個
人
の
才

能
を
喧
傳
す
る
話
が
、
劉
宋
よ
り
以
歬
に
既
に
存
在
し
た
こ
と
は
朙
ら
か
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
れ
が
神
女
說
話
と
ど
の
よ
う
に
關
わ
る
の
か
、
と
い
う
點
で
あ

る
。

　

今
日
に
傳
わ
る
志
怪
書
に
限
っ
て
言
え
ば
、
男
性
の
才
能
に
引
か
れ
て
降
臨
す

る
神
女
の
形
象
を
最
初
に
記
錄
し
た
の
は
『
續
齊
諧
記
』
で
あ
る
が
、『
八
朝
窮

怪
錄
』
に
も
そ
れ
と
似
通
っ
た
神
女
の
形
象
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
書
は
『
舊
唐

書
』
經
籍
志
、
及
び
『
新
唐
書
』
藝
文
志
に
は
收
錄
さ
れ
て
い
な
い
が
、
徐
勝
男

の
硏
究
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
佚
文
は
十
一
條
と
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
こ
れ
ら
の
說
話

の
時
代
背
景
は
劉
宋
か
ら
梁
に
集
中
し
、
南
朝
の
み
な
ら
ず
、
北
朝
の
話
も
收
錄

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
人
閒
が
神
女
に
出
會
っ
た
と
さ
れ
る
時
日
ま
で
記

す
よ
う
に
、
六
朝
志
怪
書
と
似
た
實
錄
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
は



『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

六
七

彼
は
太
子
の
屬
官
を
務
め
て
い
た
。
蕭
嶽
と
劉
子
卿
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
朙
だ

が
、
そ
の
姓
は
宋
・
齊
の
皇
族
と
の
血
緣
關
係
を
推
測
さ
せ
る
。
最
も
㊟
目
す
べ

き
は
、
②
・
④
・
⑤
の
主
人
公
に
關
す
る
描
寫
に
、「
學
を
好
み
篤
く
志
し
、
專

ら
經
籍
に
勤
む
」
や
、「
書
生
」、「
少
く
し
て
學
を
好
み
、
篤
く
志
し
て
倦
む
こ

と
無
し
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に）

11
（

、
讀
書
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
强
い
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
蕭
總
の
場
合
、
文
學
に
長
じ
て
い
た
こ
と
が
個
人
の
特
質
と
し
て
强
調
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
趙
文
昭
の
任
じ
ら
れ
た
東
宮
侍
講
は
皇
太
子
の
敎
育
顧
問
に
相

當
す
る
官
職
で
あ
る
た
め
、
當
然
經
學
や
文
學
の
素
養
が
求
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
。

　

總
じ
て
言
え
ば
、
魏
晉
朞
に
作
ら
れ
た
神
女
降
臨
譚
の
男
性
主
人
公
が
巫
覡
的

性
質
の
强
い
地
方
官
吏
と
さ
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
劉
宋
以
降
に
は
、
神
女

の
戀
愛
對
象
は
上
・
中
層
の
政
治
世
界
と
の
繋
が
り
が
緊
密
か
つ
文
人
と
し
て
の

性
格
の
强
い
士
人
へ
と
變
化
し
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
か
か
る
神
女
說
話
も
宋

齊
以
降
の
上
・
中
層
官
僚
の
語
り
の
場
で
好
ん
で
傳
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
神
女
が
な
ぜ
男
性
に
心
を
寄
せ
る
の
か
、
と
い
う
點
に
つ
い
て
も
確
認

し
て
お
こ
う
。
①
で
は
蕭
總
の
文
才
と
性
情
が
强
調
さ
れ
、
友
人
は
神
女
が
彼
に

贈
っ
た
形
見
の
指
輪
を
見
て
、
こ
れ
は
蕭
總
が
世
の
人
と
異
な
る
證
だ
と
驚
い
た

と
あ
り
、
②
で
は
、
神
女
は
隱
居
し
て
い
る
劉
導
と
友
人
の
金
陵
の
盛
衰
に
つ
い

て
の
議
論
を
聞
き
、
そ
の
高

な
志
に
引
か
れ
た
た
め
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
③

で
は
、
趙
文
昭
が
思
鄕
の
曲
を
歌
い
、
そ
の
歌
聲
に
込
め
ら
れ
た
情
に
心
を
打
た

れ
た
が
故
に
神
女
が
降
臨
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
⑤
で
は
神
女
は
劉
子
卿
の
植

え
た
芲
木
に
魅
せ
ら
れ
、
大
き
な
蝶
に
變
化
し
て
そ
の
閒
を
遊
ん
で
い
た
が
、
そ

れ
を
見
た
劉
子
卿
の
愛
玩
の
氣
持
ち
に
感
應
し
た
た
め
に
、
子
卿
の
も
と
を
訪
れ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
芲
木
に
つ
い
て
の
愛
好
は
一
見
す
る
と
個
人
の
趣
味
に
過

ぎ
な
い
が
、
溪
庭
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
實
際
に
は
劉
子
卿
の

芲
園
は
個
人
の
園
林
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
園
林
に
心
を
遊
ば
せ
、
精
神
を
養
う

略
）
神
女
は
手
に
一
の
玉
指
環
を
執
り
、謂
ひ
て
曰
く
「
此 

妾
常
に
服
玩
し
、

未
だ
曾
て
手
を
離
れ
ず
。
今
永
別
せ
ん
と
す
る
に
、
寧
ぞ
相
ひ
遺
ら
ざ
る
。

願
は
く
は
郞 

指
に
穿
け
、
愼
し
み
て
心
を
忘
る
る
勿
れ
」
と
。（
中
略
）
他

日
、
玉
環
を
持
ち
て
建
鄴
に
至
り
、
因
り
て
張
景
山
に
話
す
。
景
山
驚
き
て

曰
く
「
吾
常か

つ

て
巫
峽
に
遊
び
、
神
女
の
指
の
上
に
此
の
玉
環
㊒
る
を
見
る
。

世
人
相
傳
へ
て
云
へ
ら
く
、是
れ
晉

文
帝
の
李
后
曾
て
夢
に
巫
峽
に
遊
び
、

神
女
を
見
、神
女 
后
の
玉
環
を
乞
ふ
。
覺
む
る
の
後
乃
ち
帝
に
吿
ぐ
る
に
、

帝 

使
を
遣
わ
し
て
神
女
に
賜
ふ
、
と
。
吾
親
ら
神
女
の
指
の
上
に
在
る
を

見
る
。
今
卿
之
を
得
る
は
、
是
れ
世
人
と
異
な
れ
り
」
と
。
總
は
齊
太
祖
の

建
元
末
に
、
方は

じ

め
て
徵
召
せ
ら
る
。
未
だ
行
か
ず
し
て
、
帝
崩
ず
。
世
祖
位

に

き
、
累つ

み
て
中
書
舍
人
と
爲
る
。
初
め
、
總 

治
書
御
史
と
爲
り
（
後
略
）

　
『
八
朝
窮
怪
錄
』
に
は
①
「
蕭
總
」
の
話
以
外
に
も
、
類
似
す
る
人
神
戀
愛
譚

と
し
て
②
「
劉
導
」、
③
「
趙
文
昭
」、
④
「
蕭
嶽
」、
⑤
「
劉
子
卿
」
の
說
話
が

收
錄
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
主
人
公
の
身
分
に
つ
い
て
言
え
ば
、
蕭
總
は
齊
太
祖
・
蕭
衟

成
の
族
兄
の
息
子
で
あ
り
、
齊
の
皇
族
と
親
緣
關
係
を
持
つ
名
門
の
出
自
で
あ

る
。
彼
の
仕
宦
歷
に
見
え
る
治
書
御
史
と
中
書
舍
人
（
中
書
通
事
舍
人
）
は
官
品

か
ら
言
え
ば
六
～
五
品
の
中
級
官
職
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
實
權
を
握
っ
て
い
た
た

め
、
當
時
の
士
人
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た）

11
（

。
劉
導
の
官
職
に
つ
い
て
は
言
及
さ

れ
て
い
な
い
が
、
父
親
の
劉
謇
は
梁
の
太
子
左
衞
率
で
あ
り
、
ま
た
從
叔
父
（
伯

父
）
の
劉
瓛
は
當
時
の
大
儒
で
、
齊
太
祖
を
は
じ
め
と
す
る
齊
皇
室
の
成
員
に
信

賴
さ
れ
て
い
た）

11
（

。
梁
代
の
太
子
左
衞
率
の
職
に
任
命
さ
れ
る
者
に
は
高
門
士
族
の

子
弟
は
少
な
か
っ
た
が
、
營
兵
を
統
率
す
る
實
權
を
持
つ
地
位
に
あ
っ
た
た
め
、

主
に
皇
帝
の
側
近
が
擔
當
し
て
い
た）

11
（

。
こ
う
し
た
齊
皇
室
と
緊
密
な
關
係
を
持
つ

家
族
に
生
ま
れ
た
劉
導
は
決
し
て
政
治
中
樞
か
ら
遠
く
離
れ
た
よ
う
な
文
人
で
は

な
い
。
趙
文
昭
は

ち
『
續
齊
諧
記
』
の
「
趙
文
韶
」
で
あ
り
、
先
述
し
た
通
り
、
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現
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
文
人
の
手
に
な
る
神
女
と
の
戀
を
描
く
說
話
の
盛
行
と

も
連
動
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
劉
妙
容
の
話

が
三
者
の
關
係
を
探
る
手
が
か
り
に
な
る
。

三
、
神
女
の
戀
歌
と
士
人
の
宴
席

　

劉
妙
容
の
話
に
つ
い
て
、
宋
齊
の
閒
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
臧
榮
緖
『
晉

書
』
に
は
、『
續
齊
諧
記
』
の
記
載
よ
り
も
か
な
り

略
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
記
さ

れ
て
い
る
。

王
敬
伯
、
會
稽
餘
姚
人
。
嘗
泊
洲
渚
中
、
昇
亭
而
宿
。
是
夜
、
⺼
華
露
輕
。

敬
伯
泠
然
鼓
琴
、
感
劉
惠
朙
亡
女
妙
容
之
靈
。
須
臾
女
至
、
吿
敬
伯
、
就
體

如
平
生
。
從
婢
二
人
。
敬
伯
撫
琴
而
歌
曰
、
低
露
下
深
幕
、
垂
⺼
照
孤
琴
。

空
茲
益
宵
淚
、
誰
憐
此
夜
心
。
女
乃
和
之
曰
、
歌
宛
轉
、
情
復
哀
。
願
爲
𤇆

與
霧
、
氤
氳
同
共
懷
。）
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王
敬
伯
、
會
稽
餘
姚
の
人
な
り
。
嘗
て
洲
渚
の
中
に
泊
ま
り
、
亭
に
昇
り
て

宿
る
。
是
の
夜
、
⺼
は
華
や
か
に
し
て
露
は
輕
し
。
敬
伯
泠
然
と
し
て
琴
を

鼓
け
ば
、
劉
惠
朙
の
亡
女・妙
容
の
靈
を
感
ぜ
し
む
。
須
臾
に
し
て
女
至
り
、

敬
伯
に
吿
げ
、
體
に
就
け
ば
平
生
の
如
し
。
婢
二
人
を
從
ふ
。
敬
伯
琴
を
撫

し
て
歌
ひ
て
曰
く
「
低
露
は
深
幕
を
下
し
、
垂
⺼
は
孤
琴
を
照
ら
す
。
空
し

く
茲
に
宵
淚
を
益
す
も
、
誰
か
此
の
夜
の
心
を
憐
れ
ま
ん
」
と
。
女
乃
ち
之

に
和
し
て
曰
く
「
歌
宛
轉
と
し
て
、
情
復
哀
し
。
願
は
く
は
𤇆
と
霧
と
に
爲

り
、
氛
氳
と
し
て
同
に
懷
を
共
に
せ
ん
こ
と
を
」
と
。

　

こ
れ
と
『
樂
府
詩
集
』
所
引
の
『
續
齊
諧
記
』
を
比
較
す
れ
ば
、
歌
詞
に
朙
確

な
相
違
が
あ
る
。
臧
榮
緖
『
晉
書
』
で
は
、
妙
容
歌
は
『
樂
府
詩
集
』
に
見
え
る

二
首
目
の
後
半
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
「
情
復
哀
」
の
句
は
頂
眞
の
技

法
を
用
い
た
「
宛
轉
」
の
二
字
を
缺
き
、「
悲
」
は
「
哀
」
に
、「
對
容
姿
」
は

こ
と
は
魏
晉
以
來
の
士
人
の
隱
遁
文
化
と
深
い
關
わ
り
を
持
っ
て
い
た）
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。
劉
子
卿

の
愛
好
は
む
し
ろ
六
朝
士
人
の
價
値
觀
と
生
き
方
の
一
側
面
を
反
映
し
て
い
る
の

だ
と
み
な
し
た
ほ
う
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
男
性
は
或
い
は
文

藝
の
才
能
を
持
ち
、
或
い
は
世
人
と
異
な
る
志
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
要
す
れ
ば
、
正
し
く
張
景
山
の
蕭
總
に
對
す
る
評
價
の
よ
う
に
、
彼
ら

は
「
世
人
」
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
强
い
個
性
を
㊒
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
個
性
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
降
臨
す
る
神
女
は
、
も
は
や
衟
術
を
授
け
る
た
め
に

降
臨
す
る
神
仙
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
程
度
の
社
會
的
地
位
を
保
持
す
る
男
性

の
具
え
て
い
た
、
人
竝
優
れ
た
才
性
を
引
き
立
て
る
象
徵
に
等
し
い
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
宋
齊
よ
り
以
降
に
成
立
し
た
說
話
に
見
え
る
神
女
像
は
、
詩
賦
の
世

界
に
お
け
る
君
子
の
美
德
を
際
立
た
せ
る
神
女
の
形
象
と
相
似
た
性
質
を
具
え
て

い
る
と
い
え
よ
う）
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。

　

つ
ま
り
、
魏
晉
朞
の
宗
敎
的
な
神
女
說
話
は
劉
宋
以
降
の
上
・
中
層
階
級
の
文

人
集
團
に
吸
收
さ
れ
て
以
後
、
本
來
の
宗
敎
的
色
彩
を
脫
ぎ
捨
て
、
さ
ら
に
詩
賦

世
界
に
お
け
る
傳
統
的
な
人
神
相
戀
の
主
題
が
內
包
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
を
移
植
さ

れ
、
や
が
て
男
性
主
人
公
の
個
性
を
誇
示
す
る
場
に
變
貌
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
個
性
」
は
勿
論
、
蕭
總
の
話
に
見
え
る
よ
う
な
文
學
的
才
能
を
含
む
も
の
で
あ

り
、
こ
の
時
點
で
唐
傳
奇
に
屡
々
見
ら
れ
る
「
才
子
佳
人
」
說
話
の
雛
形
が
朧
げ

な
が
ら
浮
上
し
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
な
ぜ
神
女
が
男
性
の
才
性
を
引
き
立
て
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な

っ
た
の
か
に
つ
い
て
一
つ
の
考
え
を
示
す
と
す
れ
ば
、
劉
宋
以
降
に
男
女
の
戀
を

主
題
と
す
る
吳
歌
西
曲
が
、
そ
し
て
齊
梁
以
降
に
は
、
主
に
女
性
の
容
姿
や
閨
情

を
詠
う
艷
詩
が
廣
く
好
ま
れ
、
作
ら
れ
た
こ
と
と
關
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
戀
や
女
性
が
鑑
賞
の
對
象
と
し
て
文
人
た
ち
の
關
心
を
集
め
、
更
に
は
創
作
の

素
材
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
詩
賦
と
い
っ
た
傳
統
文
學
の
分
野
の
み
に



『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

六
九

の
一
つ
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
琴
書
集
成
』
で
は
東
宮
扶
侍
の
王
欽
（
敬
）
伯
は
「
少
く
し
て
學
術
を
好
み
、

文
を
綴
る
に
妙
な
り
。
性�

音
樂
を
解
し
、
尤
も
琴
を
鼓
く
を
善
く
す
。
容
色
絕

倫
に
し
て
、
聲
は
邦
邑
を
擅
に
す
」
る
人
物
と
し
て
描
寫
さ
れ
て
い
る
。
他
の
諸

本
で
は
基
本
的
に
「
少
く
し
て
學
を
好
み
、
琴
を
鼓
く
を
善
く
す
」
と
い
っ
た
、

よ
り

な
描
寫
と
な
っ
て
い
る
が）
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、
彼
が
音
樂
に
長
じ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、
朙
ら
か
に
齊
梁
の
人
神
戀
愛
譚
を
踏
襲
し

て
作
ら
れ
た
唐
傳
奇
で
あ
る
「
感
異
記
」
に
登
場
す
る
梁
の
東
宮
常
侍
・
沈
警

は
、「
美
な
る
風
調
に
し
て
、
吟
詠
を
善
く
す
」
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
續
い

て
「
公
卿
は
宴
集
す
る
每
に
、
必
ず
騎
を
致
し
て
之
を
邀
へ
、
語
に
曰
く
、
玄
機

席
に
在
れ
ば
、
賓
客
を
顛
倒
す
」）
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と
あ
る
よ
う
に
、
唐
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
名
門
出
身
、
且
つ
音
樂
的
才
能
を
持
つ
士
人
は
南
朝
の
上
層
社
會
が
開

く
宴
席
の
常
客
で
あ
り
、
し
か
も
場
を
盛
り
上
げ
る
役
割
を
擔
う
存
在
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
附
言
す
れ
ば
、
近
年
の
出
土
㊮
料
に
よ
る
と
、
沈
警
は
虛

構
の
人
物
で
は
な
く
、
梁
末
に
實
際
に
生
き
た
㊒
名
な
「
詞
人
」
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
「
感
異
記
」
の
作
者
沈
亞
之
の
同
鄕
だ
っ
た
と
さ
れ
る）
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（

。
つ
ま
り
「
感
異

記
」
の
記
述
は
吳
興
に
保
存
さ
れ
て
い
た
沈
警
に
關
す
る
㊮
料
に
依
據
し
た
可
能

性
が
高
く
、
唐
代
だ
け
で
な
く
、
六
朝
末
朞
の
人
々
の
沈
警
に
對
す
る
イ
メ
ー
ジ

も
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

當
時
の
宴
會
の
實
態
は
『
南
史
』「
王
儉
列
傳
」
に
そ
の
一
斑
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
華
林
苑
で
開
か
れ
た
上
流
社
會
の
宴
で
は
、「
褚
彥
回
は
琵
琶
を
彈
き
、

王
僧
虔
・
柳
世
隆
は
琴
を
彈
き
、
沈
文
季
は
子
夜
來
を
歌
ひ
、
張
敬
兒
は
舞
ふ
」

と
あ
る
よ
う
に）
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、
主
人
の
願
い
に
應
じ
て
、
技
能
を
㊒
す
る
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ

得
意
な
技
藝
を
披
露
し
、
宴
會
の
參
加
者
を
樂
し
ま
せ
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
現
實
世
界
に
お
い
て
音
樂
に
長
じ
る
高
門
子
弟
の
王
敬
伯
も
、
宴
席
に
お

「
同
共
懷
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
傳
承
の
過
程
で
生
じ
た
異
同
で
あ
ろ
う

が
、
臧
榮
緖
『
晉
書
』
に
は
さ
ら
に
妙
容
歌
に
唱
和
し
た
歌
と
し
て
、『
樂
府
詩

集
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
な
い
王
敬
伯
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
樂
府
詩
集
』
に
は
歌
詞
を
記
す
「
宛
轉
歌
」
以
外
に
、
歌
詞
は
無
く
題
の
み

に
言
及
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
王
敬
伯
の
「
泫
露
」、
及
び
妙
容
の
「
遲
風
」
が

あ
る
が
、
臧
榮
緖
『
晉
書
』
の
王
敬
伯
歌
の
內
容
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
正
し
く

「
泫
露
」
の
主
旨
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
歌
詞
に
當
た
る
の
だ
ろ
う
。
こ

の
點
か
ら
は
、『
樂
府
詩
集
』
で
は
「
泫
露
」
と
同
じ
よ
う
に
題
の
み
言
及
さ
れ

る
「
遲
風
」
も
、
本
來
は
歌
詞
が
付
い
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
點
に

つ
き
、『
琴
書
集
成
』
卷
十
七
に
收
錄
さ
れ
た
劉
妙
容
の
說
話
で
は
、「
泫
露
」
と

「
宛
轉
歌
」
の
歌
詞
が
見
え
る
ほ
か
に
、「
涼
風
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
七

言
の
歌
も
記
さ
れ
て
い
る）
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。『
琴
書
集
成
』
所
收
の
劉
妙
容
說
話
は
元
來
の
『
續

齊
諧
記
』
で
は
な
く
、
唐
宋
以
降
の
僞
作
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、『
琴
書
集

成
』
に
見
え
る
「
泫
露
」・「
宛
轉
歌
」
は
編
者
の
手
に
な
る
創
作
で
は
な
く
、
傳

承
の
過
程
で
變
化
を
被
り
つ
つ
も
、
ほ
ぼ
忠
實
に
元
來
の
物
語
に
あ
っ
た
歌
詩
を

引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
涼
風
」
か
ら
始
ま
る
詩
も
、
本
來
の
『
續
齊
諧

記
』
に
既
に
存
在
し
た
「
遲
風
」
の
歌
詞
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

劉
妙
容
の
說
話
の
情
況
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
同
じ
く
『
樂
府
詩
集
』
で
は
曲
名

だ
け
が
記
さ
れ
る
、
靑
溪
神
女
の
說
話
に
見
え
る
歌
も
本
來
歌
詞
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
說
話
に
お
い
て
、
詩
歌
の
密
度
が
非
常

に
高
い
こ
と
は
看
過
し
得
な
い
だ
ろ
う
。『
樂
府
詩
集
』
の
引
用
文
に
示
さ
れ
て

い
る
通
り
、
詩
歌
は
妙
容
と
靑
溪
小
姑
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
と
っ
て
不
可
缺
の

要
素
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
必
須
と
は
い
え
な
い
抒
情
的
な
詩
歌
が
物
語
に
多
く

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
物
語
を
記
錄
し
た
編
纂
者
、

ち
吳
均
の
考
え

方
と
關
わ
る
が
、
他
方
、
說
話
の
創
作
段
階
に
お
い
て
、
韻
文
が
物
語
の
見
せ
所
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け
る
娛
樂
の
生
產
者
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
關
連
す
る
の

は
、
妙
容
が
「
楚
朙
光
」
を
彈
い
て
、
こ
の
曲
は
嵇
康
の
死
後
に
ほ
ぼ
失
傳
し
た

と
語
る
內
容
で
あ
る）
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。
彼
女
を
超
絕
し
た
琴
技
を
持
つ
形
象
に
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
神
女
か
ら
傳
え
ら
れ
た
曲
と
歌
も
神
祕
的
な
作
品
と
し
て
話
題
性
・
娛
樂
性

を
具
え
る
よ
う
に
な
る
。
鬼
神
に
假
託
す
る
こ
と
で
、
作
品
を
神
祕
化
し
て
宣
傳

す
る
行
爲
は
歬
章
に
述
べ
た
賀
思
令
作
「
廣
陵
散
」
の
事
例
に
既
に
見
え
る
。
こ

こ
に
音
樂
を
伴
う
妙
容
の
降
神
說
話
が
、
宴
の
場
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
可
能
性
を
見
出
せ
よ
う
。

　
「
宛
轉
歌
」
に
つ
き
、『
樂
府
詩
集
』
は
妙
容
の
古
辭
に
續
い
て
、
陳
代
以
降
の

改
作
五
首
を
載
せ
る
。
七
言
で
揃
え
ら
れ
た
江
總
の
一
首
を
除
い
て
、
殘
り
の
四

首
は
基
本
的
に
本
來
の
曲
式
を
保
っ
て
い
る
が
、
七
字
句
が
五
字
句
に
な
っ
た
り
、

逆
に
五
字
句
が
七
字
句
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
場
の

歌
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
た
め
に
生
じ
た
變
化
で
あ
り
、
唐
代
に
お
い

て
も
「
宛
轉
歌
」
が
琴
歌
詞
と
し
て
生
命
力
を
保
っ
て
い
た
こ
と
の
傍
證
と
さ
れ

て
い
る）
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。
周
仕
慧
に
よ
れ
ば
、
妙
容
の
說
話
は
「
宛
轉
歌
」
に
付
隨
し
て
作
ら
れ
、

世
に
廣
ま
っ
た
と
言
う）
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。
筆
者
は
こ
の
意
見
に
贊
同
す
る
が
、「
宛
轉
歌
」
が
民

歌
と
し
て
民
閒
に
流
行
し
て
い
た
と
す
る
周
氏
の
見
解
に
對
し
て
は
、
先
に
論
じ

た
よ
う
に
、
む
し
ろ
そ
の
流
行
に
は
文
人
に
よ
る
洗
練
や
宴
席
で
享
受
さ
れ
る
段

階
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
男
女
の
戀
愛
を
語
る
、
よ
り
躍

動
的
な
リ
ズ
ム
を
持
つ
「
宛
轉
歌
」
は
、
內
容
に
お
い
て
も
形
式
に
お
い
て
も
當

時
の
上
流
階
級
の
嗜
好
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
歌
の
背
景
と
な
る
劉
妙

容
の
降
神
說
話
は
人
の
興
味
を
そ
そ
る
餘
興
と
し
て
、
歌
の
廣
が
り
を
一
層
促
進

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
神
戀
愛
說
話
は
宴
會
で
披
露
さ
れ
る
詩
歌
の
娛
樂
性
を
向
上

さ
せ
る
た
め
、
付
隨
的
に
利
用
さ
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は
詩
歌
の
主

題
と
し
て
歌
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
先
學
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
梁
武
帝

に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
七
首
の
「
江
南
弄
」
に
歌
わ
れ
る
多
情
な
女
性
の
形
象
は
、

神
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た

文
帝
の
「
江
南
弄
・
龍
笛
曲
」
に

登
場
す
る
、「
遊
子
」
と
の
離
別
を
悲
し
む
女
性
は
「
金
門
玉
堂
」
に
住
む
と
さ

れ
る
が
、
こ
れ
は
仙
人
の
住
處
で
あ
る
「
金
門
」
と
「
玉
房
」
の
轉
用
だ
と
さ
れ

る
。

ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
い
手
と
な
る
女
性
の
身
分
が
神
女
で
あ
る
こ
と
が

仄
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
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。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
仙
境
に
入
っ
た
「
游
子
」

と
神
女
と
の
束
の
閒
の
戀
を
描
い
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
上
層
社
會
に
お
け
る
戀
歌
や
女
性
の
美
を
樂
し
む
氣
風
、
及
び
宴

會
文
化
の
展
開
に
伴
い
、
聽
衆
の
興
味
を
そ
そ
る
人
神
戀
愛
譚
は
詩
歌
と
共
に
宴

の
場
で
披
露
さ
れ
、
廣
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
靑
溪
神
女
と
劉

妙
容
の
說
話
の
背
景
が
建
康
や
そ
の
周
邊
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
地
が
士
族

文
化
の
中
心
で
あ
る
こ
と
と
密
接
に
關
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
宋
齊
以
降
に
文
人
的
性
格
の
强
い
人
神
戀
愛
說
話
が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
類
の
說
話
が
詩
歌
と
分
離
し
、
一
定
の
地
位
を
獲
得
し
た
文
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
出
す
る
戀
物
語
と
し
て
樂
し
ま
れ
、
享
受
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、『
遊
仙
窟
』
を
は
じ
め
と
す
る
、

所
謂
「
仙
妓
合
流
」
を
主
題
と
す
る
唐
傳
奇
の
流
行
と
深
い
關
係
を
持
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。

終
わ
り
に
代
え
て
・『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る

　
　
「

」
の
成
長

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
宋
梁
の
閒
に
、
文
人
的
性
格
の
强
い
人
神
戀
愛
譚
が
多
く

作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
劉
宋
朞
の
成
立
と
さ
れ
る
『
幽
朙
錄
』

や
『
異
苑
』
は
、
現
存
す
る
話
數
に
お
い
て
『
續
齊
諧
記
』
を
遙
か
に
上
回
る
が
、



『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

七
一

こ
の
類
の
說
話
は
確
認
で
き
な
い
。
兩
書
が
こ
の
類
の
人
神
戀
愛
譚
を
收
錄
し
な

い
の
は
、
勿
論
說
話
の
成
立
時
朞
が
兩
書
の
成
書
時
朞
よ
り
も
遲
い
と
い
う
可
能

性
も
否
定
し
き
れ
な
い
も
の
の
、
兩
書
に
見
ら
れ
る
神
女
の
形
象
に
宗
敎
的
色
彩

が
强
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば）

11
（

、
こ
れ
ら
文
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
娛
樂
的
な
性
格

が
强
い
神
女
降
臨
譚
が
「
史
」
の
枠
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
だ
と
も
考
え
得
る
。
し

か
し
、
齊
梁
朞
に
な
る
と
、
志
怪
の
內
容
は
官
撰
類
書
に
も
取
り
込
ま
れ
、
文
學

や
經
史
と
平
等
に
同
じ
空
閒
を
共
㊒
し
、
新
た
な
知
的
枠
組
み
を
築
き
上
げ
た）

11
（

。

恐
ら
く
は
か
か
る
新
た
な
知
的
枠
組
み
の
形
成
と
共
に
、
志
怪
書
に
編
入
し
得
る

話
の
選
擇
基
準
も
變
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
別
稿
を
立
て
て
論
じ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
の
時
朞
か
ら
、
志
怪
が
典
故
と
し
て
詩
賦
に
多
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
現
象
を
踏
ま
え
れ
ば
、
基
準
の
變
化
に
伴
い
、「
史
」
と
竝
行
す
る
「
文
」

の
層
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
傾
向
が
『
續
齊
諧
記
』
に
も
反
映

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
續
齊
諧
記
』
に
は
、
そ
れ
以
歬
の
志
怪
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
怪
異
の
記
錄

だ
け
で
な
く
、
怪
奇
現
象
の
記
載
に
續
い
て
詩
文
が
綴
ら
れ
る
事
例
が
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
漢
宣
帝
が
霍
光
に
賜
っ
た
車
の
上
の
鳳
凰
の
餝
り
物
が
夜
に
姿
を
消

し
、
數
日
後
に
生
き
た
鳳
凰
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
宣
帝
に
獻
上
さ
れ
た
、
と
い

う
話
の
後
に
は
、「
故
に
嵇
康
「
遊
仙
詩
」
に
、
翩
翩
た
る
鳳
鎋
、
此
の
網
羅
に

逢
ふ
、
と
云
ふ
は
是
な
り
」
の
よ
う
に
、
記
載
の
內
容
を
典
故
と
す
る
詩
句
、
そ

し
て
詩
の
作
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る）
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。
こ
の
よ
う
に
怪
奇
事
象
の
後
に
關
連
す

る
事
項
と
し
て
他
人
の
作
品
を
引
用
す
る
事
例
は
『
搜
神
記
』
に
も
見
え
る
が
、

一
例
を
擧
げ
る
と
、「
蜮
」
と
い
う
水
中
に
棲
み
、
人
に
危
害
を
加
え
る
と
さ
れ

る
怪
物
に
つ
い
て
の
記
述
の
後
に
、「
鬼
爲
り
蜮
爲
り
、
則
ち
得
べ
か
ら
ず
」
と

い
う
『
詩
經
』
の
內
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
蜮
は
淫
氣
に
よ
っ
て
生
じ

た
も
の
だ
と
い
う
「
先
儒
」
の
考
え
方
が
引
か
れ
て
い
る
が）

1（
（

、
こ
れ
は
『
漢
書
』

五
行
志
に
引
用
さ
れ
た
劉
向
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
先
儒
」
は

ち
漢
代

の
大
儒
・
劉
向
の
こ
と
で
あ
る
と
分
か
る
。
凢
そ
干
寶
を
は
じ
め
と
す
る
從
來
の

志
怪
書
の
編
者
た
ち
は
經
典
を
引
い
て
自
身
の
見
聞
し
た
怪
異
の
信
憑
性
を
裏
付

け
た
り
、
聖
賢
の
言
葉
を
用
い
て
解
釋
し
た
り
す
る
こ
と
に
關
心
を
傾
け
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、
で
き
る
限
り
巷
閒
の
風
聞
と
は
距
離
を
と
り
、
自
身
の
手
に
な
る
志

怪
書
か
ら
「
小
衟
」
性
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
意
圖
が
働
い
て
い
る
。
し
か
し
吳

均
の
㊟
釋
に
お
い
て
は
、
怪
異
は
解
釋
の
對
象
で
は
な
く
、
逆
に
詩
文
を
理
解
す

る
た
め
の
典
故
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
著
し
た
志
怪

書
が
「
衟
」
に
合
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
重
視
せ
ず
、「
文
」
へ
の

關
心
を
顯
著
に
示
す
點
に
、
吳
均
と
そ
れ
以
歬
の
志
怪
書
の
作
者
と
の
意
識
の
差

を
看
取
で
き
よ
う
。

　

か
か
る
意
識
の
差
異
に
は
、
勿
論
、
吳
均
自
身
の
文
士
と
し
て
の
意
識
が
關
わ

っ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
齊
梁
朞
に
お
け
る
學
問
の
變
容
に
加
え
て
、
吳
均
を
取

り
卷
く
環
境
も
大
い
に
影
響
を
與
え
て
い
る
。
實
際
、
吳
均
は
宴
會
に
參
加
す
る

立
場
で
も
あ
っ
た
。
天
監
六
年
、
吳
均
は
當
時
建
安
王
で
あ
っ
た
蕭
偉
の
記
室
を

務
め
て
い
た
が
、
こ
の
頃
、
靑
溪
に
あ
る
芳
林
苑
の
主
人
・
蕭
偉
は
揚
州
刺
史
に

任
ぜ
ら
れ
て
治
所
の
建
康
や
そ
の
周
邊
で
活
動
し
て
お
り）
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、
芳
林
苑
が
こ
の
時
朞

に
藩
邸
文
化
の
場
と
し
て
繁
榮
を
迎
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
か
か
る
場

に
お
い
て
、
こ
の
地
域
と
緣
の
あ
る
靑
溪
神
女
を
め
ぐ
る
歌
詩
や
說
話
、
な
い
し

そ
れ
と
關
連
す
る
劉
妙
容
の
傳
說
が
、
場
を
盛
り
上
げ
る
餘
興
と
し
て
、
盛
ん
に

歌
わ
れ
、
語
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
文
學
者
と
し
て
名
高
い
吳
均
は

正
に
こ
の
上
・
中
層
官
僚
が
集
ま
る
宴
の
場
で
、
文
學
作
品
を
作
り
、
披
露
す
る

な
ど
し
て
頭
角
を
現
わ
し
、
そ
の
中
で
二
人
の
神
女
の
傳
說
や
歌
に
直
に
接
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

要
す
る
に
、
從
來
は
貴
族
世
界
の
繁
華
で
空
虛
な
文
化
に
批
判
的
で
あ
る
と
さ



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
五
集

七
二

れ
て
い
た
志
怪
書
に）
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、
上
・
中
層
官
僚
の
宴
會
文
化
を
特
徵
づ
け
る
說
話
が
積
極

的
に
載
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
か
る
場
で
の
活
躍
が
要
請
さ
れ
る
吳
均
の
文

士
的
幕
僚
の
性
格
を
反
映
す
る
と
同
時
に
、
新
た
な
知
的
枠
組
み
の
形
成
朞
に
編

ま
れ
た
『
續
齊
諧
記
』
の
特
徵
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
檢
討
を
通
じ
て
、
戀
情
の
目
覺
め
は
文
學
の
領
域
の
み
に
生
じ
た
現
象

で
な
く
、「
史
」
と
し
て
の
志
怪
書
に
お
け
る
文
藝
的
要
素
の
發
展
と
も
繋
が
っ

て
い
る
こ
と
が
朙
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
志
怪
が
傳
奇
へ
と
變
貌
す
る
過
程
の

一
端
も
示
し
得
た
こ
と
と
思
う
。
な
お
、
本
稿
は
唐
傳
奇
に
お
け
る
「
仙
妓
合

流
」
の
起
點
を
六
朝
志
怪
に
求
め
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
も
あ
り
、
唐
傳
奇
の

視
野
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
「
仙
妓
合
流
」
硏
究
に
新
た
な
視
角
を
提
供
す
る

こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

㊟
（
１
）　

魯
迅
『
中
國
小
說
史
略
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
六
九
～
七
〇
頁
。

（
２
）　

陳
寅
恪
『
元
白
詩
箋
證
稿
』（
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一
五
年
）

一
三
一
～
一
四
一
頁
。

（
３
）　

詹
丹
「
仙
妓
合
流
的
文
化
意
蘊
―
唐
代
愛
情
傳
奇
片
論
」（『
社
會
科
學
戰
線
』
第

三
朞
、
一
九
九
二
年
）
二
八
〇
～
二
八
四
頁
。�

（
４
）　

李
劍
國
『
中
國
小
說
通
史
・
唐
宋
元
卷
』（
高
等
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

四
一
〇
～
四
一
一
頁
。

（
５
）　

詹
丹
「
仙
妓
合
流
現
象
探
因
―
唐
代
愛
情
傳
奇
片
論
二
」（『
西
安
敎
育
學
院
學

報
』
第
三
朞
、
一
九
九
七
年
）
十
一
～
十
七
頁
。

（
６
）　

小
南
一
郞
『
中
國
の
神
話
と
物
語
り
：
古
小
說
史
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九

八
四
年
）
二
七
八
～
二
九
七
頁
。

（
７
）　

李
劍
國
『
搜
神
記
輯
校
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
九
年
）
一
二
一
頁
。

（
８
）　

雲
闕
豎
空
上
、
瓊
臺
聳
鬱
羅
。
紫
宮
乘
綠
景
、
靈
觀
藹
嵳
峩
。（
中
略
）
振
衣
塵

滓
際
、
褰
裳
步
濁
波
。
願
爲
山
澤
結
、
剛
柔
順
以
和
。
相
攜
雙
淸
內
、
上
眞
衟
不
邪
。

紫
微
會
良
謀
、
唱
納
享
福
多
。（
陶
弘
景
『
眞
誥
』
卷
一
、
運
題
象
第
一
（
中
華
書
局
、

二
〇
一
一
年
）
一
五
頁
）

（
９
）　

歬
揭
㊟
（
６
）。

（
10
）　

神
仙
歌
と
そ
の
效
用
に
つ
い
て
は
王
小
盾
「
魚
山

唄
傳
說
的
衟
敎
背
景
」（『
中

國
文
化
』
第
二
朞
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
四
～
一
五
七
頁
、
李
豐
楙
『
仙
境
與
遊

歷
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
を
參
照
。

（
11
）　

こ
の
話
で
は
妙
容
の
神
女
と
し
て
の
屬
性
は
朙
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
女
が
登

場
す
る
歬
か
ら
「
芬
芳
の
氣
」
が
漂
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
黑
田
眞
美
子
「
六
朝
・

唐
代
に
お
け
る
幽
婚
譚
の
登
場
人
物
―
神
婚
譚
神
婚
譚
と
の
比
較
―
」（『
日
本
中
國

學
會
報
』
四
八
、
一
九
九
六
年
、
一
一
九
～
一
三
二
頁
）
は
、
身
體
か
ら
異
香
が
薰

る
と
い
う
特
徵
も
神
女
の
特
徵
の
一
つ
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、『
樂
府
詩
集
』

で
は
劉
妙
容
の
歌
が
「
神
女
宛
轉
歌
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
歌
が
誕
生
し
た
當
初
か
ら
、
彼
女
が
既
に
神
女
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

（
12
）　

李
劍
國
『
唐
歬
志
怪
小
說
輯
釋
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
六
五
二

～
六
七
四
頁
）
で
は
こ
の
二
說
話
に
つ
い
て
緻
密
な
考
證
が
な
さ
れ
て
お
り
、
王
國

良
『
六
朝
志
怪
小
說
考
論
』（
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
一
九
六
～
二
〇
三
頁
、

二
六
三
～
二
七
一
頁
）
に
お
い
て
も
劉
妙
容
の
話
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
本
稿
は
主
に
兩
書
の
成
果
に
基
づ
い
て
說
話
の
構
成
や
內
容
を
比
較
檢
討
す
る

が
、
劉
妙
容
の
說
話
に
つ
い
て
兩
書
の
テ
ク
ス
ト
は
主
に
朙
代
の
類
書
で
あ
る
『
永

樂
琴
書
集
成
』
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
依
據
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
曲
名
が
記
さ
れ
て
お

ら
ず
、
歌
詞
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
議
論
の
便
宜
上
、「
泫
露
」・「
遲
風
」

と
い
っ
た
曲
名
を
載
せ
た
『
樂
府
詩
集
』
に
依
據
し
て
梗
槪
を
纏
め
た
。

（
13
）　

高
慧
斌
「
南
朝
侍
從
講
讀
制
度
的
發
展
與
變
遷
」（『
南
陽
師
範
學
院
人
文
社
會
科



『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

七
三

學
學
報
』
第
一
朞
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
～
二
七
頁
。

（
14
）　
『
通
典
』
卷
二
十
八
、
職
官
十
・
左
右
衞
（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
七
八
四
頁
。

（
15
）　

歬
揭
㊟
（
12
）
李
劍
國
輯
本
を
參
考
し
た
が
、
李
氏
は
引
用
箇
所
直
後
の
「
歌
闕

夜
已
久
」
の
句
を
歌
の
一
部
と
判
斷
し
て
い
る
も
の
の
、
內
容
か
ら
見
て
歌
で
は
な

く
、
地
の
文
の
內
容
に
當
た
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
歌
の
句
と
し
て
引
用

し
な
い
。

（
16
）　

郭
茂
倩
『
樂
府
詩
集
』
卷
六
十
、
琴
曲
歌
辭
四
・
宛
轉
歌
二
首
（
中
華
書
局
、
一

九
七
九
年
）
八
七
三
頁
。

（
17
）　
『
太
平
御
覽
』
卷
三
五
〇
、
兵
部
八
一
・
彈
（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）
一
六

一
三
頁
に
引
く
『
異
苑
』。

（
18
）　
『
太
平
廣
記
』
卷
二
九
三
、
神
三
・
蔣
子
文
（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
二
三

三
〇
頁
に
引
く
蔣
子
文
に
關
す
る
六
朝
志
怪
の
記
載
を
參
照
。

（
19
）　

釋
衟
世
『
法
苑
珠
林
』
卷
九
十
、
破
戒
篇
・
感
應
緣
。
周
叔
迦
『
法
苑
珠
林
校

㊟
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
三
年
）
二
六
一
三
頁
に
據
る
。

（
20
）　

歬
揭
㊟
（
16
）
卷
四
十
七
、
六
八
四
～
六
八
五
頁
の
「
靑
溪
小
姑
曲
」
と
六
八
五

頁
の
「
湖
就
姑
曲
」。

（
21
）　

㊟
（
17
）
に
同
じ
。

（
22
）　

張
敦
頤
『
六
朝
事
迹
編
類
』
卷
五
、
靑
溪
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
）
七
七
頁

に
引
く
『
輿
地
志
』。

（
23
）　
（
帝
）
又
爲
獻
太
后
於
靑
溪
西
岸
建
陽
城
門
路
東
起
大
智
度
寺
。
京
師
甲
里
、
爽

塏
通
博
、
朝
市
之
中
途
、
川
陸
之
顯
要
、
殿
堂
宏
敞
、
寶
塔
七
層
、
房
廊
周
接
、
華

果
閒
發
。（
衟
宣
『
續
高
僧
傳
』
卷
一
、
譯
經
篇
初
・
梁
揚
都
莊
嚴
寺
金
陵
沙
門
釋

寶
唱
傳
二
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）
九
頁
）

（
24
）　

孫
齊
「
說
「
南
岡
士
大
夫
」」（『
南
京
曉
莊
學
院
學
報
』
第
五
朞
、
二
〇
一
五
年
）

二
五
～
二
八
頁
。

（
25
）　

齊
世
靑
溪
宮
改
爲
芳
林
苑
、
天
監
初
、
賜
偉
爲
第
。
又
加
穿
築
、
果
木
珍
奇
、
窮

極
彫
靡
、
㊒
侔
造
化
。
立
游
客
省
、
寒
暑
得
宜
、
冬
㊒
籠
爐
、
夏
設
飮
扇
、
每
與
賓

客
游
其
中
、
命
從
事
中
郞
蕭
子
範
爲
之
記
。
梁
蕃
邸
之
盛
無
過
焉
。（『
南
史
』
卷
五

十
二
、
南
平
元
襄
王
偉
列
傳
（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
一
二
九
一
頁
）

（
26
）　
『
六
朝
事
迹
編
類
』
卷
五
、
邀
笛
步
、
八
〇
～
八
一
頁
。

（
27
）　
『
六
朝
事
迹
編
類
』
卷
五
、
桃
葉
渡
、
八
五
頁
。

（
28
）　

檀
衟
濟
居
淸
溪
。
第
二
兒
夜
忽
見
人
來
縛
己
、
欲
呼
不
得
。
至
曉
乃
解
、
猶
見
繩

痕
在
。
此
宅
先
是
吳
將
步
闡
所
居
。
諺
云
、
揚
州
靑
、
是
鬼
營
。
靑
溪
・
靑
揚
是
也
。

自
步
及
檀
、
皆
被
誅
。（『
太
平
廣
記
』
卷
三
二
四
、
鬼
九
・
檀
衟
濟
、
二
五
七
一
頁

に
引
く
『
異
苑
』）

（
29
）　

會
稽
賀
思
令
。
善
彈
琴
。
嘗
夜
在
⺼
中
坐
、
臨
風
撫
奏
。
忽
㊒
一
人
、
形
器
甚
偉
、

著
械
㊒
慘
色
。
至
其
中
庭
、
稱
善
。
便
與
共
語
。
自
云
是
嵇
中
散
、
謂
賀
云
、
卿
下

手
極
快
、
但
于
古
法
未
合
。
因
授
以
廣
陵
散
。
賀
因
得
之
、
於
今
不
絕
。（『
太
平
廣

記
』
卷
三
二
四
、
鬼
九
・
賀
思
令
、
二
五
六
九
頁
に
引
く
『
幽
朙
錄
』）

（
30
）　

徐
勝
男
「『
八
朝
窮
怪
錄
』
佚
文
考
述
」（『
西
華
大
學
學
報
』
第
四
朞
、
二
〇
一

七
年
）
二
五
二
九
頁
。

（
31
）　

①
、
②
、
③
、
④
は
各
々
『
太
平
廣
記
』
卷
二
九
六
、
神
六
・
蕭
總
、
二
三
五
五

～
二
三
五
六
頁
、
卷
三
二
六
、
鬼
十
一
・
劉
導
、
二
五
八
七
～
二
五
八
八
頁
、
卷
二

九
五
、
神
五
・
趙
文
昭
、
二
三
五
〇
頁
、
卷
二
九
六
、
神
六
・
蕭
嶽
、
二
三
五
七
頁
、

卷
二
九
五
、
神
五
・
劉
子
卿
、
二
三
五
二
～
二
三
五
三
頁
。

（
32
）　

黃
楨
「
中
書
省
與
佞
幸
傳
―
南
朝
正
史
佞
幸
書
寫
的
制
度
背
景
」（『
中
國
史
硏

究
』
第
四
朞
、
二
〇
一
八
年
）
七
七
～
九
四
頁
、
熊
偉
「
南
北
朝
御
史
臺
機
構
職
官

設
置
與
職
權
地
位
」（『
新
餘
學
院
學
報
』
第
六
朞
、
二
〇
一
八
年
）
一
〇
二
～
一
〇

七
頁
。

（
33
）　
『
南
齊
書
』
卷
三
十
九
「
劉
瓛
列
傳
」、
六
七
〇
～
六
八
〇
頁
。

（
34
）　

劉
雅
君
「
試
論
齊
梁
東
宮
武
官
體
系
及
其
變
化
」（『
許
昌
學
院
學
報
』
第
一
朞
、

二
〇
一
一
年
）
十
～
十
五
頁
。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
五
集

七
四

の
引
用
文
に
續
い
て
更
に
「
非
艷
俗
所
宜
、
唯
岩
棲
谷
隱
可
以
自
娱
耳
」
と
い
う
內

容
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
妙
容
の
形
象
が
一
層
神
仙
に
近
い
神
祕
的
な
存
在
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、『
永
樂
琴
書
集
成
』
卷
十
七
に
見
え
る
『
續
齊
諧
記
』
が

完
全
に
唐
宋
の
人
に
よ
る
創
作
で
な
い
こ
と
の
傍
證
に
な
ろ
う
。

（
45
）　

王
昆
吾
『
隋
唐
五
代
燕
樂
雜
言
歌
辭
硏
究
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
）
二
七

六
～
二
七
七
頁
。

（
46
）　

周
仕
慧
「『
宛
轉
歌
』
本
事
流
傳
及
詩
體
特
徵
考
」（『
樂
府
學
』
第
一
朞
、
二
〇

〇
九
年
）
二
九
二
～
三
〇
六
頁
。

（
47
）　

蔡
丹
君
「
衟
敎
影
響
下
的
「
江
南
上
雲
樂
」
及
其
樂
舞
源
流

―
論
與
老
胡
文

康
辭
的
主
題
關
係
」（『
中
國
典
籍
與
文
化
』
第
三
朞
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
～
三
三

頁
。

（
48
）　

例
え
ば
、『
幽
朙
錄
』
に
は
甄
冲
と
い
う
人
閒
の
男
性
が
惠
懷
縣
の
社
神
の
娘
と

結
婚
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
家
に
歸
っ
て
か
ら
數
日
後
に
亡
く
な
っ
た

と
い
う
話
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
正
に
神
女
を
拒
絕
す
る
こ
と
が
禍
を
招
く
と

す
る
說
話
の
典
型
例
で
あ
る
。『
幽
朙
錄
』
の
段
階
で
は
、
志
怪
書
の
編
纂
者
た
ち
、

或
い
は
少
な
く
と
も
、
劉
義
慶
の
文
學
集
團
に
屬
す
る
人
々
は
、
な
お
魏
晉
の
宗
敎

的
な
神
女
觀
の
影
響
を
受
け
、
神
女
を
嚴
か
な
神
に
近
い
存
在
と
見
做
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
今
本
『
異
苑
』
に
は
靑
溪
神
女
の
威
嚴
を
損
ね
た
謝
慶

が
神
罰
を
受
け
た
話
以
外
に
、
魏
晉
の
神
女
の
よ
う
な
神
通
力
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、

男
性
の
才
能
を
引
き
立
て
る
、
人
閒
的
な
神
女
の
形
象
を
も
具
備
し
た
紫
玉
の
話
が

あ
る
が
、
こ
の
話
は
元
來
は
南
齊
の
焦
度
の
作
と
さ
れ
る
『
稽
神
異
苑
』
に
收
錄
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
書
名
の
混
同
か
ら
今
本
『
異
苑
』
に
收
錄
さ
れ
た
の
だ
と
い
う

指
摘
が
あ
る
（『
搜
神
記
輯
校
』「
紫
珪
」
條
㊟
一
、
三
八
六
～
三
八
七
頁
）。
こ
の

考
に
よ
れ
ば
、
神
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
關
し
て
は
、『
異
苑
』
に
お
い
て
も
や
は
り
『
幽

朙
錄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
49
）　

付
晨
晨
「
齊
梁
類
書
に
お
け
る
魏
晉
知
識
の
典
故
化
」（
佐
川
英
治
編
『
多
元
的

（
35
）　
「
劉
導
」:

導
好
學
篤
志
、
專
勤
經
籍
。「
蕭
嶽
」:

㊒
書
生
蕭
嶽
。「
劉
子
卿
」:

少

好
學
、
篤
志
無
倦
。

（
36
）　

傅
晶
「
魏
晉
南
北
朝
園
林
史
硏
究
」（
天
津
大
學
二
〇
〇
三
年
博
士
學
位
論
文
）

一
〇
二
～
一
〇
九
頁
。

（
37
）　

歬
野
直
彬
『
中
國
小
說
史
考
』（
秋
山
書
店
、
一
九
七
五
年
）
八
四
～
八
六
頁
。

（
38
）　

湯
球
『
九
家
舊
晉
書
輯
本
』「
臧
榮
緖
晉
書
卷
三
」（
中
州
出
版
社
、
一
九
九
一

年
）
二
八
～
二
九
頁
。

（
39
）　
『
永
樂
琴
書
集
成
』
卷
十
七
、
雜
錄
・
吳
均
續
齊
諧
記
（
西
泠
印
社
出
版
社
二
〇

一
六
年
、
七
五
～
七
八
葉
）
に
引
く
『
續
齊
諧
記
』。

（
40
）　

王
欽
伯
者
、
字
子
升
、
會
稽
人
也
。
少
好
學
術
、
妙
於
綴
文
。
性
解
音
樂
、
尤
善

鼓
琴
。
容
色
絕
倫
、
聲
擅
邦
邑
。（『
永
樂
琴
書
集
成
』
卷
十
七
、
第
七
五
葉
）
；
晉

㊒
王
敬
伯
者
、
會
稽
餘
姚
人
。
少
好
學
、
善
鼓
琴
。（『
樂
府
詩
集
』
卷
六
十
、
八
七

二
頁
）

（
41
）　

沈
警
、
字
玄
機
、
吳
興
武
康
人
也
。
美
風
調
、
善
吟
詠
。
爲
梁
東
宮
常
侍
、
名
著

當
時
。
每
公
卿
宴
集
、
必
致
騎
邀
之
、
語
曰
、
玄
機
在
席
、
顛
倒
賓
客
。
其
推
重
如

此
。（
李
劍
國
『
唐
五
代
傳
奇
集
』
第
二
册
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
）
八
四
三

頁
）

（
42
）　

段
銳
超
「
新
見
隋
「
長
孫
懿
墓
志
」
考
釋
―

以
銘
文
作
者
沈
警
行
跡
看
唐
人
小

說
的
史
補
性
」（『
中
國
國
家
博
物
館
館
刊
』
第
七
朞
、
二
〇
二
一
年
）
九
九
～
一
一

四
頁
。

（
43
）　
（
齊
高
帝
）
後
幸
華
林
宴
集
、
使
各
效
伎
藝
。
褚
彥
回
彈
琵
琶
、
王
僧
虔
・
柳
世

隆
彈
琴
、
沈
文
季
歌
子
夜
來
、
張
敬
兒
舞
。（『
南
史
』
卷
二
十
二
、
王
儉
列
傳
、
五

九
三
頁
）

（
44
）　
『
樂
府
詩
集
』
卷
六
十
で
は
「
古
所
謂
楚
朙
君
也
、
唯
嵇
叔
夜
能
爲
此
聲
、
自
兹

已
來
、
傳
習
數
人
而
已
」
と
あ
る
が
、『
太
平
御
覽
』
卷
五
七
九
及
び
『
事
類
賦
㊟
』

卷
十
一
、『
永
樂
琴
書
集
成
』
卷
十
七
に
引
用
さ
れ
る
『
續
齊
諧
記
』
で
は
、
以
上



『
續
齊
諧
記
』
に
お
け
る
「
戀
情
」

七
五

中
華
世
界
の
形
成
―
東
ア
ジ
ア
の
「
古
代
末
朞
」』
二
〇
二
三
年
、
臨
川
書
房
）
九

三
～
一
一
二
頁
。

（
50
）　

故
嵇
康
遊
仙
詩
云
、
翩
翩
鳳
鎋
、
逢
此
網
羅
是
也
。（『
太
平
廣
記
』
卷
四
百
、
寶

一
・
霍
光
、
三
二
一
二
頁
に
引
く
『
續
齊
諧
記
』）

（
51
）　

詩
所
謂
爲
鬼
爲
蜮
、
則
不
可
得
也
。
今
俗
謂
之
溪
毒
。
先
儒
以
爲
南
方
男
女
同
川

而
浴
、
淫
氣
之
所
生
也
。（『
法
苑
珠
林
校
㊟
』
卷
六
十
三
、
祈
雨
篇
・
感
應
緣
、
一

八
八
〇
頁
に
引
く
『
搜
神
記
』）

（
52
）　

徐
碩
「
吳
均
詩
歌
硏
究
」（
廣
西
師
範
大
學
二
〇
〇
五
年
碩
士
學
位
論
文
）
六
～

七
頁
。

（
53
）　

小
南
一
郞
「
干
寶
「
搜
神
記
」
の
編
纂
（
下
）」（『
東
方
學
報
』
七
十
號
、
一
九

九
八
年
）
九
五
～
二
〇
二
頁
。




