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⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
に
お
け
る
俊
蔭
の
位
置
づ
け

─
⽛
琴
の
師
⽜
拒
否
を
め
ぐ
っ
て
─

張

可

勝

要

旨
⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
の
俊
蔭
は
、⽛
天
の
掟
あ
り
て
、
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
⽜
と
し
て
そ
の
生
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
秘

琴
一
族
の
始
祖
と
し
て
現
世
世
界
（
天
の
下
）
に
お
い
て
弾
琴
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
帝
や
東
宮
に
献
琴
し
、
御
前
で
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
す
ま
で
弾
琴
を
披
露
す
る
の
は
、
一
族
の
確
立
に
向
っ

て
手
順
を
踏
ま
え
て
取
っ
た
行
動
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
職
務
を
⽛
学
士
⽜
か
ら
⽛
琴
の
師
⽜
へ
と
転
換
さ
せ
る

王
命
を
拒
否
し
た
の
は
、⽛
琴
の
師
⽜
と
し
て
出
仕
し
、
朝
廷
で
琴
を
伝
授
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
一
族
の
確
立
が
阻
ま
れ
か
ね
な
い
と
い
う
思
惑

が
そ
の
背
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⽛
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み
は
な
し
。
み
さ
い
の
罪
に
は
あ
た
る
と
も
、
こ
の
琴
は
学
び
仕
う
ま
つ
ら
じ
⽜
と
い
う
拒
否
の
念
を
押
し
た
台
詞
に
注

目
す
る
と
、
琴
の
伝
授
を
出
仕
と
か
か
わ
ら
せ
る
と
い
う
帝
の
判
断
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、⽛
み
さ
い
の
罪
⽜
は
⽛
無
礼
の
罪
⽜
や
⽛
未
来
の
罪
⽜
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、⽛
流
罪
（
る
さ
い
）
の
罪
⽜
の
誤
り
で
あ
る
と

す
る
考
え
を
提
出
し
た
。⽛
天
の
掟
⽜
に
従
っ
て
琴
の
伝
授
を
行
う
た
め
な
ら
、
築
い
て
き
た
官
途
を
捨
て
る
の
も
惜
し
ま
な
い
と
い
う
俊
蔭
の
強

固
た
る
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
る
、
と
読
み
取
れ
る
。

そ
の
後
、
俊
蔭
は
三
条
京
極
邸
に
籠
も
っ
て
娘
に
秘
琴
を
伝
授
し
た
。
外
部
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
っ
て
行
う
方
針
に
よ
っ
て
秘
琴
伝
授
の

非
公
開
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
。

ま
た
、
天
女
の
啓
示
を
継
承
し
な
が
ら
秘
琴
行
使
の
機
宜
を
遺
言
と
い
う
形
で
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秘
琴
は
現
世
世
界
で
は
存
在
そ
の

も
の
が
秘
匿
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
必
ず
掻
き
鳴
ら
さ
れ
る
と
い
う
秘
琴
行
使
の
公
開
の
論
理
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
内
在
す

る
公
開
と
非
公
開
と
の
相
克
か
ら
、
秘
琴
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
地
を
感
応
さ
せ
現
世
利
益
を
得
る
と
い
う
志
向
性
が
設
定
さ
れ
て
い
る
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の
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
御
前
で
の
弾
琴
が
引
き
起
こ
し
た
天
変
地
異
の
典
拠
と
し
て
師
曠
と
師
文
弾
琴
の
故
事
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
地
を
感
応
さ

せ
う
る
と
い
う
天
（
地
）・
楽
・
人
三
者
の
相
互
関
係
の
構
図
も
そ
の
弾
琴
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
世
世
界
に
お
い
て
琴

に
ま
つ
わ
る
一
族
の
あ
り
方
は
俊
蔭
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
の
俊
蔭
一
族
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
秘
琴
を
披
露
す
る
と

い
う
弾
琴
公
開
の
原
則
と
、
秘
琴
の
相
伝
は
必
ず
貴
族
社
会
と
の
つ
な
が
り
を

断
ち
切
っ
た
空
間
で
内
々
に
行
う
と
い
う
非
公
開
の
原
則
を
貫
い
て
い
る（
⚑
）。

そ
し
て
、
物
語
終
盤
の
⽛
楼
の
上
⽜
両
巻
で
犬
宮
へ
の
秘
琴
伝
授
や
そ
の
成
果

の
披
露
会
が
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
結
末
か
ら
、
秘
琴
は
俊
蔭
一
族
の

宮
廷
社
会
に
お
け
る
栄
華
と
繁
栄
を
導
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
弾
琴
及
び
秘
琴
伝
授
に
ま
つ
わ
る
公
開
・
非
公
開
の
原
則
も
、
一
族
が
宮

廷
社
会
に
お
け
る
栄
華
の
追
求
と
か
か
わ
ら
せ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ

の
な
か
で
、
政
治
社
会
に
お
け
る
理
念
性
を
琴
に
見
出
し
、
秘
琴
伝
授
を
王
権

獲
得
の
手
段
と
す
る
指
摘
も
あ
っ
た（
⚒
）。

こ
こ
で
、
一
族
の
弾
琴
が
も
た
ら
し
た
結
果
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
場
で
天

変
地
異
、
天
女
降
臨
な
ど
の
特
異
現
象
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
世
世
界
及
び
そ
こ
に
生
を
為
す
人
々
に
そ
れ
ら
の

特
異
現
象
に
直
面
さ
せ
、
天
と
の
交
渉
を
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
嚆

矢
と
し
て
、
俊
蔭
の
弾
琴
に
よ
る
天
変
地
異
（
後
述
）
が
あ
る
わ
け
だ
が
、⽛
天

の
掟
あ
り
て
、
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
⽜（
俊
蔭
巻
・
一
四
頁
）

と
定
め
ら
れ
る
俊
蔭
の
生
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
天
変
地
異
も
、
彼
が
現
世
世
界

に
お
い
て
一
族
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
と
し

て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
は
あ
ま
り
問
題

視
さ
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
俊
蔭
は
帰
朝
後
、
異
郷
か
ら
招
来
し
た
琴
の
数
々
を
皇
族
や
権
門

勢
家
に
献
上
す
る
の
を
き
っ
か
け
に
帝
に
弾
琴
を
所
望
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
宮
殿

の
瓦
が
砕
け
て
花
の
よ
う
に
落
ち
る
や
、
六
月
中
旬
の
真
夏
に
ふ
す
ま
の
よ
う

に
大
き
く
氷
っ
た
雪
が
降
る
と
い
っ
た
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
す
秘
手
ま
で
披

露
し
た
。

せ
た
風
を
賜
は
り
て
、
い
さ
さ
か
掻
き
鳴
ら
し
て
、
大
曲
一
つ
を
弾
く
に
、

お
と
ど
の
上
の
瓦
、砕
け
て
花
の
ご
と
く
散
る
。
今
一
つ
仕
う
ま
つ
る
に
、

六
月
中
の
十
日
の
ほ
ど
に
、
雪
、
衾
の
ご
と
く
凝
り
て
降
る
。

（
俊
蔭
巻
・
二
〇
頁
)

そ
れ
を
目
睹
し
た
帝
は
、
琴
の
道
の
第
一
人
者
で
あ
る
俊
蔭
の
才
を
生
か
し

て
こ
の
国
の
琴
道
の
水
準
を
高
め
る
と
い
う
理
由
で
、
彼
の
職
務
を
⽛
学
士
⽜

か
ら
⽛
琴
の
師
⽜
へ
と
転
換
し
よ
う
と
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
異
郷
で
習
得
し
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た
琴
の
秘
手
を
東
宮
に
伝
授
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
納
言
の
官
位
を
贈
与
す

る
と
も
提
案
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
俊
蔭
は
そ
の
任
命
を
拒
否
し
た
。

⽛（
前
略
）
昔
、
二
度
試
み
せ
し
に
も
、
そ
の
道
の
め
づ
ら
し
う
す
ぐ
れ
た

り
し
か
ば
、
官
を
も
そ
の
道
に
賜
ひ
、
学
士
を
も
仕
う
ま
つ
ら
す
る
に
、

書
の
道
は
、
少
し
た
ぢ
ろ
く
と
も
、
そ
の
筋
は
多
か
り
、
こ
の
琴
は
、
こ

の
国
に
俊
蔭
一
人
こ
そ
あ
り
け
れ
、
学
士
を
変
へ
て
、
琴
の
師
を
仕
う
ま

つ
れ
。
春
宮
、
悟
り
あ
る
皇
子
な
り
。
物
の
師
せ
む
人
の
難
い
た
す
べ
き

皇
子
に
あ
ら
ず
。
心
に
入
れ
て
、
残
す
手
な
く
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ら
ば
、

納
言
の
位
賜
は
せ
む
⽜
と
の
た
ま
ふ
時
、
俊
蔭
申
す
、⽛
歳
い
と
き
な
き
ほ

ど
に
、
父
母
を
離
れ
て
、
唐
土
へ
渡
さ
れ
ぬ
。
仇
の
風
・
大
い
な
る
波
に

漂
は
さ
れ
て
、
知
ら
ぬ
国
に
打
ち
寄
せ
ら
る
。
深
き
悲
し
び
、
こ
れ
に
過

ぎ
た
る
な
し
。
か
ら
く
し
て
帰
り
ま
う
で
来
る
に
、
父
母
滅
び
て
、
む
な

し
き
宿
を
の
み
見
る
。
昔
、
宣
旨
に
適
ひ
て
、
度
々
の
試
み
を
賜
は
り
て
、

唐
土
に
渡
さ
れ
ぬ
。
父
母
あ
ひ
見
ず
し
て
、
長
く
別
れ
て
、
悲
し
び
は
あ

ま
り
あ
り
と
言
へ
ど
も
、
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み
は
な
し
。
み
さ
い
の
罪

に
は
あ
た
る
と
も
、
こ
の
琴
は
学
び
仕
う
ま
つ
ら
じ
⽜
と
申
し
て
、
ま
か

り
出
で
ぬ
。

（
俊
蔭
巻
・
二
一
頁
)

こ
の
拒
否
の
理
由
に
つ
い
て
は
、⽛
文
章
経
国
⽜
と
い
う
儒
家
的
な
出
仕
理
念

に
よ
る
と
す
る
説（
⚓
）
や
、⽛
君
子
左
琴
⽜
と
い
う
同
じ
儒
家
の
礼
楽
思
想
に
よ

る
と
す
る
説（
⚔
）
が
ま
ず
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
遣
唐
使
拝
命
に
よ
っ
て
強

い
ら
れ
た
、
父
母
と
永
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
不
孝
の
罪
に
焦
点
を
当
て
、
俊
蔭
の

任
命
拒
否
を
遣
唐
使
制
度
ま
た
は
そ
の
政
策
を
打
ち
出
し
た
朝
廷
に
対
す
る
恨

み
や
反
抗
と
読
み
取
る
傾
向
が
あ
る（
⚕
）。

し
か
し
、
不
孝
の
罪
を
⽛
琴
の
師
⽜
拒
否
の
理
由
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

例
え
ば
、
三
上
満
氏
が
⽛
遣
唐
使
と
し
て
海
を
渡
ら
し
め
、
父
母
の
悲
嘆
と
死

去
も
知
ら
ぬ
ま
ま
異
国
を
さ
ま
よ
わ
せ
、
結
局
は
不
孝
の
罪
を
お
こ
さ
し
め
た

政
治
へ
の
怨
み
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
不
孝
の
罪
を
お
こ
さ
し
め
た
者
達

へ
、
不
孝
の
罪
と
ひ
き
か
え
と
し
て
得
た
琴
の
技
を
伝
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
と
決
意
す
る
の
は
道
理
で
も
あ
ろ
う
⽜
と
述
べ
て
い
る（
⚖
）
の
に
対
し
て
柳

瀞
先
氏
が
反
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
不
孝
の
罪
を
お
こ
さ
し
め
た
朝
廷
へ
の
恨

み
を
⽛
琴
の
師
⽜
拒
否
の
理
由
と
す
る
な
ら
ば
、
東
宮
学
士
と
し
て
朝
廷
に
仕

え
て
い
た
こ
と
、
異
郷
か
ら
も
た
ら
し
た
琴
を
天
皇
家
に
献
上
し
た
こ
と
、
そ

し
て
御
前
で
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
す
ま
で
弾
琴
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
帰
朝
後

の
俊
蔭
が
取
っ
た
行
動
す
べ
て
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る（
⚗
）。
こ
の
よ
う

に
、⽛
琴
の
師
⽜
拒
否
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
俊
蔭
に
つ
い
て
、⽛
天
の
掟

あ
り
て
、
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
⽜
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る

秘
琴
一
族
の
始
祖
と
し
て
の
位
置
づ
け
、
現
世
世
界
に
お
い
て
弾
琴
し
て
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
と
い
う
視
点
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
⽛
琴
の
師
⽜
を
拒
否
し
た
理
由
を
手
が
か
り
に
、
俊
蔭

が
秘
琴
一
族
の
始
祖
と
し
て
現
世
世
界
に
要
請
さ
れ
る
役
割
を
考
察
し
て
み
た

い
。
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一
、⽛
琴
の
師
⽜
拒
否
と
⽛
王
命
不
遂
⽜

そ
も
そ
も
、⽛
琴
の
師
⽜拒
否
の
台
詞
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
文
解
釈
に
お
け
る
幾
つ
か
の
問
題
点
を
考
察
し
な
が
ら
、
確
認
し
て
お
き
た

い
。前

記
引
用
の
な
か
で
、
俊
蔭
は
ま
ず
、
遣
唐
使
を
拝
命
す
る
こ
と
で
父
母
と

永
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
悲
痛
を
強
い
ら
れ
た
半
生
を
回
顧
し
た
。
そ
の
後
、⽛
昔
、

宣
旨
に
適
ひ
て
、
度
々
の
試
み
を
賜
は
り
て
、
唐
土
に
渡
さ
れ
ぬ
⽜
と
、
そ
の

半
生
は
王
命
に
従
っ
て
為
し
て
き
た
も
の
と
自
ら
定
義
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

父
母
と
長
く
離
別
し
た
悲
し
み
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、⽛
琴
の
師
を
仕
う
ま
つ

れ
⽜
と
い
う
新
し
い
王
命
が
下
さ
れ
た
と
な
る
と
、⽛
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み
は

な
し
⽜
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ば
か
り
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
強
い

意
志
を
表
明
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
俊
蔭
が
奏
上
し
た
台
詞
の
な
か
で
、
遣
唐

使
拝
命
と
⽛
琴
の
師
⽜
任
命
は
王
命
に
応
じ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
対
立
構

造
を
な
し
て
い
る
の
は
察
せ
ら
れ
よ
う
。

⽛
琴
の
師
⽜
を
拒
否
す
る
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
⽛
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み

は
な
し
⽜
に
つ
い
て
は
、
遣
唐
使
拝
命
に
よ
っ
て
苦
難
や
悲
痛
が
強
い
ら
れ
た

か
ら
、
琴
を
教
え
る
⽛
元
気
が
な
い
⽜、⽛
勇
気
が
な
い
⽜
ま
た
は
⽛
気
持
ち
が

な
い
⽜
と
訳
さ
れ
て
い
る（
⚘
）。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
く
⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
に

見
え
る
他
の
二
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、⽛
勇
み
⽜
は
俊
蔭
自
身
よ
り
も
出
仕
す
る

朝
廷
側
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⽛（
前
略
）
五
人
の
心
を
一
つ
に
て
、⽝
昔
よ
り
、
か
う
な
む
あ
る
。
こ
の
こ

と
許
さ
れ
ず
は
、
山
林
に
交
じ
り
て
、
朝
廷
に
も
仕
う
ま
つ
ら
じ
。
何
を

勇
み
に
て
か
⽞
と
申
さ
れ
ば
、
さ
り
と
も
、
え
否
び
給
は
じ
。
こ
の
こ
と

に
適
は
ざ
ら
む
人
を
ば
、⽝
か
く
、
数
な
ら
ず
思
は
れ
た
り
⽞
と
な
ら
ば
、

こ
の
世
に
も
あ
の
世
に
も
、
深
く
、⽝
つ
ら
し
⽞
と
思
は
む
⽜
と
あ
り
。

（
国
譲
下
巻
・
七
六
六
頁
)

⽛（
前
略
）
か
か
る
道
に
赴
き
給
ひ
に
し
折
、
告
げ
さ
せ
給
は
ま
し
か
ば
、

御
供
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
御
弟
子
に
て
も
候
ひ
な
ま
し
も
の
を
。
世
の
中

に
交
じ
ら
ひ
侍
れ
ど
、
何
の
勇
み
も
侍
ら
ぬ
に
⽜
と
、
泣
く
泣
く
（
後
略
）。

（
国
譲
下
巻
・
七
七
一
頁
)

右
の
国
譲
巻
の
二
つ
の
用
例
は
、
前
者
は
、⽛（
藤
原
系
の
皇
子
の
）
立
坊
が

許
さ
れ
な
け
れ
ば
、
何
を
⽝
勇
み
⽞
に
宮
仕
え
し
よ
う
か
⽜
と
い
う
、
后
の
宮

が
梨
壺
腹
皇
子
の
立
坊
実
現
を
促
す
た
め
に
藤
原
兼
雅
（
梨
壺
の
父
、
后
の
宮

の
兄
弟
）
に
遣
わ
し
た
消
息
文
で
あ
る
。
後
者
は
、
水
尾
に
出
家
し
た
源
仲
頼

を
訪
問
し
た
元
部
下
の
清
原
松
方
が
、
上
司
と
し
て
の
仲
頼
を
失
っ
て
以
来
、

⽛
宮
仕
え
を
続
け
て
い
て
も
、
何
の
⽝
勇
み
⽞
も
な
い
⽜
と
慨
嘆
す
る
場
面
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
用
例
が
⽛
励
み
⽜、⽛
生
き
甲
斐
⽜
と
訳
さ
れ
て
い
る（
⚙
）
よ
う

に
、⽛
勇
み
⽜は
朝
廷
に
出
仕
す
る
精
神
的
な
支
え
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。

俊
蔭
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
苦
難
と
悲
痛
を
と
も
な
っ
た
遣
唐
使
拝
命
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
出
仕
の
精
神
的
な
支
え
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
帰
朝
後
、⽛
東
宮
学
士
⽜
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
、
し
か
も
家
筋
を
継

ぐ
よ
う
に
父
大
君
の
最
終
官
職
ま
で
昇
進
し
た
。
し
か
し
、⽛
琴
の
師
を
仕
う
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ま
つ
れ
⽜
と
出
仕
の
形
態
を
換
え
ら
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
精
神
的
な
支
え
は

失
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
何
よ
り
⽛
琴
の
師
⽜
に
は
新
し
い
精
神
的
な
支
え

を
見
出
す
の
は
不
可
能
だ
と
、
彼
は
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
関
連
で
、⽛
悲
し
び
は
あ
ま
り
あ
り
と
言
へ
ど
も
⽜
と
い
う
逆
接
接
続
の

後
ろ
に
⽛
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み
は
な
し
⽜
が
来
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る（
10
）。
し
か
し
、⽛
と
言
へ
ど
も
⽜
の
逆
接
接
続
の
役
割
は
、⽛
悲

し
び
⽜
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
遡
っ
て
遣
唐
使
の
王
命
を
拝
受
し
た
こ
と
と

の
対
比
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、⽛
昔
、
宣
旨
に
適
ひ
て
、

度
々
の
試
み
を
賜
は
り
て
、
唐
土
に
渡
さ
れ
ぬ
⽜
と
あ
る
よ
う
に
、
む
か
し
⽛
勇

み
⽜
あ
る
が
ゆ
え
に
遣
唐
の
王
命
を
拝
受
し
、
そ
の
結
果
父
母
と
永
別
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
悲
し
み
は
あ
っ
た
⽛
と
言
え
ど
も
⽜、⽛
琴
の
師
⽜
に
は
⽛
勇
み
⽜
が
な

い
、
だ
か
ら
仕
え
る
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
の
⽛
非
公
開
・
公
開
原
則
の
確
立
⽜
で
述
べ
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、⽛
み
さ
い
の
罪
に
は
あ
た
る
と
も
、
こ
の
琴
は
学
び

仕
う
ま
つ
ら
じ
⽜
に
つ
い
て
で
あ
る
。
念
を
押
し
て
⽛
琴
の
師
⽜
を
拒
否
す
る

台
詞
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
、⽛
み
さ
い
の
罪
⽜
と
い
う
本
文
と
そ
の

解
釈
に
は
な
お
疑
問
が
残
っ
て
い
る
。

伝
本
の
中
で
最
善
本
と
さ
れ
る
尊
経
閣
前
田
本
に
従
っ
て
⽛
み
さ
い
の
罪
⽜

を
未
詳
と
す
る（
11
）
一
方
、⽛
み
ら
い
の
つ
み
⽜
と
あ
る
静
嘉
堂
文
庫
蔵
浜
田
本

に
従
っ
て
⽛
未
来
の
罪
⽜
と
し（
12
）、
あ
る
い
は
、
清
水
浜
臣
本
そ
の
他
に
見
え

る
⽛
む
ら
い
の
つ
み
⽜
に
従
っ
て
⽛
無
礼
の
罪
⽜
と
す
る
見
解
も
あ
る（
13
）。
し

か
し
、⽛
無
礼
の
罪
⽜
と
す
れ
ば
、
王
命
を
拒
否
す
る
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

礼
儀
云
々
で
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、⽛
未
来
の
罪
⽜
と
す
れ

ば
、
な
ぜ
朝
廷
で
の
出
仕
を
拒
否
す
る
の
に
仏
教
的
な
罪
業
が
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
と
の
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。

俊
蔭
は
こ
こ
で
、
自
分
自
身
の
王
命
拒
否
が
罪
に
あ
た
る
と
自
覚
し
て
い
る

つ
も
り
で
、⽛
み
さ
い
の
罪
⽜と
述
べ
て
い
る
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う
。
で
は
、

平
安
時
代
で
は
王
命
拒
否
は
ど
の
よ
う
な
罪
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

例
え
ば
、⽝
続
日
本
後
紀
⽞
巻
七
・
承
和
五
年
（
八
三
八
）
十
二
月
己
亥
条
で
、

小
野
篁
は
遣
唐
使
に
任
命
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
病
と
称
し
て
そ
の
国
命

を
履
行
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
行
為
は
律
条
に
準
じ
れ
ば
絞
刑（
死
刑
）

に
処
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
罪
が
一
等
減
じ
ら
れ
遠
流
の
罪
で
隠
岐
国
に
追

放
さ
れ
た
。

是
日
。
勅
曰
。
小
野
篁
。
内
含
二
綸
旨
一
。
出
使
二
外
境
一
。
空
称
二
病

故
一
。
不
レ
遂
二
国
命
一
。
準
二―
拠
律
条
一
。
可
レ
処
二
絞
刑
一
。
宜
下
降
二

死
一
等
一
。
処
中
之
遠
流
上
。
仍
配
二―
流
隠
岐
国
一（
14
）。

ま
た
、
同
巻
八
・
承
和
六
年
（
八
三
九
）
三
月
丁
酉
条
で
は
、
伴
有
仁
以
下

六
人
も
、
遣
唐
の
王
命
が
下
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
履
行
し
よ
う

と
も
せ
ず
に
連
れ
だ
っ
て
逃
亡
し
た
。
古
い
法
典
に
従
え
ば
斬
刑
（
死
刑
）
に

当
た
る
罪
は
勅
旨
が
あ
っ
て
一
等
減
じ
ら
れ
、
流
刑
に
処
さ
れ
て
佐
渡
国
に
追

放
さ
れ
た
。

丁
酉
。
遣
唐
三
箇
舶
所
二
分
配
一
。
知
乗
船
事
従
七
位
上
伴
宿
祢
有
仁
。
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暦
請
益
従
六
位
下
刀
岐
直
雄
貞
。
暦
留
学
生
少
初
位
下
佐
伯
直
安
道
。
天

文
留
学
生
少
初
位
下
志
斐
連
永
世
等
。
不
レ
遂
二
王
命
一
。
相
共
亡
匿
。

稽
二
之
古
典
一
。
罪
当
二
斬
刑
一
。
勅
。
特
降
二
死
罪
一
等
一
。
配
二―
流
佐

渡
国
一（
15
）。

⽛
律
条
⽜、⽛
古
典
⽜
に
よ
れ
ば
、⽛
不
遂
国
命
⽜、⽛
不
遂
王
命
⽜
は
死
刑
に
処

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
死
刑
の
執
行
は
実
際
停
止
さ
れ
て
い
た
平
安

時
代
で
は
、
勅
旨
な
ど
に
よ
り
、
結
果
的
に
は
罪
が
一
等
減
じ
ら
れ
て
流
刑
に

処
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た（
16
）。

当
該
箇
所
も
そ
の
よ
う
な
慣
例
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

⽛
み
さ
い
の
罪
に
は
あ
た
る
⽜
は
、
本
来
⽛
る
さ
い
（
流
罪
）
の
罪
⽜
と
あ
る
べ

き
本
文
が
あ
る
書
写
段
階
で
⽛
み
さ
い
の
罪
⽜
に
誤
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
で
は
、⽛
流
罪
の
罪
⽜
の
用
例
は
こ
の
ほ
か
に
、
今
一
例
あ

る
。

そ
こ
ば
く
の
子
ど
も
、少
将
よ
り
始
め
て
、⽛
宮
仕
へ
を
仕
う
ま
つ
り
つ
つ
、

官
爵
の
欲
し
き
こ
と
は
、
一
所
の
御
た
め
な
り
。
か
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と

を
申
さ
れ
ば
、
人
の
国
・
境
ま
で
も
追
ひ
遣
は
さ
れ
、
流
罪
の
罪
と
も
な

ら
ば
、
い
か
が
せ
む
⽜
と
、
手
を
擦
る
擦
る
申
す
。

（
あ
て
宮
巻
・
三
六
八
頁
)

そ
れ
は
、
三
奇
人
の
ひ
と
り
と
も
言
わ
れ
る
滋
野
真
菅
が
あ
て
宮
の
東
宮
入

内
に
立
腹
し
、⽛（
前
略
）
真
菅
、
つ
た
な
き
身
に
は
あ
り
と
も
、
お
の
が
妻
が

ね
を
人
に
欲
ら
せ
し
め
て
は
あ
り
な
む
や
。
政
か
し
こ
き
世
に
、愁
へ
奉
ら
む
⽜

（
あ
て
宮
巻
・
三
六
八
頁
）
と
い
う
狂
態
を
見
せ
る
と
、
息
子
ら
は
、
そ
の
よ
う

な
あ
る
ま
じ
き
こ
と
を
奏
上
す
れ
ば
、
流
罪
に
処
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
懸

念
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
族
は
真
菅
が
⽛
言
ふ
限
り
な
く
さ
が
な
き

こ
と
を
作
⽜（
あ
て
宮
巻
・
三
六
九
頁
）っ
た
愁
い
文
の
罪
に
連
座
し
、う
ち
揃
っ

て
左
遷
さ
れ
、
都
を
追
放
さ
れ
た
と
い
う
結
末
を
見
せ
て
い
る
。

真
菅
の
息
子
ら
は
流
罪
が
処
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
の
は
、⽛
あ

る
ま
じ
き
こ
と
⽜
を
奏
上
す
る
の
は
皇
室
に
対
す
る
非
礼
と
捉
え
ら
れ
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、⽛
大
不
敬
⽜（⽛
指
斥
乗
輿
情
理
切
害
⽜）
と
い

う
八
虐
の
大
罪
を
問
わ
れ
れ
ば
、
死
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

す
で
に
前
述
し
た
よ
う
に
、
死
刑
の
停
止
に
よ
っ
て
⽛
大
不
敬
⽜
の
大
罪
で
も

流
罪
に
軽
減
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
物
語
は
死
罪
で
は

な
く
、
流
罪
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例

も
同
じ
く
⽝
続
日
本
後
紀
⽞
に
確
認
し
う
る
。

巻
十
八
・
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
十
二
月
己
丑
条
で
は
、
刑
部
少
輔
和
気
斉

之
は
⽛
大
不
敬
⽜
罪
を
犯
し
、
絞
刑
に
当
た
る
と
こ
ろ
を
、
勅
に
よ
っ
て
罪
が

一
等
減
じ
ら
れ
て
伊
豆
国
に
追
放
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
言
う
⽛
大
不
敬
⽜

罪
の
内
実
は
不
明
で
あ
る
。

己
丑
。
刑
部
少
輔
和
気
朝
臣
斉
之
。
依
レ
犯
二
大
不
敬
一
。
当
二
絞
刑
一
。

勅
減
二
一
等
一
。
流
二
伊
豆
国
一（
17
）。
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こ
の
よ
う
に
、
こ
の
あ
て
宮
巻
の
用
例
に
関
し
て
も
、⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
は
律

条
に
基
づ
い
て
処
さ
れ
る
べ
き
死
罪
が
勅
旨
な
ど
に
よ
っ
て
流
罪
に
軽
減
さ
れ

る
と
い
う
慣
例
に
従
っ
て
、⽛
流
罪
の
罪
⽜
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、⽛
み
さ
い
の
罪
に
は
あ
た
る
と
も
、
こ
の
琴
は
学

び
仕
う
ま
つ
ら
じ
⽜
と
い
う
の
は
、
俊
蔭
が
⽛
流
罪
⽜
と
い
う
実
際
の
極
刑
に

処
さ
れ
る
覚
悟
で
⽛
琴
の
師
⽜
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
大
き
い
。

彼
は
、
王
命
に
従
っ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
生
と
王
命
に
従
え
な
い
新
し
い
生
と

対
比
さ
せ
な
が
ら
、⽛
琴
の
師
⽜
と
し
て
朝
廷
に
出
仕
す
る
生
き
甲
斐
を
否
定
す

る
と
同
時
に
、
最
も
重
い
刑
罰
を
下
さ
れ
て
も
王
命
に
屈
し
な
い
と
い
う
強
固

た
る
意
志
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
非
公
開
・
公
開
原
則
の
確
立

⽛
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
⽜
と
あ
る
よ
う
に
、
俊
蔭
は
弾
琴
し
て
一
族

を
確
立
さ
せ
る
使
命
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
一
族

を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
御
前
で
、
し
か
も
現
世
世
界
で
初
め
て
披
露
し
た
弾
琴
は
⽛
天
の
掟
⽜

に
従
っ
て
の
行
為
と
し
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
一
族
の
開
創
を
宣
言
す
る
意
味

を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
却
っ
て
⽛
天
の
掟
⽜
に
定
め
ら
れ

た
運
命
が
王
命
に
書
き
換
え
ら
れ
る
危
機
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
一
族
を
確
立

さ
せ
る
と
い
う
意
向
を
帝
に
正
し
く
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
、
尊
重
さ
せ
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
俊
蔭
が
極
刑
を
処

さ
れ
る
危
険
を
冒
し
な
が
ら
そ
の
王
命
を
拒
否
し
た
の
は
見
て
き
た
通
り
で
あ

る
。⽛

琴
の
師
⽜
を
拒
否
す
る
際
に
、
彼
は
⽛
学
び
仕
う
ま
つ
る
⽜
と
い
う
言
葉
を

二
回
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
俊
蔭
に
と
っ
て
琴
曲
の
伝
授
は
ど
れ
ほ
ど

重
大
な
こ
と
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
同
時
に
、⽛
琴
の
師
⽜
を
拒
否
す
る
の
は
秘

琴
伝
授
の
遂
行
、
な
い
し
一
族
の
確
立
が
脅
か
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
示

し
て
い
る
。

俊
蔭
が
現
世
世
界
の
公
の
場
で
弾
琴
を
披
露
し
た
の
は
先
に
引
用
し
た
場
面

の
一
度
き
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
彼
が
現
世
世
界
に
お
い
て
弾
琴
を
行
っ
た
と

う
か
が
え
る
の
は
、
辞
官
し
て
三
条
京
極
邸
に
籠
も
っ
て
娘
へ
秘
琴
を
伝
授
し

た
時
の
み
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
展
開
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
俊
蔭
の
弾
琴

は
子
孫
へ
秘
琴
を
伝
授
す
る
た
め
に
あ
る
⽛
族
立
つ
⽜
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
を

実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
貴
族
社
会
と
の
繋
が
り
を
断
ち
切
っ
て
行
う
と
い
う

俊
蔭
の
方
針
に
よ
っ
て
秘
琴
伝
授
の
非
公
開
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
。⽛
琴
の

師
⽜
拒
否
は
言
わ
ば
、
こ
の
非
公
開
原
則
の
確
立
に
要
請
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。

秘
琴
伝
授
の
非
公
開
に
対
し
、
一
族
は
現
世
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
秘

琴
を
披
露
す
る
の
は
前
述
し
た
が
、
現
世
世
界
に
お
け
る
秘
琴
の
行
使
は
実
は

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
人
の
言
は
く
、⽛
さ
ら
ば
、
我
ら
が
思
ふ
所
あ
る
人
な
れ
ば
、
住
み
給
ふ

な
り
け
り
。
天
の
掟
あ
り
て
、
天
の
下
に
、
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
に

な
む
あ
り
け
る
。
我
は
、
昔
、
い
さ
さ
か
な
る
犯
し
あ
り
て
、
こ
こ
よ
り

西
、
仏
の
御
国
よ
り
は
東
、
中
な
る
所
に
下
り
て
、
七
年
あ
り
て
、
そ
こ
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に
わ
が
子
七
人
と
ま
り
に
き
。
そ
の
人
は
、
極
楽
浄
土
の
楽
に
琴
を
弾
き

合
は
せ
て
遊
ぶ
人
な
り
。
そ
こ
に
渡
り
て
、そ
の
人
の
手
を
弾
き
取
り
て
、

日
本
国
へ
は
帰
り
給
へ
。
こ
の
三
十
の
琴
の
中
に
、声
ま
さ
り
た
る
を
ば
、

我
名
づ
く
。
一
つ
を
ば
南
風
と
つ
く
。
一
つ
を
ば
波
斯
風
と
つ
く
。
こ
の

二
つ
の
琴
を
ば
、
か
の
山
の
人
（
天
女
の
七
人
の
子
ら
、
引
用
者
注
）
の

前
に
て
ば
か
り
に
調
べ
て
、
ま
た
人
に
聞
か
す
な
⽜
と
の
た
ま
ふ
。⽛
こ
の

二
つ
の
琴
の
音
せ
む
所
に
は
、
娑
婆
世
界
な
り
と
も
、
必
ず
訪
は
む
⽜
と

の
た
ま
ふ
。

（
俊
蔭
巻
・
一
四
頁
)

右
記
引
用
は
、
俊
蔭
が
異
郷
を
遍
歴
し
た
際
、
忉
利
天
の
天
女
か
ら
受
け
た

啓
示
で
あ
る
。⽛
天
の
掟
⽜
だ
け
で
は
な
く
、⽛
こ
こ
よ
り
西
、
仏
の
御
国
よ
り

は
東
、
中
な
る
所
⽜
に
あ
る
自
分
の
七
人
の
子
ら
に
琴
の
奏
法
を
習
得
す
る
よ

う
指
示
し
、
阿
修
羅
の
守
護
し
て
い
る
巨
木
の
枝
か
ら
造
り
上
げ
ら
れ
た
三
十

面
の
琴
の
な
か
の
、
音
色
が
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
る
二
面
を
⽛
南
風
⽜、⽛
波
斯
国
⽜

と
秘
琴
の
命
名
も
し
た
。
こ
の
二
面
の
秘
琴
は
、
自
分
の
七
人
の
子
ら
以
外
の

人
に
弾
じ
て
聞
か
せ
て
は
な
ら
な
い
と
禁
じ
る
一
方
、
掻
き
鳴
ら
さ
れ
れ
ば
、

た
と
え
現
世
世
界
（
娑
婆
世
界
）
で
も
必
ず
往
訪
す
る
と
い
う
約
束
も
か
わ
し

た
。
つ
ま
り
、
天
女
の
啓
示
は
現
世
世
界
に
お
け
る
秘
琴
の
行
使
を
め
ぐ
っ
て

禁
止
と
擁
護
と
い
う
対
立
す
る
二
面
性
が
内
在
す
る
。

吹
上
下
巻
で
は
、
南
風
を
披
露
し
た
仲
忠
と
涼
と
の
合
奏
に
よ
っ
て
天
女
が

舞
い
降
り
て
き
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
根
拠
に
、
こ
の
天
女
の
啓

示
は
予
言
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（
18
）。
予
言
性
を
持

つ
天
女
の
啓
示
は
、
秘
琴
は
現
世
世
界
で
必
ず
掻
き
鳴
ら
さ
れ
る
と
い
う
一
族

弾
琴
の
論
理
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、秘
琴
の
行
使
に
ま
つ
わ
る
二
面
性
は
天
女
の
啓
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、

俊
蔭
の
遺
言
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

⽛
こ
の
屋
の
乾
の
隅
の
方
に
、
深
く
一
丈
掘
れ
る
穴
あ
り
。
そ
れ
が
上
・

下
・
ほ
と
り
に
は
沈
を
積
み
て
、
こ
の
弾
く
琴
の
同
じ
様
な
る
琴
、
錦
の

袋
に
入
れ
た
る
一
つ
と
、
褐
の
袋
に
入
れ
た
る
一
つ
、
錦
の
は
南
風
、
褐

の
を
ば
波
斯
風
と
い
ふ
。
そ
の
琴
、⽝
わ
が
子
⽞
と
思
さ
ば
、
ゆ
め
、
た
ふ

た
ふ
に
、
人
に
見
せ
給
ふ
な
。
た
だ
そ
の
琴
を
ば
、
心
に
も
、
な
き
物
に

思
ひ
な
し
て
、
長
き
世
の
宝
な
り
、
幸
ひ
あ
ら
ば
、
そ
の
幸
ひ
極
め
む
時
、

災
ひ
極
ま
る
身
な
ら
ば
、
そ
の
災
ひ
限
り
に
な
り
て
、
命
の
極
ま
り
、
ま

た
、
虎
・
狼
・
熊
、
獣
に
交
じ
り
さ
す
ら
へ
て
、
獣
に
身
を
施
し
つ
べ
く

お
ぼ
え
、
も
し
は
、
伴
の
兵
に
身
を
与
へ
ぬ
べ
く
、
も
し
は
、
世
の
中
に

い
み
じ
き
目
見
給
ひ
ぬ
べ
か
ら
む
時
に
、こ
の
琴
を
ば
掻
き
鳴
ら
し
給
へ
。

も
し
は
、
子
あ
ら
ば
、
そ
の
子
十
歳
の
う
ち
に
、
見
給
は
む
に
、
聡
く
か

し
こ
く
、
魂
調
ほ
り
、
容
面
・
心
、
人
に
す
ぐ
れ
た
ら
ば
、
そ
れ
に
預
け

給
へ
⽜
と
遺
言
し
置
き
て
、
絶
え
入
り
給
ひ
ぬ
。

（
俊
蔭
巻
・
二
二
～
二
三
頁
)

そ
こ
で
、
俊
蔭
は
⽛
人
に
見
せ
給
ふ
な
⽜
と
秘
琴
の
存
在
を
秘
匿
し
な
が
ら

も
、⽛
幸
ひ
極
め
む
時
⽜
や
⽛
災
ひ
限
り
⽜
の
時
に
そ
れ
を
掻
き
鳴
ら
す
べ
く
規

定
し
て
い
る
。⽛
幸
ひ
極
め
む
時
⽜
や
⽛
災
ひ
限
り
⽜
の
時
は
そ
れ
ぞ
れ
、
俊
蔭

巻
で
俊
蔭
娘
が
北
山
で
南
風
を
弾
じ
て
東
国
の
兵
士
に
命
を
攫
わ
れ
ん
ば
か
り
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と
い
う
⽛
災
ひ
限
り
⽜
な
る
状
況
か
ら
の
が
れ
る
場
面
と
、
物
語
の
終
盤
の
楼

の
上
下
巻
で
犬
宮
へ
の
秘
琴
伝
授
の
完
成
に
と
も
な
う
成
果
披
露
会
に
お
い
て

嵯
峨
院
・
朱
雀
院
を
は
じ
め
と
し
て
都
全
体
の
注
目
を
集
め
て
い
る
な
か
で
、

俊
蔭
娘
が
波
斯
風
を
弾
じ
て
⽛
幸
ひ
極
め
む
⽜
状
況
に
達
し
て
い
る
の
を
自
ら

是
認
し
た
と
い
う
場
面
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
予

言
性
の
あ
る
俊
蔭
の
遺
言
は
天
女
の
啓
示
と
と
も
に
長
篇
物
語
の
構
想
を
立
て

る
一
方
法
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
19
）。
こ
こ
で
、
秘
琴
は
現
世
世
界
で
必
ず

掻
き
鳴
ら
さ
れ
る
と
い
う
一
族
の
弾
琴
公
開
の
論
理
は
こ
の
俊
蔭
の
遺
言
に
も

裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
俊
蔭
は
天
女
の
啓
示
を
拠
り
所
に
遺
言
を
作
定
す
る
と
い
う

形
で
秘
琴
行
使
の
公
開
原
則
を
も
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

三
、
秘
琴
行
使
の
志
向
性

俊
蔭
一
族
は
秘
琴
伝
授
の
非
公
開
と
行
使
の
公
開
と
い
う
二
つ
の
原
則
に

従
っ
て
現
世
世
界
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
弾
琴
の
論
理
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
天
女
の
啓
示
に
も

俊
蔭
の
遺
言
に
も
公
開
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
秘
琴
は
、
な
ぜ
現
世
世
界
に
そ
の

行
使
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

天
女
の
約
束
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
は
秘
琴
に
は
現
世
世
界
か
ら
天
上
世
界

の
感
応
を
追
求
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
霊
力
が
潜
ん
で
い
る
の
を
前
提

と
し
て
な
さ
れ
た
の
は
察
せ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
俊
蔭
が
⽛
幸
ひ
極
め
む
時
⽜

や
⽛
災
ひ
限
り
⽜
の
時
な
ど
を
例
示
し
、
と
り
わ
け
⽛
命
の
極
ま
り
⽜
や
⽛
世

の
中
に
い
み
じ
き
目
見
給
ひ
ぬ
べ
か
ら
む
時
⽜
と
重
ね
て
人
生
の
苦
難
を
強
調

す
る
こ
と
か
ら
、
秘
琴
の
霊
力
に
は
現
世
世
界
に
お
け
る
苦
難
を
救
済
す
る
現

世
利
益
的
な
信
仰
も
融
合
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

弾
琴
が
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
理
念
の
構
図
は
、
俊
蔭
が
天
女
の
七

人
の
子
ら
と
七
日
七
夜
合
奏
し
て
仏
を
降
臨
さ
せ
る
と
い
う
形
で
す
で
に
明
示

さ
れ
て
い
る
。

仏
、
現
れ
て
、
の
た
ま
は
く
、⽛
汝
ら
は
、
昔
、
勤
め
深
く
、
犯
し
は
浅
か

り
し
に
よ
り
て
、
兜
率
天
の
人
と
生
ま
れ
に
き
。
今
、
あ
さ
ま
し
か
り
し

瞋
恚
の
報
い
に
、
国
土
の
衆
生
に
な
り
に
た
り
。
そ
の
業
、
や
う
や
う
尽

き
に
た
り
。
ま
た
、
こ
の
日
の
本
の
衆
生
は
、
生
々
世
々
に
人
の
身
を
受

く
べ
き
者
に
あ
ら
ず
。⽝
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
い
か
に
⽞
と
言
へ
ば
、
前
の
世
に

淫
欲
の
罪
は
か
り
な
し
。
し
か
あ
れ
ば
、
輪
廻
し
つ
る
一
人
が
腹
に
八
生

宿
り
、
二
千
人
が
腹
に
お
の
お
の
ま
た
八
生
宿
る
べ
し
。
そ
の
宿
る
べ
き

母
、
一
人
、
人
の
身
を
受
く
べ
き
人
な
し
。
し
か
あ
れ
ど
、
昔
、
提
雲
般

若
と
い
ひ
し
仙
人
あ
り
き
。
そ
の
仙
人
の
せ
し
こ
と
は
、
昔
、
慳
貪
邪
見

な
る
国
王
あ
り
て
、
国
滅
び
て
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
・
国
土
の
人
、
穀
に

飢
れ
し
時
あ
り
き
。
そ
の
時
に
、
こ
の
仙
人
、
万
恒
河
沙
の
衆
生
に
穀
を

施
し
て
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
無
等
三
昧
に
行
ひ
勤
め
て
、
七
年
あ
り
き
。
そ

の
時
に
、
日
本
の
衆
生
、
三
年
慎
み
て
、
か
の
仙
人
に
菜
摘
み
水
汲
み
せ

し
功
徳
の
ゆ
ゑ
に
、
輪
廻
生
死
の
罪
を
滅
ぼ
し
て
、
人
の
身
を
得
た
る
な

り
。
尊
勝
陀
羅
尼
を
念
じ
奉
る
人
を
供
養
し
た
る
ゆ
ゑ
な
り
。⽝
今
も
、

ま
だ
、
人
の
身
を
受
け
む
こ
と
は
難
し
⽞
と
言
へ
ど
も
、
今
、
こ
の
山
に
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入
り
て
、
仏
・
菩
薩
を
驚
か
し
、
懈
怠
邪
見
の
輩
に
忍
辱
の
心
を
起
こ
さ

し
む
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
山
の
七
人
、
残
れ
る
業
を
滅
ぼ
し
て
、
天
上
に
帰

る
べ
し
。
日
本
の
衆
生
、
こ
の
因
縁
に
、
生
々
世
々
に
、
仏
に
会
ひ
奉
り
、

法
を
聞
く
べ
し
。
ま
た
、
こ
の
山
の
族
、
七
人
に
あ
た
る
人
を
、
三
代
の

孫
に
得
べ
し
。
そ
の
孫
、
人
の
腹
に
宿
る
ま
じ
き
者
な
れ
ど
、
こ
の
日
の

本
の
国
に
契
り
結
べ
る
因
縁
あ
る
に
よ
り
て
、そ
の
果
報
豊
か
な
る
べ
し
⽜

と
の
た
ま
ふ
時
に
、
遊
び
人
ら
礼
拝
し
奉
る
。（

俊
蔭
巻
・
一
七
～
一
八
頁
)

仏
は
右
記
引
用
の
な
か
で
俊
蔭
の
前
世
の
罪
業
と
功
徳
か
ら
語
り
始
め
る
。

彼
は
前
世
で
尊
勝
陀
羅
尼
経
を
念
誦
す
る
仙
人
を
供
養
し
た
功
徳
が
ゆ
え
に
、

輪
廻
生
死
の
罪
を
滅
ぼ
し
て
人
の
身
を
得
た
も
の
の
、
来
世
で
ま
た
人
の
身
を

受
け
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
天
女
の
七
人

の
子
ら
と
の
弾
琴
合
奏
を
仏
や
菩
薩
の
耳
に
届
け
、
懈
怠
邪
見
の
輩
に
忍
辱
の

情
を
起
こ
さ
せ
た
た
め
に
、
生
々
世
々
仏
に
会
い
、
そ
の
説
法
を
聞
く
機
会
に

め
ぐ
り
会
え
る
と
、
未
来
世
の
利
益
ま
で
予
言
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
人
間
の
腹

に
宿
る
べ
き
で
は
な
い
天
女
の
七
人
目
の
子
を
三
代
の
孫
と
し
て
得
ら
れ
る
と

い
う
現
世
利
益
も
開
示
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
物
語
の
舞
台
が
現
世
世
界
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
つ
れ
、
現
世
利

益
は
仏
の
開
示
と
異
な
る
形
で
示
さ
れ
始
め
る
。
俊
蔭
の
遺
言
で
予
言
さ
れ
た

秘
琴
行
使
の
行
方
を
確
認
す
る
と
、
俊
蔭
娘
は
、
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
境
遇

が
遺
言
に
お
け
る
秘
琴
行
使
の
規
定
と
符
合
す
る
か
否
か
と
躊
躇
っ
た
末
に
、

南
風
の
弾
琴
を
決
心
し
た
。

一
声
掻
き
鳴
ら
す
に
、
大
き
な
る
山
の
木
挙
り
て
倒
れ
、
山
逆
さ
ま
に
崩

る
。
立
ち
囲
め
り
し
武
士
、
崩
る
る
山
に
埋
も
れ
て
、
多
く
の
人
死
ぬ
れ

ば
、
山
さ
な
が
ら
静
ま
り
ぬ
、（
後
略
）

（
俊
蔭
巻
・
四
三
頁
)

そ
れ
を
掻
き
鳴
ら
す
と
、
山
の
木
が
一
斉
に
倒
れ
、
ま
た
山
も
逆
さ
ま
に
崩

れ
た
。
そ
こ
に
、
秘
琴
の
霊
力
は
大
地
を
変
動
さ
せ
る
と
い
う
形
に
現
れ
て
い

る
。俊

蔭
娘
に
先
立
ち
、
俊
蔭
が
御
前
で
弾
琴
し
て
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
す
場

面
は
冒
頭
で
引
用
し
た
。
そ
れ
は
、
一
族
を
確
立
さ
せ
る
使
命
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
天
変
地
異
に
典
拠
が
あ
る
。
瓦
が
砕
け
る
の
は
師
曠
鼓
琴
の
故
事
に
、

雪
が
降
る
の
は
師
文
鼓
琴
の
故
事
に
由
来
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、師
曠
鼓
琴
の
故
事
は
諸
典
籍
に
見
え
て
お
り
、諸
注
釈
書
は⽝
韓
詩
外
伝
⽞、

⽝
琴
史
⽞
や
⽝
韓
非
子
⽞
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
が
、
故
事
の
典
拠
は
必
ず
し
も
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
な
か
に
、
宋
の
時
代
、
一
〇
八
四
年
に
成

立
し
た
も
の
と
さ
れ
る⽝
琴
史
⽞に
よ
る
と
す
る
注
釈
書（⽝
校
注
叢
書
⽞、⽝
全
⽞）

は
あ
る
も
の
の
、
十
世
紀
後
半
成
立
と
さ
れ
る
⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
が
直
接
引
用

し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
、
清
水
浜
臣
の
⽝
空
穂
物
語
考
⽞（
尊
経
閣
文
庫

本
）
以
来
、⽝
韓
詩
外
伝
⽞
の
師
曠
鼓
琴
の
一
節
に
よ
る
と
さ
れ
て
き
た（
20
）
が
、

通
行
十
巻
本
に
は
そ
れ
が
見
え
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
、⽝
韓
非
子
⽞や⽝
史
記
⽞⽛
楽
書
⽜に
も
そ
の
故
事
が
見
え
る（
21
）。

⽝
韓
非
子
⽞⽛
十
過
⽜
篇
第
十
で
は
、⽛
音
を
好
む
⽜
晋
の
平
公
は
さ
ら
な
る
⽛
悲

し
き
音
⽜
を
聴
く
た
め
に
、
琴
の
師
の
師
曠
の
諫
言
を
顧
み
ず
、
執
拗
に
そ
の

― 10 ―
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弾
琴
を
求
め
続
け
て
い
る
。

奚
謂
レ
好
レ
音
。
昔
者
衛
霊
公
将
レ
之
レ
晋
、
至
二
濮
水
之
上
一
、
税
レ
車
而

放
レ
馬
、
設
レ
舎
以
宿
。
夜
分
而
聞
下
鼓
二
新
声
一
者
上
、
而
説
レ
之
。
使
三

人
問
二
左
右
一
、
尽
報
レ
弗
レ
聞
。
乃
召
二
師
涓
一
而
告
レ
之
曰
、
有
下
鼓
二

新
声
一
者
上
、
使
三
人
問
二
左
右
一
、
尽
報
レ
弗
レ
聞
、
其
状
似
二
鬼
神
一
、
子

為
聴
而
写
レ
之
。
師
涓
曰
、
諾
。
因
静
坐
、
撫
レ
琴
而
写
レ
之
。
師
涓
明
日

報
曰
、
臣
得
レ
之
矣
、
而
未
レ
習
也
、
請
復
一
宿
習
レ
之
。
霊
公
曰
、
諾
。

因
復
留
宿
、
明
日
而
習
レ
之
、
遂
去
之
レ
晋
。
晋
平
公
觴
二
之
於
施
夷
之

台
一
。
酒
酣
霊
公
起
曰
、
有
二
新
声
一
、
願
請
以
示
。
平
公
曰
、
善
。
乃

召
二
師
涓
一
令
下
坐
二
師
曠
之
旁
一
、
援
レ
琴
鼓
上
レ
之
。
未
レ
終
、
師
曠
撫

止
レ
之
曰
、
此
亡
国
之
声
、
不
レ
可
レ
遂
也
。
平
公
曰
、
此
道
レ
奚
出
。
師

曠
曰
、
此
師
延
之
所
レ
作
、
與
レ
紂
為
二
靡
靡
之
楽
一
也
。
及
二
武
王
伐
一レ

紂
、
師
延
東
走
、
至
二
於
濮
水
一
而
自
投
、
故
聞
二
此
声
一
、
必
於
二
濮
水
之

上
一
、
先
聞
二
此
声
一
者
、
其
国
必
削
、
不
レ
可
レ
遂
。
平
公
曰
、
寡
人
所
レ

好
者
音
也
、
子
其
使
レ
遂
レ
之
。
師
涓
鼓
究
レ
之
。
平
公
問
二
師
曠
一
曰
、

此
所
レ
謂
二
何
声
一
也
。
師
曠
曰
、
此
所
レ
謂
清
商
也
。
公
曰
、
清
商
固
最

悲
乎
。
師
曠
曰
、
不
レ
如
二
清
徴
一
。
公
曰
、
清
徴
可
二
得
而
聞
一
乎
。
師

曠
曰
、
不
可
、
古
之
聴
二
清
徴
一
者
、
皆
有
二
徳
義
一
之
君
也
、
今
吾
君
徳

薄
、
不
レ
足
二
以
聴
一
。
平
公
曰
、
寡
人
之
所
レ
好
者
音
也
、
願
試
聴
レ
之
。

師
曠
不
レ
得
レ
已
、
援
レ
琴
而
鼓
。
一
奏
レ
之
、
有
二
玄
鶴
二
八
一
、
道
二
南

方
一
来
、集
二
於
郎
門
之
垝
一
。
再
奏
レ
之
而
列
。
三
奏
レ
之
、延
レ
頸
而
鳴
、

舒
レ
翼
而
舞
。
音
中
二
宮
商
之
声
一
、
声
聞
二
于
天
一
。
平
公
大
説
、
坐
者

皆
喜
、
平
公
提
レ
觴
而
起
、
為
二
師
曠
寿
一
。
反
レ
坐
而
問
曰
、
音
莫
レ
悲
二

於
清
徴
一
乎
。
師
曠
曰
、
不
レ
如
二
清
角
一
。
平
公
曰
、
清
角
可
二
得
而
聞
一

乎
。
師
曠
曰
、
不
可
、
昔
者
黄
帝
合
二
鬼
神
於
泰
山
之
上
一
、
駕
二
象
車
一

而
六
二
蛟
龍
一
、
畢
方
並
レ
鎋
、
蚩
尤
居
レ
前
、
風
伯
進
掃
、
雨
師
灑
レ
道
、

虎
狼
在
レ
前
、鬼
神
在
レ
後
、螣
蛇
伏
レ
地
、鳳
皇
覆
レ
上
。
大
合
二
鬼
神
一
、

作
二―
為
清
角
一
、
今
吾
君
徳
薄
、
不
レ
足
レ
聴
レ
之
、
聴
レ
之
恐
将
レ
有
レ
敗
。

平
公
曰
、
寡
人
老
矣
、
所
レ
好
者
音
也
、
願
遂
聴
レ
之
。
師
曠
不
レ
得
レ
已

而
鼓
レ
之
。
一
奏
レ
之
、
有
二
玄
雲
一
、
従
二
西
北
方
一
起
。
再
奏
レ
之
、
大

風
至
、
大
雨
随
レ
之
、
裂
二
帷
幕
一
、
破
二
爼
豆
一
、
隳
二
廊
瓦
一
、
坐
者
散

走
。
平
公
恐
惧
、
伏
二
于
廊
室
之
間
一
。
晋
国
大
旱
、
赤
地
三
年
、
平
公
之

身
遂
瘙
病
。
故
曰
、
不
レ
務
レ
聴
レ
治
、
而
好
二
五
音
一
不
レ
已
、
則
窮
レ
身

之
事
也（
22
）。

瓦
が
砕
け
る
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、
師
曠
が
⽛
清
角
⽜
と
い
う
曲
を
弾
い

て
引
き
起
こ
し
た
、⽛
一
奏
レ
之
、
有
二
玄
雲
一
、
従
二
西
北
方
一
起
。
再
奏
レ
之
、

大
風
至
、
大
雨
随
レ
之
、
裂
二
帷
幕
一
、
破
二
爼
豆
一
、
隳
二
廊
瓦
一
⽜
と
い
う
天

変
地
異
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
先
に
、
師
曠
は
三
回
に
わ
た
っ
て
平
公
の
⽛
好
音
⽜
に
つ
い
て
諫

言
し
た
。
そ
の
理
由
は
、⽛
今
吾
君
徳
薄
、
不
レ
足
二
以
聴
一
⽜
と
い
う
ひ
と
言
に

尽
き
よ
う
。
一
回
目
は
師
涓
が
鳴
ら
し
か
け
た
⽛
清
商
⽜
と
い
う
⽛
声
⽜
に
つ

い
て
、⽛
師
曠
曰
、
此
師
延
之
所
レ
作
、
与
レ
紂
為
二
靡
靡
之
楽
一
也
。
及
二
武
王

伐
一レ
紂
、
師
延
東
走
、
至
二
於
濮
水
一
而
自
投
、
故
聞
二
此
声
一
、
必
於
二
濮
水
之

上
一
、
先
聞
二
此
声
一
者
、
其
国
必
削
、
不
レ
可
レ
遂
⽜
と
、
二
回
目
は
⽛
清
商
⽜
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よ
り
も
悲
し
き
⽛
清
徴
⽜
に
つ
い
て
、⽛
古
之
聴
二
清
徴
一
者
、
皆
有
二
徳
義
一
之

君
也
、
今
吾
君
徳
薄
、
不
レ
足
二
以
聴
一
⽜
と
、
三
回
目
は
⽛
清
徴
⽜
よ
り
も
さ

ら
に
悲
し
き
⽛
清
角
⽜
に
つ
い
て
、⽛
昔
者
黄
帝
合
二
鬼
神
於
泰
山
之
上
一
、
駕
二

象
車
一
而
六
二
蛟
龍
一
、
畢
方
並
レ
鎋
、
蚩
尤
居
レ
前
、
風
伯
進
掃
、
雨
師
灑
レ
道
、

虎
狼
在
レ
前
、
鬼
神
在
レ
後
、
螣
蛇
伏
レ
地
、
鳳
皇
覆
レ
上
。
大
合
二
鬼
神
一
、

作
二―
為
清
角
一
、
今
吾
君
徳
薄
、
不
レ
足
レ
聴
レ
之
、
聴
レ
之
恐
将
レ
有
レ
敗
⽜
と

述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
師
曠
は
琴
曲
に
は
そ
れ
ぞ
れ
由
来
が
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
強

調
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
琴
曲
を
演
奏
す
る
と
、
そ
の
由
来
に
織

り
込
ま
れ
て
い
る
情
念
が
発
揚
さ
せ
ら
れ
、
天
地
の
変
動
を
呼
び
起
こ
す
結
果

に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞が
典
拠
と
し
た
、

⽛
清
角
⽜
が
引
き
起
こ
し
た
天
地
の
変
動
は
災
い
が
お
と
ず
れ
る
前
兆
と
し
て

描
か
れ
、
忌
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
を
対
照
す
る
と
、⽝
史
記
⽞⽛
楽
書
⽜
は
、⽛
清
商
⽜、⽛
清
徴
⽜、⽛
清
角
⽜

と
い
う
曲
名
を
伏
せ
、⽛
清
角
⽜
の
由
来
も
大
幅
に
簡
略
化
し
た
と
い
う
行
文
上

の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、⽝
韓
非
子
⽞⽛
十
過
⽜
と
同
一
な
る
故
事
構
造
を
有
す

る
の
は
認
め
て
問
題
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
天
（
地
）・
楽
・
人
と
い
う
三
者
の

関
係
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
述
す
る
。
章
段
の
始
め
で
、⽛
凡
音
由
二
於
人
心
一
。

天
之
与
レ
人
、
有
二
以
相
通
一
。
如
二
景
之
象
レ
形
、
響
之
応
一レ
声
。
故
為
レ
善

者
、
天
報
レ
之
以
レ
福
、
為
レ
悪
者
、
天
与
レ
之
以
レ
殃
⽜（23
）と
、
人
の
心
の
動
き

に
発
す
る
楽
は
天
地
を
変
動
さ
せ
う
る
と
い
う
主
張
を
披
瀝
し
て
い
る
。
そ
れ

に
次
い
で
、⽛
故
舜
弾
二
五
弦
之
琴
一
、
歌
二
南
風
之
詩
一
、
而
天
下
治
⽜
の
理
由

は
、⽛
夫
南
風
之
詩
者
、生
長
之
音
也
。
舜
楽
二―
好
之
一
。
楽
与
二
天
地
一
同
レ
意
、

得
二
万
国
之
驩
心
一
。
故
天
下
治
也
⽜
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
の
心
の
動
き

に
発
す
る
楽
は
天
地
の
意
と
同
じ
方
向
を
向
け
て
、
両
者
の
調
和
が
取
れ
る
よ

う
に
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
せ
ね
ば
、
災
禍
を
招
く
。
そ
の
先
例
と

し
て
⽝
史
記
⽞
が
あ
げ
て
い
る
の
は
、
こ
の
師
曠
鼓
琴
の
故
事
で
あ
る
。

一
方
の
⽛
六
月
中
の
十
日
の
ほ
ど
に
、
雪
、
衾
の
ご
と
く
凝
り
て
降
る
⽜
に

関
し
て
は
、
衾
で
雪
を
喩
え
る
の
は
李
白
の
詩
に
見
え
、
弾
琴
に
よ
っ
て
真
夏

に
雪
を
降
ら
せ
る
の
は
⽝
列
子
⽞
湯
問
篇
に
依
拠
す
る
と
諸
注
釈
書
が
ほ
ぼ
一

致
し
て
い
る（
24
）。
後
者
は
、
琴
師
の
師
襄
に
師
事
す
る
、
鄭
国
の
音
楽
家
の
師

文
が
⽛
心
⽜⽛
器
⽜
一
致
を
目
指
し
、
つ
い
に
弾
琴
に
よ
っ
て
天
地
自
然
の
運
行

に
働
き
か
け
る
と
い
う
妙
境
を
会
得
し
た
と
い
う
故
事
に
あ
る
。

無
二
幾
何
一
、
復
見
二
師
襄
一
。
師
襄
曰
、
子
之
琴
何
如
。
師
文
曰
、
得
レ
之

矣
。
請
嘗
二―
試
之
一
。
於
レ
是
、
当
レ
春
而
叩
二
商
弦
一
、
以
召
二
南
呂
一
、

涼
風
忽
至
、
草
木
成
レ
実
。
及
レ
秋
而
叩
二
角
弦
一
、
以
激
二
夾
鍾
一
、
温
風

徐
廻
、草
木
発
レ
栄
。
当
レ
夏
而
叩
二
羽
弦
一
、以
召
二
黄
鍾
一
、霜
雪
交
下
、

川
池
暴
沍
。
及
レ
冬
而
叩
二
徴
弦
一
、
以
激
二
蕤
賓
一
、
陽
光
熾
烈
、
堅
氷
立

散
。
将
レ
終
、
命
レ
宮
而
総
二
四
弦
一
、
則
景
風
翔
、
慶
雲
浮
、
甘
露
降
、

醴
泉
涌
。
師
襄
乃
撫
レ
心
高
踏
曰
、微
矣
、子
之
弾
也
。
雖
二
師
曠
之
清
角
、

鄒
衍
之
吹
律
一
、
亡
二
以
加
一レ
之
。
彼
将
三
挟
レ
琴
執
レ
管
、
而
従
二
子
之

後
一
耳（
25
）。

俊
蔭
巻
が
依
拠
し
た
の
は
傍
線
部
す
な
わ
ち
、
師
文
の
⽛
心
⽜⽛
器
⽜
一
致
に

よ
っ
て
、
天
地
四
時
が
楽
の
律
動
に
従
っ
て
変
化
や
遷
移
を
示
す
奇
異
な
る
現
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象
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
人
の
心
の
動
き
に
発
す
る
楽
は
天
地
を
変
動

さ
せ
う
る
と
い
う
天
（
地
）・
楽
・
人
三
者
の
相
互
関
係
の
構
図
が
示
さ
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、
俊
蔭
の
弾
琴
が
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
し
得
た
の
は
天

（
地
）・
楽
・
人
と
い
う
三
者
構
図
を
成
り
立
た
せ
る
観
念
に
基
づ
く
と
い
う
こ

と
は
、
師
曠
と
師
文
の
故
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
秘
琴
の
行
使
が
現
世

利
益
を
も
た
ら
す
論
理
も
、
そ
の
よ
う
な
観
念
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
実
現

可
能
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

お
わ
り

こ
の
よ
う
に
、
俊
蔭
が
現
世
世
界
に
お
い
て
秘
琴
の
伝
授
と
行
使
に
ま
つ
わ

る
原
則
や
規
定
を
確
立
さ
せ
る
の
も
、⽛
琴
弾
き
て
族
立
つ
べ
き
人
⽜と
い
う⽛
天

の
掟
⽜
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
使
命
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

御
前
で
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
し
て
弾
琴
し
た
の
も
、
天
（
地
）・
楽
・
人
の
三

者
構
図
を
呈
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
際
に
迫
っ
て
き
た
⽛
琴
の
師
⽜
の
任

命
拒
否
は
言
わ
ば
、
天
（
地
）・
楽
・
人
の
三
者
構
図
を
実
現
さ
せ
る
べ
く
一
族

の
位
置
づ
け
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
衝
突
と
し
て
考
え
ら
れ

よ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
一
度
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
俊
蔭
は
辞
官
し
て
貴

族
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
っ
た
空
間
で
娘
へ
秘
琴
を
伝
授
す
る
よ
う
に

決
意
し
、
秘
琴
一
族
の
存
続
を
可
能
な
ら
し
め
る
非
公
開
の
原
則
を
確
立
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
彼
は
遺
言
と
い
う
形
で
秘
琴
の
存
在
を
秘
匿
し
な
が
ら
も
そ
の
行

使
の
機
宜
を
規
定
し
、現
世
世
界
に
お
い
て
秘
琴
を
公
開
す
る
原
則
を
立
て
た
。

そ
の
よ
う
な
思
惑
に
秘
琴
を
天
地
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
利
益
を

追
求
す
る
志
向
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
俊
蔭

巻
以
降
、
俊
蔭
娘
や
仲
忠
が
引
き
続
き
披
露
す
る
秘
琴
の
演
奏
も
、
一
族
の
栄

華
や
繁
栄
を
追
求
す
る
た
め
の
手
段
と
異
な
る
視
点
か
ら
の
考
察
も
必
要
に

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
ち
ょ
う

か
し
ょ
う
・
言
語
文
学
専
攻
)

注⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
本
文
の
引
用
は
室
城
秀
之
校
注
⽝
う
つ
ほ
物
語

全
⽞（
お
う
ふ
う
、

一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
以
下
、⽝
全
⽞
と
略
す
。
他
の
注
釈
書
は
以
下
の
よ
う
に
略

す
。⽝

古
典
全
書
⽞＝
日
本
古
典
全
書
⽝
宇
津
保
物
語
⽞（
一
～
五
）（
宮
田
和
一
郎
校
注
、

朝
日
新
聞
社
、一
九
五
一
～
一
九
五
七
年
）、⽝
旧
大
系
⽞＝
日
本
古
典
文
学
大
系⽝
宇

津
保
物
語
⽞（
一
～
三
）（
河
野
多
麻
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
～
一
九
六

二
年
）、⽝
校
注
叢
書
⽞＝
校
注
古
典
叢
書
⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞（
一
～
五
）（
野
口
元
大

校
注
、明
治
書
院
、一
九
六
七
年
～
一
九
九
九
年
）、⽝
角
川
文
庫
⽞＝
角
川
文
庫⽝
宇

津
保
物
語
⽞（
上
・
中
・
下
）（
原
田
芳
起
校
注
、
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
～
一

九
七
〇
年
）、⽝
鑑
賞
⽞＝
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
六
巻⽝
竹
取
物
語
・
宇
津
保
物
語
⽞

（
三
谷
栄
一
編
、
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）、⽝
全
訳
注
⽞＝
講
談
社
学
術
文
庫
⽝
宇

津
保
物
語
・
俊
蔭
⽞（
上
坂
信
男
・
神
作
光
一
全
訳
注
、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）、

⽝
新
全
集
⽞＝
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞（
①
～
③
）（
中
野
幸
一

校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
～
二
〇
〇
二
年
）。
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（
⚑
）
伊
藤
禎
子
氏
は
⽛
俊
蔭
一
族
の
物
語
と
楼
⽜（⽝
中
古
文
学
⽞
第
七
十
六
号
、
二
〇

〇
五
年
。
後
に
⽝⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
と
転
倒
さ
せ
る
快
楽
⽞（
森
話
社
、
二
〇
一
一

年
）
所
収
）
に
お
い
て
、
秘
琴
伝
授
だ
け
で
は
な
く
、
公
の
場
で
弾
琴
を
拒
む
一

族
の
態
度
を
も
非
公
開
の
原
則
と
見
な
し
、〈
非
公
開
〉
の
論
理
の
孕
む
逆
説
性
が

〈
公
開
〉
の
必
要
性
を
要
請
す
る
と
、
一
族
の
音
楽
を
め
ぐ
る
公
開
と
非
公
開
の
両

義
性
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
族
は
拒
む
態
度
を
取
り
な
が
ら
も
、
重
要
な
場
面
で
秘
琴
を
披
露

し
て
い
る
と
い
う
結
果
を
重
視
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
秘
琴
の
弾
琴
が
現
世
世

界
に
要
請
さ
れ
る
と
い
う
公
開
の
論
理
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
⚒
）
王
権
獲
得
に
つ
い
て
、
宗
雪
修
三
氏
は
⽛
宇
津
保
物
語
、
そ
の
離
散
的
構
造
─

王
権
を
め
ぐ
っ
て
─
⽜（⽝
講
座
平
安
文
学
論
究
⽞
第
十
二
輯
、
風
間
書
房
、
一
九

九
七
年
）
に
お
い
て
、⽛
俊
蔭
の
志
向
し
た
王
権
は
、
天
皇
王
権
を
前
提
と
し
そ
れ

に
寄
生
し
た
も
の
で
は
な
く
（
例
え
ば
摂
関
制
）、
独
自
の
自
立
し
た
王
権
⽜
で
あ

り
、⽛
天
皇
制
と
い
う
現
実
王
権
に
そ
の
よ
う
な
幻
想
王
権
を
対
峙
さ
せ
、
自
ら
の

意
志
を
子
孫
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
追

求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
⽜
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
政
治
社
会
に
お
け
る
琴
の
理
念
性
に
つ
い
て
、
高
橋
亨
氏
は
⽛
う
つ
ほ

物
語
の
〈
琴
〉
と
王
権
⽜（⽝
源
氏
物
語
の
詩
学
⽞
第
Ⅰ
部
第
五
章
、
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
、⽛⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
を
⽛
王
権
物
語
⽜
と
し

て
位
置
づ
け
う
る
の
は
、⽝
源
氏
物
語
⽞
へ
の
展
開
を
主
と
し
た
平
安
朝
の
物
語
史

に
お
い
て
、
た
ん
に
主
人
公
た
ち
が
皇
位
継
承
な
ど
現
実
の
⽛
王
権
⽜
と
関
わ
る

か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
を
〈
王
権
〉
と
表
記
す
る
の
は
、
政
治
社
会
的
な
現
実
を

超
え
た
理
念
あ
る
い
は
幻
想
だ
か
ら
で
あ
り
、⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
に
お
い
て
は
、
俊

蔭
一
族
の
〈
琴
〉
と
漢
詩
文
の
学
問
と
が
、
現
実
の
⽛
王
権
⽜
と
関
わ
り
相
克
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
天
皇
の
位
や
、
娘
を
后
と

し
て
入
内
さ
せ
、生
ま
れ
た
皇
子
を
即
位
さ
せ
て
そ
の
外
戚
と
し
て
権
力
を
握
る
、

同
時
代
の
摂
関
政
治
に
帰
着
す
る
問
題
で
は
な
い
。
物
語
主
人
公
た
ち
の〈
王
権
〉

を
め
ぐ
る
象
徴
的
な
理
念
性
と
、
皇
位
に
関
わ
る
政
治
権
力
と
の
矛
盾
相
克
の
要

素
が
、
こ
の
物
語
に
独
自
な
〈
も
ど
き
〉
の
手
法
に
よ
る
主
題
的
な
意
味
の
生
成

力
と
な
っ
て
い
る
⽜
と
述
べ
て
い
る
。

（
⚓
）
三
谷
栄
一
氏
（⽝
鑑
賞
⽞・
三
○
四
頁
）
は
、
俊
蔭
の
行
動
に
⽛
学
問
で
は
仕
え
て

も
琴
で
は
朝
廷
に
仕
え
な
い
と
い
う
は
げ
し
い
信
念
が
う
か
が
わ
れ
⽜、⽛
こ
の
場

面
に
あ
る
⽛
道
の
こ
と
は
俊
蔭
に
預
く
。
つ
い
で
の
こ
さ
ず
、
才
に
し
た
が
ひ
て

い
だ
し
た
て
、
世
に
し
た
が
ひ
、
人
し
づ
め
、
う
れ
へ
あ
ら
す
な
⽜
と
い
う
帝
の

こ
と
ば
も
、
そ
う
し
た
律
令
官
人
た
ち
の
希
望
や
理
念
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
⽝
宇
津
保
物
語
⽞
が
成
立
し
た
時
代
に
な
る
と
、
律
令

制
は
崩
壊
し
、
摂
関
政
治
体
制
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
詩

（
学
問
）
で
も
っ
て
王
に
仕
え
る
と
い
う
詩
臣
意
識
は
摂
関
家
の
権
勢
の
前
に
完

全
に
挫
折
し
、
最
後
の
詩
臣
で
あ
る
菅
原
道
真
は
太
宰
府
に
流
さ
れ
、
憤
激
の
中

で
死
な
ざ
る
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
律
令
官
人
た
ち
の
も
つ
屈
折
し

た
理
想
と
希
望
が
、
こ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
⽜
と
い
う
見
解
を
示

し
て
い
る
。

（
⚔
）
目
加
田
さ
く
を
氏
は
、⽛
琴
の
家
伝
と
俊
蔭
一
門
の
造
形
⽜（⽝
文
芸
と
思
想
⽞
第
二

十
号
、
一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
、⽛
隠
居
し
て
琴
の
伝
授
に
専
念
し
た
と
い
う
設

定
の
形
成
に
さ
い
し
て
は
、
又
同
物
語
に
お
け
る
琴
の
家
伝
及
び
琴
の
尊
厳
と
い

う
観
念
の
形
成
の
問
題
は
、
こ
れ
を
中
国
に
お
け
る
琴
の
位
相
を
探
り
、
こ
れ
の

移
入
定
着
の
路
線
上
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜
と
し
て
、⽛
俊
蔭
の

造
形
と
い
う
も
の
は
、
つ
ま
り
伶
人
な
ら
ぬ
、
琴
に
堪
能
な
る
有
能
の
君
子
隠
遯

の
姿
、
所
謂
⽛
君
子
左
琴
⽜
の
私
的
な
面
、
伶
人
と
し
て
召
さ
れ
る
事
を
拒
否
し
、

操
を
持
し
孤
高
を
ほ
こ
っ
た
中
国
の
士
君
子
の
姿
勢
が
、
そ
の
ま
ま
移
入
定
着
し

た
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
⽜
と
述
べ
て
い
る
。

（
⚕
）
三
田
村
雅
子
氏
は
⽛
宇
津
保
物
語
の
〈
琴
〉
と
〈
王
権
〉
─
繰
り
返
し
の
方
法
を

め
ぐ
っ
て
─
⽜（⽝
東
横
国
文
学
⽞
第
十
五
号
、
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、⽛
父

母
へ
の
不
孝
を
代
償
に
勝
ち
得
た
琴
の
奏
法
だ
け
は
教
え
る
こ
と
も
売
る
こ
と
も

で
き
な
い
天
女
の
裔
と
し
て
の
存
在
証
明
で
あ
っ
た
⽜
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
ほ
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か
に
、⽛
宇
津
保
物
語
⽛
国
譲
⽜
の
巻
の
方
法
と
構
造
⽜（⽝
日
本
文
学
⽞
第
三
十
六

巻
第
十
一
号
、
一
九
八
七
年
）
と
い
う
三
上
満
氏
の
論
も
あ
る
。

（
⚖
）
前
掲
三
上
氏
論
文
。

（
⚗
）⽛⽝
宇
津
保
物
語
⽞
俊
蔭
一
族
の
琴
の
両
義
性
─
俊
蔭
と
仲
忠
の
予
言
の
視
点
を

通
し
て
─
⽜（⽝
古
代
文
学
研
究
（
第
二
次
）⽞
第
八
号
、
一
九
九
九
年
）。

（
⚘
）⽝
古
典
全
書
⽞
は
⽛
元
気
⽜
と
、⽝
旧
大
系
⽞
は
⽛
気
持
ち
⽜、⽛
勇
気
⽜
と
、⽝
角
川

文
庫
⽞
は
⽛
勇
気
⽜
と
、⽝
新
全
集
⽞
は
⽛
気
力
⽜、⽝
全
⽞
は
⽛
気
持
ち
⽜
と
、⽝
全

訳
注
⽞
は
⽛
元
気
⽜
と
し
て
い
る
。

（
⚙
）⽝
古
典
全
書
⽞
は
前
者
を
⽛
励
み
⽜
と
、⽝
旧
大
系
⽞
は
そ
れ
ぞ
れ
⽛
頼
み
⽜、⽛
生

き
甲
斐
⽜
と
、⽝
新
全
集
⽞
や
⽝
全
⽞
は
両
者
と
も
⽛
励
み
⽜
と
訳
し
て
い
る
。

（
10
）⽝
旧
大
系
⽞
頭
注
。
五
四
頁
。

（
11
）⽝
校
注
叢
書
⽞、⽝
全
訳
注
⽞、⽝
全
⽞（
い
ず
れ
も
尊
経
閣
前
田
本
を
底
本
と
す
る
）。

（
12
）⽝
角
川
文
庫
⽞（
静
嘉
堂
文
庫
浜
田
本
を
底
本
と
す
る
）。

（
13
）⽝
新
全
集
⽞（
尊
経
閣
前
田
本
を
底
本
と
す
る
）、⽝
古
典
全
書
⽞（
写
本
や
版
本
な
ど

複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
な
が
ら
本
文
を
整
定
す
る
）。

（
14
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
三
巻
⽝
日
本
後
紀
・
続
日
本
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
実
録
⽞

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
四
年
初
版
）。
引
用
は
二
〇
〇
四
年
新
装
版
に
よ
り
、
八

一
頁
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
（
以
下
同
）。

（
15
）
前
掲
⽝
日
本
後
紀
・
続
日
本
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
実
録
⽞・
八
六
頁
。

（
16
）
温
厚
な
る
国
民
性
や
仏
教
的
政
策
も
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
石
尾
芳

久
氏
は
⽛
日
本
古
代
の
刑
罰
体
系
⽜（⽝
日
本
古
代
法
の
研
究
⽞、
法
律
文
化
社
、
一

九
五
九
年
）
に
お
い
て
、⽛
嵯
峨
天
皇
弘
仁
元
年
に
藤
原
仲
成
が
誅
せ
ら
れ
た
後
よ

り
、
二
十
六
代
二
百
四
十
七
年
間
継
続
し
た
死
刑
執
行
廃
止
⽜
の
原
因
に
つ
い
て
、

⽛
遠
流
、
す
な
わ
ち
、
嶋
に
放
棄
遣
る
刑
が
、
本
来
、
死
刑
と
同
じ
く
⽝
神
の
制
裁
⽞

を
基
本
観
念
と
す
る
刑
罰
で
あ
り
、
死
刑
と
遠
流
の
区
別
が
流
動
的
で
あ
る
と
い

う
思
想
、
ま
た
、
死
刑
執
行
廃
止
が
死
刑
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
よ
り
も
、
死
刑

の
執
行
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
を
忌
避
す
る
と
い
う
思
想
を
あ
げ
得
る
で
あ
ろ
う
⽜

と
述
べ
て
い
る
。

（
17
）
前
掲
⽝
日
本
後
紀
・
続
日
本
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
実
録
⽞・
二
一
七
頁
。
ま
た
、

同
月
乙
卯
条
で
は
、
同
僚
の
大
判
事
讃
岐
永
直
が
和
気
斉
之
の
事
件
に
連
座
し
て

土
佐
国
に
追
放
さ
れ
た
。

（
18
）⽝
鑑
賞
⽞・
三
一
六
頁
。

（
19
）
注
（
18
）
に
同
じ
。

（
20
）
片
桐
洋
一
⽛
清
水
浜
臣

空
穂
物
語
考
証
首
巻
（
翻
刻
）⽜（⽝
女
子
大
文
学
⽞
第
二

〇
号
、
一
九
六
九
年
）。⽝
空
穂
物
語
考
⽞
以
降
、
横
山
由
清
⽝
宇
津
保
物
語
考
証

附
別
記
⽞（⽝
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
⚒

古
注
釈
編
⚑
⽞
所
収
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
二
年
）、⽝
旧
大
系
⽞、⽝
角
川
文
庫
⽞、⽝
全
訳
注
⽞、⽝
う
つ
ほ
物
語
引
用
漢

籍
注
疏

洞
中
最
秘
鈔
⽞（
上
原
作
和
・
正
道
寺
康
子
著
、
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
）

な
ど
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）⽝
韓
非
子
⽞
は
林
実
⽛
宇
津
保
物
語
の
超
自
然
⽜（⽝
国
文
学
攷
⽞
第
三
号
第
一
輯
、

一
九
三
六
年
）
に
よ
っ
て
、⽝
史
記
⽞⽛
楽
書
⽜
は
⽝
う
つ
ほ
物
語
引
用
漢
籍
注
疏

洞
中
最
秘
鈔
⽞
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
新
釈
漢
文
大
系
第
十
一
巻
⽝
韓
非
子
⽞
上
（
明
治
書
院
、
一
九
六
〇
年
）・
一
〇
四

～
一
〇
八
頁
。

（
23
）
新
釈
漢
文
大
系
第
四
十
一
巻
⽝
史
記

四
（
八
書
）⽞（
明
治
書
院
、
一
九
九
五
年
）。

八
九
頁
。
以
下
頁
数
を
略
す
。

（
24
）⽝
校
注
叢
書
⽞、⽝
角
川
文
庫
⽞、⽝
全
訳
注
⽞、⽝
全
⽞。

（
25
）
新
釈
漢
文
大
系
第
二
十
二
巻
⽝
列
子
⽞（
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
）・
二
四
三
頁
。

― 14 ―― 15 ―

張
⽝
う
つ
ほ
物
語
⽞
に
お
け
る
俊
蔭
の
位
置
づ
け


