
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

　
　
　
　
　
日
中
の
夫
婦
心
中
劇

向
　
　
井

芳
　
　
樹

　
「
心
中
」
と
い
う
日
本
語
は
、
元
々
「
心
の
中
」
を
意
味
し
て
い
た
。
勿
論
、

中
国
で
も
当
然
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
三
百
年
か
四
百

年
ぐ
ら
い
前
の
江
戸
時
代
か
ら
、
遊
女
が
客
に
「
心
中
立
て
」
を
し
て
一
緒
に

死
ぬ
と
い
う
意
味
を
新
た
に
挿
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
語
の
「
心
中
」
に
は
、

現
在
で
も
こ
の
「
自
殺
」
の
意
味
は
付
け
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。

　
そ
の
た
め
に
、
中
国
で
は
男
女
の
自
殺
と
し
て
の
「
心
中
」
は
な
い
と
錯
覚

さ
れ
て
い
た
。
自
殺
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
、
死
後
の
世
界
に
対
す
る
考
え
方

や
、
宗
教
観
の
違
い
か
ら
、
日
本
の
「
心
中
」
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
と
い

う
誤
解
す
ら
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
若
い
二
人
の
男
女
が
結
婚
出
来
な
い
こ
と
を
苦
に
し
て

自
殺
す
る
こ
と
は
、
勿
論
中
国
に
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
親
の
反
対
な
ど
の

　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
「
心
中
宵
庚
申
』

た
め
に
正
式
な
結
婚
が
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
が
原
因
で
い
わ
ゆ
る
「
心
中
」
を
し

た
例
は
過
去
・
現
在
と
も
中
国
に
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
若
い
男
女
の
自
殺
は
、
現
在
の
中
国
で
も
か
な
り
あ
る
よ
う
で
、
数
年
前
の

万
里
長
域
で
の
爆
弾
に
よ
る
若
者
の
心
中
事
件
は
、
周
り
の
無
関
係
の
人
ま
で

巻
き
込
ん
だ
こ
と
で
、
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
結
婚
問
題
に
苦
し
ん
で
自
殺
を

選
ん
だ
若
い
男
女
の
農
薬
心
中
な
ど
も
、
そ
の
実
例
を
確
か
め
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
件
と
し
て
の
「
心
中
」
は
存
在
す
る
が
、
そ
の
死
を
中
国
で
は
、

果
た
し
て
ど
う
呼
ん
で
い
る
の
か
。

　
『
笑
府
・
上
』
（
明
代
末
）
の
百
十
二
話
に
「
拳
を
打
つ
」
が
あ
り
、
「
遊
女

と
客
が
死
ぬ
約
束
を
し
て
、
毒
酒
を
用
意
し
て
、
客
が
先
に
飲
む
が
、
遊
女
は

拳
で
負
け
た
ら
飲
む
と
言
っ
た
」
と
い
う
小
話
が
残
っ
て
い
る
。
動
機
や
結
末

な
ど
詳
し
い
こ
と
は
当
然
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
「
心
中
」
の
原
義
で

あ
る
遊
女
の
「
心
中
立
て
」
の
状
況
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
似
た
事
件
が
あ
っ



　
　
　
　
　
「
孔
雀
東
南
飛
』
と
「
心
中
宵
庚
申
』

た
に
違
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
件
に
対
す
る
固
有
の
表
現
は
作
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ど
う
も
「
心
中
」
を
意
味
す
る
中
国
語
は
「
情
死
」
ま
た
は
「
殉
情
」
で
あ

る
ら
し
い
。
そ
の
う
ち
で
も
、
「
殉
情
」
の
方
が
日
本
語
の
「
心
中
」
の
意
味

に
対
応
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
に
使
わ
れ
て
一
般
的
に
な
っ

て
い
る
用
語
と
は
言
え
な
い
。

　
実
例
と
し
て
は
、
中
国
の
辞
書
で
あ
る
『
辞
海
』
の
「
近
松
」
の
項
目
に
、

彼
の
作
品
と
し
て
『
曾
根
崎
心
中
』
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
国
語
訳
は

『
曾
根
崎
殉
情
』
で
あ
る
。
そ
の
後
、
別
に
『
曾
根
崎
心
中
』
を
中
国
に
翻
訳

し
た
も
の
が
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
『
曾
根
崎
鴛
喬
殉
情
』
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
殉
情
」
が
「
心
中
」
に
対
応
す
る
中
国
語
だ
と
考
え

て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
我
々
に
も
「
殉
情
」
は
「
殉
死
」
か
ら
の
連
想
で
「
人

情
・
愛
情
に
殉
じ
て
死
ぬ
」
と
い
う
意
味
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

　
若
い
男
女
が
晴
れ
て
結
ば
れ
な
い
こ
と
、
即
ち
結
婚
出
来
な
い
こ
と
を
悲
し

ん
で
、
二
人
で
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
が
、
当
然
中
国
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
心
中
」

の
一
番
多
い
事
例
で
あ
る
ら
し
い
。

　
京
劇
の
中
に
『
鴛
鳶
塚
』
と
い
う
の
が
あ
る
。
謝
招
郎
と
王
五
姐
の
悲
恋
劇

で
、
女
が
病
死
し
た
の
で
、
男
は
そ
れ
を
悲
し
ん
で
死
ぬ
。
同
時
に
死
ぬ
の
で

は
な
い
か
ら
、
「
後
追
い
心
中
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
他
に
、
京
劇
・
歌
劇
の
『
梁
山
伯
と
祝
英
台
』
が
あ
り
、
男
・
梁
山
伯
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

女
．
祝
英
台
の
親
の
反
対
で
、
結
婚
出
来
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
死
ぬ
と
、
女
は

親
の
強
制
す
る
結
婚
式
の
当
日
、
二
っ
に
裂
け
た
男
の
墓
に
飛
び
込
ん
で
死
ぬ
。

「
後
追
い
心
中
」
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
心
中
劇
に
準
じ
る
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
や
は
り
、
「
心
中
」
に
相
当
す
る
よ
う
を
言
葉
で
、
一
括
さ

れ
て
は
い
な
い
。

　
　
　
　
一
一

　
中
国
古
典
劇
に
も
夫
婦
心
中
劇
が
あ
っ
た
。
一
千
七
百
年
か
ら
一
千
八
百
年

も
昔
、
漢
の
時
代
の
『
楽
府
』
に
あ
る
「
古
詩
」
に
素
材
を
求
め
た
夫
婦
心
中

を
扱
っ
た
も
の
で
、
夫
婦
二
人
で
川
に
投
身
自
殺
す
る
芝
居
で
あ
る
。

　
中
国
に
滞
在
中
、
機
会
が
あ
る
た
び
に
、
私
は
中
国
の
演
劇
関
係
者
に
、
心

中
劇
が
中
国
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
、
尋
ね
回
っ
た
の
だ
が
、
予
想
に
反
し

て
誰
の
口
か
ら
も
、
す
ぐ
に
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
い
う
「
京
劇
」
が
あ
る
と
い

う
返
事
が
返
っ
て
来
た
。
た
だ
し
、
若
い
学
生
や
俳
優
達
は
こ
の
作
品
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
そ
れ
は
「
京
劇
」
に
限
ら
ず
、

そ
の
他
の
地
方
古
典
劇
に
も
同
じ
題
名
の
夫
婦
心
中
劇
が
、
現
存
し
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
て
来
た
。

　
さ
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
心
中

劇
の
主
題
は
、
封
建
時
代
（
中
国
の
封
建
時
代
は
、
日
本
の
古
代
に
大
体
相
当

し
、
日
本
の
時
代
区
分
と
し
て
は
異
な
っ
て
い
る
）
に
、
親
の
権
限
を
認
め
過



ぎ
た
誤
っ
た
道
徳
観
や
制
度
・
習
慣
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
の
批
判
で

あ
る
こ
と
が
、
み
ん
な
の
一
致
し
た
見
解
・
評
価
で
あ
る
と
判
明
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
劇
の
筋
を
聞
き
始
め
る
と
、
粗
筋
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
の
だ

が
、
こ
ち
ら
が
一
番
聞
き
た
い
「
心
中
」
の
動
機
や
そ
の
方
法
や
評
価
の
あ
た

り
に
な
る
と
、
ど
う
も
話
が
違
っ
て
い
て
、
大
変
変
化
に
富
ん
で
い
て
、
幾
っ

も
の
『
孔
雀
東
南
飛
』
が
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
来
た

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
は
、
脚
本
を
見
な
い
こ
と
に
は
、
ど
う
に
も
確
か
め
よ
う
が
な
く
、

中
国
で
の
私
の
狭
い
行
動
範
囲
の
中
で
は
、
そ
れ
を
見
付
け
る
こ
と
が
出
来
な

い
ま
ま
、
も
う
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
作
品
探
し
を
始
め
ね
ば
と
、
諦
め
て
い
た
。

　
北
京
で
知
り
合
っ
た
数
少
な
い
京
劇
の
女
形
（
中
国
古
典
劇
で
は
も
と
も
と

は
女
性
の
役
は
す
べ
て
男
性
が
演
じ
て
お
り
、
「
男
旦
」
と
い
う
語
が
そ
れ
に

相
当
す
る
）
の
温
如
華
さ
ん
が
、
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
連
環
画
（
日
本
の
劇
画
）

の
小
さ
な
絵
本
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
。
や
っ
と
巡
り
会
え
た
訳
で
あ
る
。
更

に
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
調
べ
て
み
る
と
、
原
拠
の
古
詩
は
、
日
本
で
も
既
に
よ

く
知
ら
れ
て
お
り
、
研
究
や
翻
訳
も
勿
論
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
き
た
。

　
村
松
嘆
氏
の
『
中
国
列
女
伝
』
（
中
公
新
書
）
に
「
焦
仲
卿
の
妻
の
悲
劇
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
た
だ
し
、
俗
称
と
し
て

の
「
孔
雀
東
南
飛
」
の
名
前
だ
け
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
京
劇
の
脚
本
『
孔

雀
東
南
飛
』
の
こ
と
も
、
ま
た
解
説
文
中
に
「
心
中
」
の
語
も
み
ら
れ
な
い
の

　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

で
、
中
国
詩
や
中
国
文
学
の
研
究
者
の
視
点
か
ら
は
、

か
ら
の
分
析
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
判
っ
て
き
た
。

三

心
中
劇
と
い
っ
た
角
度

　
さ
て
、
『
孔
雀
東
南
飛
』
は
、
楽
府
と
い
う
古
詩
の
形
で
残
っ
て
い
る
民
聞

説
話
を
伝
え
た
物
語
詩
「
焦
仲
卿
の
妻
の
為
に
作
る
」
（
作
者
不
明
『
為
焦
仲

卿
妻
作
』
）
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
玉
台
新
詠
集
』
所
収
の
漢
楽
府
で
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
の
こ

ろ
の
古
詩
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
一
句
が
「
孔
雀
東
南
飛
　
五
里
一
俳
個
」
で
始

ま
っ
て
い
る
の
で
、
『
孔
雀
東
南
飛
』
が
こ
の
詩
の
俗
称
に
も
な
り
、
後
の
京

劇
な
ど
の
脚
本
の
名
称
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
古
註
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
が
離
別
す
る
と
き
の
比
瞼
と
し
て
、
古
く
か
ら
こ
の

雄
雌
の
孔
雀
が
東
南
に
飛
び
去
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
「
飛
来
双
白
鵠

乃
従
西
北
来
　
孔
雀
東
南
飛
　
五
里
一
反
顧
　
六
里
一
俳
個
」
の
詩
句
と
並
ん

で
、
こ
の
詩
句
に
は
雄
鳥
が
遅
れ
た
雌
鳥
を
気
遣
っ
て
、
五
里
毎
に
戻
っ
て
来

て
い
た
わ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
ら
し
い
。

　
孔
雀
の
雌
雄
は
東
と
南
に
別
々
に
分
か
れ
て
飛
ぶ
と
い
う
解
釈
が
、
日
本
で

は
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
の
古
註
に
従
っ
た
方
が
理
解
し
易
い
。

　
『
孔
雀
東
南
飛
』
は
、
こ
の
詩
を
素
材
に
し
て
後
に
作
ら
れ
た
古
典
劇
の
脚

本
名
で
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
京
劇
だ
け
で
な
く
、
河
北
榔
子
劇
・
柳
琴
戯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
マ
小
中
宵
庚
申
』

な
ど
の
地
方
古
典
劇
や
歌
曲
に
も
残
っ
て
い
て
、
新
中
国
の
成
立
後
に
、
広
く

復
活
し
て
き
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
ら
し
い
。

　
今
、
内
田
泉
之
助
氏
の
『
古
詩
源
　
上
』
（
漢
詩
大
系
・
４
）
に
よ
っ
て
、

そ
の
紹
介
を
し
て
お
き
た
い
。

　
原
詩
の
「
序
」
に
は
、
「
漢
末
建
安
（
１
９
６
１
２
２
０
）
年
問
、
厩
江
府

の
小
官
吏
、
焦
仲
卿
の
妻
劉
蘭
芝
が
、
姑
の
た
め
に
離
婚
さ
せ
ら
れ
、
再
婚
し

な
い
こ
と
を
誓
っ
て
い
た
が
、
家
人
に
強
制
さ
れ
、
投
身
自
殺
し
て
果
て
た
。

焦
仲
卿
は
こ
れ
を
聞
い
て
庭
の
木
に
首
を
吊
っ
て
死
ん
だ
。
時
の
人
が
こ
れ
を

傷
ん
で
詩
に
残
し
た
。
」
と
あ
る
。

　
漢
の
時
代
の
末
の
頃
（
三
世
紀
の
初
め
）
、
鷹
江
府
（
今
の
安
徽
省
の
辺
り
）

に
、
焦
仲
卿
と
い
う
小
官
吏
が
い
た
。
そ
の
妻
は
劉
蘭
芝
と
い
う
美
し
い
女
性

で
あ
っ
た
。

　
十
三
能
織
素
　
十
四
学
裁
衣
　
十
五
弾
窒
篠
　
十
六
諦
詩
書
　
十
七
為
君
婦

　
彼
女
は
、
十
三
歳
で
上
手
に
機
を
織
り
、
十
四
歳
で
裁
縫
を
覚
え
、
十
五
歳

で
「
く
ご
」
と
い
う
竪
琴
の
演
奏
が
出
来
、
十
六
歳
で
詩
書
を
暗
唱
し
、
十
七

歳
で
焦
仲
卿
の
妻
と
な
っ
た
才
色
兼
備
の
女
性
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
詩
句
は
劉
蘭
芝
の
母
の
側
か
ら
、
次
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、

後
の
京
劇
な
ど
で
も
歌
わ
れ
る
有
名
な
詩
句
で
あ
る
。

　
十
三
教
汝
織
　
十
四
能
裁
衣
　
十
五
弾
墾
棲
　
十
六
知
礼
儀
　
十
七
遣
汝
嫁

　
姑
に
は
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
疎
ま
れ
、
新
婚
二
・
三
年
し
か
経
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

な
い
内
に
、
仕
事
が
遅
い
と
か
、
勝
手
な
振
舞
い
が
多
い
と
か
、
礼
節
に
欠
け

る
と
か
の
難
癖
が
付
け
ら
れ
、
離
縁
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
嫁
い
び
り
が
、
こ

の
詩
の
重
要
な
趣
向
の
一
つ
で
、
後
の
京
劇
で
も
、
見
せ
場
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
。

　
妻
を
愛
す
る
焦
仲
卿
は
勿
論
反
対
は
す
る
が
、
母
親
の
強
い
態
度
に
逆
ら
う

こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
や
む
な
く
従
が
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
感
君
区
区
懐
　
君
既
若
見
録
　
君
当
作
磐
石
妾
当
作
蒲
葦

　
　
蒲
葦
初
如
練
　
磐
石
無
韓
移

　
男
を
磐
石
に
、
女
を
蒲
葦
に
た
と
え
て
、
お
互
い
に
再
婚
は
し
な
い
と
、
固

く
約
束
し
て
別
れ
て
帰
る
。

　
実
家
に
返
さ
れ
て
来
た
劉
蘭
芝
は
、
兄
に
彼
の
上
司
と
の
再
婚
を
強
要
さ
れ
、

や
む
な
く
嫁
入
り
さ
せ
ら
れ
る
は
め
に
な
る
。

　
　
賀
卿
得
高
遷
　
磐
石
方
且
厚
　
司
以
卒
千
年
蒲
葦
一
時
初

　
　
便
当
旦
夕
問
　
卿
当
日
勝
貴
　
吾
独
向
黄
泉
　
何
意
出
此
言

　
　
同
是
被
逼
迫
　
君
爾
妾
亦
然
　
黄
泉
下
相
見
　
勿
違
今
旦
冒

　
そ
の
噂
を
聞
い
て
訪
ね
て
来
た
焦
仲
卿
と
会
っ
た
劉
蘭
芝
は
、
別
れ
の
と
き

の
誓
い
の
言
葉
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
お
互
い
の
身
の
不
幸
を
嘆
き
、
そ
れ
ぞ

れ
自
ら
の
死
ぬ
決
意
を
告
げ
合
い
、
別
れ
る
。

　
新
婚
の
夜
、
ひ
そ
か
に
寝
室
を
抜
け
出
し
た
劉
蘭
芝
は
、
「
我
命
絶
今
日

魂
去
屍
長
留
」
と
、
近
く
の
池
に
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
（
挙
身
赴
清



池
）

そ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
焦
仲
卿
も
、
す
ぐ
に
庭
の
木
の
枝
で
首
を
吊
っ
た
。

（
俳
個
庭
樹
木
　
自
掛
東
南
枝
）

　
　
両
家
求
合
葬
合
葬
華
山
傍
東
西
植
松
柏
左
右
種
梧
桐

　
　
枝
枝
相
覆
蓋
葉
葉
相
交
通
中
有
双
飛
鳥
自
名
為
鴛
鴛

　
　
仰
頭
相
向
鳴
夜
夜
達
五
更
行
人
駐
足
肝
寡
婦
起
術
復

　
二
人
の
死
を
悲
し
ん
だ
両
家
で
は
、
二
人
を
合
葬
す
る
墓
を
作
っ
て
葬
っ
た
。

そ
の
墓
の
上
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
に
雄
雌
の
鴛
鴛
が
住
み
着
き
、
毎
夜
明
け
方

近
く
ま
で
悲
し
げ
に
鳴
い
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
鴛
鴛
が
二
人
の
生
ま
れ
変
わ

り
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。

　
結
び
は
、
「
多
謝
后
世
人
　
戒
之
慎
勿
忘
」
で
、
世
人
に
「
嫁
い
じ
め
の
弊
」

一
内
田
氏
の
解
釈
）
を
慎
む
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。

　
中
国
で
の
こ
の
詩
の
評
価
に
っ
い
て
調
べ
る
と
、
例
え
ば
『
古
典
文
学
三
百

題
』
一
上
海
古
籍
出
版
社
）
は
古
典
文
学
の
三
百
の
評
論
解
説
を
行
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
項
目
に
「
『
孔
雀
東
南
飛
』
は
ど
ん
な
物
語
を
叙
述

し
て
い
る
か
」
（
王
国
安
担
当
）
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
三
百
五
十
余
句
　
一
千
七
百
四
十
五
の
文
字
　
古
典
詩
歌
中
の
最
高
傑

　
　
　
作
で
あ
る
。

　
二
、
反
封
建
精
神
の
強
い
光
を
輝
か
せ
て
い
る
叙
事
詩
で
あ
る
。

　
三
、
母
親
や
兄
の
行
為
や
態
度
に
、
封
建
制
度
の
持
つ
悪
の
本
質
が
良
く
表

　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

　
　
　
わ
れ
て
い
る
。

　
四
、
そ
れ
に
戦
っ
て
「
殉
情
」
の
死
の
道
を
選
ん
だ
、
二
人
の
夫
婦
の
行
為

　
　
　
と
態
度
に
、
当
時
に
あ
っ
て
可
能
な
一
番
強
烈
な
反
抗
精
神
が
現
れ
て

　
　
　
お
り
、
肯
定
的
に
描
か
れ
た
彼
ら
の
死
へ
の
賛
美
の
歌
は
、
封
建
勢
力

　
　
　
の
敗
北
を
示
し
て
い
る
。

　
結
び
の
「
戒
め
」
に
っ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
批
評
は
劉
蘭
芝
と
焦
仲
卿
の
反

抗
を
称
え
る
も
の
で
、
夫
婦
の
死
を
悲
劇
と
し
て
扱
う
視
点
は
無
さ
そ
う
で
、

日
本
の
心
中
劇
の
評
価
に
つ
な
が
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
詩
の
評
価
と
し
て
は
、
主
人
公
達
は
二
人
の
愛
情
に
殉
じ
て
、
死
で
圧

迫
す
る
も
の
に
反
抗
す
る
意
志
を
示
し
た
も
の
で
、
作
者
も
同
情
的
な
態
度
で

主
人
公
達
の
物
語
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
、
封
建
道
徳
の
人
間
に
対
す
る
罪

悪
の
告
発
の
側
面
が
特
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
の
中
に
は
、
封
建
道
徳
や
封
建
制
度
に
対
す
る
批
判
は
、
直
接
的
に

は
全
く
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
母
親
の
権
限
で
無
理
に
離
婚
さ
せ
た
こ
と
に

対
し
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
よ
う
な
表
現
は
作
品
中
の
人
物
の
言
動
に
も
、
作

者
の
批
評
の
言
葉
の
中
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
時
代
に
そ
れ
が
可
能

で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
今
の
読
者
や
観
客
に
は
、
現

在
の
感
じ
方
や
考
え
方
に
合
わ
せ
て
、
こ
の
詩
の
中
に
時
代
を
越
え
た
人
問
ら

し
い
悲
し
み
の
ド
ラ
マ
の
存
在
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

五



『
孔
雀
東
南
飛
』
と

『
心
中
宵
庚
申
』

　
京
劇
の
『
孔
雀
東
南
飛
』
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
と
き
に
、
気
が
付
い
た
こ

と
が
あ
る
。

　
私
は
、
近
松
の
世
話
浄
瑠
璃
を
論
じ
た
と
き
に
、
『
曾
根
崎
心
中
』
の
お
初

の
劇
中
で
果
た
す
役
割
を
重
要
視
し
て
、
劇
の
中
の
主
導
権
を
も
っ
て
お
り
、

劇
の
結
末
に
つ
い
て
の
予
見
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
心
中
の
動
機

や
行
為
を
検
討
評
価
し
て
来
た
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
視
点
か
ら
こ
の
心
中
劇

を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
心
中
の
決
意
を
男
女
の
ど
ち
ら
が
先
に
す
る
か
、
ま
た
ど
ち
ら
が

先
に
死
ぬ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
死
に
方
を
す
る
の
か
を
問
題
に
す
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
聞
く
人
に
よ
っ
て
違
っ
た
答
え
が
返
っ
て
来
て
困
っ

た
こ
と
が
あ
る
。

　
男
が
先
に
死
ぬ
決
意
を
示
し
、
女
が
そ
れ
な
ら
私
も
と
言
っ
た
と
い
う
も
の
、

女
が
先
に
死
ぬ
と
言
い
、
男
も
そ
れ
に
同
意
し
た
と
い
う
も
の
、
お
互
い
に
自

分
は
死
ぬ
が
、
相
手
に
は
死
な
な
い
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
も
の
、
池
に
飛
び

込
ん
だ
の
で
は
人
に
す
ぐ
助
け
ら
れ
た
り
す
る
の
で
河
を
選
ん
だ
と
す
る
も
の
、

二
人
揃
っ
て
河
に
身
を
投
げ
た
の
だ
と
い
う
も
の
、
最
後
の
死
に
方
に
っ
い
て

も
、
二
人
が
一
緒
に
水
に
飛
び
込
む
の
も
あ
り
、
飛
び
込
む
場
所
も
、
池
の
場

合
と
川
の
場
合
な
ど
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
連
環
画
の
『
孔
雀
東
南
飛
』
や
京
劇
叢
刊
に
入
っ
て
い
る
脚
本
『
孔
雀
東
南

飛
』
で
は
、
元
の
詩
の
通
り
の
展
開
で
、
妻
が
池
に
身
を
投
げ
て
死
に
、
夫
は

後
を
追
っ
て
首
を
吊
っ
て
死
ぬ
。
別
々
の
場
所
で
別
々
の
死
に
方
を
し
て
い
る
。

『
心
中
天
の
網
島
』
の
心
中
の
場
面
の
設
定
に
少
し
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
点
で
言
え
ば
、
こ
れ
を
夫
婦
の
心
中
と
見
て
な
ん
の
差
し
支
え
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。

　
京
劇
の
『
孔
雀
東
南
飛
」
で
は
、
母
親
の
姑
を
見
る
か
ら
に
意
地
悪
な
老
婆

と
し
て
描
い
て
い
る
。
脚
本
で
も
嫁
い
び
り
劇
の
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
元
の
詩
で
も
既
に
そ
う
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
離
縁
し
て
追
い
返
す
大
き

な
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
隣
家
の
若
い
娘
の
方
が
家
の
財
産
も
あ
り
、
美
し
い

の
で
、
そ
れ
に
取
り
替
え
た
い
た
め
と
い
う
理
由
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

打
算
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
母
親
の
醜
さ
が
強
く
な
り
、
嫁
の
劉
蘭

芝
へ
の
同
情
が
強
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
強
烈
な
嫁
い
び
り
も
劇
の
見
せ
場
の
一
つ
で
、
地
方
劇
の

河
北
梛
子
劇
．
柳
琴
戯
・
越
劇
・
星
腔
（
歌
曲
）
な
ど
の
『
孔
雀
東
南
飛
』

（
全
曲
で
は
な
く
、
そ
の
一
場
面
の
み
の
も
の
）
の
録
音
テ
ー
プ
は
、
ち
ょ
う

ど
そ
の
場
面
の
も
の
で
、
か
な
り
厳
し
い
嫁
い
び
り
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
中
国
古
典
劇
で
は
、
ど
こ
の
地
方
劇
で
も
「
唱
」
と
い
う
歌
が
中
心
で
、
劉

蘭
芝
の
悲
し
い
歌
も
聞
か
せ
所
で
は
あ
る
が
、
焦
仲
卿
の
母
の
嫁
い
び
り
も
重

要
な
聞
か
せ
所
に
な
っ
て
い
る
。



五

　
京
劇
の
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
脚
本
は
、
１
９
５
５
年
「
京
劇
叢
刊
」
第
三
十

二
集
（
中
国
戯
曲
研
究
院
編
集
・
新
文
芸
出
版
社
）
に
入
っ
て
い
る
。
同
書
の

解
説
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
詩
と
の
問
に
は
、
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

　
　
作
者
姓
名
不
詳
の
有
名
な
長
詩
で
、
家
長
専
制
制
度
の
時
代
に
犠
牲
に
な

　
っ
た
若
い
男
女
を
描
い
た
も
の
。
粗
筋
は
、
芦
江
府
の
小
官
史
焦
仲
卿
の
妻
、

　
劉
蘭
芝
は
才
色
兼
備
の
女
性
で
、
夫
婦
仲
も
良
か
っ
た
が
、
焦
仲
卿
の
母
が

　
意
地
悪
な
性
質
で
、
嫁
い
び
り
が
激
し
く
、
焦
仲
卿
は
無
理
に
劉
蘭
芝
と
離

　
婚
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
別
れ
に
臨
ん
で
焦
仲
卿
は
再
び
嫁
を
迎
え
な
い
こ

　
と
を
、
劉
蘭
芝
は
再
婚
し
な
い
こ
と
を
誓
い
合
っ
た
。
劉
蘭
芝
は
実
家
に
帰

　
る
と
、
兄
が
自
分
の
欲
の
た
め
に
、
上
役
の
青
年
と
の
結
婚
を
強
制
し
た
。

　
劉
蘭
芝
は
拒
否
し
た
が
、
無
理
に
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
日
の
夕

　
刻
、
焦
仲
卿
が
噂
を
聞
い
て
た
ず
ね
て
来
て
、
門
前
で
出
会
う
。
お
互
い
に

　
嘆
き
な
が
ら
、
死
ん
で
も
約
束
は
守
る
と
決
意
す
る
。
焦
仲
卿
の
帰
っ
た
後
、

　
劉
蘭
芝
は
投
身
自
殺
を
し
、
焦
仲
卿
は
彼
女
の
墓
の
前
で
首
を
吊
っ
て
死
ぬ
。

　
　
今
一
っ
の
資
料
と
し
て
、
京
劇
の
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
ビ
デ
オ
（
１
９
８

　
２
年
北
京
京
劇
院
二
団
公
演
　
北
京
中
央
電
視
局
録
画
）
が
あ
る
。
京
劇
の

　
中
に
も
、
た
く
さ
ん
の
異
な
っ
た
脚
本
が
あ
り
、
そ
の
題
名
も
『
盧
江

　
恨
』
・
『
焦
仲
卿
妻
』
・
『
生
死
縁
』
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

　
私
の
見
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
の
中
で
、
全
曲
の
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

京
劇
叢
刊
の
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
ビ
デ
オ
『
孔
雀
東
南
飛
』
の
二
つ
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
京
劇
『
孔
雀
東
南
飛
』
を
、
比
較
し
な
が
ら
古
典
劇
に
な
っ
た

夫
婦
心
中
劇
を
考
え
て
み
た
い
。

　
京
劇
叢
刊
『
孔
雀
東
南
飛
』
を
Ａ
と
し
、
ビ
デ
オ
『
孔
雀
東
南
飛
』
を
Ｂ

と
す
る
。

　
登
場
人
物
で
も
、
両
者
は
一
致
し
て
い
な
い
。

Ａ

焦劉焦焦春劉劉崔秦張Ａ

一
九
五
五
年
　
脚
本
　
　
Ｂ

仲
卿
　
盧
江
の
小
役
人

蘭
芝
　
焦
仲
卿
の
妻

母
　
　
焦
仲
卿
の
母

小
妹
　
焦
仲
卿
の
妹

梅
　
　
焦
家
の
小
問
使
い

母
　
　
劉
蘭
芝
の
母

大
　
　
焦
仲
卿
の
兄

三
　
　
崔
太
守
の
第
三
子

羅
敷
　
焦
の
隣
家
の
娘

不
才
　
墓
守

京
劇

『
孔
雀
東
南
飛
』

一
九
八
二
年
　
上
演
用
　
配
役

（
焦
仲
卿
）
　
挑
玉
剛
（
小
生
・
二
枚
目
）

（
劉
蘭
芝
）
　
呉
素
秋
（
青
衣
・
立
女
形
）

（
焦
の
母
）
馬
玉
増
（
文
丑
・
道
化
役
）

（
焦
月
華
）
干
永
清
（
花
旦
・
若
女
形
）

（
な

（
劉

（
劉

（
朱

（
な

（
な

し
）

洪
）

白
）

史
）

し
）

し
）

郎
石
林
（
老
旦
・
老
女
形
）

葉
　
拝
（
文
丑
・
道
化
役
）

江
　
洋
（
小
生
・
二
枚
目
）

一
九
五
五
年
　
脚
本

七



第
一
場

第
二
場

第
三
場

第
四
場

第
五
場

第
六
場

第
七
場

，
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

焦
の
家
・
客
間

焦
の
家
・
蘭
芝
の
部
屋

焦
の
家
・
客
問

焦
の
家
・
蘭
芝
の
寝
室

路
上
・
車
と
馬

劉
の
実
家
・
庭

焦
の
家
・
客
間
　
　
．

母
が
嫁
の
劉
蘭
芝
を
い
び
っ
て
い
る
。

妹
は
姉
嫁
を
か
ば
う
。

息
子
焦
仲
卿
が
帰
っ
て
来
る
の
で
、
家

族
で
歓
迎
す
る
。

夫
婦
の
愛
の
語
ら
い
。
楽
器
の
演
奏
。

母
が
、
息
子
に
妻
を
離
婚
せ
よ
と
迫
る
。

夫
婦
の
嘆
き
と
悲
し
み
。

二
人
で
逃
げ
よ
う
と
い
う
夫
と
、
夫
を

不
孝
も
の
に
は
し
た
く
な
い
と
嘆
く
妻
。

妻
は
部
屋
を
出
て
行
く
。

鴛
篶
橋
で
の
別
れ
。
妻
は
車
に
乗
っ
て

お
り
、
夫
は
馬
で
追
い
掛
け
て
来
る
。

母
の
嘆
き
。
兄
の
友
人
太
守
の
息
子
が

妹
を
見
初
め
る
。
兄
は
再
婚
を
勧
め
る
。

夫
が
追
い
掛
け
て
き
て
、
妻
と
会
い
、

死
ぬ
約
束
を
す
る
。

妻
は
、
ひ
と
り
で
池
に
飛
び
込
む
。

母
は
、
息
子
に
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。
息
子
が
帰
っ
て
来
る
。

兄
が
刃
物
を
持
っ
て
復
讐
に
来
る
。
夫

第
八
場
墓
場

Ｂ

第
一
場

第
二
場

第
三
場

京
劇
『
孔
雀
東
南
飛
』

焦
の
家

劉
の
実
家

帰
路
一
焦
の
家

　
　
　
　
　
　
八

は
妻
の
死
を
知
り
、
駆
け
出
す
。

墓
守
に
妻
の
墓
を
確
認
し
、
夫
は
嘆
く
。

舞
台
は
、
春
の
景
色
に
変
わ
り
、
妻
が

現
れ
、
永
遠
の
愛
を
歌
う
。

母
の
声
で
、
幻
覚
は
消
え
、
墓
の
そ
ば

の
木
で
、
夫
は
首
を
吊
る
。
終
幕

一
九
八
二
年
　
テ
レ
ビ
上
演
分

焦
仲
卿
の
自
己
紹
介
と
現
状
の
述
懐
。
母
と
妹
は
、

劉
蘭
芝
が
里
帰
り
で
帰
っ
て
来
な
い
こ
と
に
不
満

を
漏
ら
し
て
い
る
。
焦
仲
卿
が
妻
を
迎
え
に
行
く

こ
と
に
な
る
◎

劉
蘭
芝
の
述
懐
。
実
母
が
病
気
で
そ
の
看
病
の
た

め
、
帰
り
が
遅
れ
る
こ
と
。
姑
の
厳
し
い
こ
と
。

兄
が
意
地
悪
す
る
こ
と
。
焦
仲
卿
が
迎
え
に
来
る

の
で
、
二
人
で
家
に
帰
る
こ
と
。

二
人
で
家
に
帰
っ
て
来
る
。
二
人
の
詫
び
言
に
対

し
て
の
母
の
怒
り
。

焦
仲
卿
に
役
所
か
ら
迎
え
が
来
る
の
で
、
出
掛
け

て
行
く
こ
と
。



第
四
場
　
焦
の
家

第
五
場
　
路
上

第
六
場
　
劉
の
実
家

第
七
場
　
路
上
・
池

　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』

母
の
命
令
で
機
織
り
を
始
め
る
。
母
は
監
視
し
て

い
る
。
嫁
い
じ
め
の
数
々
。

機
織
り
の
途
中
で
寝
て
し
ま
う
。
明
か
り
を
付
け

る
が
、
そ
の
燭
台
の
置
き
場
で
困
ら
さ
れ
る
。
織

り
上
が
っ
た
布
に
け
ち
を
付
け
ら
れ
、
棒
で
た
た

か
れ
る
。

焦
仲
卿
が
帰
っ
て
来
る
。
劉
蘭
芝
の
訴
え
を
聞
き
、

仕
事
を
止
め
て
寝
室
で
休
む
こ
と
を
勧
め
る
が
、

母
に
立
ち
聞
き
さ
れ
て
、
直
ち
に
劉
蘭
芝
の
離
婚

が
宣
言
さ
れ
る
。
劉
蘭
芝
は
母
と
妹
に
別
れ
を
告

げ
、
焦
仲
卿
に
送
ら
れ
て
、
焦
仲
卿
の
家
を
出
る
。

車
を
呼
び
、
劉
蘭
芝
を
乗
せ
て
、
劉
蘭
芝
の
実
家

ま
で
送
っ
て
来
る
。

折
り
か
ら
劉
蘭
芝
の
兄
を
た
ず
ね
て
い
た
上
司
の

朱
史
の
い
る
と
こ
ろ
に
焦
仲
卿
と
劉
蘭
芝
が
帰
っ

て
来
る
。
朱
史
に
劉
蘭
芝
が
見
初
め
ら
れ
る
。
い

き
さ
つ
を
説
明
す
る
焦
仲
卿
は
、
追
い
返
さ
れ
る
。

夫
婦
の
別
れ
と
な
る
。
兄
の
再
婚
の
勧
め
が
始
ま

り
、
強
制
さ
れ
る
。

劉
蘭
芝
の
結
婚
の
噂
を
聞
い
た
焦
仲
卿
が
さ
ま
よ

と
『
心
中
宵
庚
申
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
来
る
と
、
劉
蘭
芝
の
結
婚
式
の
行
列
に
焦
仲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卿
が
出
会
う
。
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
抜
け
出
し
て
来
た
花
嫁
衣
装
の
劉
蘭
芝
が
や
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
て
、
二
人
が
出
会
う
。
焦
仲
卿
は
激
し
く
劉
蘭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芝
の
不
実
を
責
め
る
が
、
自
殺
の
決
意
を
知
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人
は
池
に
飛
び
込
ん
で
死
ぬ
。
終
幕

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
中
国
の
京
劇
で
あ
る
か
ら
、
原
詩
に
拘
束
さ
れ
た

り
、
解
放
前
の
京
劇
の
筋
立
て
や
主
題
に
従
う
の
で
は
な
く
、
現
代
の
思
想
や

感
覚
に
合
わ
せ
て
の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
Ａ
と
Ｂ
の
問
に
あ
る
三
十
年
程
の
時
問
は
、
教
条
的
な
、
か
た
く
な
さ
を
消

し
て
い
る
し
、
上
演
時
問
に
併
せ
て
時
間
短
縮
の
た
め
の
簡
略
化
が
顕
著
に
な

っ
て
い
る
。

　
主
要
な
趣
向
で
あ
る
「
嫁
い
び
り
」
に
っ
い
て
は
、
Ａ
の
方
で
は
劉
蘭
芝
の

兄
が
焦
仲
卿
の
母
を
突
き
飛
ば
す
報
復
の
場
面
が
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
て
い

る
。
観
客
に
対
し
て
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
与
え
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
批

判
の
意
味
が
強
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
Ｂ
の
方
は
劉
蘭

芝
・
焦
仲
卿
の
夫
婦
が
母
の
立
ち
聞
き
に
も
気
付
か
ず
、
僅
か
に
仕
事
を
止
め

る
と
言
っ
た
程
度
の
反
抗
的
な
態
度
が
見
ら
れ
る
の
み
で
、
報
復
に
相
当
す
る

も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

　
死
の
場
面
も
、
Ａ
の
方
で
は
原
詩
の
結
末
に
即
し
て
は
い
る
が
、
夫
婦
の
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

想
の
映
面
を
入
れ
て
救
い
を
用
意
し
た
か
に
見
え
る
の
だ
が
、
結
局
母
の
声
が

入
っ
て
消
え
て
し
ま
う
処
理
を
し
て
、
死
の
後
の
救
済
は
な
い
。
近
松
が
「
心

中
」
を
描
く
と
き
に
採
用
し
た
救
済
の
姿
勢
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
国
古

典
劇
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
Ｂ
の
方
は
女
が
川
に
飛
び
込
む
と
、
続
い
て
男
も
飛
び
込
む
と
い
う

幕
切
れ
で
、
す
ぐ
に
幕
が
閉
ま
っ
て
し
ま
う
演
出
の
た
め
、
死
後
の
哀
れ
さ
の

余
情
は
な
い
。
特
に
、
中
国
古
典
劇
で
は
舞
台
装
置
が
な
い
の
で
、
川
に
飛
び

込
む
場
合
で
も
、
女
の
方
は
袖
を
か
ざ
し
て
座
り
込
む
だ
け
で
あ
り
、
男
の
方

も
前
方
回
転
を
し
て
尻
餅
を
つ
く
、
日
本
の
ト
ン
ボ
を
切
る
形
に
な
る
だ
け
で

あ
る
。
象
徴
的
な
演
技
の
約
束
を
知
ら
な
い
と
、
最
期
の
死
の
意
味
が
伝
わ
ら

な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　
日
本
の
心
中
劇
で
は
、
当
然
心
中
の
動
機
・
決
意
の
過
程
・
心
中
の
実
行
な

ど
が
、
劇
の
中
心
に
な
る
の
で
が
、
中
国
の
場
合
は
、
そ
の
主
題
を
封
建
時
代

に
対
し
て
の
反
抗
だ
と
す
る
解
釈
が
示
す
よ
う
に
、
劇
に
描
く
場
面
が
異
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

六

　
若
い
男
女
の
心
中
は
、
結
婚
出
来
な
い
こ
と
が
、
直
接
の
原
因
に
な
る
こ
と

が
多
い
の
は
、
中
国
で
も
日
本
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
死
後
の
世
界
に
対
す
る

宗
教
的
な
考
え
方
の
違
い
が
、
一
番
の
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
死
ぬ
事
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

の
ま
ま
救
済
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
原
詩
の
場
合
で
も
同
じ

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
夫
婦
の
場
合
は
、
と
も
か
く
既
に
結
ば
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
二
人
が
心
中
す
る
の
に
は
、
彼
ら
の
夫
婦
生
活
の
危
機
が
、

そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
近
松
の
「
心
中
宵
庚
申
－
な
ど
が
、
日
本
の
場
合
、
そ
の
例
と
し
て
は
特
に

有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
夫
婦
心
中
」
と
呼
ん
で
、
「
心
中
」
の
原
義
の
遊

女
と
客
の
自
殺
と
は
一
応
区
別
し
て
い
る
。
夫
婦
が
二
人
で
心
中
す
る
の
に
は
、

外
側
か
ら
の
二
人
を
脅
か
し
て
「
心
中
」
に
追
い
込
む
原
因
が
存
在
し
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
の
家
父
長
制
度
の
封
建
制
度
で
は
、
若
い
夫
婦
は
結
婚
す
る
場
合

で
も
、
ま
た
離
婚
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
権
限
は
家
父
長
に
あ
り
、
本
人
達
の

自
由
な
意
志
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
封
建
時
代
の
夫

婦
心
中
は
、
当
然
、
家
父
長
の
権
限
に
よ
っ
て
離
婚
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
若

い
夫
婦
の
抗
議
的
な
意
味
を
も
っ
た
心
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
マ
心
中
宵
庚
申
』
の
場
合
も
同
じ
で
、
母
親
が
嫁
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
の

に
、
夫
婦
二
人
と
も
そ
れ
に
抗
す
る
事
が
出
来
ず
に
、
二
人
で
死
ぬ
こ
と
を
決

意
し
た
と
い
う
ふ
う
に
、
作
者
の
近
松
は
筋
を
設
定
し
て
い
る
。
母
親
に
も
、

「
姑
去
り
」
と
い
う
嫁
を
離
縁
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が

む
ご
い
処
置
だ
と
い
う
批
判
が
、
一
般
的
に
世
問
に
あ
っ
て
も
、
特
に
関
係
者



の
誰
か
ら
も
「
姑
去
り
」
の
行
為
が
答
め
よ
う
の
な
い
も
の
と
し
て
、
実
際
に

は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
劇
の
中
で
は
、
作
者
の
近
松
は
実
在
す
る
モ
デ
ル
ヘ
の
配
慮
の
問
題
も
あ
り
、

ま
た
「
姑
去
り
」
は
当
時
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
っ
た
の
で
、
大
変
モ

デ
ル
に
気
を
遣
っ
て
、
姑
で
あ
る
義
理
の
母
が
悪
役
・
敵
役
に
な
ら
な
い
よ
う

に
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
現
在
の
文
楽
の
舞
台
で
は
、
彼
女
を
意
地
の
悪
い
悪
婆
と
し
て
演

じ
る
方
が
、
観
客
に
劇
の
流
れ
を
理
解
し
て
も
ら
い
易
い
の
で
、
殆
ど
そ
う
な

っ
て
い
る
。

　
も
し
夫
の
半
兵
衛
が
、
妻
の
お
千
世
を
義
理
の
母
の
意
向
に
従
が
っ
て
、
離

婚
し
て
い
れ
ば
、
実
際
に
は
心
中
事
件
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
現

実
の
普
通
の
夫
婦
で
、
一
」
う
し
た
形
で
夫
婦
が
危
機
に
陥
っ
た
場
合
は
、
多
分

夫
が
妻
を
離
別
す
る
こ
と
で
、
局
面
を
解
決
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
一
方
、
妻
に
帰
る
べ
き
実
家
が
な
い
場
合
な
ど
に
は
、
一
方
的
な
離
婚
は
出

来
な
い
と
し
た
定
め
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
お
千
世
の
場
合
に
は
立
派
な
豪
農

の
実
家
も
あ
り
、
家
風
に
合
わ
な
い
と
の
理
由
で
離
婚
し
て
片
を
付
け
る
こ
と

も
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
近
松
は
半
兵
衛
に
お
千
世
の
父
親
と
絶
対
に
離
別
は
し
な
い
と
い

う
約
束
を
さ
せ
る
場
面
を
、
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
お
り
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
可
能

性
を
閉
ざ
し
て
お
い
た
。
勿
論
、
二
人
の
間
に
は
深
い
愛
情
の
あ
っ
た
こ
と
も

　
　
　
　
　
『
孔
雀
東
南
飛
』
と
『
心
中
宵
庚
申
』

注
意
深
く
描
い
て
い
る
の
で
、
妻
の
父
親
と
の
約
束
の
た
め
だ
け
、
義
理
の
た

め
だ
け
で
、
心
中
し
た
の
で
は
な
い
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
夫
婦
と
い
う
間
が
ら
で
の
「
心
中
」
が
も
っ
て
い
る
特
別
な
意
味
と
、
そ
の

状
況
に
対
し
て
の
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
実
際
に
あ
っ
た
夫
婦
心
中

の
事
件
を
、
劇
化
す
る
に
当
た
り
、
実
説
だ
と
か
、
真
相
だ
と
か
言
わ
れ
る
風

説
に
と
拘
束
さ
れ
な
が
ら
、
今
か
ら
見
れ
ば
勝
手
気
ま
ま
な
親
の
権
利
の
行
使

に
も
、
正
面
か
ら
の
批
判
対
決
は
せ
ず
に
、
主
人
公
達
の
立
場
に
対
し
て
同
情

の
涙
を
流
さ
せ
な
が
ら
、
制
度
や
モ
ラ
ル
に
直
接
的
に
は
触
れ
な
い
で
、
観
客

を
満
足
さ
せ
る
ド
ラ
マ
を
書
く
苦
労
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七

　
本
人
達
の
意
志
に
反
し
て
、
姑
の
勝
手
な
判
断
に
よ
る
離
縁
と
い
う
設
定
は
、

日
本
・
中
国
の
古
典
劇
と
も
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
婦
心
中
と
い
う

設
定
の
場
合
は
、
そ
の
性
格
上
、
日
中
の
国
の
違
い
を
越
え
て
一
致
し
て
い
て

当
然
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
主
人
公
達
の
死
に
至
る
ま
で
の
問
、
そ
の
直
接
的
な
原
因
を
作
っ
た
母
親
や

姑
を
、
誰
も
答
め
な
い
点
も
共
通
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
Ａ
の
京
劇
の
方

は
、
妹
の
劉
蘭
芝
に
死
な
れ
て
怒
っ
た
兄
が
、
焦
仲
卿
の
家
に
刀
を
も
っ
て
殴

り
込
み
、
焦
仲
卿
の
母
親
を
突
き
飛
ば
す
場
面
を
新
た
に
付
け
加
え
て
お
り
、

劇
中
で
の
悪
役
に
対
す
る
報
復
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
で
は
、
『
心
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中
宵
庚
申
』
の
最
期
と
は
違
っ
て
い
る
。

　
こ
の
改
訂
は
新
中
国
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
違
っ
て
い

る
の
が
当
然
の
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
の
京
劇
の
方
で
は
、
死
ん
だ
妻
の
墓

を
訪
ね
て
来
た
焦
仲
卿
の
前
に
、
幻
の
劉
蘭
芝
が
現
わ
れ
、
二
人
の
つ
か
の
間

の
愛
の
映
面
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
姑
の
声
で
す
ぐ
に
幻
は
消
え
、
元
の
墓
場

に
戻
り
、
そ
の
傍
ら
の
木
の
枝
に
首
を
吊
っ
て
焦
仲
卿
は
死
ぬ
。
幻
の
場
面
の

設
定
は
多
分
近
代
的
な
演
出
で
あ
る
が
、
主
人
公
達
の
劇
中
で
の
救
済
の
効
果

を
目
指
し
て
い
る
ら
し
い
。

　
近
松
が
主
人
公
達
の
死
後
の
世
界
で
の
救
済
を
「
未
来
成
仏
疑
い
な
き
恋
の

手
本
と
な
り
に
け
り
」
と
い
っ
た
結
句
で
試
み
た
よ
う
に
、
「
来
世
救
済
」
と

い
う
言
葉
だ
け
で
は
あ
る
が
、
劇
の
中
に
用
意
し
て
い
る
の
と
、
そ
の
次
元
は

異
な
る
に
し
て
も
、
広
い
意
味
で
は
劇
の
方
法
と
し
て
は
共
通
す
る
も
の
と
言

う
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

　
ど
ち
ら
の
作
品
も
、
相
互
に
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
に
も
拘

わ
ら
ず
、
姑
が
原
因
に
な
っ
た
夫
婦
の
心
中
と
い
う
共
通
の
状
況
設
定
の
お
陰

で
、
千
数
百
年
も
隔
た
り
な
が
ら
、
共
通
す
る
所
の
多
い
演
劇
が
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
、
両
国
の
文
化
・
演
劇
の
交
流
の
為
に
も
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

二
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