
香
を
想
う―

幸
田
露
伴
「
楊
貴
妃
と
香
」
の
典
拠
と
方
法

―

西　
　

川　
　

貴　
　

子

花
の
色
は
雪
に
ま
じ
り
て
見
え
ず
と
も
か
を
だ
に
に
ほ
へ
人
の
知
る
べ
く

 
（
小
野
篁
『
古
今
和
歌
集
』
巻
六
）

１　
「
か
」
を
語
る
こ
と

　

冒
頭
に
掲
げ
た
和
歌
は
、
幸
田
露
伴
の
「
か
」
を
め
ぐ
る
考
証
「
香
談
」

（『
中
央
公
論
』
昭
和
一
八
﹇
一
九
四
三
﹈・
一
）
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
雪
で
見
え
な
い
と
し
て
も
せ
め
て
香
で
人
に
場
所
を
知
ら
せ
て
ほ
し
い

と
い
う
歌

―
す
な
わ
ち
眼
で
は
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
か
＝
香
が
存
在
の
た

よ
り
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
露
伴
は
「
香
談
」
の
執
筆
動
機
と
し
て
、
冒

頭
で
、「
世
界
」
は
「
人
の
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
に
対
す
る
色
・
声
・

香
・
味
・
触
・
法
」
で
成
立
し
て
い
る
の
に
、「
に
ほ
ひ
」
に
関
す
る
専
門
書

が
少
な
く
、「
人
の
に
ほ
ひ
に
心
を
用
ゐ
意
を
致
す
こ
と
未
だ
博
く
深
か
ら
ず
」

打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
惜
し
ん
だ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る①
。
実
際
、
こ
の

時
期
、
露
伴
は
一
色
梨
郷
『
香
書
』（
昭
一
六
﹇
一
九
四
一
﹈・
一
〇②
）
の
原
稿

に
朱
を
入
れ
て
助
言
を
し
、
出
版
の
折
に
は
「
題
言
」
も
書
い
た
り
、
香
を
聞

く
会
を
自
宅
で
行
な
っ
た
り
、
昭
和
一
七
﹇
一
九
四
二
﹈
年
五
月
一
〇
日
の
句

会
で
も
香
の
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
た
り
す
る
な
ど
、
香
へ
の
関
心
を
高
め
て
い

た③
。

　

ま
た
「
香
談
」
の
二
年
前
に
は
随
想
「
楊
貴
妃
と
香
」（『
知
性
』
昭
和
一
六

﹇
一
九
四
一
﹈・
三
）
を
発
表
し
て
い
る
。「
香
談
」
は
、
主
に
日
本
の
古
典
に

見
ら
れ
る
「
か
」
に
関
す
る
語
義
を
め
ぐ
る
考
証
と
な
っ
て
い
る
が
、「
楊
貴

妃
と
香
」
で
は
、
楊
貴
妃
の
領ひ

巾れ

か
ら
漂
う
龍
脳
香
に
、
亡
き
楊
貴
妃
を
想
い

涙
す
る
玄
宗
皇
帝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
等
を
交
え
な
が
ら
、
龍
脳
を
め
ぐ
る
話
が
展

開
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
（
こ
の
場
合
は
実
際
に
は
永
遠

に
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
状
態
と
な
る
が
）、
見
え
な
い
存
在
へ
の
強
い
想

い
が
「
香
」
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
見
え
な
い
も
の
を
辿
る
、

香
を
想
う

一
七
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「
に
ほ
ひ
」
の
世
界
へ
の
興
味
。「
楊
貴
妃
と
香
」
が
同
様
の
関
心
の
も
と
、
成

立
し
て
い
る
こ
と
は
先
の
玄
宗
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
が
、
し
か
し
「
楊
貴
妃
と
香
」
で
は
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な

「
に
ほ
ひ
」
に
対
し
て
世
人
の
関
心
が
薄
い
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
た
発
言
は

な
い
。
こ
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　

此
の
数
年
来
視
力
が
大
に
衰
へ
て
、
毛
筆
で
細
字
を
為
す
に
は
堪
へ
が

た
く
な
り
、
又
地
図
の
如
き
文
字
の
意
義
の
聯
絡
無
き
も
の
を
看
る
こ
と

は
殆
ん
ど
難
く
な
つ
た
の
で
、
眼
鏡
を
屡
々
換
へ
は
し
た
が
、
そ
れ
で
も

遂
に
思
ふ
に
任
せ
な
く
な
つ
た
。〔
…
〕
其
時
自
分
が
既
に
白し

ろ

内そ

障こ

眼ひ

に

な
り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
白
内
障
眼
と
い

ふ
も
の
に
心
が
惹
か
る
ゝ
や
う
に
な
つ
た
。〔
…
〕
た
ゞ
平
生
読
書
の
際

な
ん
ど
に
、
白
内
障
と
い
ふ
語
に
出
会
つ
た
折
に
心
が
留
ま
る
と
い
ふ
だ

け
な
の
で
あ
る
。〔
…
〕
其
龍
脳
が
内
外
障
眼
を
主
る
と
あ
つ
た
の
で
一

寸
心
が
留
ま
つ
た
。（「
楊
貴
妃
と
香
」）

　

こ
こ
で
は
、
自
身
の
白
内
障
に
よ
る
視
力
の
衰
え
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
そ

こ
か
ら
「
白
内
障
眼
」
と
い
う
語
に
心
が
惹
か
れ
た
た
め
、
た
ま
た
ま
『
續
博

物
志
』
の
龍
脳
と
い
う
香
の
記
述
に
注
目
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
楊

貴
妃
と
香
」
の
執
筆
は
、
自
身
の
眼
病
と
い
う
個
人
的
な
関
心
を
発
端
に
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
時
に
こ
こ
で
は
、
白
内
障
を
契
機
に
文
字
を
「
意
義
の
聯
絡
」
と

し
て
し
か
読
み
取
り
づ
ら
い
こ
と
も
明
か
さ
れ
て
い
た
。
文
字
を
「
意
義
の
聯

絡
」
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
文
章
で
は
文
字
そ
の
も

の
の
み
な
ら
ず
、
数
々
の
書
物
の
記
事
や
逸
話
も
ま
た
語
り
手
で
あ
る
露
伴
の

「
意
義
の
聯
絡
」、
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
と
し
て

―
眼
病
と
い
う
個
人
的
な
話
題

か
ら
、
龍
脳
、
そ
し
て
楊
貴
妃
と
玄
宗
の
逸
話
へ

―
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
単
に
従
来
あ
ま
り
取
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
に
ほ

ひ
」
の
世
界
を
披
露
す
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
、「
楊
貴
妃
と
香
」
と

い
う
作
品
が
有
す
る
魅
力
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
本
作
と
典
拠

と
の
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
記
事
・
逸
話
の
意
義
の

聯
絡
の
付
け
方
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
ま
た
併
せ
て
、
掲
載
雑
誌
に
お
け

る
こ
の
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

２　

典
拠
に
つ
い
て

　
「
楊
貴
妃
と
香
」
で
は
、『
續
博
物
志
』
か
ら
始
ま
り
、『
西
域
記
』『
金
光
明

経
』
な
ど
、
様
々
な
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
書
を
全
て

露
伴
は
見
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
中
の
い
く
つ
か
を
原
典
で
見
た
こ
と
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
文
自
体
は
、
主
に
『
香
乗
』
の
記
述
に

拠
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。「
楊
貴
妃
と
香
」
で
直
接
、
名
前
が
挙

香
を
想
う

一
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げ
ら
れ
て
い
る
書
は
、『
續
博
物
志
』『
西
域
記
』『
金
光
明
経
』『
酉
陽
雑
俎
』

『
香
譜
』『
本
草
』『
徒
然
草
』『
華
夷
續
考
』『
一
統
志
』『
捜
神
記
』『
埤
雅
』

『
北
戸
録
』『
墨
莊
漫
録
』『
梁
四
公
記
』『
楊
貴
妃
外
傳
』『
獨
異
志
』
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
甲
香
に
言
及
の
あ
る
『
徒
然
草
』
や
麝
香
の

こ
と
を
記
し
た
『
埤
雅
』、
楊
貴
妃
と
寧
王
の
関
係
を
記
し
た
『
獨
異
志
』
の

三
つ
の
書
の
記
事
の
み
、『
香
乗
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、『
捜
神
記
』
の

記
事
に
つ
い
て
は
、『
香
乗
』
の
記
事
に
加
え
て
大
幅
に
情
報
が
追
加
さ
れ
て

い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
）。
そ
の
他
の
書
物
か
ら
紹
介
さ
れ
る

話
は
全
て
『
香
乗
』
巻
三
「
香
品
」
の
中
の
龍
脳
に
関
す
る
記
事
の
中
に
載
せ

ら
れ
て
お
り
、
内
容
も
ほ
ぼ
全
て
一
致
し
て
い
る
。『
香
乗
』
は
明
の
周
嘉
胄

が
編
纂
し
た
二
八
巻
か
ら
成
る
香
に
関
す
る
本
で
、「
香
品
」「
香
事
分
類
」

「
香
爐
類
」
な
ど
の
分
類
を
し
、
香
に
関
わ
る
記
事
を
様
々
な
書
か
ら
抜
粋
、

引
用
し
て
掲
載
し
た
書
で
あ
る
。
清
の
乾
隆
帝
の
勅
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
漢

籍
叢
書
で
あ
る
四
庫
全
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
書
だ
。
露
伴
が
調
査
を
す
る

際
に
、
そ
の
四
庫
全
書
の
解
題
を
ま
と
め
た
『
四
庫
全
書
総
目
』
を
参
照
し
、

そ
こ
か
ら
原
典
に
あ
た
っ
て
調
査
す
る
な
ど
活
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
三

六
﹇
一
九
〇
三
﹈
年
一
一
月
四
日
付
の
内
田
魯
庵
宛
の
手
紙
内
で
、Lark 

Russel

の
海
事
に
関
す
る
小
説
雑
書
の
う
ち
で
ど
れ
が
よ
い
の
か
問
い
合
わ

せ
た
折
、「
泰
西
の
四
庫
全
書
目
な
き
に
は
困
り
い
り
候
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ④
。

　

例
え
ば
、
こ
の
話
の
発
端
と
も
な
っ
て
い
る
『
續
博
物
志
』
の
記
事
に
つ
い

て
「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。
な
お
『
香

乗
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、『
筆
記
小
説
大
観⑤
』
所
収
の
も
の
を
こ
こ
で
は
用

い
る
（
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

　

乾
脂
を
香
と
為
し
、
清
脂
を
膏
と
為
す
、
子
は
内
外
障
眼
を
主
つ
か
さ
ど

る
。

又
蒼
龍
脳
有
り
、
点
眼
す
べ
か
ら
ず
、
火
を
経
る
を
熟
龍
脳
と
為
す
。
こ

れ
は
續
博
物
志
の
語
で
あ
つ
て
、
龍
脳
の
こ
と
を
言
つ
た
の
で
あ
る
。

（「
楊
貴
妃
と
香
」）

 

乾
脂
為
香
清
脂
為
膏
子
主
内
外
障
眼
又
有
蒼
龍
脳
不
可
点
眼
経
火
為
熟
龍

脳
〈
續
博
物
志
〉（『
香
乗
』）

　

両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
本
文
と
記
事
と
が
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
「
楊
貴
妃
と
香
」
の
本
文
で
は
、
特
に
出
典
が
記
さ

れ
て
い
な
い
事
柄
で
あ
っ
て
も
、『
香
乗
』
本
文
と
一
致
す
る
部
分
が
あ
る

（
こ
の
部
分
は
『
香
乗
』
で
も
出
典
が
記
さ
れ
て
い
な
い
）。

相
思
子
と
糯
米
の
炭
と
を
合
せ
て
龍
脳
を
貯
へ
て
置
け
ば
則
ち
耗
ら
ぬ
と

言
ひ
、
或
は
又
鶏
の
毛
と
相
思
子
と
を
同
じ
く
小
瓷
罐
に
入
れ
て
収
め
置

香
を
想
う

一
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け
ば
龍
脳
は
耗
ら
ぬ
と
い
ひ
、〔
…
〕（「
楊
貴
妃
と
香
」）

 

龍
脳
香
合
糯
米
炭
相
思
子
貯
之
則
不
耗
或
言
以
鶏
毛
相
思
子
同
入
小
瓷
罐

密
收
之
佳
相
感
志
言
〔
…
〕（『
香
乗
』）

　

た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
引
用
の
仕
方
が
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
次
の
文
章

も
例
と
し
て
挙
げ
た
い
（『
香
乗
』
と
一
致
す
る
部
分
を
点
線
と
記
号
で
示
す
。

以
下
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
全
て
引
用
者
に
よ
る
）。

婆
律
樹
は
Ａ

樹
高
さ
八
九
丈
、
大
さ
六
七
圍
ば
か
り
、
葉
円
に
し
て
背
白

く
、
花
実
無
し
、
と
段
成
式
は
云
つ
て
ゐ
る
。
段
成
式
は
唐
の
詩
人
で
学

者
で
、
多
く
支
那
域
外
の
事
物
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
於
て
は
、
此
人
ほ

ど
の
人
は
無
い
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
の
人
で
あ
る
が
、
無
花
実
の
三
字
は

蓋
し
誤
謬
で
、
花
も
あ
り
子
も
あ
る
か
ら
、
何
様
も
不
審
で
あ
る
。
Ｂ

松

身
異
葉
、
花
果
斯
別
の
八
字
は
、
西
域
記
の
文
、
Ｃ

其
樹
高
大
、
葉
は
槐

の
如
く
に
し
て
小
、
皮
理
は
沙
柳
に
類
す
と
は
華
夷
續
考
の
記
、
Ｄ

樹
は

杉
檜
の
如
し
と
は
一
統
志
の
説
、
土
地
が
異
な
れ
ば
樹
も
異
な
る
に
、
書

が
別
な
れ
ば
樹
も
別
な
の
か
、
今
日
龍
脳
樹
と
い
ふ
の
は
確
定
し
て
ゐ
る

が
、
書
斎
の
中
か
ら
は
植
物
学
を
収
め
ぬ
も
の
は
判
断
を
差
控
へ
る
の
が

正
当
だ
か
ら
、
古
書
善
読
は
甚
だ
難
い
も
の
だ
と
、
今
は
其
侭
返
却
し
て

置
く
こ
と
に
す
る
。

　
『
香
乗
』
で
該
当
す
る
文
章
を
以
下
、
部
分
的
に
抜
粋
す
る
。

Ａ　

樹
高
八
九
丈
大
可
六
七
圍
葉
円
而
背
白
無
花
実
其
樹
有
肥
有
瘦
瘦
者
有
婆

律
膏
香
〔
…
〕〈
酉
陽
雑
俎
〉

Ｂ　

西
方
抹
羅
短
吒
国
在
南
印
度
境
有
羯
婆
羅
香
樹
松
身
異
葉
花
果
斯
別
初
採

既
湿
尚
未
有
香
〔
…
〕〈
大
唐
西
域
記
〉

Ｃ　

片
脳
産
暹
羅
諸
国
惟
仏
打
泥
者
為
上
其
樹
高
大
葉
如
槐
而
小
皮
理
類
沙
柳

〔
…
〕〈
華
夷
續
考
〉

Ｄ　

渤
泥
片
脳
樹
如
杉
檜
〔
…
〕〈
一
統
志
〉

　

記
事
が
一
致
す
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
語
り
手
は
、『
香
乗
』
で
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
書
の
各
記
事
か
ら

龍
脳
樹
と
さ
れ
る
婆
律
樹
の
特
徴
を
抜
き
出
し
て
整
理
し
た
上
で
、
書
に
よ
っ

て
龍
脳
樹
に
関
す
る
記
事
が
異
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

婆
律
樹
と
は
正
確
に
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
ど
の
記
事
が
正
し
い
の
か
と

い
う
選
別
は
行
な
わ
な
い
。
語
り
手
は
、
龍
脳
樹
が
様
々
な
形
で
多
く
の
書
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
興
味
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
り
、

植
物
学
な
ど
に
お
け
る
学
問
的
な
見
地
に
基
づ
い
た
正
し
さ
を
求
め
よ
う
と
は

香
を
想
う
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し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
楊
貴
妃
と
香
」
と
い
う
文
章
が
、

あ
く
ま
で
も
語
り
手
の
個
人
的
な
関
心
に
基
づ
い
た
事
柄
が
興
の
向
く
ま
ま
に

披
露
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、『
香
乗
』
自
体
が
、
様
々
な
書
か
ら
記
事
を
抜
粋
し
引
用
し
て

編
ん
だ
も
の
な
の
で
、『
香
乗
』
の
引
用
元
の
記
事
と
『
香
乗
』
本
文
、
そ
し

て
「
楊
貴
妃
と
香
」
の
本
文
を
比
較
し
て
も
、
一
致
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

そ
こ
で
、「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』
本
文
と
の
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
す

る
が
、『
香
乗
』
の
引
用
元
に
な
っ
て
い
る
書
の
記
事
と
は
異
な
る
部
分
を
こ

こ
で
挙
げ
た
い
。

　

ま
ず
、
楊
貴
妃
が
安
禄
山
に
龍
脳
を
与
え
た
と
い
う
「
楊
貴
妃
と
香
」
中
の

次
の
記
述
に
注
目
し
た
い
（
点
線
部
が
「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』
本

文
お
よ
び
『
香
乗
』
の
引
用
元
の
記
事
と
の
三
者
全
て
が
一
致
す
る
部
分
で
、

波
線
部
が
「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』
本
文
の
二
者
の
記
述
の
み
が
一

致
す
る
部
分
で
あ
る
）。

楊
貴
妃
が
玄
宗
か
ら
賜
は
つ
た
龍
脳
を
、
安
禄
山
に
三
枚
与
へ
、
其紘
紘
紘
余
は

壽紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

王
に
餽
つ
た
の
で
、
楊
国
忠
が
愚
癡
を
こ
ぼ
し
た
談
は
、
楊
貴
妃
外
傳

に
出
て
ゐ
る
。（「
楊
貴
妃
と
香
」）

　

こ
の
よ
う
に
本
文
で
は
「
楊
貴
妃
外
傳
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
逸
話
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
楊
貴
妃
外
傳
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
色
々
あ
り
、
例
え

ば
、
正
史
で
あ
る
『
旧
唐
書
』
や
『
新
唐
書
』
の
記
事
や
、
各
書
の
記
事
を
抄

録
し
た
『
説
郛
』
や
『
類
説
』
の
外
伝
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
入
れ
た
形
で

宋
代
に
作
ら
れ
た
伝
奇
で
あ
る
『
楊
太
真
外
傳
』
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

『
国
訳
漢
文
大
成⑥
』
に
も
収
録
さ
れ
外
伝
と
し
て
普
及
し
て
い
た
『
楊
太
真
外

傳
』
で
の
、
次
の
記
述
と
比
べ
て
み
よ
う
。

交
趾ち

よ
り
龍
脳
香
、
蝉せ
ん

蝅さ
ん

の
状
あ
る
も
の
五
十
枚
を
貢
す
。
波ぺ
る
し
や斯
言
ふ
老

龍
脳
樹
節せ
つ

方ほ
う

あ
る
も
の
禁
中
呼
ん
で
瑞ず
ゐ

龍
脳
と
な
す
。
上し
や
う

妃
に
十
枚
を

賜
ふ
。
妃
私ひ
そ
か

に
明め
い

駝だ

使し

を
発
し
三
枚
を
持
し
て
禄ろ
く

山ざ
ん

に
遺お
く

ら
し
む
。

（「
交
趾
貢
㆘

龍
脳
香
。
有
㆓

蝉
蝅
之
状
㆒

五
十
枚
㆖。
波
斯
言
老
龍
脳
樹
節
方

有
。
禁
中
呼
為
㆓

瑞
龍
脳
㆒。
上
賜
㆓

妃
十
枚
㆒。
妃
私
発
㆓

明
駝
使
㆒。
持
㆓

三
枚

㆒

遺
㆓

禄
山
㆒。」
盬
谷
温
訳
注
『
国
訳
漢
文
大
成
』
一
二
巻
、
大
正
九
﹇
一

九
二
〇
﹈・
一
二
、
国
民
文
庫
刊
行
会
）

　

そ
し
て
、
こ
の
部
分
は
『
類
説
』
中
の
「
楊
妃
外
傳
」
で
も
同
様
に
、「
交

趾
進
龍
脳
香
有
蟬
蝅
之
状
波
斯
言
老
龍
腦
樹
節
方
有
之
禁
中
呼
為
瑞
龍
脳
妃
私

発
明
駞
使
持
三
枚
遺
安
禄
山
明
駞
者
眼
下
有
毛
夜
明
日
行
五
百
里⑦
」
と
、
楊
貴

妃
が
龍
脳
を
安
禄
山
に
与
え
た
こ
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
壽
王
へ
贈
っ
た

こ
と
も
、
楊
国
忠
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
か
言
っ
た
と
い
う
記
載
も
な
い
。

香
を
想
う
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『
説
郛
』
の
外
伝
等
、
こ
の
逸
話
を
載
せ
て
い
る
記
事
も
『
類
説
』
と
ほ
ぼ
同

様
で
あ
る
。
し
か
し
、『
香
乗
』
の
「
遺
安
禄
山
龍
脳
香
」
の
文
章
で
は
次
の

よ
う
に
、「
楊
妃
外
傳
」
の
記
事
と
し
て
、
楊
貴
妃
が
安
禄
山
だ
け
で
は
な
く

壽
王
へ
も
龍
脳
を
与
え
た
こ
と
や
、
楊
国
忠
の
発
言
の
記
載
が
あ
る
。

貴
妃
以
上
賜
龍
脳
香
私
発
明
駝
使
遺
安
禄
山
三
枚
余紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

帰
壽
邸
楊
国
忠
聞
之

入紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘
紘

宮
語
妃
曰
貴
人
妹
得
佳
香
何
独
吝
一
韓
司
掾
也
妃
曰
兄
若
得
相
勝
此
十

倍
〈
楊
妃
外
傳
〉

　

さ
ら
に
「
楊
貴
妃
と
香
」
で
は
、
馮
謐
が
周
り
を
制
し
、
自
ら
進
み
出
て
玄

宗
か
ら
龍
脳
を
も
ら
っ
た
と
い
う
次
の
よ
う
な
逸
話
が
特
に
出
典
が
明
か
さ
れ

な
い
ま
ま
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

玄紘
紘
紘
紘

宗
の
時
、
龍
脳
を
群
臣
に
賜
は
ら
せ
ん
と
す
る
に
当
り
、
馮
謐
と
い
ふ

も
の
が
、
臣
請
ふ
ら
く
は
陳
平
に
傚
つ
て
宰
と
為
ら
ん
と
云
つ
て
、
人
々

に
跪
受
さ
せ
た
後
、
ま
だ
半
分
ほ
ど
余
つ
て
ゐ
た
の
を
捧
げ
拝
し
て
、
こ

れ
は
そ
れ
が
し
に
勅
賜
、
と
云
つ
て
取
つ
て
し
ま
つ
た
談
な
ど
は
人
を
笑

は
せ
る
。（「
楊
貴
妃
と
香
」）

　

こ
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、『
類
説
』
等
で
は
「
元
宗
夜
宴
以
琉
璃
器
盛
龍
腦

数
斤
賜
群
臣
馮
謐
曰
請
效
陳
平
為
宰
自
丞
相
以
下
皆
跪
授
尚
余
其
半
乃
捧
拝
曰

勅
賜
録
事
馮
謐
元
宗
笑
許
之
」
と
な
っ
て
お
り
、「
玄
宗
」
が
「
元
宗
」
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
筆
記
小
説
大
観
』
お
よ
び
『
欽
定
四
庫
全
書
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
『
香
乗
』
で
は
、「
賜
龍
脳
香
」
の
項
目
で
、「
唐
玄紘
紘宗
夜
宴

以
琉
璃
器
盛
龍
脳
香
賜
群
臣
馮
謐
曰
臣
請
效
陳
平
為
宰
自
丞
相
以
下
皆
跪
受
尚

余
其
半
乃
捧
拝
曰
勅
賜
録
事
馮
謐
玄紘
紘宗
笑
許
之
」
と
出
典
の
記
載
が
な
い
ま
ま

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
じ
『
香
乗
』
で
も
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

の
清
代
の
刊
本
や
早
稲
田
大
学
所
蔵
（
今
泉
雄
作
旧
蔵
）
の
写
本
で
は
、「
元

宗
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
露
伴
は
「
楊
貴
妃
と
香
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
主
に
『
香
乗
』、
な
か
で
も
『
欽
定
四
庫
全
書
』
や
『
筆
記
小
説
大
観
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
系
統
の
も
の
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
な

お
、『
欽
定
四
庫
全
書
』
収
録
の
『
香
乗
』
と
『
筆
記
小
説
大
観
』
収
録
の

『
香
乗
』
で
は
、
本
文
の
内
容
自
体
の
違
い
は
見
ら
れ
な
い
）。
た
だ
し
、『
梁

四
公
記
』
の
文
章
と
し
て
、「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
次
の

羅
子
春
の
逸
話
は
、
い
ず
れ
の
『
香
乗
』
と
も
少
し
異
な
っ
て
い
る
（
点
線
部

は
、「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』
本
文
と
の
二
者
が
一
致
す
る
部
分
。

棒
線
部
は
「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』
本
文
と
の
二
者
で
異
な
る
部
分

で
あ
る
）。

香
を
想
う
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羅
子
春
が
梁
の
武
帝
の
為
に
海
に
入
つ
て
珠
を
取
ら
ん
と
欲
し
た
時
に
、

龍
脳
が
無
く
て
は
其
事
は
諧
ふ
ま
い
と
炎
公
と
い
ふ
人
が
言
つ
た
談
が
、

梁
四
公
記
に
出
て
ゐ
る
の
が
古
い
ら
し
い
。（「
楊
貴
妃
と
香
」）

　
　

 

羅
子
春
欲
為
梁
武
帝
入
海
取
珠
杰
公
曰
汝
有
西
海
龍
脳
香
否
曰
無
公
曰
奈

之
何
御
龍
帝
曰
事
不
諧
矣
公
曰
西
海
大
船
求
龍
腦
香
可
得
〈
梁
四
公
記
〉

（『
香
乗⑧
』）

　

話
の
内
容
自
体
は
大
し
て
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
比
べ
て
み
れ
ば
わ
か
る
通

り
、「
杰
公
」
が
、「
楊
貴
妃
と
香
」
で
は
「
炎
公
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、

珠
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
（「
事
諧か
な

は
ず
」）
と
言
っ
た
の
が
、『
香
乗
』
の

記
事
で
は
「
帝
」
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
楊
貴
妃
と
香
」
で
は
「
炎

公
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。「
事
諧
は
ず
」
の
主
語
に
つ
い
て

は
、『
香
乗
』
の
短
い
文
章
だ
け
読
ん
だ
た
め
起
き
た
誤
解
、
あ
る
い
は
、
内

容
的
に
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
の
で
、
あ
え
て
わ
か
り
や
す
く
簡
潔
に
し
た
た

め
の
改
変
と
も
と
れ
る
が
、「
杰
公
」
が
「
炎
公
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
考
が
必
要
だ

ろ
う
。﹇
図
１

﹈
は
『
欽
定
四
庫
全
書
』
版
の

『
香
乗⑨
』
本
文
の
「
杰
公
」
で
、﹇
図
２

﹈
は
、

『
筆
記
小
説
大
観
』
版
の
『
香
乗
』
本
文
で
あ
る
。

比
べ
て
み
れ
ば
わ
か
る
通
り
、﹇
図
２

﹈『
筆
記
小
説
大
観
』
版
の
字
で
あ
る
な

ら
ば
、「
炎
公
」
と
読
み
取
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
露
伴
の

蔵
書
目
録
に
「
筆
記
小
説
大
観  

四
函
」
の
名
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と

（
た
だ
し
「
四
函
」
の
具
体
的
な
中
身
は
不
明⑩
）、
露
伴
が
参
照
し
た
『
香
乗
』

に
最
も
近
い
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は
『
筆
記
小
説
大
観
』
収
録
の
系
統
の

『
香
乗
』
を
典
拠
と
し
て
挙
げ
た
い
。

３　

意
義
の
聯
絡
の
付
け
方

　

前
章
で
「
楊
貴
妃
と
香
」
が
『
香
乗
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
作
品
が
『
香
乗
』
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
龍
脳
樹
と
さ
れ
る
婆
律
樹
の
特
徴
を
抜
き
出
し
て
整

理
し
自
ら
の
見
解
を
加
え
て
い
た
先
の
例
か
ら
も
明
白
だ
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

随
想
は
、
先
述
し
た
通
り
、
語
り
手
の
白
内
障
を
契
機
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
た
。
本
文
中
で
は
、『
香
乗
』
と
い
う
書
の
名
前
は
一
切
出
さ
れ
な
い
ま

ま
、
様
々
な
書
に
お
け
る
龍
脳
を
め
ぐ
る
逸
話
（
実
際
に
は
『
香
乗
』
に
記
載

さ
れ
て
い
る
記
事
）
が
「
自
分
」
の
見
解
と
と
も
に
披
露
さ
れ
て
い
く
。
そ
し

て
最
終
的
に
は
「
龍
脳
の
談
の
圧
巻
」
と
し
て
玄
宗
が
亡
き
楊
貴
妃
を
想
う
逸

話
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
度
は
、
こ
の
逸
話
の
結
び
合
わ
せ
方
、
意
義
の
聯
絡
の
付
け
方

を
考
え
る
た
め
に
、『
香
乗
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、
別
の
書
か
ら
選
び
取
ら

図１

電　子
データ
のため
不掲載

図２

電　子
データ
のため
不掲載香

を
想
う
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れ
挿
入
さ
れ
た
話
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
香
乗
』
の
記
載
に
な
い
事
柄

と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
目

は
自
ら
の
病
で
あ
る
白
内
障
を
め
ぐ
る
記
述
、
二
つ
目
は
「
相
思
相
宜
の
談
」

を
め
ぐ
る
記
述
、
そ
し
て
三
つ
目
は
、
楊
貴
妃
を
め
ぐ
る
逸
話
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
自
ら
の
病
で
あ
る
白
内
障
を
め
ぐ
る
記
述
は
、
こ
の
作
品
全
体
の

発
端
の
話
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
話
が
あ
く
ま
で
も
「
今
」
の
「
自
分
」
の
個

人
的
な
興
味
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
再
三
、
述
べ
た
通
り
だ
。
こ
こ
で
は
二
つ
目
の
「
相
思
相
宜
の
談
」
に
つ
い

て
ま
ず
、
注
目
し
た
い
。
こ
の
部
分
で
は
、
ま
ず
、
い
か
に
香
気
が
と
び
散
り

消
耗
し
や
す
い
か
、
ま
た
そ
れ
を
防
ご
う
と
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
か
を
表
す

例
と
し
て
、『
徒
然
草
』
に
あ
る
甲
香
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る⑪
。
そ
し
て
、

先
に
例
と
し
て
挙
げ
た
、
龍
脳
と
相
性
が
よ
く
香
り
を
引
留
め
る
も
の
と
し
て
、

糯も
ち

米ご
め

や
杉
の
木
、
炭
、
相
思
子
が
あ
る
と
い
う
『
香
乗
』
に
記
載
の
話
を
紹
介

す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
麝
香
と
相
性
の
良
い
も
の
や
悪
い
も
の

に
つ
い
て
『
香
乗
』
の
龍
脳
に
関
す
る
文
章
に
記
載
の
な
い
『
埤
雅⑫
』
の
逸
話

も
引
い
て
い
る
。
ま
た
、
龍
脳
を
な
げ
う
ち
穢
れ
を
払
う
こ
と
に
つ
い
て
「
数

年
前
我
が
汽
車
の
中
で
緑
色
の
塩
様
の
も
の
を
撒
い
た
と
同
じ
こ
と
」
と
言
っ

た
り
、「
家
猫
が
其
主
人
の
喘
息
の
原
因
と
な
る
場
合
も
有
る
と
い
ふ
ア
メ
リ

カ
医
説
」
に
触
れ
た
り
す
る
な
ど
作
品
発
表
時
の
現
在
に
も
引
き
つ
け
な
が
ら
、

龍
脳
と
鶏
の
毛
が
相
引
く
こ
と
が
信
じ
ら
れ
、
実
際
に
も
匂
い
が
永
く
残
る
と

い
う
こ
と
は
「
有
り
得
る
こ
と
」「
全
然
形
無
し
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
と

い
う
見
解
を
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
「
相
思
相
宜

の
談
」
に
つ
い
て
は
、『
香
乗
』
の
記
事
以
外
の
こ
と
も
積
極
的
に
取
り
入
れ

な
が
ら
、
糯
米
や
炭
等
と
龍
脳
と
の
相
性
は
妄
談
か
も
し
れ
な
い
が
、
龍
脳
香

の
香
が
永
く
残
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
、

後
に
紹
介
す
る
、
楊
貴
妃
の
領
巾
か
ら
玄
宗
が
龍
脳
香
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
い
う

逸
話
に
も
信
憑
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
布
石
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
香
乗
』「
相
思
子
与
龍
脳
相
宜
」
中
の
『
捜
神
記
』
の
記
事
が
、

「
相
思
子
有
蔓
生
者
与
龍
脳
香
相
宜
能
令
香
不
耗
韓
朋
拱
木
也
〈
捜
神
記
〉」
と

い
う
ご
く
簡
単
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
『
捜
神
記
』（
巻

一
一
第
三
二
）
の
逸
話⑬
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。

干
寳
は
記
し
て
曰
ふ
、
大
夫
韓
馮
の
妻
が
美
し
か
つ
た
の
で
、
宋
の
康
王

が
之
を
奪
つ
た
。
そ
こ
で
馮
は
自
殺
し
た
、
妻
も
こ
れ
を
知
つ
て
身
を
台

下
に
投
じ
て
死
ん
で
し
ま
つ
た
。
王
は
失
望
の
怒
に
燃
え
て
、
其
塚
を
し

て
相
望
ま
し
め
た
。
す
る
と
其
後
に
梓
の
木
が
あ
つ
て
、
二
塚
の
端
に
生

じ
、
根
は
下
に
交
は
り
、
枝
は
其
上
に
錯
は
つ
た
。
宋
王
も
さ
す
が
に
哀

れ
に
思
は
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
て
、
其
木
を
名
づ
け
て
相
思
樹
と
い
つ
た
。

（「
楊
貴
妃
と
香
」）

香
を
想
う
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こ
こ
で
『
捜
神
記
』
の
逸
話
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
る

上
で
、
本
文
中
で
「
龍
脳
の
談
の
圧
巻
」
と
言
わ
れ
る
楊
貴
妃
と
玄
宗
の
逸
話

で
も
、『
香
乗
』
に
記
載
の
な
い
事
柄
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
併
せ
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。（
点
線
部
が
「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
と
『
香
乗
』

本
文
と
で
一
致
す
る
部
分
。
棒
線
部
が
「
楊
貴
妃
と
香
」
本
文
に
あ
っ
て
『
香

乗
』
本
文
に
は
記
述
の
な
い
部
分
で
あ
る
）。

夏
と
は
い
へ
ど
微
涼
を
生
ず
る
や
う
な
広
い
宮
殿
の
中
で
、
玄
宗
は
親
王

と
碁
を
囲
ん
で
居
ら
れ
た
。
親
王
は
誰
か
と
い
ふ
と
、
此
談
を
美
し
く
記

し
た
段
氏
の
文
に
は
見
え
ぬ
が
、
他
の
書
の
獨
異
志
と
い
ふ
も
の
に
は
寧

王
と
あ
る
。
寧
王
と
貴
妃
と
の
間
に
は
、
か
つ
て
何
か
あ
つ
た
の
か
、
い

や
、
知
ら
ぬ
と
し
て
置
か
う
。（「
楊
貴
妃
と
香
」）

　

段
氏
の
文
す
な
わ
ち
、『
香
乗
』
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
段
成
式
が
書
い
た

『
酉
陽
雑
俎
』
の
記
事
（「
上
夏
日
嘗
与
親
王
奕
碁
令
賀
懷
智
独
弾
琵
琶
貴
妃
立

于
局
前
観
之
〔
…
〕
上
皇
発
嚢
泣
曰
此
瑞
龍
脳
香
也
〈
酉
陽
雑
俎
〉」『
香
乗
』）

に
は
な
い
、『
獨
異
志
』
の
話
を
引
い
て
、
寧
王
と
楊
貴
妃
の
関
係
に
つ
い
て

あ
え
て
言
及
す
る
の
で
あ
る
。『
獨
異
志
』
の
記
事
と
は
、「
玄
宗
偶
与
寧
王
博

召
太
真
妃
立
観
〔
…
〕
上
執
之
潸
然
而
泣
曰
此
吾
在
位
時
西
国
有
献
香
三
丸
賜

太
真
謂
之
瑞
龍
脳⑭
」
と
い
う
も
の
で
、『
獨
異
志
』
で
は
、
玄
宗
の
碁
の
相
手

と
し
て
寧
王
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
獨
異
志
』
で
は
楊
貴
妃
と
寧
王
に

つ
い
て
こ
こ
で
詳
し
く
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
語
り
手
が
「
寧
王
と
貴

妃
と
の
間
に
は
、
か
つ
て
何
か
あ
つ
た
の
か
」
と
い
う
推
測
を
し
て
い
る
の
は
、

『
類
説
』
や
『
説
郛
』『
楊
太
真
外
傳
』
な
ど
の
楊
貴
妃
外
伝
に
見
ら
れ
る
、
楊

貴
妃
と
寧
王
に
関
す
る
逸
話
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
楊

貴
妃
が
寧
王
の
笛
を
勝
手
に
持
ち
出
し
て
吹
い
た
こ
と
を
知
っ
た
玄
宗
が
、
嫉

妬
し
憤
激
し
て
楊
貴
妃
を
屋
敷
に
送
り
返
し
た
が
、
楊
貴
妃
が
髪
を
切
っ
て
詫

び
た
こ
と
で
許
し
、
さ
ら
に
寵
愛
を
深
め
た
と
い
う
話
で
あ
る⑮
。
こ
こ
で
語
り

手
は
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
詠
っ
た
白
居
易
「
長
恨
歌
」
で
の
、
玄
宗
と

楊
貴
妃
が
互
い
を
「
在
㆑

天
願
作
㆓

比
翼
鳥
㆒。
在
㆑

地
願
為
㆓

連
理
枝
㆒。⑯」
と
「
比

翼
の
鳥
」「
連
理
の
枝
」
に
擬
え
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
に
は
一
言
も
触
れ
ず
、

あ
え
て
『
香
乗
』
に
は
記
載
の
な
い
、
寧
王
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
さ
せ
、

二
人
の
関
係
を
仄
め
か
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
死
し
て
も
枝
と
根
を
錯ま
じ

え
相
思
樹
と
な
っ
た
と
い
う
、
先
に

紹
介
し
た
『
捜
神
記
』
の
韓
馮
と
そ
の
妻
の
話
と
は
対
照
的
だ
。
語
り
手
は
、

「
相
思
相
宜
の
談
」
に
つ
い
て
は
、
龍
脳
香
の
匂
い
が
永
く
続
く
と
い
う
こ
と

を
印
象
づ
け
る
た
め
に
、『
香
乗
』
に
記
載
の
な
い
記
事
を
取
り
入
れ
詳
述
し
、

「
龍
脳
も
極
品
に
な
る
と
、
是
の
如
く
永
く
保
つ
も
の
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
」

と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
、
玄
宗
の
逸
話
が
根
も
葉
も
な
い
話
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
、
夫
婦
の
強
い
絆
を
表
わ
す
韓

香
を
想
う
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馮
た
ち
の
悲
恋
の
伝
説
を
あ
え
て
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
で
、
玄
宗
と
楊
貴
妃

と
の
関
係
を
対
比
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
楊
貴
妃
の
ま
と
っ
て
い
た
領
布
か

ら
龍
脳
の
余
香
を
嗅
い
で
玄
宗
が
泣
く
逸
話
を
、
二
人
の
強
い
絆
を
表
わ
し
た

悲
恋
の
物
語
と
し
て
語
り
手
は
美
化
さ
せ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
先
に
三
つ
目
と
し
て
挙
げ
た
、
楊
貴
妃
を
め
ぐ
る
逸
話
に
つ
い
て
も
、

語
り
手
が
『
香
乗
』
で
は
記
載
の
な
い
話
を
紹
介
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し

た
い
。
例
え
ば
本
文
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

楊
貴
妃
と
い
へ
ば
無
類
に
美
麗
な
人
と
の
み
後
の
者
は
思
つ
て
ゐ
る
か
知

ら
ぬ
が
、
何
様
し
て
〳
〵
人
形
の
や
う
な
美
し
さ
の
み
を
有
つ
て
居
た
ん

で
は
な
い
、
何
に
も
彼
に
も
優
れ
た
人
で
、
自
分
の
飼
つ
て
ゐ
た
白
鸚
鵡

に
さ
へ
、
お
は
や
う
だ
の
、
お
竹
さ
ん
だ
の
を
言
は
せ
て
喜
ん
で
ゐ
る
や

う
な
平
凡
な
の
で
は
無
い
、
唐
の
代
に
な
つ
て
出
来
た
経
の
中
で
も
最
も

粋
な
般
若
心
経
を
読
ま
せ
た
位
の
、
至
つ
た
人
で
あ
る
。（「
楊
貴
妃
と

香
」）

　

楊
貴
妃
の
白
鸚お

う
む鵡
の
話
は
、『
楊
太
真
外
傳
』
を
は
じ
め
と
す
る
外
伝
等
で

と
り
あ
げ
ら
れ
る
有
名
な
話
（「
広
南
よ
り
白
鸚
鵡
を
進
む
。
言
語
を
洞ど
う

暁げ
う

す
。

〔
…
〕
上し
や
う

妃
を
し
て
授
る
に
多
心
経
を
以
て
せ
し
む
。
記
誦
精
熟
す
。」『
楊
太

真
外
傳
』）
だ
が
、
他
に
も
本
文
で
は
、
多
く
の
外
伝
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
玄
宗
と
の
痴
話
喧
嘩
の
話
や
、
故
事
と
し
て
有
名
な
、
一
捻
紅
と
い
う
新
種

の
牡
丹
を
作
り
出
さ
せ
た
話⑰
な
ど
、
楊
貴
妃
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
逸

話
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
語
り
手
は
、
楊
貴
妃
を
「
何
に
も

彼
に
も
優
れ
た
人
」
と
捉
え
、「
碁
を
打
た
せ
て
も
お
そ
ら
く
は
人
の
好
い
天

子
な
ど
よ
り
も
一
目
や
二
目
は
強
か
つ
た
ら
う
と
猜
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と

推
測
す
る
。
つ
ま
り
、
優
れ
た
楊
貴
妃
に
対
し
て
、「
人
の
好
い
」
玄
宗
と
い

う
人
物
像
を
提
示
し
、
香
の
匂
い
を
嗅
い
で
楊
貴
妃
を
想
い
泣
く
「
人
の
好

い
」
玄
宗
へ
寄
り
添
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
楊
貴
妃
と
寧
王
と
の
関
係

を
仄
め
か
し
て
い
た
よ
う
に
、
楊
貴
妃
と
玄
宗
で
は
『
捜
神
記
』
の
夫
婦
の
よ

う
な
奇
蹟
は
起
こ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
残
さ
れ
た
玄
宗
の
一
方
的

な
想
い
で
し
か
な
い
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
「
楊
貴
妃
と
香
」
と
い
う
話
で
は
、
残
さ
れ
た
玄
宗
が
、
ま

さ
に
香
に
よ
っ
て
今
、
そ
こ
に
い
な
い
、
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
対
象
へ
の

想
い
を
強
く
掻
き
立
て
ら
れ
る
有
り
様
を
、
あ
り
得
そ
う
な
話
と
し
て
提
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
者
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
さ
せ
、
不
在
の
者
、
見

る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
者
へ
の
想
い
を
掻
き
立
て
る
も
の
。
そ
れ
こ
そ
が
「
か

＝
香
」
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
話
は
、
単
に
「
か
＝
香
」
の
そ
う
し
た
性
質
、「
に
ほ
ひ
」

の
世
界
を
伝
え
る
話
と
し
て
終
わ
ら
な
い
。
語
り
手
は
最
後
に
次
の
よ
う
に
落

ち
を
つ
け
る
。

香
を
想
う
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残
香
賸
馥
猶
天
子
の
眼
中
よ
り
涙
を
し
ぼ
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
ひ
よ
つ

と
す
る
と
内
障
眼
に
き
く
か
も
知
れ
ぬ
。
ハ
ハ
ゝ
。（「
楊
貴
妃
と
香
」）

　

楊
貴
妃
を
失
い
二
度
と
見
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
涙
す
る
玄
宗
の
辛
さ
が
、
目

が
見
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
自
身
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
身
体
へ
の
も

ど
か
し
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
全
て
、
笑
い
の
中
で
紛
ら
わ

さ
れ
て
し
ま
う

―
。
植
物
学
と
し
て
の
正
し
さ
＝
真
相
を
龍
脳
樹
に
つ
い
て

追
究
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
楊
貴
妃
と
寧
王
と
の
関
係
を
仄
め
か
し
つ
つ
も
、

「
い
や
、
知
ら
ぬ
と
し
て
置
か
う
」
と
真
相
を
追
究
し
よ
う
と
は
し
な
い
語
り

手
は
、
自
身
の
極
め
て
個
人
的
な
問
題
と
結
び
つ
け
、
そ
の
興
味
の
中
で
楊
貴

妃
と
玄
宗
の
話
を
処
理
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
露
伴
は
「
楊
貴
妃
と
香
」
に
お
い
て
、

『
香
乗
』
の
記
述
に
主
に
拠
り
な
が
ら
も
、『
香
乗
』
と
い
う
書
物
の
名
を
隠
し

た
ま
ま
様
々
な
記
事
を
自
分
な
り
に
配
置
し
繋
ぎ
合
わ
せ
つ
つ
、
自
身
の
見
解

を
加
え
、
ま
た
時
に
は
『
香
乗
』
以
外
の
書
の
記
事
も
取
り
入
れ
な
が
ら
、

「
に
ほ
ひ
」
の
世
界
を
披
露
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
と
し

て
依
拠
し
た
書
物
を
隠
し
つ
つ
、
諸
書
の
話
を
結
び
合
わ
せ
て
展
開
し
て
い
く

と
い
う
方
法
は
、
露
伴
が
し
ば
し
ば
取
っ
て
い
た
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、「
連
環
記
」（『
日
本
評
論
』
昭
和
一
六
﹇
一
九
四
一
﹈・
四
、
七
）
と
『
大

日
本
史
』
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
し
た
須
田
千
里
の
研
究
で
も
既
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る⑱
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
主
と
し
て
依
拠
し
た
書
を
隠
し
、
記
事
を

繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
作
品
の
魅
力
が
薄
れ
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
主
と
し
て
依
拠
し
た
テ
ク
ス
ト
（
典
拠
）
を
隠
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
読
者
は
、
様
々
な
記
事
の
繋
が
り
と
広
が
り
、
そ
し
て
そ
の
飛
躍
を
い
っ

そ
う
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

４　
「
楊
貴
妃
と
香
」
と
雑
誌
『
知
性
』

　

最
後
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
を
と
る
「
楊
貴
妃
と

香
」
が
掲
載
誌
『
知
性
』
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
楊
貴
妃
と
香
」
が
掲
載
さ
れ
た
号
の
雑
誌
『
知
性
』
を
繙
く
と
、
ま
ず
、

表
紙
に
「
楊
貴
妃
と
香  

露
伴
道
人
」「
論
理
と
直
感  

三
木
清
」「
特
輯
・
科

学
す
る
現
場
」
と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
が
い
く
。
こ
の
三
つ

の
記
事
が
こ
の
号
の
目
玉
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
楊
貴
妃
と
香
」
の

取
り
上
げ
ら
れ
方
の
大
き
さ
に
は
、
お
そ
ら
く
大
家
・
露
伴
と
い
う
ネ
ー
ム
バ

リ
ュ
ー
ム
と
『
知
性
』
で
露
伴
の
文
章
が
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
珍
し
さ

に
も
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
目
立
つ
形
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
故
に
か
え
っ
て
、
他
の
記
事
と
の
違
い
が
目
に
つ
く
。

巻
頭
論
文
の
三
木
清
「
論
理
と
直
感
」
は
、
カ
ン
ト
の
思
想
を
援
用
し
な
が
ら

「
世
界
形
成
の
論
理
」
と
な
る
「
構
想
力
の
論
理
」
を
説
い
た
も
の
だ
が
、
こ

香
を
想
う

一
八
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の
論
は
、
創
刊
当
初
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
た
三
木
の
一
連
の
論
文
と
繋
が
る
も

の
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
三
﹇
一
九
三
八
﹈
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
知
性
』

（
河
出
書
房
）
の
巻
頭
論
文
も
、
三
木
清
の
「
知
性
の
新
時
代
」
が
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
三
木
は
「
歴
史
的
社
会
的
な
人
間
」
が
「
行
動
人
の
如
く
新
し
い
世

界
を
構
想
」
す
る
た
め
の
「
二
十
世
紀
の
知
性
」（
三
木
は
こ
れ
を
「
構
想
的

な
知
性
」
と
呼
ぶ
）
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。「
論
理
と
直
感
」
で
説
く
、

「
構
想
力
の
論
理
」
も
そ
う
し
た
先
行
す
る
三
木
の
論
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
二
十
世
紀
の
知
性
」
が
、「
日
満
両
国
を
打
つ
て
一

丸
と
す
る
立
場
は
、「
生
命
線
」
の
言
葉
に
よ
つ
て
発
見
さ
れ
た
。
日
満
蒙
支

を
一
如
と
す
る
一
つ
の
言
葉
は
、
未
だ
何
処
に
も
発
見
さ
れ
な
い
。
現
代
日
本

の
知
性
は
こ
の
言
葉
を
要
求
す
る
」（
Ｙ
「
知
性
人
」『
知
性
』
創
刊
号
）
と
い

う
発
言
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
中
戦
争
を
経
て
太
平
洋
戦
争
へ
と
向
か
っ

て
い
く
情
勢
と
結
び
つ
け
ら
れ
強
く
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
注
目
記
事
で
あ
っ
た
「
科
学
す
る
現
場

―
第
一
線
研
究
室
よ
り
の
報
告
書
」
と
い
う
特
集
は
、「
国
防
国
家
の
高
度

性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
産
業
技
術
を
新
し
い
、
よ
り
生
産
的
な
体
制
の
上
に

置
換
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
呼
び
声
は
漸
く
進
展
し
て
ゐ
る
か
の
如
き

だ
が
、
こ
れ
が
真
に
実
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
ま
づ
「
科
学
す
る
現
場
」
よ
り

こ
れ
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
見
地
か
ら
技
術
者
・
研
究
者
の
第
一
線
よ

り
の
報
告
を
も
つ
て
今
号
の
特
輯
と
し
た
。」
と
「
編
集
後
記
」
で
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
有
益
な
現
場
の
「
知
」
を
具
体
的
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
誌
面
の
中
で
、
露
伴
「
楊
貴
妃
と
香
」
で
提
示
さ
れ
た
「
知
」

の
あ
り
方
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
変
動
す
る
「
現
実
」
に
即
し

た
、
新
し
い
「
知
性
」
が
求
め
ら
れ
て
い
く
最
中
で
、
個
人
的
な
動
機
の
も
と
、

書
物
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
記
事
・
知
識
を
自
由
に
聯
絡
さ
せ
な
が
ら
歴
史
上
の

人
物
の
逸
話
を
身
近
な
事
と
し
て
披
露
し
、
笑
い
の
中
で
終
え
て
し
ま
う
「
楊

貴
妃
と
香
」
は
、『
知
性
』
で
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
た
語
り
と
は
距
離
を

取
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、「
楊
貴
妃
と
香
」
と
い
う
作
品
に
見
ら
れ
る

遊
び
心
は
、
時
代
が
下
っ
た
今
で
も
色
あ
せ
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

注①　
「
香
談
」（『
露
伴
全
集
』
第
一
九
巻
、
昭
和
五
四
﹇
一
九
七
九
﹈・
二
、
岩
波
書
店
）

②　
『
香
書
』
は
昭
和
一
八
年
に
も
石
原
求
龍
堂
よ
り
再
版
さ
れ
た
。
露
伴
は
初
刊
、

再
版
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
題
言
を
書
い
て
い
る
。

③　

塩
谷
賛
『
幸
田
露
伴
』（
下
の
二
）（
中
公
文
庫
、
昭
和
五
二
﹇
一
九
七
七
﹈・
五
）

④　
『
露
伴
全
集
』
第
三
九
巻
（
昭
和
五
四
﹇
一
九
七
九
﹈・
一
二
、
岩
波
書
店
）。
な

お
、
柳
田
泉
「
露
伴
先
生
蔵
書
瞥
見
記
（
二
）」（『
文
学
』
昭
和
四
一
﹇
一
九
六

六
﹈・
四
）
に
、「
欽
定
四
庫
全
書
総
目  

揃
」
の
名
が
見
ら
れ
る
。

⑤　
『
筆
記
小
説
大
観
』
収
録
の
『
香
乗
』
は
、
上
海
進
歩
書
局
石
印
本
を
用
い
た
も

の
（
一
九
八
三
・
六
、
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
出
版
）
や
台
北
新
興
書
局
景
印
本
の

香
を
想
う

一
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も
の
（
民
国
七
六
﹇
一
九
八
七
﹈
・
六
）（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
図
書
室
所

蔵
）
等
が
あ
る
が
、
本
文
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
今
回
は
上
海
進
歩
書
局
石
印
本
を

用
い
た
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
社
出
版
の
も
の
を
使
っ
た
。

⑥　

露
伴
は
、『
国
訳
漢
文
大
成
』
の
一
六
巻
で
『
紅
楼
夢
』
の
訳
注
を
、
一
八
巻
で

『
水
滸
伝
』
の
訳
注
を
し
て
い
る
。

⑦　
『
欽
定
四
庫
全
書
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
八
七
三
冊
（
子
部
）、
一
九
八

三
―
一
九
八
六
、
臺
灣
商
務
印
書
館
）。『
類
説
』
で
は
「
明
駞
」
と
し
て
い
る
も
の

が
見
受
け
ら
れ
る
。

⑧　
『
梁
四
公
記
』
で
も
同
様
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

⑨　
『
欽
定
四
庫
全
書
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
八
四
四
冊
（
子
部
）、
一
九
八

三
―
一
九
八
六
、
臺
灣
商
務
印
書
館
）

⑩　

柳
田
泉
「
露
伴
先
生
蔵
書
瞥
見
記
（
一
）」（『
文
学
』
昭
和
四
一
﹇
一
九
六
六
﹈・

三
）。
須
田
千
里
「
幸
田
露
伴
『
暴
風
裏
花
』
の
原
話
」（『
京
都
大
学
國
文
學
論
叢
』

平
成
二
六
﹇
二
〇
一
四
﹈・
三
）
で
は
、「
暴
風
裏
花
」
の
原
話
と
し
て
『
虞
初
続

志
』
を
原
話
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
須
田
は
『
虞
初
続
志
』
が

『
筆
記
小
説
大
観
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
露
伴
が
こ
れ
を
参
照
し
た
可
能
性
も
指

摘
し
て
い
る
。

⑪　
「
甲か
い

香か
う

は
、
螺
ほ
ら
が
ひ

の
や
う
な
る
が
、
小
さ
く
て
、
口
の
程
の
細
長
に
し
て
出
で
た

る
、
貝
の
蓋
な
り
」（
第
三
四
段
『
徒
然
草
』／
沼
波
瓊
音
『
徒
然
草
講
話
』（
大
正

三
﹇
一
九
一
四
﹈・
一
、
東
亜
堂
書
房
）。
甲
香
は
香
具
の
一
つ
。
な
お
、
露
伴
は

『
徒
然
草
講
話
』
の
「
序
」
を
書
い
て
い
る
。

⑫　
『
埤
雅
』
は
宋
の
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
訓
詁
の
書
。『
埤
雅
』
の
麝
香
を
め
ぐ
る
記

事
は
、
物
集
高
見
『
廣
文
庫
』（
大
正
七
﹇
一
九
一
八
﹈・
五
、
廣
文
庫
刊
行
会
）
の

「
麝
香
」
の
項
目
に
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

⑬　
「
捜
神
記
云
。
宋
大
夫
韓
馮
取
妻
而
美
。
康
王
奪
之
。
馮
怨
因
。
因
之
論
城
旦
妻
。

密
遺
馮
書
。〔
…
〕
俄
而
馮
自
殺
。
乃
陰
腐
其
衣
王
与
之
。
登
台
遂
投
台
下
。
左
右

攬
之
衣
不
中
。
手
遺
書
於
帯
王
。
利
生
不
利
其
死
。
願
以
尸
骨
賜
馮
而
葬
乎
。
王
怒

不
聴
。
使
里
人
埋
之
。
叔
相
望
曰
。
爾
夫
婦
相
愛
不
已
。
能
使
叔
従
。
則
吾
不
禁
也
。

宿
昔
有
又
梓
木
。
生
於
二
家
之
端
。
日
旬
而
大
盈
。
抱
屈
体
相
就
根
於
下
枝
錯
於
上
。

又
有
鴛
鴦
雌
雄
。
右
一
樹
上
晨
夕
交
頸
。
悲
鳴
音
声
盛
人
哀
。
号
其
木
曰
相
思
堀
。

相
思
之
名
起
於
此
云
々
。」（『
香
字
抄
』『
続
群
書
類
従
』
昭
和
三
﹇
一
九
二
八
﹈・

七
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）

⑭　
『
叢
書
集
成  

初
編
』
一
〇
一
（
二
八
三
七
）（
民
国
二
六
﹇
一
九
三
七
﹈、
上

海
：
商
務
印
書
館
）

⑮　
「
妃
子
何
い
く
ば
く

も
な
く
寧
王
の
紫
玉
笛
を
竊ぬ
す

ん
で
吹
く
。〔
…
〕
此
に
因
り
て
又
旨
に

忤さ
か

ひ
放
ち
出い
だ

さ
る
。〔
…
〕
妃
泣
い
て
韜
光
に
謂
つ
て
曰
く
、
請
ふ
妾
の
罪
万
死
に

合
ふ
を
奏
せ
よ
、
衣
服
の
外ほ
か

皆
聖
恩
の
賜
ふ
所
な
り
、
唯た
だ

髪
膚
は
是
れ
父
母
の
生
む

所
な
り
、
今
当
に
死
に
即
く
べ
し
、
以
て
上
に
謝
す
る
な
し
と
。
乃
ち
刀
を
引
き
其

髪
一
縷
を
剪
り
て
韜
光
に
附
し
て
以
て
献
ず
。〔
…
〕
自じ

後ご

益
々
嬖へ
い

す
。」（『
楊
太
真

外
傳
』
前
掲
）

⑯　
『
白
氏
文
集
』（
明
四
五
﹇
一
九
一
二
﹈・
四
、
菊
地
屋
）

⑰　

一
捻
紅
の
話
は
『
楊
太
真
外
傳
』
な
ど
の
外
伝
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
故
事
弁

解
』（
明
治
一
七
﹇
一
八
八
四
﹈・
一
一
、
山
口
銀
造
）
や
『
漢
詩
大
講
座
』（
第
四

巻
、
昭
和
一
一
﹇
一
九
三
六
﹈・
三
、
ア
ト
リ
ヱ
社
）
等
で
も
故
事
と
し
て
引
か
れ

て
い
る
。

⑱　

須
田
千
里
「
幸
田
露
伴
『
連
環
記
』
と
『
大
日
本
史
』」（『
叙
説
』
平
成
二
三

﹇
二
〇
一
一
﹈・
三
）

〔
付
記
〕　

本
文
の
引
用
は
、『
露
伴
全
集
』
第
一
五
巻
（
昭
和
五
三
﹇
一
九
七
八
﹈・
一

二
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
振
り
仮
名

や
圏
点
等
は
適
宜
省
略
し
た
。
引
用
文
中
の
〔
…
〕
は
省
略
を
、〈　

〉
は
割

注
を
表
す
。

香
を
想
う

一
八
七
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