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紹
興
の
宣
巻

─
二
〇
〇
九
年
・
馬
山
鎮
寧
桑
村

─

松

家

裕

子

こ
の
文
章
は
、
浙
江
省
紹
興
市
郊
外
の
村
で
、
二
〇
〇
九
年
に

行
っ
た
宣
巻
の
調
査
の
記
録
で
あ
る
。

宣
巻
は
、
歌
と
語
り
に
よ
る
宗
教
的
な
儀
礼
で
あ
り
、
ま
た
芸

能
で
あ
る
。「
宣
巻
」
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
名
称
で
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
（
台
本
）
は
「
宝
巻
」
と
呼
ば
れ
る
。

現
存
の
宝
巻
で
確
認
で
き
る
最
初
の
年
代
は
、
明
の
正
徳
四

（
一
五
〇
九
）
年
で
あ
る
。
こ
の
年
、
羅
祖
を
教
祖
と
す
る
当
時
の

新
興
教
団
「
無
為
教
」
が
、「
五
部
六
冊
」
と
総
称
さ
れ
る
宝
巻
を

刊
行
し
た
。

宝
巻
は
、
は
じ
め
は
儀
式
の
台
本
で
あ
っ
た
り
、
教
義
を
説
く

も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
神
仏
た
ち
が
神
仏
と
な
る
ま
で
の

物
語
り
や
、
人
間
が
成
仏
あ
る
い
は
昇
仙
す
る
ま
で
の
物
語
り
が

現
れ
た
。
清
末
に
は
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
（
語
り
も
の
、
演
劇
、
小
説
）

の
物
語
り
が
加
わ
っ
た
。

（
１
）

こ
う
し
て
、
宝
巻
は
、
現
在
、
抄
本
（
手
書
き
本
）、
刊
本
（
木

版
印
刷
本
）
と
石
印
本
と
し
て
、
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
残
さ
れ
、
ひ

と
つ
の
大
き
な
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
残
念
な

こ
と
に
、
中
国
文
学
史
の
中
で
い
ま
だ
相
応
の
注
意
が
払
わ
れ
て

い
な
い
。
中
国
知
識
人
の
伝
統
的
な
文
学
観
の
影
響
の
も
と
、
卑

俗
で
洗
練
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
文
学
と
し
て
の
価
値
が
な

か
な
か
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
宣
巻
も
、
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
宝
巻

と
並
行
し
て
、
行
わ
れ
て
い
た
。
十
六
世
紀
ご
ろ
の
宣
巻
の
よ
う

す
が
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
富
豪
で
あ

る
西
門
家
の
屋
敷
の
奥
に
、
女
た
ち
が
集
ま
り
、
線
香
の
煙
の
な

か
、
尼
僧
が
因
果
の
物
語
り
と
説
教
を
語
っ
て
い
る
。

宣
巻
は
、
現
代
中
国
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
改
革
開
放

の
時
代
に
な
っ
て
、
民
間
の
信
仰
へ
の
禁
圧
の
度
合
い
が
弱
ま
り
、

ま
た
都
市
近
郊
農
村
が
豊
か
に
な
る
と
、
徐
々
に
「
復
活
」
し
て
、

隆
盛
が
目
に
み
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
甘
肅
省
、

江
蘇
省
、
浙
江
省
の
宣
巻
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

宣
巻
は
、
人
類
学
、
民
俗
学
（
民
族
学
）、
宗
教
学
、
社
会
学
、

歴
史
学
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で

あ
る
。
こ
の
記
録
は
、
中
国
文
学
史
、
と
り
わ
け
中
国
歌
謡
史
の

立
場
か
ら
、
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
宣
巻
は
、
テ
キ
ス
ト
の
ま

（
２
）

（
３
）



ま
語
り
う
た
わ
れ
る
の
で
、
文
字
と
声
の
あ
り
よ
う
が
同
時
に
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
側
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
見

る
こ
と
、
テ
キ
ス
ト
の
側
か
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
る
こ
と
、

の
両
方
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
は
、
宝

巻
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
今
は
文
字
で
見
る
こ
と
し
か
で
き
な

い
が
、
も
と
も
と
音
声
と
し
て
の
あ
り
か
た
が
そ
の
形
成
に
大
き

く
か
か
わ
っ
て
い
た
、
文
学
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
の
考
察

に
お
い
て
も
、
参
照
可
能
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
は
じ
め
に
、
こ
の
調
査
と
報
告
に
つ
い
て
、
少
し
説
明

し
て
お
き
た
い
。

こ
の
調
査
は
、
磯
部
祐
子
さ
ん
と
共
同
で
、
と
い
う
よ
り
は
、

磯
部
さ
ん
に
筆
者
が
つ
い
て
行
く
か
た
ち
で
お
こ
な
っ
た
。
磯
部

さ
ん
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
紹
興
に
お
い
て
宣
巻
や
そ
の
他

の
芸
能
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
こ
ら
れ
た
。
筆
者
は
こ
れ

に
強
い
関
心
を
抱
き
、
未
知
の
人
で
あ
っ
た
磯
部
さ
ん
に
共
同
研

究
者
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お
願
い
し
、
調
査
に
同
行
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
現
地
研
究
者
と
の
連
絡
、
調
査
の
手
配
や
依
頼

は
す
べ
て
磯
部
さ
ん
が
行
わ
れ
た
。
本
報
告
は
、
磯
部
さ
ん
か
ら

も
情
報
を
得
つ
つ
、
磯
部
さ
ん
の
了
解
を
得
て
行
う
も
の
で
あ
る

（
た
だ
し
、
文
責
は
す
べ
て
筆
者
に
あ
る
）。
ま
ず
は
じ
め
に
、
磯
部
さ

ん
に
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
調
査
の
手
配
や
当
日

（
４
）

（
５
）

（
６
）

の
通
訳
（
公
用
中
国
語
→
現
地
方
言
）
な
ど
の
お
手
伝
い
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
現
地
研
究
者
の
楊
さ
ん
、
宣
巻
を
行
わ
れ
た
、
リ
ー

ダ
ー
役
の
魯
さ
ん
、
そ
し
て
傅
さ
ん
、
邵
さ
ん
、
魯
さ
ん
（
前
出
の

魯
さ
ん
と
は
別
人
）、
あ
い
だ
を
つ
な
い
で
く
だ
さ
っ
た
邵
さ
ん

（
男
・
前
出
の
邵
さ
ん
と
は
別
人
）、
馮
さ
ん
（
女
）
ご
夫
妻
に
も
、
あ

わ
せ
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
現
地
の
方
々
に
つ
い
て

は
、
文
中
、
す
べ
て
姓
の
み
を
記
す
に
と
ど
め
る
。

一

調
査
の
概
要

馬
山
鎮
寧
桑
村

調
査
日
時
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
（
金
曜
日
）。
宣
巻
が
行

わ
れ
た
の
は
、
中
国
浙
江
省
紹
興
市
馬
山
鎮
寧
桑
村
の
関
帝
廟
で

あ
っ
た
。
以
下
、
宣
巻
開
始
ま
で
の
こ
と
が
ら
を
記
す
。

当
日
、
朝
七
時
半
ご
ろ
、
紹
興
の
市
街
区
南
部
（
廊
橋
花
園
酒

店
）
を
タ
ク
シ
ー
で
出
発
。
途
中
、
現
地
研
究
者
の
楊
さ
ん
（
男
）

と
落
ち
合
う
。
楊
さ
ん
は
八
十
一
歳
。
も
と
小
学
校
の
校
長
先
生

で
、
郷
土
史
家
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
お
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
民
間

芸
能
に
つ
い
て
の
文
章
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
目
的
地
で
あ
る
馬

山
鎮
寧
桑
村
は
、
紹
興
市
街
か
ら
北
へ
十
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に

あ
る
。
十
年
前
は
田
園
地
帯
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
広
大
な
新
興
開

（
７
）
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発
地
区
（「
袍
江
新
区
」
と
思
わ
れ
る
）
を
通
り
抜
け
、
三
十
分
ほ
ど

で
寧
桑
村
に
到
着
し
た
。

車
上
、
楊
さ
ん
が
、
馬
山
鎮
は
堕
民
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と

言
わ
れ
た
。
堕
民
は
、
紹
興
を
含
む
、
浙
東
地
方
特
有
の
身
分
の

名
称
で
あ
る
。
明
代
か
ら
、
戸
籍
の
上
で
良
民
と
区
別
さ
れ
、
差

別
を
受
け
て
、
職
業
選
択
や
通
婚
の
自
由
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

楊
さ
ん
に
、
今
日
会
う
宣
巻
人
は
堕
民
で
す
か
と
尋
ね
た
が
、
わ

か
ら
な
い
と
い
う
答
え
だ
っ
た
。
な
お
、
復
路
は
路
線
バ
ス
を
利

用
し
、
一
時
間
ほ
ど
で
市
街
地
に
も
ど
っ
た
。

寧
桑
村
は
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し
て
質
素
な
村
に
見
え
た
。
村
の

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
端
と
思
し
き
場
所
で
タ
ク
シ
ー
を
降
り
、

数
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
い
た
。
朝
が
早
い
せ
い
か
、
開
い
て
い
る

商
店
も
少
な
く
、
人
ど
お
り
も
あ
ま
り
な
い
。
狭
い
ク
リ
ー
ク
が

い
く
つ
も
と
お
り
、
木
製
の
小
さ
な
舟
が
た
く
さ
ん
も
や
っ
て
あ

る
〔
写
真
１
〕。
途
中
、
葬
儀
用
の
花
輪
屋
さ
ん
と
紙
銭
屋
さ
ん

が
目
に
つ
い
た
。
花
輪
屋
さ
ん
に
は
、
花
輪
が
表
に
飾
ら
れ
、

「
花
輪
売
り
ま
す
（
購
買
花
輪
）」「
水
棺
貸
し
ま
す
（
出
租
水
棺
）」

と
壁
に
直
接
黒
ペ
ン
キ
で
書
き
つ
け
て
あ
っ
た
（
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
閉

ま
っ
て
い
た
）〔
写
真
２
〕。
紙
銭
は
、
燃
や
し
て
、
神
仏
や
あ
の
世

に
行
っ
た
人
に
送
る
お
金
で
あ
る
。
錫
箔
を
押
し
た
紙
を
ふ
く
ら

み
の
あ
る
か
た
ち
に
折
り
、
こ
れ
を
糸
や
紐
で
つ
な
い
で
売
っ
て

（
８
）

（
９
）

い
る
〔
写
真
３
〕。
こ
の
店
は
開
い
て
い
た
が
、
店
に
は
紙
銭
の

ほ
か
に
と
く
に
商
品
は
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
紙
銭
屋
さ
ん
は
、

帰
る
途
中
に
、
も
う
一
軒
見
か
け
た
。
堕
民
は
、
死
者
に
か
か
わ

る
こ
と
が
ら
を
仕
事
に
す
る
こ
と
を
特
徴
の
ひ
と
つ
と
す
る
。
花

輪
屋
さ
ん
と
紙
銭
屋
さ
ん
と
が
目
に
つ
い
た
の
は
、
そ
の
た
め
か

も
し
れ
な
い
。

い
く
つ
目
か
の
ク
リ
ー
ク
で
橋
を
渡
ら
ず
に
横
に
折
れ
、
ま
ず

邵
さ
ん
・
馮
さ
ん
ご
夫
妻
宅
に
立
ち
寄
っ
た
。
三
階
建
て
で
、
江

南
の
あ
る
程
度
豊
か
な
農
村
の
家
と
い
う
体
で
あ
る
。
家
は
新
し

く
、
広
く
て
明
る
い
。
手
洗
い
も
水
洗
だ
っ
た
。
寧
桑
村
の
中
、

こ
の
一
帯
は
、
比
較
的
豊
か
な
家
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

た
。
ご
夫
妻
は
ふ
だ
ん
紹
興
市
街
地
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
み
、
こ

の
日
は
わ
ざ
わ
ざ
、
宣
巻
の
た
め
に
、
昼
食
用
の
食
器
な
ど
を
携

え
、
旧
居
に
も
ど
っ
て
来
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

家
の
前
は
ク
リ
ー
ク
が
交
わ
り
、
広
い
池
の
よ
う
に
な
っ
て
、

舟
も
多
く
溜
ま
っ
て
い
る
。
水
は
ひ
ど
く
汚
れ
て
い
て
、
日
本
の

昭
和
三
十
～
四
十
年
代
の
「
ど
ぶ
が
わ
」
を
思
わ
せ
た
。
そ
れ
で

も
、
対
岸
に
洗
濯
を
す
る
人
が
あ
っ
た
。

ご
夫
妻
の
家
に
着
い
て
す
ぐ
、
徒
歩
一
分
、
宣
巻
の
場
で
あ
る

関
帝
廟
に
向
か
っ
た
。
馮
さ
ん
は
、
古
い
銀
貨
で
あ
る
元
宝
の
か

た
ち
に
折
っ
た
紙
銭
を
入
れ
た
紙
箱
を
、
抱
え
て
お
ら
れ
る
。
宣



巻
人
た
ち
は
、
す
で
に
準
備
を
整
え
、
待
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う

だ
っ
た
。
お
昼
ま
で
に
宣
巻
を
終
え
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
八
時

を
と
お
に
過
ぎ
た
そ
の
時
間
は
、
も
う
早
く
は
な
か
っ
た
。

宣
巻
の
主
催
者
と
目
的

磯
部
祐
子
さ
ん
の
調
査
は
、
現
地
の
人
々
が
、
自
分
た
ち
の
た

め
に
、
自
分
た
ち
で
催
し
て
い
る
宣
巻
に
、
お
相
伴
を
す
る
か
た

ち
で
行
わ
れ
る
。
筆
者
が
と
く
に
魅
力
を
感
じ
た
の
も
こ
の
点
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
そ
う
簡
単
で
な
い
こ
と
は
、
中
国
で
民
間
の
芸

能
・
文
学
を
実
地
調
査
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、
お

そ
ら
く
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
。
遠
路
や
っ
て
き
た
研
究
者
に
、

で
き
る
だ
け
上
等
な
も
の
を
見
せ
た
い
、
見
せ
よ
う
と
い
う
、
現

地
協
力
者
の
思
い
が
、
し
ば
し
ば
こ
ち
ら
の
失
望
に
つ
な
が
る
。

こ
の
日
は
、
現
地
の
人
々
に
よ
っ
て
催
さ
れ
る
宣
巻
が
な
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
磯
部
さ
ん
と
筆
者
が
宣
巻
を
主
催
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
平
素
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
ぬ
か
た
ち

で
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
宣
巻
は
、
目
的
な
く
行
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
現
地
協
力
者
で
あ
る
楊
さ
ん
と
邵
さ
ん
（
馮

さ
ん
の
夫
）
お
ふ
た
り
の
長
寿
祈
願
の
宣
巻
と
し
た
。
宣
巻
が
ひ

と
た
び
始
ま
れ
ば
、
近
隣
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
は
、
平
日
の
昼
間
の
、
し
か
も
急

な
開
催
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
賑
わ
い
は
な
か
っ
た
。
近
所
の
お

ば
あ
さ
ん
が
ひ
と
り
、
数
珠
を
く
り
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
や
っ

て
来
た
の
と
、
昼
ど
き
に
数
人
が
の
ぞ
き
に
来
た
だ
け
だ
っ
た
。

二

宣
巻
を
と
り
ま
く
状
況

関
帝
廟

宣
巻
が
行
わ
れ
た
関
帝
廟
は
、
間
口
が
四
、
五
メ
ー
ト
ル
く
ら

い
の
小
さ
な
祠
で
あ
る
〔
写
真
４
〕。
入
口
の
上
に
「
関
帝
殿
」
の

扁
額
が
か
か
り
、
奉
納
者
と
思
わ
れ
る
夫
婦
（
邵
さ
ん
・
馮
さ
ん
で

は
な
い
）
の
名
前
お
よ
び
「
壬
申
年
一
一
月
廿
（
こ
れ
以
下
一
～
数

文
字
が
読
み
と
れ
ず
）」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
壬
申
年
」
は
、

も
っ
と
も
最
近
の
一
九
九
二
年
で
あ
ろ
う
。
馮
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

む
か
し
は
大
き
な
廟
だ
っ
た
が
、
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六
～
一
九

七
六
）
の
と
き
に
壊
さ
れ
、
改
革
開
放
後
に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。

廟
の
手
前
に
、
廟
と
同
じ
く
ら
い
の
広
さ
の
空
き
地
が
あ
り
、
そ

の
端
に
、
屋
根
つ
き
の
蠟
燭
立
て
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
空
き
地
の

ま
ん
中
に
は
、
紙
銭
を
焼
く
た
め
の
大
き
な
罐
が
置
か
れ
て
い
る
。

廟
の
中
は
、
奥
が
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
中
央

に
関
帝
す
な
わ
ち
神
さ
ま
と
な
っ
た
関
羽
が
鎮
座
し
て
い
る
〔
写

真
５
〕、
こ
の
向
か
っ
て
左
に
は
、
観
音
菩
薩
像
が
安
置
さ
れ
て
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い
る
。
ひ
と
つ
の
廟
の
中
で
、
仏
教
・
道
教
と
い
う
分
類
に
合
わ

な
い
、
神
仏
の
同
居
が
行
わ
れ
る
の
は
、
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
外
に
は
、
関
羽
に
し
た
が
う
周
倉

と
関
平
が
、
地
面
を
踏
ん
で
、
左
右
に
分
か
れ
て
立
っ
て
い
る
。

関
帝
の
前
の
ガ
ラ
ス
に
は
、
こ
の
日
の
宣
巻
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
墨
書
し
た
、
上
部
左
右
の
角
を
折
っ
た
黄
色
い
紙
が
貼
ら
れ
て

い
た
〔
写
真
６
〕。
神
仏
の
像
の
な
い
一
般
家
庭
な
ど
で
宣
巻
が

行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
神
位
、
す
な
わ
ち
よ
り
し
ろ
と
な

る
。
筆
跡
は
魯
さ
ん
の
も
の
で
あ
る
。

香
花
（
香
と
花
（
を
））
喧
揚
宝
巻
敬
神
（
宝
巻
を
高
く
唱
え
て
神

を
敬
し
）

家
門
吉
慶
、
人
口
平
安
（
家
門
は
幸
福
に
、
人
は
平
安
に
）

男
増
百
福
、
女
納
千
祥
（
男
は
百
の
幸
福
を
増
し
、
女

は
千
の
吉
祥
を
受
く
）

関
聖
帝
君
壇
前
（
関
聖
帝
君
の
御
前
に
）

延
生
信
士
（
長
寿
（
祈
願
）
の
信
徒
）

供
奉
（
た
て
ま
つ
る
）

邵
○
○

楊
○
○

敬
奉
（
敬
っ
て
奉
る
）

＊
１

祈
佑
（
加
護
を
祈
る
）
＊
２

恭
敬
（
う
や
う
や
し
く
）

祈佑
＊

恭敬
＊

ま
た
、
同
じ
黄
色
い
紙
を
、
二
枚
短
冊
状
に
切
っ
た
も
の
が
、

ア
ン
プ
の
上
に
そ
ろ
え
て
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
魯
さ
ん
の
筆
で
あ
る
。

（
右
）
虔
備
佛
箱
壹
隻

内
貯

金
剛
経
五
十
巻

高
王
経
十
三

巻

蓮
経
五
十
巻

敬
奉

関
聖
帝
君
簽
納

つ
つ
し
ん
で
仏
箱
一
箇
を
そ
な
え
申
す

内
に
あ
る
も
の

金
剛
経
五
十
巻

高
王
経
十
三
巻

蓮
経
五
十
巻

敬
っ

て
奉
る

関
聖
帝
君

ご
笑
納
賜
ら
ん
こ
と
を

（
左
）
天
運
歳
次
乙
丑
年
二
月
初
十
四
焚
化

信
士

邵
○
○

馮
○
○

敬
奉

天
の
め
ぐ
り

歳
は
乙
丑
（
き
の
と
う
し
）
の
年
（
旧
暦
）

二
月
十
四
日

焼
く

信
徒

邵
○
○

馮
○
○

敬
っ

て
奉
る

こ
れ
ら
は
、
宣
巻
の
最
後
に
燃
や
し
て
、
神
に
捧
げ
ら
れ
る
。

仏
箱
と
経
に
つ
い
て
は
、
実
物
を
確
認
し
て
い
な
い
。

神
像
の
前
の
机
に
は
、
中
央
奥
に
線
香
を
立
て
た
香
炉
が
あ
る
。

そ
の
手
前
、
卓
の
中
央
に
は
、
か
た
ち
の
ま
ま
の
蒸
し
た
鶏
一
羽

が
置
か
れ
、
四
本
の
赤
い
箸
が
突
き
立
て
ら
れ
、
赤
い
紙
が
添
え



ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
脇
に
柑
橘
類
、
バ
ナ
ナ
と
ミ
ニ
ト
マ
ト
、

そ
し
て
、
机
の
手
前
端
に
は
、
紹
興
酒
の
入
っ
た
九
つ
の
湯
飲
み

が
、
横
一
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

磯
部
さ
ん
と
筆
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
か
ら
持
参
し
た
、
簡
単

な
お
菓
子
を
お
供
え
し
た
。

宣
巻
の
場

供
え
も
の
の
置
か
れ
た
机
の
手
前
、
廟
の
入
口
と
の
間
の
狭
い

空
間
に
、
正
方
形
の
机
（
八
仙
卓
）
が
置
か
れ
、
宣
巻
人
が
着
席
さ

れ
て
い
る
。
入
り
口
か
ら
見
て
右
側
に
リ
ー
ダ
ー
役
（
頭
）
の
魯

さ
ん
（
七
十
一
歳
）、
以
下
時
計
ま
わ
り
に
、
机
か
ら
少
し
離
れ
て

二
胡
を
弾
く
魯
さ
ん
（
以
下
魯
さ
ん
（
二
胡
）
と
記
す
。
六
十
四
歳
）、

女
役
（
旦
）
の
邵
さ
ん
（
六
十
一
歳
。
以
下
と
く
に
断
ら
な
い
場
合
は
、

こ
の
宣
巻
人
の
邵
さ
ん
を
指
す
）、
そ
し
て
男
役
（
生
）
の
傅
さ
ん
（
六

十
八
歳
）
が
座
る
。
神
像
側
は
空
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
宣
巻
が

奉
納
を
主
眼
と
し
、
人
で
は
な
く
「
ま
ず
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る

（
娯
神
為
主
）」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

机
の
上
に
は
、
三
辺
に
ひ
と
つ
ず
つ
マ
イ
ク
と
各
人
の
お
茶
が

置
か
れ
て
い
る
。
魯
さ
ん
の
右
手
前
に
は
木
魚
が
あ
る
。
テ
キ
ス

ト
で
あ
る
宝
巻
、
す
な
わ
ち
「
唱
本
」（
以
下
、「
テ
キ
ス
ト
」「
宝
巻
」

「
唱
本
」
を
、
わ
か
り
や
す
さ
を
旨
と
し
て
、
文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分
け

る
）
は
、
全
員
が
み
や
す
い
よ
う
に
し
て
置
い
て
あ
る
。
宣
巻
の

あ
い
だ
、
み
な
ず
っ
と
唱
本
を
見
て
お
ら
れ
た
。
魯
さ
ん
の
話
で

は
、
歌
詞
と
セ
リ
フ
は
、「
お
腹
の
中
に
入
っ
て
い
る
（
在
肚
子

裏
）」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
宣
巻
は
た
い
て
い
唱
本
を
見
て
行

わ
れ
る
。

マ
イ
ク
の
音
は
、
廟
の
外
に
と
り
つ
け
ら
れ
た
ス
ピ
ー
カ
ー
か

ら
、
大
音
量
で
近
隣
に
響
き
渡
る
。
宣
巻
に
は
、
た
い
て
い
ど
こ

で
も
、
こ
の
よ
う
に
マ
イ
ク
と
ス
ピ
ー
カ
ー
を
使
う
。
宣
巻
の

「
宣
」
に
「
喧
（
か
ま
び
す
し
い
）」
の
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多

い
。
大
き
な
音
に
よ
っ
て
、
攘
災
招
福
の
効
果
が
上
が
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
が
録
画
を
し
て
い
た
の
で
、

「
う
る
さ
け
れ
ば
マ
イ
ク
を
切
る
よ
」
と
楊
さ
ん
が
気
を
つ
か
っ

て
く
だ
さ
っ
た
が
、
い
つ
も
の
よ
う
す
が
知
り
た
か
っ
た
の
で
、

そ
の
ま
ま
に
し
て
も
ら
っ
た
。

祈
り

宣
巻
は
、
神
仏
を
招
来
し
、
祈
り
を
さ
さ
げ
る
こ
と
か
ら
は
じ

ま
る
。
こ
の
日
の
次
第
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
①
神
仏

を
招
く
、
②
祈
り
を
捧
げ
る
、
③
宝
巻
を
語
り
う
た
う
、
④
紙
銭

を
焼
い
て
神
仏
を
送
る
。
こ
の
う
ち
、
宣
巻
の
主
要
部
分
で
あ
り
、

も
っ
と
も
時
間
を
要
す
る
の
は
、
③
で
あ
る
。
③
だ
け
を
取
り
出
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せ
ば
、
宣
巻
は
芸
能
に
、
宣
巻
人
は
芸
能
者
に
見
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
正
確
に
は
、
宣
巻
は
①
～
④
す
べ
て
で
あ
り
、

宣
巻
は
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
的
な
儀
礼
で
あ
る

お
よ
そ
の
時
間
は
、
祈
願
が
十
分
、
上
巻
が
二
十
七
分
と
四
十

六
分
で
計
七
十
三
分
、
下
巻
が
五
十
分
、
神
送
り
が
三
分
で
あ
っ

た
。
こ
の
間
、
数
分
程
度
の
小
休
止
が
、
祈
願
と
宝
巻
の
あ
い
だ

に
一
回
、
上
巻
の
途
中
、
テ
キ
ス
ト
の
入
れ
か
え
（
後
述
）
の
と
き

に
一
回
、
上
巻
と
下
巻
の
あ
い
だ
に
一
回
、
計
三
回
、
置
か
れ
た
。

要
し
た
時
間
は
あ
わ
せ
て
二
時
間
半
か
ら
三
時
間
弱
で
あ
っ
た
。

宣
巻
は
と
き
に
終
日
を
要
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
短
い
ほ
う
で
あ
る
。

祈
願
の
と
き
に
、
馮
さ
ん
が
線
香
を
あ
げ
、
関
帝
を
拝
さ
れ
た
。

祈
願
文
は
テ
キ
ス
ト
が
な
く
、
み
な
そ
ら
ん
じ
て
い
る
。
語
り
と

う
た
が
交
互
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
宝
巻
と
同
じ
で
あ
る
。
語
り

は
魯
さ
ん
が
担
当
す
る
が
、
と
き
に
魯
（
二
胡
）
さ
ん
と
の
対
話

に
な
る
。
う
た
は
、
魯
さ
ん
が
木
魚
を
叩
い
て
首
唱
し
、
三
人
が

こ
れ
に
和
す
る
。
祈
願
文
は
、
こ
の
日
の
宣
巻
の
目
的
や
主
催
者

な
ど
を
述
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
、
正
確
な
文
言
が
わ

か
ら
な
い
。
後
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

使
用
言
語
は
、
祈
願
か
ら
宝
巻
ま
で
、
す
べ
て
現
地
の
方
言
で

あ
っ
た
。
テ
キ
ス
ト
は
、「
白
話
小
説
」
と
同
じ
く
、
語
り
の
部
分

も
含
め
て
、
口
頭
語
で
は
な
く
や
は
り
文
章
語
で
あ
る
か
ら
、
と

（

）
１０

（

）
１１

き
に
方
言
の
語
彙
が
混
じ
る
が
、
方
言
を
知
ら
な
く
て
も
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
発
音
が
異
な
る
た
め
、
現
地
の
方
言
が

わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
聴
き
と
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
（
い
ま
テ
キ

ス
ト
の
ど
こ
を
、
う
た
っ
た
り
語
っ
た
り
し
て
い
る
の
か
、
は
わ
か
る
）。

祈
願
文
の
あ
と
の
小
休
止
の
さ
い
、
磯
部
さ
ん
と
筆
者
に
、
宣

巻
の
演
目
を
選
ぶ
よ
う
に
と
、
宣
巻
人
の
手
持
ち
の
唱
本
が
渡
さ

れ
た
。
そ
れ
ら
の
題
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
碧
玉
帯
」「
孝
子
宝
巻
」「
宝
蓮
灯
」「
風
碑
亭
」「
双
状
元
」

「
沈
香
扇
」「
売
水
龍
図
」「
売
花
龍
図
」「
双
金
花
」「
包
公
出

世
」「
花
亭
会
」「
彩
楼
宝
巻
」「
頼
婚
記
」「
福
寿
宝
巻
」

こ
の
中
か
ら
、
名
判
官
で
あ
る
包
拯
が
活
躍
す
る
「
売
花
宝

巻
」
を
お
願
い
し
た
。
上
記
③
宝
巻
を
語
り
う
た
う
、
の
部
分
の

話
は
、
後
に
譲
る
。

「
売
花
宝
巻
」
が
す
べ
て
終
わ
る
と
、
ひ
き
つ
づ
き
、
祈
祷
と
吉

祥
の
意
味
を
も
つ
う
た
が
、
魯
さ
ん
の
木
魚
に
あ
わ
せ
て
、
三
分

ほ
ど
全
員
で
う
た
わ
れ
る
。「
売
花
宝
巻
」
の
あ
い
だ
、
昼
食
の

準
備
の
た
め
か
、
姿
が
見
え
な
か
っ
た
馮
さ
ん
が
廟
に
来
て
、
ふ

た
た
び
関
帝
に
向
か
っ
て
合
掌
礼
拝
さ
れ
た
。
お
昼
ど
き
に
な
っ

て
い
た
の
で
、
近
所
の
人
た
ち
が
数
人
、
ど
ん
ぶ
り
鉢
に
入
っ
た



ぶ
っ
か
け
ご
飯
を
か
き
こ
み
な
が
ら
、
様
子
を
見
に
集
ま
っ
て
き

た
。唱

え
ご
と
が
終
わ
る
と
、
馮
さ
ん
は
廟
の
表
に
出
て
、
廟
の
前

の
空
き
地
で
紙
銭
を
焼
く
。
宣
巻
人
の
邵
さ
ん
が
銅
鑼
（
鑼
）
を
、

魯
さ
ん
が
シ
ン
バ
ル
（
鐃
）
を
打
ち
鳴
ら
す
。
馮
さ
ん
は
、
お
辞

儀
を
く
り
か
え
し
た
。
途
中
か
ら
、
楊
さ
ん
も
礼
拝
に
加
わ
っ
た
。

楊
さ
ん
は
、
落
ち
た
紙
銭
を
拾
っ
て
、
火
の
中
に
投
じ
て
い
る
。

紙
銭
は
燃
え
残
り
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
、
邵
さ
ん
・
馮
さ
ん
ご
夫
妻
、
楊
さ
ん
、
宣
巻
人
の

う
ち
魯
（
二
胡
）
さ
ん
を
除
く
三
人
と
と
も
に
、
邵
さ
ん
・
馮
さ

ん
宅
で
、
昼
食
を
い
た
だ
い
た
。
魯
（
二
胡
）
さ
ん
は
用
が
あ
っ

た
の
か
「
売
花
宝
巻
」
が
お
わ
る
と
、
そ
そ
く
さ
と
廟
を
出
、
バ

イ
ク
で
去
ら
れ
た
。

昼
食
は
オ
プ
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
り
は
、
宣
巻
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
共
食
の
意
味
合
い
が
あ
る
。
皿
数
も
多
く
、
ご
ち
そ
う
で
あ
っ

た
〔
写
真
７
〕。
食
事
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
い
く
ら
か
お
話
を

き
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

こ
の
日
の
宣
巻
は
、
磯
部
さ
ん
（
と
筆
者
）
の
主
催
で
あ
っ
た

か
ら
、
費
用
は
こ
ち
ら
が
負
担
し
た
。
磯
部
さ
ん
が
楊
さ
ん
に
一

千
元
（
約
一
万
五
千
円
）
を
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
に
、
宣
巻
人
へ
の
謝

金
、
食
事
代
、
邵
さ
ん
・
馮
さ
ん
へ
の
謝
金
、
楊
さ
ん
へ
の
謝
金

が
、
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。

三
「
売
花
宝
巻
」

こ
の
日
行
わ
れ
た
「
売
花
宝
巻
」
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
別
に
報
告
と
考
察
が
な
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
日
の
宣
巻
の
報
告
と
し
て
、
最
小
限
必
要
な
こ

と
が
ら
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

現
在
、
紹
興
で
は
、
と
く
に
包
拯
も
の
の
宣
巻
三
種
が
、
よ
く

行
わ
れ
て
い
る
。
三
種
と
は
、「
割
麦
宝
巻
」「
売
花
宝
巻
」「
売
水

宝
巻
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
三
包
」
と
総
称
さ
れ
、
こ
の
順
に

ま
と
め
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
魯
さ
ん
た
ち
は
、
単
行
の

唱
本
と
、「
三
包
」
連
続
の
唱
本
、
二
種
類
の
「
売
花
宝
巻
」
の
テ

キ
ス
ト
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。

こ
の
日
、
見
せ
て
い
た
だ
い
た
た
く
さ
ん
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ほ

と
ん
ど
邵
さ
ん
の
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、

邵
さ
ん
の
自
宅
が
関
帝
廟
の
す
ぐ
そ
ば
で
、
便
が
よ
か
っ
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。「
売
花
宝
巻
」
単
行
版
も
、
宣
巻
人
の
邵
さ
ん

の
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
跡
は
手
書
き
だ
が
、
コ
ピ
ー
し
た
も
の

だ
っ
た
。「
三
包
」
版
は
、
魯
さ
ん
が
自
ら
筆
で
書
か
れ
た
も
の

で
、
魯
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
お
腹
に
あ
っ
た
」
唱
本
を
、
自
ら
短
く

（

）
１２

（

）
１３（

）
１４

（

）
１５
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編
集
し
な
お
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
宣
巻
は
、
半
ば
お
経
と
同
じ

よ
う
に
考
え
ら
れ
、「
一
字
も
脱
け
な
い
（
一
字
都
不
漏
）」
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
、
字
の
脱
落
が
あ
れ
ば
功
徳
が
減
じ
る
と
も
言
わ
れ

る
。
そ
の
一
方
で
、
改
編
も
よ
く
行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

単
行
の
「
売
花
宝
巻
」
よ
り
も
、「
三
包
」
の
売
花
宝
巻
部
分
が

コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
は
「
三
包
」
版
が
採
用

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
売
花
宝
巻
は
「
三
包
」
の
二
番
目
に
あ
り
、

宣
巻
を
中
途
か
ら
は
じ
め
る
か
っ
こ
う
に
な
っ
て
、
都
合
が
悪
い
。

そ
こ
で
、
冒
頭
か
ら
し
ば
ら
く
単
行
版
を
用
い
、
途
中
か
ら
「
三

包
」
に
移
行
し
た
。
単
行
版
の
移
行
部
分
に
、「
三
包
の
は
じ
ま

り
（
三
包
龍
図
開
始
）」
と
は
じ
め
か
ら
メ
モ
書
き
が
あ
っ
た
か
ら
、

こ
の
方
法
は
よ
く
採
用
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

唱
本
の
葉
数
は
、
単
行
部
分
が
十
七
、
つ
づ
く
三
包
の
上
巻
が

三
十
二
、
下
巻
が
三
十
四
、
計
八
十
三
頁
で
あ
っ
た
。
一
頁
の
字

数
は
一
定
し
な
い
が
、
単
行
版
は
ほ
ぼ
二
十
五
字
・
十
行
、
三
包

は
二
十
字
・
九
行
で
あ
る
。

「
売
花
宝
巻
」
の
あ
ら
す
じ
を
、
こ
れ
ら
、
こ
の
日
に
使
わ
れ
た

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

宋
の
仁
宗
の
治
世
、
河
南
の
開
封
府
梧
桐
県
に
劉
思
進
と
い
う

男
が
い
た
。
年
は
二
十
歳
。
賢
妻
で
あ
る
張
三
娘
と
の
あ
い
だ
に
、

三
歳
の
男
の
子
が
あ
っ
た
。
思
進
は
、
礼
部
尚
書
（
大
臣
）
と

な
っ
た
劉
衡
徳
と
任
氏
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
、
ひ
と
り
息
子

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
父
の
劉
衡
徳
は
、
都
に
の
ぼ
っ
た
と
き
、

風
に
当
た
っ
て
病
を
得
て
亡
く
な
る
。
知
県
（
県
知
事
）
の
王
得

龍
は
、
生
前
、
劉
衡
徳
に
恥
を
か
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ

を
恨
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
息
子
に
復
讐
し
よ
う
と
、
思
進
に
命

じ
て
、
南
京
へ
銭
糧
（
年
貢
）
十
二
万
を
届
け
さ
せ
る
こ
と
に
し
、

配
下
を
強
盗
に
仕
立
て
て
、
途
中
、
こ
れ
を
襲
わ
せ
る
。
思
進
は
、

お
つ
き
の
者
を
す
べ
て
殺
さ
れ
、
銭
糧
を
す
べ
て
奪
わ
れ
て
、
物

乞
い
を
し
な
が
ら
家
に
た
ど
り
着
く
。
思
進
は
途
方
に
暮
れ
る
。

（
こ
れ
よ
り
単
行
版
か
ら
「
三
包
」
へ
移
行
）

張
三
娘
は
夫
に
、
家
財
を
す
べ
て
売
り
払
い
、
使
用
人
を
家
に

帰
し
て
、
銭
糧
を
賠
償
し
、
わ
た
し
が
紙
の
切
り
花
を
作
っ
て
、

こ
れ
を
開
封
の
都
に
行
っ
て
売
り
、
そ
れ
で
生
計
を
立
て
ま
し
ょ

う
と
提
案
す
る
。
思
進
は
は
じ
め
、
面
子
を
重
ん
じ
て
い
や
が
る

が
、
母
の
任
氏
が
賛
成
し
た
た
め
同
意
し
て
、
悪
人
に
く
れ
ぐ
れ

も
注
意
す
る
よ
う
に
、
と
言
っ
て
三
娘
を
送
り
出
す
。

さ
て
、
天
上
で
は
太
白
金
星
の
神
が
、
張
三
娘
が
百
日
の
災
い

に
遇
う
運
命
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
地
上
に
降
り
て
、
三
娘
を
三

叉
路
で
待
ち
う
け
る
。
そ
し
て
、
三
娘
に
、
死
ん
で
も
死
体
が
腐

ら
な
い
よ
う
、
金
丹
一
粒
を
の
ま
せ
る
。
三
娘
は
開
封
に
着
い
て



花
を
売
る
が
、
い
っ
こ
う
に
売
れ
な
い
。
困
っ
て
道
ば
た
に
腰
か

け
て
い
る
と
、
茶
店
、
床
屋
、
肉
屋
、
い
ろ
ん
な
男
た
ち
が
、
美

し
い
三
娘
を
じ
ろ
じ
ろ
見
た
り
、
か
ら
か
っ
た
り
す
る
。

さ
て
、
開
封
で
は
、
時
の
皇
帝
、
仁
宗
の
寵
愛
を
受
け
て
い
る

西
宮
の
妃
の
父
親
で
あ
る
曹
璋
が
、
勝
手
放
題
の
横
暴
を
行
っ
て

い
た
。
曹
璋
は
女
好
き
で
、
す
で
に
九
人
の
妻
を
持
っ
て
い
た
が
、

三
娘
に
目
を
つ
け
、
花
が
ほ
し
い
と
嘘
を
言
い
、
邸
に
招
き
入
れ

て
、
結
婚
を
強
要
し
た
。
三
娘
は
拒
否
し
て
曹
璋
を
罵
っ
た
た
め
、

金
槌
で
殴
り
殺
さ
れ
、
曹
璋
の
邸
の
西
の
花
園
に
埋
め
ら
れ
て
、

石
の
板
と
砂
を
交
互
に
七
重
に
か
け
ら
れ
る
。
曹
璋
は
そ
の
上
に
、

芭
蕉
と
海
棠
と
水
仙
の
花
を
植
え
る
。（
上
巻
終
）

そ
の
晩
、
劉
思
進
は
、
妻
の
三
娘
が
帰
ら
な
い
の
で
、
心
配
し

な
が
ら
床
に
就
く
。
す
る
と
、
夢
に
三
娘
が
現
れ
、
曹
璋
に
殺
さ

れ
た
こ
と
と
そ
の
い
き
さ
つ
を
語
る
。
思
進
が
、
翌
朝
、
母
の
任

氏
に
こ
れ
を
話
す
と
、
考
え
す
ぎ
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
思

進
は
開
封
へ
行
き
、
人
か
ら
、
昨
日
、
花
売
り
の
女
が
曹
璋
の
邸

に
連
れ
こ
ま
れ
る
の
を
見
た
、
と
話
を
聞
く
。
そ
こ
で
、
劉
思
進

は
、
公
正
無
私
の
裁
判
官
、
包
拯
に
訴
え
出
よ
う
と
、
包
拯
の
輿

を
止
め
、
訴
状
を
差
し
出
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
包
拯
で
は
な
く
、

曹
璋
の
輿
で
あ
っ
た
。
曹
璋
は
訴
状
を
読
ん
で
、
劉
思
進
を
邸
に

連
行
し
、
水
牢
に
入
れ
る
。

母
の
任
氏
は
、
嫁
の
張
三
娘
ば
か
り
か
息
子
も
も
ど
ら
な
い
の

で
、
心
配
に
な
り
、
孫
を
抱
い
て
開
封
へ
行
き
、
包
拯
の
輿
を
さ

え
ぎ
っ
て
訴
え
出
る
。
包
拯
は
こ
の
話
を
聞
き
、
身
を
清
め
て
、

諸
々
の
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
か
ら
、
夜
、
裁
き
の
場
所
に
行
く
。

す
る
と
、
そ
こ
に
三
娘
の
魂
が
現
れ
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を

語
る
。
包
拯
は
、
そ
こ
で
、
配
下
の
張
龍
と
趙
虎
を
曹
璋
の
も
と

へ
遣
わ
し
、
わ
た
く
し
包
拯
は
、
鄭
州
で
散
糧
の
仕
事
を
し
て

戻
っ
た
ば
か
り
な
の
で
気
分
転
換
が
し
た
い
、
つ
い
て
は
そ
ち
ら

の
花
園
を
見
せ
て
も
ら
い
た
い
、
と
記
し
た
手
紙
を
届
け
さ
せ
る
。

曹
璋
は
、
張
三
娘
を
埋
め
た
西
の
園
を
避
け
、
東
の
園
に
包
拯

を
案
内
す
る
。
し
か
し
、
包
拯
は
、
西
の
園
が
見
て
み
た
い
と

言
っ
て
む
り
や
り
入
り
こ
み
、
海
棠
の
花
が
ほ
し
い
と
言
っ
て
張

と
趙
に
ひ
っ
こ
ぬ
か
せ
る
。
す
る
と
、
石
の
板
が
あ
り
、
そ
の
下

か
ら
三
娘
の
死
体
が
現
れ
る
。
曹
璋
は
、
こ
れ
は
下
女
だ
と
シ
ラ

を
き
る
が
、
包
拯
は
曹
璋
を
捉
え
、
裁
き
に
臨
ま
せ
て
、
斬
首
の

刑
を
言
い
わ
た
す
。
そ
の
あ
と
、
包
拯
は
張
と
趙
に
、「
陰
陽
床
」

「
還
魂
枕
」「
帰
魂
帯
」
を
持
っ
て
こ
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
使
っ
て
三

娘
を
蘇
生
さ
せ
る
。
劉
思
進
も
水
牢
か
ら
救
出
さ
れ
て
、
妻
の
三

娘
が
徐
々
に
よ
み
が
え
る
さ
ま
を
見
守
っ
た
。

包
拯
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
仁
宗
皇
帝
に
報
告
し
、
仁
宗
皇
帝
は

劉
思
進
に
浙
江
巡
按
の
官
を
与
え
る
。
ま
た
、
張
氏
に
は
一
品
夫
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人
の
称
号
、
任
氏
に
は
多
く
の
財
宝
が
送
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
任

氏
は
念
仏
精
進
の
生
活
を
し
て
功
が
満
ち
、
病
む
こ
と
も
な
く
、

百
歳
で
昇
天
し
て
、「
仙
」
と
な
る
。

以
上
が
、「
売
花
宝
巻
」
の
物
語
り
で
あ
る
。
内
容
は
テ
キ
ス

ト
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
出
入
り
が
あ
る
。

宣
巻
は
、
ほ
ぼ
唱
本
の
文
字
の
と
お
り
、
語
り
う
た
わ
れ
た
。

た
だ
し
、
宣
巻
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
、
冒
頭
の
、
次
の
四
句
の

七
言
句
は
省
略
さ
れ
た
。

買
マ
マ
花
宝
巻
始
展
開

「
売
花
宝
巻
」
始
め
ま
す

恭
請
神
聖
降
壇
来

恭
し
く
も
神
さ
ま
を

壇
ま
で

お
招
き
い
た
し
ま
す

善
男
信
女
虔
誠
聴

善
男
善
女
の
み
な
さ
ま
が

つ

つ
し
み
お
聴
き
く
だ
さ
れ
ば

一
年
四
季
永
無
災

一
年
四
季
を

無
事
息
災
に
す

ご
さ
れ
ま
し
ょ
う

こ
の
部
分
が
省
略
さ
れ
た
の
は
、「
売
花
宝
巻
」
に
先
立
っ
て

行
わ
れ
た
祈
願
が
、
こ
の
四
句
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
途
中
、
無
一
文
に
な
っ
た
劉
思
進
が
う
た
う
歌
の
部
分

が
、
そ
っ
く
り
省
略
さ
れ
た
。
物
乞
い
の
歌
を
う
た
う
こ
と
は
、

体
裁
が
悪
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
日
、「
売
花
宝
巻
」
は
関
帝
に
捧
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

「
売
花
宝
巻
」
の
内
容
は
関
帝
と
か
か
わ
ら
な
い
。「
売
花
宝
巻
」

で
た
た
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
包
拯
で
あ
る
。
包
拯
は
、
歴
史
上

の
人
物
で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
中
の
人
物
で
あ
る
が
、
ま

た
民
間
で
は
神
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
帝
へ
の
信
仰
と
抵
触
し
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
物
語
り
の
途
中
に
は
、
太
白
金
星
の
神
が
登
場
し
、

三
娘
を
助
け
る
場
面
も
あ
る
。
そ
し
て
、
宝
巻
一
巻
は
、
任
氏
が

「
吃
素
」（
肉
食
を
断
ち
）「
念
仏
」
を
行
っ
た
功
が
満
ち
て
、
成
仏

し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
宣
巻
中
は
、
く
り

か
え
し
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
唱
え
ら
れ
る
。
仏
教
、
道
教
、
民

間
信
仰
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
出
身
母
体
の
異
な
る
神
格
が
混
在
す
る

こ
と
は
、
中
国
で
は
ご
く
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
一
体
、
何
に
帰
依
し
よ
う
と
い
う
の

だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
信
仰
そ
の
も
の
が
、
ち
ゃ
ら
ん
ぽ
ら
ん
な

の
で
な
い
だ
ろ
う
か
と
す
ら
思
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う

で
な
い
こ
と
は
、
後
に
述
べ
た
い
と
思
う
。



四

音
の
世
界

伴
奏
楽
器

こ
の
日
、
宣
巻
の
伴
奏
に
用
い
ら
れ
た
楽
器
は
、
木
魚
、
机
を

打
つ
木
片
「
醒
木
」、
そ
し
て
二
胡
で
あ
っ
た
。
木
魚
と
醒
木
は

魯
さ
ん
が
担
当
さ
れ
た
。

二
胡
が
使
わ
れ
た
の
は
、
は
じ
め
だ
け
だ
っ
た
。
最
初
か
ら
、

う
た
と
調
子
（
音
高
と
い
う
よ
り
は
調
性
）
が
合
わ
な
か
っ
た
。
調

弦
が
違
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
奏
者
の
魯
（
二
胡
）
さ
ん

は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
三
人
も
、
は
じ
め
二
胡
が
鳴
っ
た
と
き
、
魯

（
二
胡
）
さ
ん
の
ほ
う
を
見
て
、
何
か
声
を
か
け
て
お
ら
れ
た
。
魯

（
二
胡
）
さ
ん
は
、
少
し
調
弦
を
試
み
ら
れ
た
が
、
あ
き
ら
め
た
の

か
、
そ
の
ま
ま
弾
き
つ
づ
け
、
他
の
人
た
ち
も
、
そ
の
後
は
自
分

の
役
に
集
中
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
、
魯
（
二
胡
）
さ
ん
も
、
二

胡
が
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
重
々
承
知
し
て
お
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
、
十
三
分
ほ
ど
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
楽
器
を
マ
イ
ク
に
持
ち

替
え
て
、
唱
和
専
門
と
な
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
当
初
、
た
だ
の
失
敗
に
思
わ
れ
た
が
、
重
要
な

で
き
ご
と
だ
っ
た
。

筆
者
は
、
寧
桑
村
の
後
、
磯
部
さ
ん
に
つ
い
て
、
紹
興
の
三
つ

（

）
１６

（

）
１７

の
場
所
で
宣
巻
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
い
ま
、
比
較
の
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宣
巻
の
使
用
楽
器
を
挙
げ
る
。

Ａ

銭
清
鎮
新
甸
村
（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
二
日
）
個
人
宅
の

新
築
祝
い
で
あ
っ
た
。
楽
器
は
、
木
魚
、
二
胡
。
リ
ー
ダ
ー
役
は

二
胡
担
当
で
あ
っ
た
。
と
き
に
、
軽
琴
（
青
海
省
で
買
っ
た
と
い
う
、

ウ
ク
レ
レ
状
の
撥
弦
楽
器
）
が
加
わ
っ
た
。
ま
た
、
木
魚
に
代
わ
っ

て
、
竹
板
（
竹
板
で
で
き
た
大
き
な
長
方
形
の
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
）
と
梆

子
が
用
い
ら
れ
る
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
音
楽
が
越
劇
に
よ

り
近
づ
い
た
。

Ｂ

斗
門
鎮
荷
湖
村
（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
三
日
）
関
帝
廟
に

村
人
が
集
ま
り
、
宣
巻
が
行
わ
れ
て
い
た
。
楽
器
は
梆
子
の
み
で

あ
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
役
は
梆
子
を
担
当
し
て
い
た
。

Ｃ

東
浦
鎮
楊
川
村
（
二
〇
一
〇
年
三
月
二
十
四
日
）
龍
口
廟
で

土
地
神
の
お
ま
つ
り
を
し
て
い
た
。
楽
器
は
木
魚
、
二
胡
、
シ
ン

バ
ル
（
鐃
）
で
あ
っ
た
。
リ
ー
ダ
ー
役
は
木
魚
と
シ
ン
バ
ル
を
担

当
し
て
い
た
。

宣
巻
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
伴
奏
楽
器
は
、
木
魚
で
あ
る
。

木
魚
は
、
宣
巻
の
発
祥
と
か
か
わ
っ
て
い
て
、
欠
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
Ｂ
荷
湖
村
の
例
の
よ
う
に
、
類
似
の
打
楽
器

で
あ
る
梆
子
に
置
き
換
え
が
可
能
で
あ
る
。
梆
子
は
木
魚
よ
り
も

音
が
澄
ん
で
よ
く
響
き
、
し
か
も
、
Ａ
新
甸
村
の
例
か
ら
も
わ
か

（

）
１８
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る
よ
う
に
、
梆
子
が
あ
れ
ば
演
劇
に
よ
り
近
づ
く
。
荷
湖
村
の
宣

巻
の
リ
ー
ダ
ー
役
は
、
四
十
歳
前
後
の
男
性
で
、
宣
巻
人
と
し
て

は
年
が
若
か
っ
た
。
宗
教
臭
の
す
る
木
魚
を
き
ら
い
、
梆
子
に
変

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
胡
に
つ
い
て
は
、
宣
巻
の
あ
と
、
魯
さ
ん
に
質
問
し
た
と
こ

ろ
、「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ

が
言
い
の
が
れ
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上
記
の
三
例
を
み
れ
ば
わ

か
る
。
し
か
も
、
寧
桑
村
、
新
甸
村
、
楊
川
村
で
は
、
二
胡
は
い

ず
れ
も
、
う
た
と
同
じ
旋
律
を
奏
で
て
い
た
。
同
じ
旋
律
な
ら
、

な
る
ほ
ど
、
な
く
て
も
よ
い
理
屈
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
二
胡
が
使
わ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
ほ
う
が

「
い
い
（
好
聴
）」
か
ら
に
違
い
な
い
。
二
胡
は
、
う
た
の
旋
律
を

た
ど
る
が
、
う
た
が
押
韻
箇
所
で
韻
母
を
の
ば
し
て
い
る
と
き
、

独
自
に
音
を
加
え
る
。
こ
れ
を
聴
き
な
れ
る
と
、
二
胡
が
な
い
の

は
、
退
屈
で
さ
び
し
く
聴
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
よ
り
、

二
胡
が
あ
れ
ば
、
に
ぎ
や
か
で
、
見
場
も
よ
く
な
る
。

宣
巻
人
た
ち
は
、
我
々
の
存
在
や
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
気
に
し
て

る
そ
ぶ
り
を
、
ふ
つ
う
見
せ
な
い
。
し
か
し
、
外
国
人
が
来
る
と

か
カ
メ
ラ
が
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
彼
女
ら
に
と
っ
て
大
き

な
こ
と
が
ら
で
あ
る
は
ず
で
、
平
素
と
異
な
る
緊
張
感
を
も
っ
て

語
り
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
見
て
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

寧
桑
村
の
二
胡
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
ふ
だ
ん
あ
ま
り

用
い
ら
れ
な
い
も
の
が
、
こ
の
日
、
特
別
に
登
場
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
調
弦
の
失
敗
も
、
そ
の
た
め
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、

説
明
が
つ
く
。

こ
の
伴
奏
楽
器
の
問
題
、
と
り
わ
け
弦
楽
器
の
参
入
の
有
無
は
、

た
ん
に
音
楽
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
さ
ら
に
大
き
な

問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
も
と
も
と
、
伴
奏
が

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
り
、
打
楽
器
だ
け
だ
っ
た
り
し
た
一
群
の
歌

に
、
弦
楽
器
や
管
楽
器
の
伴
奏
が
加
わ
り
、
新
た
な
展
開
を
見
る
。

同
じ
こ
と
は
、
中
国
の
歌
謡
史
に
お
い
て
く
り
か
え
し
起
こ
っ
て

き
た
。
た
と
え
ば
、
多
く
の
地
方
劇
の
成
立
過
程
が
そ
う
で
あ
る

し
、
遠
い
時
代
の
話
だ
が
、
漢
の
楽
府
の
相
和
歌
な
ど
に
も
、
同

様
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る

寧
桑
村
で
、
二
胡
が
伴
奏
に
入
ろ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た

場
面
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
こ
と
は
、
う
た
に
弦
楽
器
が
か
ぶ
さ

ろ
う
と
す
る
、
中
国
歌
謡
史
に
お
い
て
数
限
り
な
く
く
り
か
え
さ

れ
て
き
た
場
に
立
ち
会
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
木
魚

し
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
二
胡
な
ど
の
弦
楽
器
が
加
わ
る
こ
と

は
、
宣
巻
の
宗
教
性
が
減
じ
、
娯
楽
性
が
強
く
な
る
こ
と
と
、
か

か
わ
っ
て
く
る
。
宣
巻
の
分
類
の
ひ
と
つ
に
、
弦
楽
器
の
有
無
に

よ
る
「
絲
弦
宣
巻
」
と
「
木
魚
宣
巻
」
の
別
が
あ
り
、「
絲
弦
宣

（

）
１９



巻
」
で
は
、
娯
楽
性
が
強
く
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
お
そ
ら
く
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
れ
ま
で
筆
者
が
聴
い
た
宣
巻
の
う
ち
、
も
っ
と
も
演
奏
水
準
が

高
い
も
の
が
、
二
胡
を
欠
く
、
Ｂ
斗
門
鎮
荷
湖
村
の
関
帝
廟
に
お

け
る
宣
巻
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宣
巻
人
の
声
が
美
し
く
、
音
程

が
狂
わ
な
い
。
朗
々
と
う
た
い
、
遅
め
の
テ
ン
ポ
の
な
か
で
、
節

回
し
が
微
妙
に
動
く
。
残
念
な
が
ら
き
き
と
り
調
査
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
芸
能
化
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
専
業
化
）

の
進
ん
だ
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

リ
ー
ダ
ー
役
は
四
十
歳
前
後
の
働
き
盛
り
の
男
性
で
、
そ
の
こ
と

も
、
こ
れ
を
う
か
が
わ
せ
た
。

紹
興
で
、
宣
巻
人
た
ち
自
身
の
口
か
ら
聴
く
宣
巻
の
分
類
に
、

「
平
巻
」
と
「
花
巻
」
の
別
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
宣
巻
調
」
と
「
越

劇
調
」
と
も
呼
ば
れ
る
。「
平
巻
」「
宣
巻
調
」
は
、
お
経
の
よ
う

な
平
板
な
調
子
の
も
の
を
い
い
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、「
花
巻
」

「
越
劇
調
」
は
、
越
劇
や
民
謡
な
ど
、
他
の
芸
能
の
旋
律
を
取
り
入

れ
た
も
の
を
い
う
。
芸
能
的
性
格
は
、
当
然
後
者
の
ほ
う
が
強
く

な
る
。
た
だ
し
、
越
劇
と
い
っ
て
も
、
同
じ
旋
律
が
果
て
し
な
く

く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
筆
者
が
聴
い
た
宣
巻
は
み
な
「
花
巻
」
で
あ
る
が
、「
花
巻
」

も
一
様
で
は
な
い
。
Ｂ
荷
湖
村
で
は
、
高
め
の
調
性
（
ヘ
長
調
周

（

）
２０

辺
）
で
越
劇
と
似
た
発
声
を
し
て
い
た
が
、
寧
桑
村
で
は
、
低
め

の
調
性
（
変
ホ
長
調
周
辺
）
で
地
声
を
使
っ
て
い
た
。
ま
た
、
Ａ
銭

清
鎮
新
甸
村
で
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
同
日
同
演
目
の
う

ち
に
、
伴
奏
楽
器
も
異
な
る
二
種
（
二
段
階
）
の
う
た
い
か
た
が

混
在
し
て
い
た
。

「
木
魚
宣
巻
」
と
「
絲
弦
宣
巻
」、「
平
巻
」
と
「
花
巻
」、「
宣

巻
調
」
と
「
越
劇
調
」
と
い
っ
た
区
分
の
実
態
は
、
截
然
と
し
た

も
の
と
い
う
よ
り
は
、
ふ
た
つ
の
山
の
頂
上
の
周
囲
に
、
頂
上
か

ら
あ
る
い
は
近
く
、
あ
る
い
は
遠
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
も
の

が
ち
ら
ば
っ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。
芸
能
化
、

娯
楽
化
の
問
題
も
、
こ
れ
ら
の
分
類
と
単
純
に
結
び
つ
け
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

声

─
押
韻
・
唱
和
・
リ
ズ
ム
・
旋
律

宣
巻
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
役
柄
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
し
た

が
っ
て
語
り
う
た
う
。
こ
の
日
の
「
売
花
宝
巻
」
は
、
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
お
よ
び
包
拯
役
が
魯
さ
ん
、
男
役
（
生
）
の
劉
思
進
が
傅

さ
ん
、
女
役
（
旦
）
の
張
三
娘
が
邵
さ
ん
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、

魯
さ
ん
は
治
県
の
王
得
龍
、
思
進
の
母
の
任
氏
、
曹
璋
を
、
邵
さ

ん
は
雑
役
（
ざ
つ
え
き
）
役
を
担
当
さ
れ
た
。

唱
本
に
は
、
担
当
が
交
代
す
る
箇
所
が
、
最
初
の
字
の
右
肩
に
、
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縦
線
を
魯
さ
ん
は
一
本
、
傅
さ
ん
は
二
本
、
邵
さ
ん
は
三
本
、
そ

れ
ぞ
れ
○
で
囲
ん
で
記
号
を
つ
け
て
、
示
さ
れ
て
い
る
〔
写
真

８
〕。
こ
れ
は
、
磯
部
さ
ん
が
「
中
国
民
間
演
劇
の
再
燃
」（
前
掲
）

で
つ
と
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
調
査
と
合
わ
せ
て
も
、

紹
興
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
方
法
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
述
べ
る
、
旋
律
、
リ
ズ
ム
、
唱
和
の
し
か
た
は
、
先
に
挙
げ

た
Ａ
Ｂ
Ｃ
三
箇
所
の
宣
巻
い
ず
れ
に
も
お
お
か
た
当
て
は
ま
る
。

う
た
は
、
ひ
と
り
ず
つ
交
代
で
語
り
う
た
う
の
が
原
則
で
あ
る

が
、
全
員
が
き
ま
っ
て
唱
和
す
る
部
分
が
あ
る
。

ま
ず
、
語
り
か
ら
う
た
に
移
る
と
き
。
散
文
の
最
後
三
文
字
を

ひ
き
の
ば
し
、
四
人
い
っ
し
ょ
に
、
節
を
つ
け
て
読
む
。
実
質
こ

こ
か
ら
う
た
が
始
ま
る
。
つ
づ
け
て
、
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
が
、

「
阿
弥
陀
仏
」
の
語
を
唱
和
に
よ
っ
て
挿
入
し
、
そ
れ
か
ら
韻
文

に
入
る
。

次
に
、
押
韻
箇
所
、
す
な
わ
ち
う
た
の
偶
数
番
目
の
句
の
最
後

三
文
字
で
あ
る
。
こ
こ
を
唱
和
し
、
つ
づ
け
て
、
テ
キ
ス
ト
に
は

な
い
が
、「
南
無
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
句
を
唱
和
に
よ
っ
て
挿

入
す
る
。
こ
れ
を
、
う
た
の
偶
数
番
目
の
句
、
す
べ
て
に
お
い
て

行
う
。
宣
巻
が
、
テ
キ
ス
ト
の
字
数
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
り
も
、

ず
っ
と
長
い
時
間
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
押
韻
は
、

呉
方
言
の
特
徴
を
反
映
し
、
普
通
話
（
公
用
中
国
語
）

n

の
「
」
と

ng「

」
音
が
、
通
押
す
る
。

う
た
の
部
分
の
リ
ズ
ム
と
旋
律
は
、
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
最
初
の
二
句
は
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

凡
例
：
歌
詞
の
行
は
、「
／
」
が
小
節
線
、「
─
」
が
音
を
そ
の
ま
ま

の
ば
す
と
こ
ろ
、
傍
点
が
木
魚
の
入
る
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

音
の
行
は
、
傍
線
部
が
八
分
音
符
、
二
重
傍
線
部
が
十
六
分
音
符
、

傍
点
が
一
オ
ク
タ
ー
ブ
高
い
こ
と
、
白
丸
が
一
オ
ク
タ
ー
ブ
低
い
こ

と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
を
示
す
。

思

進

独

坐
／
在

─

書

─
／
庁

─

─

─

Ｅ

Ｆ

♭

Ｅ
Ｃ
♭

Ｅ
／
Ｄ

Ｃ
Ｂ帰

Ｃ

Ｃ

Ｂ帰

♭

思

想

情

由
／
泪

─

珠

─
／
淋

─

─

─

Ｇ

Ｇ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
／
Ｇ

─

Ｂ
─

Ｅ
／
Ｃ

─

Ｂ

Ｇ

♭

南

─

無

─
／
仏

─

─

─

Ｆ

Ｇ
Ｆ
Ｅ

Ｃ

♭

Ｅ
／
Ｆ

─

─

─

♭

阿

─

弥

─
／
陀

─

─

─
／
仏

Ｇ
─

Ｂ

Ｂ

Ｃ

／
Ｃ
Ｂ
Ｇ

Ｇ
Ｆ
Ｅ
／
Ｆ

♭



思
進
は
書
斎
に

ひ
と
り
居
て

い
き
さ
つ
を

思
え
ば
涙
が

ほ
ほ
濡
ら
す

南
無
阿
弥
陀
仏

最
後
の
「
仏
」
の
字
と
、
次
の
句
の
最
初
の
一
字
が
重
な
っ
て
、

句
が
連
な
っ
て
い
く
。

音
名
を
ざ
っ
と
当
て
た
が
、
句
に
よ
っ
て
（
と
く
に
奇
数
番
目
の

句
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
Ｄ
音
）
多
少
、
上
下
す
る
し
、
も
ち
ろ
ん

節
回
し
が
細
か
く
動
く
。

木
魚
が
二
回
連
打
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
二
打
目
が
脱
落
す
る
こ

と
が
あ
る
。
ま
た
、
う
た
の
部
分
の
最
後
の
一
句
で
は
、
あ
と
に

つ
づ
く
「
阿
弥
陀
仏
」
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
か
わ
り
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

南

─

無

─

／

仏

─

南

無

阿

─

弥

─

／

陀

─

─

─

／

仏

─

─

─

一
小
節
の
長
さ
は
一
定
で
あ
る
が
、
小
節
内
で
は
、
と
く
に
偶

数
番
目
の
句
の
最
初
四
字
の
中
で
、
各
音
の
長
短
が
、
比
較
的
自

由
に
動
く
。
と
り
わ
け
滑
稽
な
場
面
、
街
路
で
切
り
紙
の
花
を
売

る
張
三
娘
の
美
貌
に
見
と
れ
た
男
た
ち
が
、
た
と
え
ば
酒
屋
の
店

主
が
代
金
を
も
ら
い
損
ね
た
り
、
散
髪
屋
が
お
客
の
頭
か
ら
血
を

だ
ら
だ
ら
流
れ
さ
せ
た
り
と
い
っ
た
句
の
つ
づ
く
と
こ
ろ
な
ど
で
、

リ
ズ
ム
が
活
発
に
動
く
。

攢
十
字
（
十
字
句
）
も
、
聴
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
リ
ズ
ム
や
旋
律

に
目
立
っ
た
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

張
三
娘
─
／
取
剪
刀
─
／
百
花
剪
─
／
起
─
─
─

張
三
娘
は
さ
み
を
手
に
取
り
た
く
さ
ん
の
花
の
か
た
ち
を
切
り
出
し
た

攢
十
字
で
は
、
二
十
字
ご
と
に
、「
南
無
仏
、
阿
弥
陀
仏
」
が
挿

入
さ
れ
る
。

テ
ン
ポ
は
、
四
分
音
符
が
一
分
に
六
十
九
回
く
ら
い
で
、
だ
い

た
い
一
定
し
て
い
る
。
心
臓
の
鼓
動
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
緊
迫

し
た
場
面
や
、
団
円
の
部
分
な
ど
、
物
語
り
の
展
開
に
よ
り
、
速

く
な
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
て
、
同
じ
リ
ズ
ム
と
旋
律
が
、
数
時
間
く
り
か
え
さ
れ

る
。
筆
者
は
、
宣
巻
人
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
の
隅
に
椅
子
を
置
い
て
、

唱
本
を
の
ぞ
き
こ
み
な
が
ら
、
ず
っ
と
宣
巻
を
聴
い
て
い
た
。
地

声
が
小
さ
く
な
い
の
に
マ
イ
ク
を
使
わ
れ
、
さ
ら
に
張
三
娘
は
ダ

ミ
声
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
く
り
か
え
し
に
耳
を
傾
け
て
い

る
と
、
な
ん
と
も
い
え
ず
よ
い
心
地
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
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お
わ
り
に

─
聖
性
の
あ
り
か

以
上
が
、
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
、
馬
山
鎮
寧
桑
村
に
お
い
て

行
っ
た
宣
巻
の
調
査
の
記
録
で
あ
る
。
わ
ず
か
半
日
の
調
査
で
も

報
告
す
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
遺
漏
の
多
い
こ
と
を
お
そ

れ
る
。
専
攻
分
野
が
異
な
れ
ば
、
い
や
、
た
と
え
同
じ
で
も
、
報

告
者
が
異
な
れ
ば
、
話
題
も
叙
述
の
し
か
た
も
ち
が
っ
て
く
る
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
の
報
告
は
、「
売
花
宝
巻
」
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か

み
に
踏
み
こ
ま
ず
、
ま
た
、
宣
巻
人
の
社
会
に
お
け
る
位
置
な
ど

に
も
触
れ
ず
、
お
も
に
、
そ
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
テ
キ
ス
ト
を
包

み
こ
む
、
信
仰
の
世
界
と
音
の
世
界
に
注
意
を
向
け
た
も
の
で
あ

る
。
さ
い
ご
に
信
仰
の
世
界
に
つ
い
て
若
干
の
考
え
を
記
し
て
、

ま
と
め
に
か
え
た
い
。

中
国
の
民
間
信
仰
は
、
と
り
わ
け
文
字
だ
け
を
追
い
か
け
て
い

る
と
、
信
仰
の
実
態
が
把
握
し
に
く
い
。
こ
こ
に
い
う
実
態
と
は
、

信
者
の
数
や
信
者
が
何
を
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ

こ
に
こ
め
ら
れ
た
心
（
と
い
う
こ
と
ば
が
適
当
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

が
、
ほ
か
に
わ
か
り
や
す
い
こ
と
ば
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
）
の
あ
り
か

た
の
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
を
共
有
し
な
く
て
も
、
共
感
可
能
な
心

性
と
い
う
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
筆
者
の
不
勉
強
と
い

わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
な
か
な
か
で

き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
な
い
の
で
は
な
く
、
顕
在
化
し
に

く
い
だ
け
だ
。

寧
桑
村
「
売
花
宝
巻
」
は
張
三
娘
が
非
業
の
死
を
遂
げ
、
包
拯

が
悪
を
懲
ら
し
て
こ
れ
を
救
済
す
る
物
語
り
で
あ
る
。
そ
の
テ
キ

ス
ト
に
見
え
る
宗
教
的
な
要
素
は
、
太
白
金
星
と
、
最
後
の
「
吃

素
念
仏
」
し
て
「
功
満
」
ち
た
と
い
う
部
分
く
ら
い
し
か
な
い
。

聖
性
は
、
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
な
く
、
外
で
可
視
化
（
可
聴
化
）

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
う
た
の
全
句
数
の
半
分
、
す
な
わ
ち
一

回
の
宣
巻
に
百
回
以
上
も
く
り
か
え
さ
れ
る
「
南
無
仏
、
阿
弥
陀

仏
」
の
唱
え
ご
と
で
あ
り
、
ま
た
、
宣
巻
の
前
後
に
行
わ
れ
た
馮

さ
ん
の
祈
り
で
あ
る
。

こ
の
日
は
、
聴
き
取
り
調
査
の
た
め
の
時
間
を
と
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
が
、
昼
食
を
と
り
な
が
ら
い
く
ら
か
話
を
う
か
が
っ

た
。
そ
の
と
き
、
馮
さ
ん
が
次
の
よ
う
な
話
を
さ
れ
た
。
自
分
は
、

こ
の
関
帝
廟
を
大
事
に
し
て
き
た
。
あ
る
と
き
、
自
分
の
息
子
と

甥
と
が
、
遠
方
（
寧
夏
と
言
わ
れ
た
と
思
う
）
へ
出
か
け
、
乗
っ
て

い
た
車
が
大
事
故
に
遭
っ
た
。
同
乗
し
て
い
た
友
人
た
ち
は
、
亡

く
な
っ
た
り
重
傷
を
負
っ
た
り
し
た
。
け
れ
ど
も
、
自
分
の
息
子

と
甥
は
、
け
が
ひ
と
つ
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
関
帝
の

お
か
げ
で
あ
る
と
思
う
、
と
言
わ
れ
る
。
馮
さ
ん
は
、
関
帝
の
霊

（

）
２１



験
を
信
じ
て
お
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
リ
ー
ダ
ー
役
の
魯
さ
ん
に
、
文
化
大
革
命
中
、
宣
巻
は

と
だ
え
て
い
た
の
で
す
か
、
と
う
か
が
っ
た
。
す
る
と
、
女
の
人

た
ち
に
頼
ま
れ
て
こ
っ
そ
り
う
た
っ
て
い
ま
し
た
、
と
い
う
返
事

が
返
っ
て
き
た
。

Ａ
銭
清
鎮
新
甸
村
の
新
築
祝
い
の
宣
巻
に
お
い
て
、
神
に
祈
り

を
捧
げ
た
の
も
女
性
で
あ
っ
た
。
当
該
の
家
の
女
性
ふ
た
り
、
す

な
わ
ち
、
宣
巻
の
主
宰
者
で
家
の
当
主
で
あ
る
翁
さ
ん
の
妻
と
、

翁
さ
ん
の
次
男
の
妻
は
、
宣
巻
の
あ
い
だ
あ
ま
り
そ
の
場
に
お
ら

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
と
き
に
は
表
に
出

て
き
て
、
線
香
を
上
げ
、
恭
し
く
拝
礼
を
行
わ
れ
た
。
家
の
当
主

の
翁
さ
ん
な
ど
、
男
性
が
祈
る
場
面
は
、
な
か
っ
た
。

Ｂ
斗
門
鎮
荷
湖
村
の
関
帝
廟
で
も
、
Ｃ
東
浦
鎮
楊
川
村
の
龍
口

廟
に
お
け
る
土
地
神
の
祭
で
も
、
宣
巻
人
が
宣
巻
を
行
う
横
で
、

年
か
さ
の
女
性
た
ち
が
、
あ
る
い
は
紙
銭
を
折
り
、
あ
る
い
は
数

珠
を
く
り
な
が
ら
、
抑
揚
少
な
く
、
声
を
合
わ
せ
て
念
仏
を
唱
え

て
い
た
。
こ
う
し
た
場
面
は
、
磯
部
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
と
い
う
。

聖
性
は
テ
キ
ス
ト
の
外
に
あ
っ
て
、
見
え
に
く
い
。
し
か
も
、

そ
の
こ
と
ば
が
文
字
に
拾
わ
れ
る
こ
と
の
よ
り
少
な
い
女
性
た
ち

が
、
そ
の
半
分
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

（

）
２２

み
ず
か
ら
説
明
の
こ
と
ば
を
も
つ
大
き
な
信
仰
と
同
じ
方
法
で
は
、

説
明
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
宣
巻
の
場
に
立
ち
会
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
見
え
、
き
こ
え
て
く
る
テ
キ
ス
ト
の
外
に

あ
る
聖
性
に
こ
と
ば
を
与
え
て
、
こ
れ
を
明
る
み
に
出
し
て
い
く
。

こ
の
報
告
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
そ
の
最
初
の
試
み
で
も
あ
っ
た
。

注（
１
）
宝
巻
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
澤
田
瑞
穂
『
増
補
宝
巻
の
研
究
』

国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
の
う
ち
、
第
一
部
「
宝
巻
序
説
」

の
部
分
を
参
照
。

（
２
）
現
存
の
宝
巻
の
目
録
と
し
て
、
車
錫
倫
編
著
『
中
国
宝
巻
総

目
』
北
京
燕
山
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
が
あ
る
。

（
３
）
と
く
に
『
金
瓶
梅
詞
話
』
第
七
十
四
回
に
は
、「
黄
氏
女
宝
巻
」

全
文
を
含
め
、
宣
巻
の
一
部
始
終
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。『
金

瓶
梅
詞
話
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
目
下
、
定
説
が
な
い

が
、
明
代
の
嘉
靖
年
間
か
ら
万
暦
年
間
に
か
け
て
の
い
ず
れ
か

の
時
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
描
写
さ
れ

た
宣
巻
は
、
十
六
世
紀
ご
ろ
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
４
）
富
山
大
学
人
文
学
部
教
授
。

（
５
）
磯
部
祐
子
さ
ん
の
一
連
の
調
査
の
報
告
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
①「
生
き
続
け
る
宝
巻
（
上
）」『
東
方
』
一
八
八
、
一
九
九

六
年
十
一
月
所
収
。
②「
生
き
続
け
る
宝
巻
（
下
）」『
東
方
』
一

八
九
、
一
九
九
六
年
十
二
月
所
収
。
③「
中
国
民
間
演
劇
の
再
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燃
」『
高
岡
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
九
巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月
所

収
。
④「
浙
江
に
お
け
る
灘
䔈
系
演
劇
の
再
興
」
富
山
大
学
人

文
学
部
紀
要

第
四
十
五
号
、
二
〇
〇
六
年
八
月
所
収
。
⑤

「
平
湖
鈸
子
書
芸
人
に
見
る
中
国
民
間
芸
能
の
今
」『
富
山
大
学

人
文
学
部
紀
要
』
第
五
十
一
号
、
二
〇
〇
九
年
八
月
。
ま
た
、

『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
８

中
国
Ⅲ

宋
元
明
清

中
国
文
化
と

し
て
の
仏
教
』（
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
コ
ラ
ム
「
中

国
の
演
芸
と
仏
教
─
紹
興
の
宣
巻
」
に
、
紹
興
の
宣
巻
の
概
況

を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

磯
部
さ
ん
以
外
の
人
に
よ
る
宣
巻
の
研
究
と
し
て
、
社
会
史

研
究
の
方
面
で
、
佐
藤
仁
史
「
宣
巻
藝
人
の
活
動
か
ら
み
る
太

湖
流
域
農
村
と
民
間
信
仰
─
上
演
記
録
に
基
づ
く
分
析
─
」
と

い
う
大
き
な
成
果
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
太
田
出
・
佐
藤
仁

史
編
『
太
湖
流
域
社
会
の
歴
史
学
的
研
究
─
地
方
文
献
と
現
地

調
査
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
の

「
第
Ⅱ
部

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
篇
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
書
の
姉
妹
篇
で
あ
る
佐
藤
仁
史
・
太
田
出
ほ
か
編

『
中
国
農
村
の
信
仰
と
生
活
─
太
湖
流
域
社
会
史
口
述
記
録
集
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
に
は
、
宣
巻
人
の
口
述
記
録
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
冊
に
は
、
上
記
佐
藤
論
文
以
外
の
部

分
に
も
、
宣
巻
に
つ
い
て
の
有
用
な
情
報
、
分
析
が
含
ま
れ
る
。

文
学
研
究
の
分
野
で
は
、
磯
部
さ
ん
の
ほ
か
、
上
田
望
氏
に

次
の
一
連
の
科
学
研
究
費
の
報
告
書
が
あ
る
。『
紹
興
宝
巻
研

究

付
「
双
状
元
宝
巻
」
校
注
影
印
』、
二
〇
〇
七
年
。『
紹
興

宝
巻
研
究
２

付
「
双
英
宝
巻
」
校
注
影
印
』
二
〇
〇
九
年
。

『
紹
興
宝
巻
研
究
３

付
「
沈
香
扇
宝
巻
」
校
注
影
印
』、
二
〇

一
〇
年
。
中
国
で
は
、
車
錫
倫
『
中
国
宝
巻
研
究
』（
広
西
師
範

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
に
収
め
ら
れ
る
も
の
を
中
心
に
、

車
錫
倫
氏
の
調
査
・
研
究
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
紹

興
の
宣
巻
の
報
告
と
し
て
、
顧
希
佳
「
紹
興
安
昌
宣
巻
調
査
」

（『
民
俗
曲
藝
』
第
一
二
七
期
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
所
収
）
が
あ

る
。
顧
希
佳
氏
に
は
、
こ
の
ほ
か
、
浙
江
の
宗
教
的
儀
式
に
お

け
る
歌
謡
の
報
告
が
多
く
あ
り
、
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
６
）
共
同
研
究
の
名
称
そ
の
他
は
こ
の
文
章
の
末
尾
に
記
し
た
。
な

お
、
共
同
研
究
者
は
磯
部
さ
ん
と
小
南
一
郎
先
生
（
龍
谷
大
学

文
学
部
特
任
教
授
）
の
計
二
名
で
あ
る
。
小
南
先
生
は
こ
の
二

〇
〇
九
年
三
月
の
調
査
に
は
参
加
さ
れ
て
い
な
い
。

（
７
）
現
地
で
は
寧
双
村
と
い
う
表
記
も
み
ら
れ
た
（
村
民
委
員
会
の

看
板
が
こ
う
で
あ
っ
た
）。

（
８
）
堕
民
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
木
山
英
雄
「
浙
東
供
堕
民
僑

雑
考
」『
言
語
文
化
』（
一
橋
大
学
）
十
六
、
一
九
七
九
年
十
二

月
。
兪
婉
君
『
紹
興
堕
民
』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
９
）
「
宣
巻
芸
人
」
と
い
う
こ
と
ば
が
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
芸
能
面

が
強
調
さ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
用
い
ず
、「
宣
巻
人
」

と
す
る
。

（

）
佐
藤
仁
史
「
宣
巻
藝
人
の
活
動
か
ら
み
る
太
湖
流
域
農
村
と
民

１０

間
信
仰
─
上
演
記
録
に
基
づ
く
分
析
─
」（
前
掲
）
二
五
八
頁

に
「
Ⅳ

そ
の
他
に
分
類
さ
れ
る
活
動
と
し
て
、
敬
老
院
に
お

け
る
文
藝
・
娯
楽
活
動
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
宣
巻
自
体
が
娯

楽
と
し
て
の
性
格
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
り
、
娯
楽
活
動
と
し
て

の
側
面
と
他
の
側
面
と
截
然
と
は
分
か
ち
が
た
い
が
、（
上
演

記
録
に
：
松
家
補
）
単
独
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
神
仏
に
関
わ



る
儀
式
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。」
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
二
五
九
頁
に
は
、「
藝

能
化
し
た
絲
弦
宣
巻
に
お
い
て
も
民
間
信
仰
と
は
密
接
不
可
分

の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
廟
や
廟
会
、
仏
娘
、
願
掛
け
・
願

ほ
ど
き
と
い
っ
た
存
在
か
ら
十
分
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
い
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
た
す
ぐ
れ
た
研

究
者
に
よ
る
こ
の
記
述
は
、
宣
巻
に
お
け
る
宗
教
性
と
娯
楽
性

の
問
題
が
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（

）
顧
希
佳
「
紹
興
安
昌
宣
巻
調
査
」（
前
掲
）、
喬
鳳
岐
「
蘇
州
宣

１１

巻
和
它
的
儀
式
歌
」（『
中
国
民
間
文
化
』
第
十
五
集
、
一
九
九

四
年
十
月
）
に
、
宣
巻
の
前
に
う
た
わ
れ
る
「
請
仏
調
」「
上
寿

調
」「
賛
神
歌
」
な
ど
の
歌
詞
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（

）
口
頭
発
表
が
、
す
で
に
、
磯
部
祐
子
「
紹
興
宣
卷
瞥
見
」（
桃
の

１２

会
例
会
、
二
〇
一
〇
年
九
月
二
十
六
日
、
於
同
志
社
大
学
今
出

川
キ
ャ
ン
パ
ス
）
と
し
て
、
行
わ
れ
た
。
こ
の
内
容
は
、
中
国

古
典
小
説
研
究
会
関
西
例
会
（
二
〇
一
一
年
二
月
開
催
予
定
）

に
お
い
て
も
発
表
さ
れ
、
文
章
化
さ
れ
た
も
の
が
『
桃
の
会
論

集
』
五
集
（
二
〇
一
一
年
六
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。
筆
者
も
「
売
花
宝
巻
」
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
書

く
予
定
が
あ
る
。

（

）
「
売
花
宝
巻
」
の
テ
キ
ス
ト
の
現
存
状
況
は
、
車
錫
倫
『
中
國
寶

１３

巻
總
目
』（
前
掲（
２
））
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
七
三
四

賣
花
寶
巻

又
名
《
包
公
案
》、《
賣
花
古
典
》。

參
見
《
張
氏
三
娘
賣
花
寶
巻
》、《
龍
圖
案
寶
巻
》、《
售
花
遇
侫

寶
巻
》、《
貞
節
寶
巻
》。（
現
存
の
抄
本
十
五
種
。
詳
細
は
省

略
：
松
家
注
）

一
五
六
七

張
氏
三
娘
賣
花
寶
巻

簡
名
《
張
氏
寶
巻
》、

《
賣
花
寶
巻
》、《
張
氏
賣
花
寶
巻
》、《
賣
花
記
寶
巻
》。
參
見
另

本
《
賣
花
寶
巻
》
及
《
龍
圖
案
寶
巻
》。（
現
存
の
刊
本
七
種
、

抄
本
八
種
。
詳
細
は
省
略
：
同
上
）

た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
図
書
館
の
世
界
、
学
術
の

世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
民
間
に
は
無
数
の
抄
本
が
存
在
す
る
。

二
〇
一
〇
年
三
月
に
行
っ
た
、
銭
清
鎮
新
甸
村
と
東
浦
鎮
楊
川

村
に
お
け
る
調
査
で
も
、「
三
包
」
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
っ
て
い
た
。

（

）
二
〇
一
〇
年
三
月
の
銭
清
鎮
新
甸
村
に
お
け
る
調
査
で
は
、
一

１４

日
を
費
や
し
て
「
三
包
」
全
部
が
行
わ
れ
、
最
初
か
ら
最
後
ま

で
こ
れ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

（

）
唱
本
の
撮
影
は
、
寧
桑
村
で
も
他
の
場
所
で
も
、
お
願
い
す
れ

１５

ば
た
い
て
い
す
ぐ
に
承
諾
し
て
く
だ
さ
る
。
け
れ
ど
も
、
多
少

抵
抗
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

唱
本
は
、
宣
巻
人
に
と
っ
て
重
要
な
財
産
な
の
で
あ
る
。
ほ
ん

と
う
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
唱
本
を
撮
影
し
た
か
っ
た
の
だ

が
、
時
間
の
制
約
が
あ
っ
た
の
と
、
や
め
た
ほ
う
が
い
い
よ
う

な
気
が
し
て
、
こ
の
日
、
語
り
う
た
わ
れ
た
「
売
花
宝
巻
」、
す

な
わ
ち
、
は
じ
め
五
分
の
一
は
単
行
「
売
花
宝
巻
」
を
、
残
り

は
「
三
包
」
を
、
磯
部
さ
ん
と
と
も
に
撮
影
し
た
。
こ
の
ほ
か
、

邵
さ
ん
が
所
蔵
し
て
お
ら
れ
る
す
べ
て
の
す
べ
て
の
唱
本
の
表

紙
も
、
写
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（

）
湯
飲
み
程
度
の
大
き
さ
の
円
筒
形
で
、
上
部
が
小
さ
な
木
魚
の

１６

か
た
ち
を
し
て
い
る
。
携
帯
の
便
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
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箸
の
先
を
多
少
太
く
し
た
よ
う
な
ば
ち
で
打
つ
。
音
は
「
ポ
ク

ポ
ク
」
で
は
な
く
、
か
な
り
高
い
。

（

）
拍
子
木
を
中
途
で
切
っ
た
よ
う
な
長
方
形
を
し
て
お
り
、
掌
に

１７

収
め
て
、
そ
の
も
っ
と
も
広
い
面
を
使
っ
て
机
を
叩
く
。
語
り

の
と
き
に
は
、
こ
れ
で
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
。「
目
を
醒
ま
さ

せ
る
木
片
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ
る
。

（

）
「
梆
子
」
は
、
硬
質
の
木
で
で
き
た
打
楽
器
。
長
さ
二
十
セ
ン

１８

チ
ほ
ど
の
、
太
さ
の
異
な
る
二
本
の
棒
か
ら
成
る
。
き
き
手
に

握
っ
た
細
い
棒
（
直
径
一
セ
ン
チ
ほ
ど
）
を
ば
ち
と
し
て
、
も

う
片
方
の
手
に
持
っ
た
太
い
棒
（
直
径
三
セ
ン
チ
く
ほ
ど
）
を

叩
き
、
リ
ズ
ム
を
と
る
。
筆
者
が
見
た
も
の
は
、
打
た
れ
る
側

の
棒
の
底
が
平
た
く
、
卓
上
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
あ
る
い

は
別
の
名
称
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（

）
『
宋
書
』
巻
二
十
一
・
楽
志
三

１９

但
歌
四
曲
は
、
漢
の
時
代
に
生
ま
れ
た
。
弦
楽
器
の
伴
奏

は
な
く
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
す
る
。
最
初
に
一
人
が
う

た
い
、
三
人
が
唱
和
す
る
。
魏
の
武
帝
（
曹
操
）
は
と
く

に
こ
れ
を
好
ん
だ
。
当
時
、
宋
容
華
と
い
う
者
が
い
て
、

す
き
と
お
っ
た
よ
い
声
で
、
こ
の
曲
を
う
た
う
こ
と
を
得

意
と
し
、
当
代
の
名
手
と
さ
れ
た
。
晋
よ
り
こ
の
か
た
伝

承
さ
れ
ず
、
そ
れ
で
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

相
和
は
、
漢
の
時
代
か
ら
あ
る
、
古
い
曲
で
あ
る
。
弦
楽

器
、
管
楽
器
が
伴
奏
を
し
、
節
（
竹
製
の
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト

の
類
）
を
も
つ
者
が
、
う
た
を
う
た
う
。（
後
略
）

但
歌
四
曲
、
出
自
漢
世
。
無
弦
節
、
作
伎
、
最
先
一
人
倡
、

三
人
和
。
魏
武
帝
尤
好
之
。
時
有
宋
容
華
者
、
清
徹
好
声
、

善
倡
此
曲
、
当
時
特
妙
。
自
晋
以
来
、
不
復
伝
、
遂
絶
。

相
和
、
漢
旧
曲
也
。
糸
竹
更
相
和
、
執
節
者
歌
。（
後
略
）

「
節
」
は
、
竹
製
の
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
の
類
で
あ
る
。
但
歌
と

相
和
歌
が
並
べ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
但
歌
か
ら
相
和
歌
へ

と
展
開
し
た
と
い
う
意
味
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

こ
こ
に
、
但
歌
が
、
一
人
が
う
た
え
ば
、
三
人
が
唱
和
す
る
と

い
う
の
は
、
宣
巻
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
相
和
歌
は
、
弦
楽
器

の
伴
奏
を
も
ち
、
リ
ズ
ム
を
と
る
者
が
う
た
う
と
い
う
。
素
朴

な
か
た
ち
は
、
時
代
を
こ
え
て
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

（

）
佐
藤
仁
史
「
宣
巻
藝
人
の
活
動
か
ら
み
る
太
湖
流
域
農
村
と
民

２０

間
信
仰
─
上
演
記
録
に
基
づ
く
分
析
─
」（
前
掲（
５
））
参
照
。

（

）
刊
本
で
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
あ
る
い
は
「
南
無
観
世
音
菩

２１

薩
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
、
散
文
か
ら
韻
文
に
交
代
す
る
箇
所
に

記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（

）
魯
さ
ん
に
は
、
昼
食
時
、
以
下
の
こ
と
も
う
か
が
っ
た
。
父
親

２２

は
農
業
を
し
て
い
た
。
自
分
は
、
若
い
と
き
、
軍
隊
に
い
た
こ

と
も
あ
る
が
、
ず
っ
と
労
働
者
と
し
て
会
計
の
仕
事
を
し
て
き

た
。
宣
巻
は
親
か
ら
で
は
な
く
、「
老
先
生
」
に
つ
い
て
、
三
十

歳
す
ぎ
か
ら
学
ん
だ
。
ひ
そ
か
に
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
今

は
仕
事
を
退
職
し
、
宣
巻
が
本
業
と
な
っ
て
い
る
。
若
い
人
を

教
え
る
こ
と
も
し
て
い
る
。
馬
山
に
は
五
十
人
く
ら
い
宣
巻
を

す
る
人
が
お
り
、
三
十
代
の
人
も
い
る
。
女
性
が
多
い
。
自
分

は
毎
月
二
十
五
回
く
ら
い
、
宣
巻
に
呼
ば
れ
る
。
宣
巻
は
元
手

が
少
な
く
、
儲
け
の
多
い
仕
事
で
あ
る
。
宣
巻
は
、
ま
ず
神
さ

ま
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
が
大
事
（
娯
神
為
主
）
で
、
人
に
善
行



を
勧
め
る
も
の
（
勧
善
為
本
）
で
も
あ
る
。

こ
の
報
告
は
、
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
中
国
近
世
唱
導
文

藝
研
究
─
江
南
地
域
に
お
け
る
実
態
調
査
」（
二
〇
〇
八
年
度
～
二
〇

一
〇
年
度
、
研
究
代
表
者
：
松
家
裕
子
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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