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佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）

張

文

宏

前
回
で
は
、『
太
平
広
記
』
の
諸
本
及
び
研
究
現
状
、
佐
藤
春
夫
に
お
け

る
『
太
平
広
記
』
取
材
の
諸
作
品
、「
美
し
い
絹
を
織
る
妻
」
と
そ
の
典
拠
、

仙
人
の
話
に
つ
い
て
な
ど
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
続
き
と
し
て
、
本
稿
で

は
「
元
無
有
」、「
柳
毅
の
話
」、「
任
氏
の
話
」
と
い
う
三
作
を
取
り
上
げ
、

佐
藤
春
夫
の
翻
訳
・
翻
案
の
方
法
と
そ
の
『
太
平
広
記
』
受
容
の
特
徴
を

明
確
に
し
よ
う
と
思
う
。

五
、「
元
無
有
」
の
訳
詩

『
太
平
広
記
』
巻
第
三
六
九
「
精
怪
」
中
の
「
元
無
有
」
は
、
こ
の
よ

う
な
不
思
議
な
話
を
語
っ
て
い
る
。

荒
屋
で
雨
宿
り
を
し
て
い
る
元
無
有
と
い
う
人
は
、
月
夜
に
吟
詠
の
声

を
聞
い
た
。
そ
れ
は
お
互
い
に
褒
め
そ
や
し
あ
っ
た
四
人
の
声
だ
っ
た

が
、
家
中
を
捜
し
て
み
る
と
、
き
ぬ
た
の
槌
と
燈
火
の
台
と
水
桶
と
破
れ

釜
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
四
人
の
吟
詠
の
声
は
こ
れ
ら
の
し
わ
ざ

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

僅
か
三
百
字
ほ
ど
の
掌
編
か
ら
秋
の
月
夜
に
廃
墟
に
溢
れ
た
幻
想
的

な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
き
た
。「
元
無
有
」
に
代
表
さ
れ
た
古
び
た
器
物
の

精
霊
た
ち
は
、
自
分
の
正
体
を
仄
め
か
す
詩
を
詠
ん
で
夜
明
け
と
と
も
に

姿
を
消
し
た
。
当
時
、
詩
か
ら
ど
ん
な
器
物
か
を
推
察
し
た
人
間
が
、
器

物
を
見
届
け
る
た
め
に
、
燃
や
し
た
り
土
中
に
埋
め
た
り
と
い
う
よ
う
な

処
理
を
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
器
物
に
も
生
命
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

「
元
無
有
」
を
典
拠
と
し
た
春
夫
の
同
名
小
説
は
「
枕
中
記
」
と
「
馮

燕
伝
」
と
と
も
に
、
昭
和
一
一
年
九
月
一
六
日
に
河
出
書
房
よ
り
発
行
さ

れ
た
『
世
界
短
篇
傑
作
全
集
』
第
六
巻
『
支
那
印
度
短
篇
集
』
に
収
録
さ

れ
た
。「
元
無
有
」
の
訳
出
或
は
執
筆
の
理
由
が
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』

に
関
係
す
る
の
は
、
そ
の
「
ま
え
が
き
」
に
書
か
れ
て
い
る
（
傍
線
は
佐
藤

春
夫
に
拠
る
）。

伝
奇
の
文
を
造
り
、
会
萃
し
て
一
集
と
し
た
も
の
は
唐
代
に
多
く
あ

つ
た
。
而
し
て
名
声
牛
僧
孺
の
玄
怪
録
に
勝
る
も
の
は
な
か
つ
た
。

（
略
）
そ
の
文
は
他
の
伝
奇
と
あ
ま
り
違
つ
た
と
こ
ろ
は
無
い
け
れ
ど

も
而
し
時
々
創
作
に
出
た
も
の
を
発
表
し
て
、
必
ず
し
も
写
実
的
で

あ
る
こ
と
を
求
め
な
か
つ
た
。
蓋
し
李
公
佐
李
朝
威
の
輩
は
、
僅
か

に
筆
端
の
妙
を
顕
揚
す
る
に
あ
つ
た
、
だ
か
ら
な
ほ
事
情
の
虚
を
言

佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）
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は
な
か
つ
た
。
僧
孺
至
つ
て
は
そ
れ
と
同
時
に
構
想
の
幻
を
自
ら
見

せ
よ
う
と
欲
し
た
。
因
つ
て
故
ら
に
そ
の
詭
設
の
迹
を
示
し
た
の
で

あ
る
。
元
無
有
は
即
ち
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
魯
迅
中
国
小
説
史
略
に
馮マ

マ

る
。

―
佐
藤
）

右
の
記
述
に
よ
り
、
佐
藤
春
夫
が
魯
迅
の
『
中
国
小
説
史
略
』
に
目
を

通
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
同
書
第
一
〇
篇
「
唐
之
伝
奇
集
及

雑
俎
」
に
『
太
平
広
記
』
所
収
の
「
元
無
有
」
の
全
文
が
書
き
入
れ
ら
れ

た
か
ら
、
春
夫
は
直
接
に
魯
迅
の
著
作
を
通
し
て
「
元
無
有
」
を
読
ん
で

い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
傍
線
部
「
李
公
佐
李
朝
威
」
は
唐
代
伝
奇
「
柳

毅
」
を
書
い
た
文
学
者
で
あ
る
が
、
本
章
の
第
六
節
で
「
柳
毅
の
話
」
と

合
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
「
支
那
短
篇
小
説
管
見
」（
前
出
）
か

ら
「
元
無
有
」
に
対
す
る
春
夫
の
評
価
を
読
ん
で
お
く
。

元
無
有
は
田
舎
の
空
荘
の
月
の
さ
し
こ
む
と
こ
ろ
に
家
具
が
霊
怪
を

表
は
す
と
い
ふ
い
か
に
も
荒
涼
た
る
情
致
の
自
然
な
の
を
好
し
と
思

つ
た
。
古
来
の
定
評
は
知
ら
な
い
が
近
代
的
に
は
こ
の
篇
な
ど
は
唐

代
の
作
品
で
も
傑
出
し
た
方
で
あ
ら
う
。
あ
つ
け
な
い
も
の
だ
が
趣

が
深
い
。
決
し
て
一
家
の
趣
味
だ
け
で
は
な
い
つ
も
り
だ
。（
中
略
）

こ
の
短
篇
は
僅
か
に
三
百
字
に
足
ら
ぬ
小
品
で
は
あ
る
が
、
文
学
史

上
の
珍
重
す
べ
き
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
寓
意
や
因
縁
談
な
ど
の

絶
無
な
の
も
好
い
。（

16
）

も
ち
ろ
ん
唐
代
の
小
説
よ
り
唐
詩
の
ほ
う
が
名
を
馳
せ
る
が
、
両
方
と

も
映
発
し
あ
っ
て
唐
代
の
文
壇
を
彩
っ
て
い
る
。
安
徽
大
学
の
呉
懐
東

教
授
は
、
牛
僧
孺
の
詩
と
小
説
と
は
相
互
の
影
響
関
係
が
存
在
し
響
き
合

い
、「
元
無
有
」
は
そ
の
絶
好
の
例
証
で
あ
る（

17
）と
強
調
し
て
い
る
。
春
夫

は
「
元
無
有
」
に
満
ち
た
神
秘
さ
と
怪
異
の
底
に
潜
ん
で
い
る
寓
意
に
惹

か
れ
た
た
め
か
、
好
評
を
唱
え
な
が
ら
同
名
作
品
と
し
て
翻
訳
し
て
き

た
。
同
じ
く
詩
人
で
あ
り
小
説
家
で
あ
る
春
夫
は
、
原
作
の
「
荒
涼
た
る

情
致
の
自
然
な
」
も
の
に
共
鳴
し
や
す
く
直
訳
を
試
み
た
の
で
あ
る
と
考

え
る
。「
き
ぬ
た
の
槌
」、「
燈
火
の
台
」、「
水
桶
」、「
破
れ
釜
」、
こ
の

四
つ
の
器
物
の
精
霊
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
正
体
を
仄
め
か
す
詩
は
、

「
元
無
有
」
の
中
核
的
な
存
在
だ
が
、
春
夫
が
原
詩
に
適
宜
の
改
変
を
施

し
た
数
箇
所
に
気
づ
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
み

る
。（
改
変
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
波
線
を
付
し
た
）

斉
紈
魯
縞
如
霜
雪

寥
亮
高
声
予
所
発

加
賀
の
絹
つ
く
ば
根
の
絹

置
く
霜
の
白
き
夜
ご
ろ
に

高
鳴
る

わ
れ
は

嘉
賓
良
会
清
夜
時

煌
煌
灯
燭
我
能
持

ま
ら
う
ど
ら
つ
ど
ふ
夕
べ
の

き
ら
め
け
る
燈
も

わ
が
捧
げ
こ

そ
す
れ

清
冷
之
泉
候
朝
汲

桑
綆
相
牽
常
出
入

あ
さ
な
あ
さ
な
潜
き
入
り
て
は

さ
や
か
な
る
水
も
て
出
づ
る

わ
れ
と
知
ら
ず
や

佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）
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爨
薪
貯
泉
相
煎
熬

充
他
口
腹
我
為
労

水
た
た
へ
火
に
も
焼
か
る
る

苦
し
み
は
身
の
た
め
な
ら
で

人

に
食
ま
し
む

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
佐
藤
春
夫
は
『
車
塵
集
』
と
同
じ
翻
訳
手
法
や

態
度
で
、
従
来
の
堅
苦
し
い
漢
詩
の
訓
読
法
を
捨
て
、
歌
語
や
五
七
調
の

韻
律
を
導
入
し
自
身
の
抒
情
詩
の
如
く
訳
詩
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

抒
情
的
な
思
い
を
表
出
す
る
よ
う
に
、
彼
は
「
白
き
夜
ご
ろ
に
」
を
書
き

入
れ
た
り
「
清
夜
」
を
「
夕
べ
」
と
な
お
し
た
り
し
、
様
々
な
意
匠
を
凝

ら
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
訳
文
は
原
詩
の
意
に
当
て
は
ま
る
、
新
鮮
且

つ
韻
律
が
美
し
い
好
訳
で
あ
る
と
思
う
。

原
詩
の
「
斉
紈
魯
縞
」
は
、
日
本
の
名
物
「
加
賀
の
絹
つ
く
ば
根
の
絹
」

と
改
変
さ
れ
た
。「
斉
紈
魯
縞
」
と
は
、
中
国
古
代
の
斉
と
魯
と
い
う
地

方
（
現
、
山
東
省
）
原
産
の
白
い
絹
を
指
す
が
、
後
に
上
等
な
高
価
の
絹
織

物
の
代
名
詞
と
な
っ
た
。
ま
た
文
末
の
「
則
雖
阮
嗣
宗
詠
懐
。
亦
若
不
能

加
矣
」
を
、「
た
と
ひ
人
麿

マ

マ

赤
人
で
も
か
う
は
ゆ
く
ま
い
と
い
ふ
風
で
あ

つ
た
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
の
は
同
じ
翻
訳
手
法
で
あ
ろ
う
。
阮
嗣
宗
と

は
、
名
詩
文
『
詠
懐
八
十
二
首
』
を
世
に
残
し
た
、
三
国
時
代
の
魏
の
詩

人
阮
籍
の
こ
と
で
あ
る
。

春
夫
の
「
元
無
有
」
で
は
「
清
冷
之
泉
候
朝
汲
、
桑
綆
相
牽
常
出
入
」

の
中
の
「
桑
綆
」
と
い
う
言
葉
が
抜
か
れ
た
こ
と
は
、
は
っ
き
り
す
る
。

そ
れ
は
削
除
で
は
な
く
、「
桑
綆
」
の
意
味
が
不
詳
で
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
比
較
と
し
て
鈴
木
満
氏
の
訳
詩
を
以
下
に
取
り

挙
げ
る
。

清
く
冷
た
き
井
水

せ
い
す
い

を
、
朝
な
朝
な
に
汲
み
て
し
か
、

桑
（
の
繊
維
）
を
編
み
た
る
釣
瓶

つ
る
べ

の
縄
で
井
戸
に
出
入
り
を
い
た
せ
し

か
。（

18
）

鈴
木
氏
の
訳
詩
は
わ
か
り
や
す
く
原
詩
に
ぴ
っ
た
り
し
た
も
の
と
言
え

る
が
、
詩
の
韻
律
美
と
抒
情
的
な
も
の
が
半
減
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
佐
藤
春
夫
は
「
わ
れ
と
知
ら
ず
や
」

を
加
え
、
詩
の
意
味
を
正
し
く
伝
え
る
と
同
時
に
、
こ
れ
で
水
桶
の
自
負

す
る
さ
ま
を
十
分
に
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
車
塵
集
』

以
来
、
原
詩
の
意
を
守
り
つ
つ
美
し
い
日
本
語
の
韻
律
に
合
わ
せ
る
と

い
っ
た
漢
詩
の
翻
訳
方
法
は
、「
元
無
有
」
の
訳
詩
に
よ
っ
て
、
改
め
て
証

明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、「
柳
毅
の
話
」

「
愛
妖
記
」（
昭
和
二
六
年
、
前
出
）
に
収
録
さ
れ
た
五
話
の
中
で
、
第
一
話

「
柳
毅
の
話
」
と
第
三
話
「
任
氏
の
話
」
は
、『
太
平
広
記
』
の
唐
代
伝
奇

に
素
材
を
採
っ
た
翻
案
作
品
で
あ
る
。「
唐
代
の
人
が
作
っ
た
伝
奇
物
語

は
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
る
が
、
後
世
、
こ
の
よ
う
に
評
価
の
高
い
物
は
、

こ
の
話
（
筆
者
注
「
西
廂
記
」
を
指
す
）
と
李
朝
威
の
「
柳
毅
伝
」
だ
け
で
あ
る
｣

（
19
）

と
、
魯
迅
は
「
柳
毅
伝
」
を
絶
賛
し
て
い
る
。「
柳
毅
伝
」
の
作
者
李
朝
威

佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）
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は
前
節
で
「
元
無
有
」
の
作
者
牛
僧
孺
と
比
べ
な
が
ら
簡
単
に
紹
介
さ
れ

た
。
高
く
評
価
さ
れ
た
「
柳
毅
伝
」
は
、
こ
う
し
た
人
間
と
仙
人
と
の
恋

物
語
で
あ
る
。

書
生
柳
毅
は
科
挙
に
落
第
し
た
。
故
里
に
帰
る
途
中
、
綺
麗
な
羊
飼
い

娘
に
出
会
っ
た
。
こ
の
娘
は
洞
庭
湖
の
龍
王
の
娘
だ
っ
た
。
龍
女
は
涇
川

の
水
神
の
次
男
に
嫁
い
だ
が
、
夫
が
道
楽
者
で
、
舅
姑
に
苛
め
ら
れ
大
変

な
苦
労
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
毅
は
、
龍
女
か
ら
手
紙
を
預
か
り
、
洞
庭

湖
へ
赴
い
て
、
龍
宮
に
た
ど
り
着
い
た
。
龍
宮
の
人
々
が
娘
の
不
幸
を
聞

い
て
み
な
悲
し
ん
だ
。
洞
庭
君
の
弟
に
あ
た
る
銭
塘
君
は
涇
川
に
行
き
、

涇
川
の
水
神
を
殺
し
て
龍
女
を
連
れ
て
帰
っ
た
。
洞
庭
君
は
盛
宴
で
毅
を

慰
労
し
、
銭
塘
君
は
酒
に
乗
じ
て
龍
女
を
毅
の
嫁
に
し
よ
う
と
申
し
出
た

が
、
毅
は
こ
れ
を
断
り
、
た
く
さ
ん
の
宝
物
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
。
毅
は

二
度
結
婚
し
た
が
、
二
人
の
妻
は
皆
亡
く
な
っ
た
。
三
度
目
に
娶
っ
た
蘆

氏
は
龍
女
に
似
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、子
供
が
生
ま
れ
て
一
ヶ
月
し
た
時
、

妻
は
「
実
は
自
分
は
洞
庭
の
龍
王
の
娘
で
す
」
と
打
ち
明
け
た
。
そ
の
後

人
間
界
で
暮
ら
し
た
後
、
つ
い
に
は
夫
婦
と
も
に
神
仙
と
な
っ
た
。

昭
和
初
期
に
『
太
平
広
記
』
か
ら
一
連
の
「
仙
人
の
話
」
を
翻
訳
・
翻

案
し
た
方
法
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
、
昭
和
二
六
年
に
、
佐
藤
春
夫
は
同
書

第
四
一
九
巻
の
「
柳
毅
」
を
「
柳
毅
の
話
」
と
題
し
翻
案
し
た
。
こ
の
龍

宮
の
物
語
に
つ
い
て
、
彼
は
「
柳
毅
の
話
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

柳
毅
の
話
は
原
題
「
柳
毅
伝
」
と
い
つ
て
、
伝
奇
の
中
で
も
有
名
な

も
の
ゝ
一
つ
で
す
。
竜
女
を
主
人
公
と
し
た
、
い
は
ゞ
神
仙
も
の
と

も
い
へ
ま
せ
う
。
豊
な
財
宝
を
得
、
美
し
い
女
に
愛
せ
ら
れ
、
不
老

長
生
す
る
、
こ
の
一
番
単
純
な
人
間
の
欲
望
は
古
来
無
数
の
物
語
を

産
み
出
し
て
ゐ
ま
す
け
れ
ど
、
傑
れ
た
も
の
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
物
語
な
ど
は
そ
の
少
い
も
の
ゝ
一
つ
で
は
な
い
で
せ
う
か
。（

20
）

佐
藤
春
夫
は
、
典
拠
「
柳
毅
」
の
後
日
譚
と
、「
愚
義
之
。
為
斯
文
」
と

い
う
原
作
者
の
感
想
文
を
削
除
し
た
以
外
に
、基
本
的
に
は
典
拠
に
従
い
、

長
文
の
会
話
、
歌
や
複
雑
な
心
理
描
写
ま
で
翻
案
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
誤
訳
、
誤
写
・
誤
植
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
何
箇
所
か
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

そ
の
中
で
目
立
っ
た
誤
訳
は
、「
女
遂
於
襦
間
解
書
」
の
「
襦
」
の
意
味

を
間
違
え
、「
女
は
下
着
の
中
か
ら
手
紙
を
取
り
出
し
て
」
と
し
た
箇
所
で

あ
る
。『
漢
字
源
』
で
は
「
襦
」
は
「
は
だ
に
つ
け
る
柔
ら
か
い
下
着
」
と

解
釈
さ
れ
る
が
、『
太
平
広
記
』
と
同
じ
編
集
者
、
同
時
期
に
世
に
問
わ
れ

た
『
太
平
御
覧
』
卷
六
九
五
服
章
部
一
二
「
襦
」
に
、
漢
の
許
慎
の
『
説

文
解
字
』
が
引
用
さ
れ
、「
襦
、
短
衣
也
」
と
書
い
て
あ
る
。
漢
の
史
遊
の

『
急
就
篇
』
に
も
「
短
衣
曰
襦
、
自
膝
以
上
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
漢
代
か
ら
唐
代
ま
で
の
漢
籍
で
は
「
襦
」
が
上
着
を
指
す
の
で

あ
る
。

柳
毅
は
蘆
氏（
龍
女
の
変
身
）と
結
婚
後
、
子
供
が
生
ま
れ
て
一
か
月
経
っ

た
こ
と
を
祝
う
宴
会
（
中
国
で
「
満
月
酒
」
と
呼
ば
れ
る
）
を
催
し
、
親
戚
た
ち

を
集
め
て
き
た
と
い
う
シ
ー
ン
が
春
夫
の
作
品
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ

佐
藤
春
夫
と
『
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平
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れ
は
古
代
か
ら
の
民
間
の
習
俗
で
あ
り
、
現
代
の
中
国
で
も
変
わ
ら
ず
に

大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
原
文
「
吾
君
正
幸
玄
珠
閣
」
に
拠
り
、「
元
珠
閣
」
は
「
玄
珠
閣
」

の
誤
写
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、他
の
翻
訳
・
翻
案
作
と
比
べ
る
と
、

「
柳
毅
の
話
」
に
見
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
誤
写
は
極
め
て
少
な
い
。
そ

れ
に
詩
文
と
歌
詞
を
含
め
て
細
部
に
至
り
全
て
訳
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
態
度
に
は
「
柳
毅
伝
」
へ
の
愛
着
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

春
夫
自
ら
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
豊
な
財
宝
を
得
、
美
し
い
女
に
愛
せ

ら
れ
、
不
老
長
生
す
る
」
の
は
、「
一
番
単
純
な
人
間
の
欲
望
」
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
無
数
の
物
語
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
中
で
は
、
柳
毅
の
物
語

は
怪
異
且
つ
人
情
の
濃
厚
さ
が
横
溢
し
た
雰
囲
気
で
現
実
と
仙
境
と
を

巧
み
に
錯
綜
さ
せ
る
。
春
夫
は
こ
れ
ら
に
魅
了
さ
れ
た
ら
し
く
、
平
易
な

訳
文
を
作
り
、
作
中
の
人
物
の
間
に
絡
ん
だ
感
情
の
変
化
を
描
き
出
し

た
。
例
え
ば
、
温
厚
な
柳
毅
は
、
龍
女
へ
の
同
情
の
た
め
龍
宮
へ
手
紙
を

渡
し
に
行
っ
た
が
、
救
わ
れ
て
龍
宮
に
戻
っ
た
龍
女
と
結
婚
し
て
ほ
し
い

銭
塘
君
の
強
請
を
聞
い
て
、
彼
は
義
理
と
信
用
を
守
る
た
め
、
そ
れ
を

断
っ
た
。
初
め
に
怒
っ
て
い
た
銭
塘
君
は
よ
う
や
く
柳
毅
の
考
え
が
わ

か
っ
て
き
て
、
二
人
は
友
達
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
龍
女
は
柳
毅
の
人
柄

に
い
っ
そ
う
感
服
し
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
二
人
は
結
婚
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

か
つ
て
佐
藤
春
夫
は
、「
一
時
代
の
区
々
た
る
倫
理
観
な
ど
に
ま
ど
は

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
千
古
を
貫
く
人
性
の
尊
重
を
創
作
の
基
準
に
す
る
」（

21
）

と
、「
歴
史
文
学
管
見
」
に
お
い
て
自
分
の
文
学
観
を
表
明
し
て
い
る
。

人
間
の
感
情
を
尊
び
抒
情
的
に
詠
い
出
す
手
法
が
佐
藤
春
夫
の
詩
か
ら

小
説
に
ま
で
一
貫
し
、
彼
の
翻
訳
・
翻
案
作
品
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
文
学
理
念
は
「
柳
毅
の
話
」
に
も
窺
え
た
が
、
次
節
の

「
任
氏
の
話
」
を
通
し
て
、
こ
の
点
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
、
田
中
貢
太
郎
も
「
柳
毅
伝
」（『
支
那
怪
談
全
集
』
桃
源
社
、
昭
和

四
五
年
一
一
月
）
を
発
表
し
た
が
、
佐
藤
春
夫
の
作
品
と
比
較
す
る
と
、
情

景
描
写
や
人
物
の
会
話
な
ど
が
大
量
に
省
略
さ
れ
て
お
り
、
田
中
版
は
唐

代
伝
奇
「
柳
毅
伝
」
を
要
約
し
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

七
、「
任
氏
の
話
」

「
愛
妖
記
」（
前
出
）
の
第
三
話
「
任
氏
の
話
」
は
、『
太
平
広
記
』
巻
第

四
五
二
所
収
の
「
任
氏
」
を
典
拠
と
す
る
作
品
で
あ
る
。「
任
氏
」
と
い
う

唐
代
伝
奇
は
、
魯
迅
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
狐
の
妖
怪
が
、
女
に
化
け
る

が
、
最
後
ま
で
そ
の
人
間
の
夫
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
雖
今

之
婦
人
有
不
如
者
（
い
ま
の
婦
人
で
も
、
こ
れ
に
劣
る
者
が
い
る
）。
や
は
り
諷
世

の
作
品
で
あ
っ
た
」（

22
）。
そ
の
粗
筋
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

貴
族
出
身
の
韋
崟
の
元
で
居
候
の
身
の
鄭
六
は
、
妖
狐
と
知
り
つ
つ
も

任
氏
を
妾
に
し
た
。
任
氏
は
不
思
議
な
力
を
使
っ
て
鄭
に
金
儲
け
を
さ
せ

る
。
任
氏
の
美
し
さ
に
心
を
惹
か
れ
た
韋
は
鄭
の
い
な
い
時
に
任
氏
に

迫
っ
た
。
し
か
し
、
任
氏
は
夫
に
対
す
る
貞
節
を
守
ろ
う
と
し
、
韋
は
そ

の
様
に
自
分
を
恥
じ
入
り
、
そ
れ
以
後
は
夫
婦
の
面
倒
を
よ
く
見
る
よ
う

佐
藤
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に
な
る
。
後
に
鄭
が
武
官
と
し
て
任
地
へ
赴
く
の
に
、
嫌
が
る
任
氏
を
無

理
や
り
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、途
中
で
犬
に
噛
み
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

鄭
六
は
大
変
悲
し
み
、
任
氏
を
弔
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。

簡
単
に
言
え
ば
、任
氏
の
物
語
は
妖
異
譚
或
い
は
異
類
婚
姻
譚
で
あ
る
。

こ
の
類
は
唐
代
伝
奇
に
限
ら
ず
『
聊
斎
志
異
』
に
も
随
所
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
春
夫
に
は
『
聊
斎
志
異
』
に
よ
る
翻
訳
・
翻
案
作
品
も
少
な

く
な
い
。
そ
し
て
、
彼
は
『
聊
斎
志
異
』
か
ら
「
花
妖
や
狐
魅
の
夢
幻
的

な
趣
の
な
か
に
人
間
味
の
親
愛
す
べ
き
も
の
」
を
見
つ
け
た
。
し
か
し
、

任
氏
は
普
通
の
妖
怪
と
違
い
夫
に
尽
く
す
良
妻
と
し
て
造
形
さ
れ
、
そ
の

姿
は
感
動
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
任
氏
」
の
特
徴
は
、
ほ
と
ん
ど
文

学
作
品
に
登
場
し
な
か
っ
た
、
女
性
に
化
け
た
狐
妖
の
貞
操
観
と
い
う
点

に
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
任
氏
が
良
妻
と
し
て
夫
に
貞
操
を
守
ろ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
佐
藤
春
夫
は
「
任
氏
の
話
」
を
通
し
て
何

を
表
わ
し
た
い
の
か
。
ま
ず
こ
の
作
品
の
「
あ
と
が
き
」
を
見
て
お
こ
う
。

任
氏
の
貞
操
観
に
つ
い
て
の
考
へ
方
は
、ち
ょ
っ
と
珍
し
い
も
の
で
、

ほ
か
に
余
り
類
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の
点
に
全
然
お
説
教
臭
い

と
こ
ろ
の
な
い
こ
と
も
、こ
の
小
説
の
特
異
の
点
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

恐
ら
く
主
人
公
が
人
間
で
な
い
こ
と
が
こ
の
結
果
を
産
ん
だ
理
由
で

せ
う
。
結﹅

末﹅

の﹅

あ﹅

は﹅

れ﹅

も﹅

深﹅

い﹅

。「
柳
毅
の
話
」
と
く
ら
べ
て
、
市
井

の
物
語
、
つ
ま
り
世
話
物
の
味
の
あ
る
点
も
唐
代
の
も
の
と
し
て
は

珍
し
い
方
で
せ
う
。（
傍
点
筆
者
）

春
夫
の
「
任
氏
の
話
」
は
「
柳
毅
の
話
」
と
同
じ
く
、
ほ
と
ん
ど
典
拠

に
従
っ
て
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
日
譚
も
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。
そ
の
後

日
譚
に
は
、
鄭
六
の
栄
達
と
卒
年
、
韋
崟
の
昇
進
と
、
原
作
者
沈
既
済
が

韋
崟
か
ら
任
氏
の
話
を
聞
い
た
経
緯
と
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
沈
既
済
か
ら
の
評
論
も
入
り
、
最
後
に
沈
既
済
が
旅
行
中
、
友
人
た
ち

に
任
氏
の
話
を
伝
え
て
か
ら
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
後
世
に
残
す
よ
う
に
と

頼
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
補
足
資
料
を
惜
し
ま
ず
に

削
っ
た
春
夫
の
「
任
氏
の
話
」
は
、
硬
く
記
録
し
た
形
を
避
け
た
か
ら
こ

そ
、
最
も
小
説
ら
し
く
整
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

沈
既
済
と
い
う
小
説
家
は
な
お
「
枕
中
記
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
人

に
馴
染
み
の
「
邯
鄲
夢
の
枕
」
と
い
う
話
に
よ
く
似
て
い
る
。「
枕
中
記
」

は
『
文
苑
英
華
』
巻
第
八
三
三
に
収
め
ら
れ
た
と
同
時
に
、「
呂
翁
」
と
題

し
『
太
平
広
記
』
巻
第
八
二
「
異
人
」
に
も
編
入
さ
れ
て
い
る
。
春
夫
は

「
枕
中
記
」
を
典
拠
に
同
名
作
品
と
翻
案
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は

「
元
無
有
」
と
「
馮
燕
伝
」
と
と
も
に
『
世
界
短
篇
傑
作
全
集
』
第
六
巻
『
支

那
印
度
短
篇
集
』（
前
出
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
春
夫
は
沈
既
済
に
興
味

が
あ
っ
た
ら
し
く
、「
枕
中
記
」
の
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
、
沈
既
済
の

生
涯
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

大
歴
年
中
に
は
沈
既
済
が
あ
る
。
蘇
州
の
呉
の
人
で
、経
学
該
博
で
、

楊
炎
の
推
薦
に
よ
り
召
さ
れ
て
左
拾
遺
史
館
修
撰
と
な
つ
た
。
貞
元

の
時
に
炎
が
罪
を
得
た
の
で
既
済
も
亦
処
州
の
司
戸
参
軍
に
左
遷
さ

れ
た
が
、
や
が
て
朝
に
入
り
、
礼
部
員
外
郎
に
位
し
て
卒
し
た

佐
藤
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平
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（
約
七
五
〇
―
八
〇
）
彼
は
建
中
実
録
を
撰
し
た
が
そ
の
才
能
を
賞
せ
ら

れ
た
。
新
唐
書
に
伝
が
あ
る
。（

23
）（

傍
線
は
佐
藤
春
夫
に
よ
る
）

中
国
で
も
、
日
本
で
も
、「
任
氏
の
話
」
は
「
枕
中
記
」
ほ
ど
広
く
知
ら

れ
て
い
な
い
。
だ
が
、「
人
性
の
尊
重
を
創
作
の
基
準
に
す
る
」
春
夫
か
ら

す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
あ
は
れ
も
深
い
」
任
氏
の
物
語
は
、
説
教
臭
い
「
枕

中
記
」
よ
り
文
学
的
価
値
が
あ
る
。
そ
し
て
春
夫
は
「
任
氏
の
話
」
の
結

末
に
意
味
深
い
「
あ
と
が
き
」
を
付
し
て
い
る
。
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
あ

は
れ
」
は
、
狐
で
あ
る
任
氏
の
誠
実
さ
と
、
人
間
で
あ
る
鄭
六
の
思
慮
の

足
り
な
さ
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
悲
し
い
運
命
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
悲
運
の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
哀
し
さ
に
、
春
夫
自
身
の
観
念
と
共
鳴
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
春
夫
「
任
氏
の
話
」
に

は
そ
の
人
間
観
察
の
確
か
さ
を
感
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
、「「
風
流
」
論
」（『
中
央
公
論
』
大
正
一
三
年
四
月
）
の
一
節
が
浮
ん
で
く
る
。

私
は
一
つ
の
感
覚
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
無
常
感
」
を
風
流
の
根
柢
だ

と
も
言
つ
た
。（
中
略
）「
も
の
ゝ
あ
は
れ
」
と
言
ひ
、「
無
常
感
」
と
言

ふ
の
は
、
実
は
こ
の
最
小
限
度
に
於
て
の
生
の
執
着
と
生
の
享
楽
と

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（

24
）

狐
妖
の
任
氏
が
人
間
生
活
か
ら
得
た
些
か
な
幸
せ
と
、
死
ぬ
ま
で
夫
に

忠
実
に
貞
操
を
守
っ
て
い
た
執
着
と
、
春
夫
の
筆
の
下
に
あ
る
の
は
、「
生

の
執
着
と
生
の
享
楽
」
で
あ
ろ
う
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
恋
物
語

に
溢
れ
た
中
国
式
の
哀
し
み
は
、
春
夫
の
い
わ
ゆ
る
、
風
流
の
根
柢
と
な

る
「
無
常
感
」
に
底
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
中
国

古
典
を
典
拠
に
翻
訳
を
行
う
の
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
彼
自
身
の
人
生
観

と
文
学
観
を
強
調
し
て
い
る
有
力
な
形
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
。

む
す
び

以
上
、『
支
那
童
話
集
』
を
中
心
に
、
佐
藤
春
夫
の
『
太
平
広
記
』
取
材

の
作
品
一
四
編
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
い
く
つ
か
の

ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
例
え
ば
、
親
孝
行
の
話
も
あ
れ
ば
、
不
老
長
生
を
求

め
仙
人
に
な
る
話
も
あ
る
。
ま
た
器
物
の
精
霊
の
話
も
あ
れ
ば
、
狐
妖
と

人
間
の
異
類
婚
姻
譚
も
、
人
間
が
動
物
に
化
し
た
奇
聞
も
あ
る
。
選
択
さ

れ
た
作
品
の
多
く
は
、
中
国
で
は
熟
知
さ
れ
た
通
俗
的
な
物
語
で
あ
り
な

が
ら
も
、
初
め
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
支
那
の
文
学
ほ

ど
、
彼
の
国
の
国
勢
や
民
情
を
よ
く
現
し
て
ゐ
る
も
の
も
珍
し
く
な
い
の

だ
か
ら
、
翻
訳
が
文
化
の
理
解
に
、
こ
の
上
も
な
く
役
立
つ
で
あ
ら
う
」（

25
）

と
、
春
夫
が
自
ら
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
中
国
文
学
に
お
け
る
翻
訳
の
重

要
性
を
自
覚
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、〈
支
那
趣
味
愛
好
者
〉
と
謙
虚
な

態
度
を
示
す
春
夫
は
、
中
国
文
化
の
理
解
の
た
め
に
、
翻
訳
・
翻
案
の
形

で
中
国
の
古
典
文
学
の
日
本
へ
の
伝
播
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

本
稿
の
考
察
の
中
で
、最
も
重
視
す
べ
き
な
の
は
、春
夫
に
お
け
る『
太

平
広
記
』
の
受
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
太
平
広
記
』
を
典
拠
と
し
た
佐
藤

佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）

七
三



春
夫
の
作
品
群
か
ら
観
察
さ
れ
る
、
中
国
古
代
の
精
神
を
汲
み
取
っ
た
有

様
で
あ
る
。
ま
と
め
れ
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
三
点
に
集
中
す
る
。

第
一
に
、「
仙
人
の
話
」
の
一
連
作
で
は
、
典
拠
の
末
尾
に
あ
る
後
日
譚

を
適
宜
に
削
っ
た
り
、
難
解
な
中
国
古
代
の
風
俗
や
習
慣
の
一
部
を
直
し

た
り
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
原
作
を
目
指
し
て
直
訳
の
姿
勢
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
通
俗
文
学
の
面
白
さ
を
忠
実
に
再
現
す

る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、「
美
し
い
絹
を
織
る
妻
」
に
代
表
さ
れ
た
よ
う
に
、
複
数
の
資

料
を
併
用
し
、
典
拠
に
な
い
内
容
を
新
し
く
加
え
入
れ
た
り
、
心
理
描
写

や
人
物
会
話
な
ど
を
多
め
に
付
け
加
え
た
り
し
な
が
ら
、
小
説
の
色
彩
を

強
め
て
翻
案
の
技
巧
を
工
夫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
翻
訳
・

翻
案
よ
り
、
む
し
ろ
斬
新
な
文
学
領
域
を
開
拓
す
る
春
夫
の
思
い
が
現
さ

れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
佐
藤
春
夫
は
漢
文
学
の
知
識
を
生
か
し
中
国
の
古

典
文
学
を
借
用
す
る
と
い
う
形
を
通
し
て
、
自
己
の
文
学
の
社
会
性
の
欠

如
を
補
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、「
柳
毅
の
話
」
と
「
任
氏
の
話
」
と
い
う
二
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
典
拠
の
エ
キ
ス
を
基
盤
に
、
自
分
の
文
学
観
や
人
生
観
に
合
せ
た
部
分

の
み
を
巧
み
に
拡
大
さ
せ
る
。
特
に
「
任
氏
の
話
」
の
よ
う
な
女
性
の
悲

運
を
描
く
の
が
得
意
な
春
夫
は
、
そ
う
し
た
物
語
に
秘
め
ら
れ
た
哀
し
さ

を
自
作
に
織
り
込
ん
で
い
き
な
が
ら
小
説
風
に
美
し
く
見
せ
よ
う
と
翻
案

し
た
。

要
す
る
に
、
佐
藤
春
夫
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
単
な
る
翻
訳
・
翻
案
で

は
な
か
っ
た
。
原
作
の
精
神
に
対
す
る
自
己
の
理
解
と
共
鳴
、
言
葉
の
表

現
の
意
匠
と
と
も
に
、
春
夫
ら
し
い
独
特
な
受
容
の
姿
勢
を
構
築
し
て
い

る
。
佐
藤
春
夫
の
個
性
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
中
国
の
古
典
文
学
の
紹
介
と

研
究
は
、
当
時
の
荒
廃
の
中
で
注
目
を
浴
び
、
反
響
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
佐
藤
春
夫
に
は
、
文
学
の
糧
と
し
て
の
中
国
文
学
の
存
在
の
大

切
さ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
太
平
広
記
』
取
材
の
諸
作
品
の
検
討
を
通
し

て
、
以
上
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

注

（
16
）「
支
那
短
編
小
説
管
見
」（『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
二
一
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年

五
月
、
二
五
一
〜
二
五
二
頁
）

（
17
）
呉
懐
東
「
論
伝
奇
小
説
対
中
晩
唐
詩
歌
的
影
響
」（『
合
肥
師
範
学
院
学
報
』
二
〇
〇
八
年

第
二
期
）
参
照
。

中
国
語
の
原
文
は
以
下
に
掲
げ
る
。「
盧
仝
与
牛
僧
孺
是
同
時
代
人
、
盧
的
年
輩
稍

長
、
两
人
作
品
的
接
近
、
所
賦
写
的
実
質
上
又
都
属
于
咏
物
一
類
、
他
们
創
作
所
代

表
的
正
是
詩
歌
影
響
小
説
、
小
説
又
影
響
詩
歌
的
絶
好
例
証
。」

（
18
）
鈴
木
満
「
日
本
民
話
「
化
け
物
寺
」
の
由
来
―
中
国
の
源
泉
と
日
本
へ
の
流
入
―
」

（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第
四
〇
巻
第
三
号
、
平
成
二
一
年
一
月
、
二
八
頁
）

（
19
）
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』（
岳
麓
書
社
﹇
中
国
湖
南
省
長
沙
市
﹈、
二
〇
一
〇
年
一
月
）
中
の

第
九
篇
「
唐
之
伝
奇
文
（
下
）」（
五
三
頁
）
に
拠
る
。

中
国
語
の
原
文
は
以
下
に
掲
げ
る
。「
唐
人
伝
奇
留
遺
不
少
、
而
後
来
煊
赫
如
是
惟

此
篇
及
李
朝
威
《
柳
毅
伝
》
而
已
。」

（
20
）『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
三
三
巻
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
四
八
頁
）

（
21
）「
歴
史
文
学
管
見
」
は
、
昭
和
三
六
年
一
〇
月
一
日
発
行
の
『
文
学
散
歩
』（
第
一
〇

号
）
に
掲
載
す
る
。
本
引
用
は
『
定
本
佐
藤
春
全
集
』
第
二
六
巻
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇

〇
年
九
月
、
二
三
二
頁
）
に
拠
る
。

（
22
）
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』（
今
村
与
志
雄
訳
『
魯
迅
全
集
』
第
一
一
巻
、
学
習
研
究
社

、
昭
和
六
一
年
五
月
。
所
収
）。
一
三
九
頁
。

佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）

七
四



（
23
）『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
三
〇
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
六
月
、
三
九
六
頁
）

（
24
）「「
風
流
」
論
」（『
退
屈
読
本
』、
大
正
一
五
年
一
一
月
、
二
〇
二
頁
）

（
25
）「
日
支
文
化
の
融
合
」（『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
二
二
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
八
月
、

七
九
頁
）

﹇
付
記
﹈
本
稿
で
は
、『
太
平
広
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
一
九
六
一
年
九
月
に
中
華
書
局
よ

り
出
版
さ
れ
、
汪
紹
楹
が
校
勘
し
た
中
華
書
局
本
（
全
一
〇
巻
、
汪
校
本
と
も
称
す

る
）
に
拠
る
。
ま
た
、
佐
藤
春
夫
の
作
品
は
、
臨
川
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
定

本
佐
藤
春
夫
全
集
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
が
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル

ビ
は
省
略
し
て
い
る
。

﹇
ち
ょ
う

ぶ
ん
こ
う

河
南
師
範
大
学
外
国
語
学
部
准
教
授
﹈

佐
藤
春
夫
と
『
太
平
広
記
』（
二
）

七
五


