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許
超
、

日
く
、

ら
る
。

夢
に
羊
を
盗
み
獄
に
入
る
。
楊
元
禎
に
問
う
。
元
禎

当
に
城
陽
令
を
得
る
べ
し
と
。
後
に
城
陽
侯
に
封
ぜ

（
『
酉
陽
雑
俎
』
）
（
注
l
)

の
よ
う
に
、
簡
潔
な
も
の
が
比
較
的
多
い
。
人
が
夢
を
み
る
と
す

ぐ
さ
ま
何
ら
か
の
解
釈
が
施
さ
れ
、
後
は
告
げ
ら
れ
た
通
り
の
事

が
実
際
に
起
こ
り
物
語
が
終
わ
る
。
占
夢
と
現
実
と
が
一
致
し
た

時
点
で
物
語
は
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
占
夢
の
詳
細
、
た

と
え
ば
、
「
羊
を
盗
む
夢
が
、
な
ぜ
城
陽
令
を
得
る
こ
と
に
結
び
つ

占
夢
に
関
す
る
説
話
に
は
、
例
え
ば
、

は
じ
め
に

占
夢
の
功
罪
を
問
う
も
の

「
感
変
」
か
ら
の
一
考
察
ー

中
国
研
究
集
刊
玉
号
（
総
五
十
号
）
平
成
二
十
二
年
一
月

五
四
ー
一
七
一
頁

く
の
か
」
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
意
外
に
少
な
い
。

象
徴
的
な
解
釈
や
字
解
き
に
よ
る
解
釈
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
占
断
に
至
る
ま
で
の
詳
細
が
「
占
」
「
解
」
「
日
」
と
い
う
言

葉
の
み
で
表
さ
れ
る
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
る
。
そ
の
た
め
、
夢

と
応
験
と
の
つ
な
が
り
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

た
の
か
を
、
占
夢
の
説
話
に
よ
っ
て
調
査
す
る
に
は
一
定
の
限
界

が
あ
る
。

中
国
に
お
い
て
、
主
に
夢
は
、
就
寝
中
に
肉
体
を
離
脱
し
た
魂

が
往
来
し
て
感
得
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
道
家
系
文
献
の
『
荘

子
』
に
見
え
る
「
遊
魂
」
「
神
交
」
等
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
表

す
言
葉
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
以
外
に
も
、

同
じ
く
道
家
系
文
献
と
さ
れ
る
『
列
子
』
周
穆
王
篇
に
は
、
「
感
変
」

と
い
う
興
味
深
い
概
念
が
見
え
る
。

清

水

洋

子
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感
変
の
起
こ
る
所
を
識
ら
ざ
る
者
は
、
事
至
れ
ば
則
ち
其
の

由
り
て
然
る
所
に
惑
う
。
感
変
の
起
こ
る
所
を
識
る
者
は
、

事
至
れ
ば
則
ち
其
の
由
り
て
然
る
所
を
知
る
。
其
の
由
り
て

お
そ

然
る
所
を
知
れ
ば
、
則
ち
恒
る
る
所
無
し
。

事
の
未
だ
来
た
ら
ざ
る
を
以
て
し
て
其
の
本
を
尋
ね
ざ
る
者
、

惑
を
致
さ
ざ
る
は
莫
し
。
（
張
湛
注
）

た

人
は
徒
だ
其
の
用
化
の
跡
を
見
て
、
夫
の
通
化
の
本
を
識
ら

ざ
る
な
り
。
…
…
其
の
道
密
か
に
用
い
ら
る
る
を
以
て
知
り

難
き
も
、
其
の
功
成
れ
ば
人
事
に
異
な
ら
ず
。
…
…
其
の
化

に
於
け
る
や
未
だ
始
め
よ
り
別
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
慮
重
玄
解
）

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
、
感
変
と
は
、
事
が
現
れ
る
以
前
に

お
け
る
変
化
の
本
源
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
言

及
す
る
文
献
が
少
な
か
っ
た
た
め
か
、
感
変
は
従
来
さ
ほ
ど
注
目

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
占
夢
の
指
針
を

示
す
も
の
と
し
て
こ
れ
を
重
視
す
る
学
者
も
少
数
な
が
ら
存
在
し

た
。
明
の
陳
士
元
が
著
し
た
『
夢
占
逸
旨
』
は
、
占
夢
の
大
要
と

し
て
「
感
変
の
九
端
」
な
る
も
の
を
掲
げ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、

感
変
が
夢
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
思
想
的
哲
学
的
に
も
潜
在
的
な

八
徴
は
、
覚
醒
時
に
人
間
の
意
識
に
生
じ
る
八
種
の
徴
表
で
あ

意
義
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
感
変
を
―
つ
の
手
が
か
り
と
し
、
占
夢
の

本
旨
、
及
び
従
来
の
主
な
占
夢
論
の
実
態
を
捉
え
、
あ
わ
せ
て
現

実
世
界
と
の
関
係
に
よ
っ
て
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
占
夢

の
限
界
と
言
え
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

夢
と
感
変

本
節
で
は
、
『
列
子
』
周
穆
王
篇
に
見
え
る
感
変
説
を
概
観
し
、

そ
も
そ
も
感
変
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
、
感
変
説

の
前
提
と
な
る
「
八
徴
」
と
「
六
候
」
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

＜
 

な
に

覚
に
八
徴
あ
り
、
夢
に
六
候
あ
り
。
羹
を
か
八
徴
と
謂
う
。

一
に
日
＜
故
、
二
に
日
＜
為
、
三
に
日
＜
得
、
四
に
日
＜
喪
、

五
に
日
＜
哀
、
六
に
曰
く
楽
、
七
に
日
く
生
、
八
に
日
＜
死
。

か

ら

だ

な

に

此
の
八
徴
は
、
形
の
接
す
る
所
な
り
。
築
を
か
六
候
と
為
す

が
く
む

や
。
一
に
日
く
正
夢
、
二
に
日
＜
薗
夢
、
三
に
日
く
思
夢
、

四
に
日
＜
膳
夢
、
五
に
日
＜
喜
夢
、
六
に
日
＜
憫
夢
。
此
の

こ
こ
ろ

六
つ
は
、
神
の
交
わ
る
所
な
り
。
（
『
列
子
』
周
穆
王
篇
）
（
注
2
)

第
一
節
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か
ら
だ

り
、
六
候
は
、
睡
眠
時
に
人
間
が
み
る
六
種
の
夢
で
あ
る
。
「
形

こ
こ
ろ

の
接
す
る
所
な
り
」
「
神
の
交
わ
る
所
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ

れ
ら
は
身
体
や
精
神
が
外
界
と
接
触
す
る
こ
と
で
生
じ
る
事
象
な

い
し
精
神
活
動
と
さ
れ
て
い
る
。

「
故
は
、
事
な
り
」
（
張
湛
注
）
と
解
さ
れ
る
「
故
」
は
、
「
神

遇
え
ば
夢
と
為
り
、
形
接
す
れ
ば
事
と
為
る
」
（
『
列
子
』
周
穆
王

篇
）
の
「
事
」
と
同
様
、
外
界
と
の
接
触
を
通
じ
、
特
定
の
対
象

を
「
で
き
ご
と
」
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
を
言
う
。
「
為
」
は
、
そ

う
し
た
「
で
き
ご
と
」
に
応
じ
て
と
る
行
為
の
こ
と
と
解
さ
れ
る

（
「
為
は
、
作
す
な
り
」
（
張
湛
注
）
）
。
続
く
「
得
・
喪
•
哀
•
楽
・

生
・
死
」
は
、
外
界
で
起
こ
る
獲
得
と
喪
失
、
悲
哀
と
歓
楽
、
生

と
死
と
に
対
す
る
知
覚
を
表
し
た
概
念
と
言
え
る
（
注
3
)
0

六
候
は
、
平
静
な
状
態
で
み
る
夢
（
正
夢
）
、
は
っ
と
驚
い
て
み

る
夢
（
薗
夢
）
、
思
い
つ
め
て
み
る
夢
（
思
夢
）
、
醒
め
て
い
る
時

に
言
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
み
る
夢
（
廂
夢
）
、
喜
び
の
あ
ま
り
み

る
夢
（
喜
夢
）
、
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
み
る
夢
（
憚
夢
）
を
い
う
（
注
4
)
0

次
に
、
八
徴
と
六
候
に
続
く
感
変
説
を
挙
げ
る
。

感
変
の
起
こ
る
所
を
識
ら
ざ
る
者
は
、
れ
ば
則
ち
其
の

由
り
て
然
る
所
に
惑
う
。
感
変
の
起
こ
る
所
を
識
る
者
は
、

事
至
れ
ば
則
ち
其
の
由
り
て
然
る
所
を
知
る
。
其
の
由
り
て

お
そ

然
る
所
を
知
れ
ば
、
則
ち
恒
る
る
所
無
し
。
一
体
の
盈
虚
消

さ
か

息
は
、
み
な
天
地
に
通
じ
、
物
類
に
応
ず
。
故
に
陰
気
壮
ん

な
れ
ば
則
ち
夢
に
大
水
を
渉
り
て
恐
憚
し
、
陽
気
壮
ん
な
れ

と
も

ば
則
ち
大
火
を
渉
る
を
夢
み
て
燿
焙
し
、
陰
陽
倶
に
壮
ん
な

こ
こ
ろ

れ
ば
則
ち
生
殺
を
夢
む
。
…
…
子
列
子
日
く
、
神
遇
え
ば
夢

か
ら
だ

と
為
り
、
形
接
す
れ
ば
事
と
為
る
。
故
に
昼
に
想
い
夜
に
夢

み
る
は
、
神
形
の
遇
う
所
な
り
。
故
に
神
凝
ま
る
者
は
想

お
の
ず
か

と
夢
と
自
ら
消
ゆ
る
な
り
。
覚
を
信
ず
る
も
の
は
語
ら
れ
ず
、

夢
を
信
ず
る
も
の
は
達
せ
ず
。
物
化
の
往
来
す
る
者
な
り
。

（
周
穆
王
篇
）
（
注
5
)

感
変
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
か
を
し
ら
な
い
者
は
、
八
徴

や
六
候
に
及
ん
だ
時
に
困
惑
す
る
が
、
そ
れ
を
し
つ
て
い
る
者
は

困
惑
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
感
変
の
具
体
的
な
あ
り

よ
う
に
つ
い
て
は
、

覚
夢
は
殊
を
出
だ
す
も
、
其
の
化
に
於
け
る
や
未
だ
始
め
よ

り
別
あ
ら
ざ
る
な
り
。
八
徴
六
候
の
常
に
化
す
る
を
知
る
や
、

是
れ
則
ち
其
の
由
る
所
を
識
る
な
り
。
（
慮
重
玄
解
）
（
注
6
)

と
あ
る
よ
う
に
、
八
徴
や
六
候
と
し
て
現
れ
る
以
前
の
、
本
来
何

の
区
別
も
な
い
と
こ
ろ
に
渾
然
と
「
常
に
化
す
る
」
状
態
が
あ
る

と
い
う
。
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劉
文
英
氏
は
、
『
列
子
』
の
い
う
感
変
が
哲
学
的
な
意
味
合
い
を

含
む
新
た
な
概
念
用
語
だ
と
指
摘
し
、
こ
れ
を
『
霊
枢
経
』
や
『
潜

夫
論
』
な
ど
従
来
の
文
献
に
見
え
る
「
感
」
の
概
念
と
区
別
し
て

い
る
。
従
来
の
文
献
に
い
う
「
感
」
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

厭
気
心
に
客
す
れ
ば
則
ち
丘
山
煙
火
を
見
る
を
夢
む
。
肺
に

客
す
れ
ば
則
ち
夢
に
飛
揚
し
、
金
鉄
の
奇
物
を
見
る
。
肝
に

客
す
れ
ば
則
ち
山
林
樹
木
を
夢
む
。
牌
に
客
す
れ
ば
則
ち
丘

陵
大
沢
、
壊
物
風
雨
を
見
る
を
夢
む
。
（
『
霊
枢
経
』
淫

邪
発
夢
篇
）
（
注
7
)

陰
雨
の
夢
は
人
を
し
て
厭
迷
な
ら
し
め
、
陽
旱
の
夢
は
人
を

し
て
乱
離
せ
し
む
。
大
寒
の
夢
は
人
を
し
て
怨
悲
せ
し
め
、

大
風
の
夢
は
人
を
し
て
瓢
飛
せ
し
む
。
此
れ
感
夢
と
謂
う
な

り
。
…
…
風
雨
寒
暑
、
之
を
感
と
謂
う
。
（
『
潜
夫
論
』
夢
列

篇
）
（
注
8
)

『
霊
枢
経
』
は
、
淫
邪
や
正
邪
が
「
外
従
り
内
を
襲
う
」
こ
と

で
内
臓
の
盛
衰
虚
実
が
起
こ
る
こ
と
を
「
感
」
と
し
、
『
潜
夫
論
』

は
、
陰
雨
•
陽
旱
と
い
っ
た
気
象
に
感
じ
て
み
た
夢
を
「
感
夢
」

と
す
る
。
劉
氏
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
感
」
は
、
共

に
人
間
の
体
内
外
に
生
じ
る
刺
激
、
な
い
し
作
用
に
す
ぎ
ず
、
哲

学
的
な
意
味
は
特
に
持
た
な
い
と
い
う
（
注
9
)
0

実
際
の
と
こ
ろ
劉
氏
は
、
『
列
子
』
の
「
感
変
」
が
持
つ
哲
学
的

な
意
味
合
い
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
氏

は
感
変
に
つ
い
て
、
「
中
国
古
代
に
お
け
る
夢
へ
の
生
理
的
病
理
的

原
因
認
識
を
示
」
す
も
の
と
評
価
す
る
一
方
（
注
10)

、
「
夢
を
人
と
自

然
の
大
系
統
に
お
い
て
考
察
す
る
」
も
の
と
述
べ
る
。
氏
に
よ
る

こ
の
指
摘
は
、
大
い
に
示
唆
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
列
子
』

は
、
「
一
体
の
盈
虚
消
息
は
、
み
な
天
地
に
通
じ
、
物
類
に
応
ず
」

（
周
穆
王
篇
）
と
述
べ
、
人
間
の
身
体
に
充
ち
る
気
が
天
地
万
物

と
通
ず
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
感
変
を
説
く
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
人
と
天
地
と
が
気
を
介
し
て
繋
が
る
と
い
う
世
界
観
の

中
で
感
変
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
本
旨
は
よ
り
明
ら
か
と

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
『
列
子
』
に
お
け
る
感
変
の
用
例
は
必
ず
し
も
十
分
で

は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、
感
変
と
も
似
通
う
点
が
見
ら
れ
、
先

行
研
究
で
も
既
に
そ
の
詳
細
が
検
討
さ
れ
て
い
る
「
天
人
感
応
」

の
概
念
も
参
考
に
し
つ
つ
検
討
を
進
め
た
い
。
ま
ず
感
応
の
性
質

を
端
的
に
語
る
記
述
と
し
て
、
『
周
易
正
義
』
の
記
述
を
挙
げ
る
。

「
則
ち
各
々
其
の
類
に
従
う
」
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
天
地

の
間
、
共
に
相
い
感
応
し
、
各
々
其
の
気
類
に
従
う
な
り
。
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…
…
感
と
は
動
く
な
り
。
応
と
は
報
ゆ
る
な
り
。
皆
先
ん
ず

る
者
を
感
と
為
し
、
後
る
る
者
を
応
と
為
す
。
唯
だ
に
近
事

な
れ
ば
則
ち
相
い
感
ず
る
の
み
に
非
ず
、
亦
た
遠
事
遥
か
に

相
い
感
ず
る
者
あ
り
。
（
乾
卦
、
文
言
伝
「
本
乎
天
者
親
上
、

本
乎
地
者
親
下
者
、
則
各
従
其
類
」
孔
穎
達
疏
）
（
注
11)

「
感
」
は
あ
ら
か
じ
め
動
く
こ
と
、
「
応
」
は
事
後
に
反
応
す
る

こ
と
で
あ
る
。
近
事
が
相
い
感
じ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
遠
事
が
相
い

感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
感
応
は
い
か
な
る
理
由

に
よ
り
生
じ
る
の
か
。

本
よ
り
気
を
天
に
受
く
る
者
は
、
是
れ
動
物
含
霊
の
属
、
天

体
運
動
す
る
ご
と
に
、
含
霊
の
物
も
亦
た
運
動
す
、
是
れ
上

に
親
附
す
る
な
り
。
本
よ
り
気
を
地
よ
り
受
く
る
者
は
、
是

れ
植
物
元
識
の
属
、
地
体
凝
滞
す
れ
ば
、
植
物
も
亦
た
移
動

せ
ず
、
是
れ
下
に
親
附
す
る
な
り
。
（
同
上
）
（
注
12)

つ
ま
り
、
天
地
間
の
万
物
が
相
い
感
応
す
る
の
は
、
天
気
や
地

気
か
ら
成
る
万
物
が
、
気
を
介
し
て
繋
が
り
あ
う
た
め
で
あ
る
と

い
う
。
た
だ
し
、
感
応
は
古
来
よ
り
い
く
つ
か
の
部
類
に
分
け
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
―
つ
は
、
前
文
に
挙
げ
た
よ
う
な

「
同
類
感
応
」
、
す
な
わ
ち
気
を
通
じ
て
同
類
と
考
え
ら
れ
て
い
た

物
同
士
の
間
に
生
じ
る
感
応
で
あ
る
（
『
易
』
文
言
伝
・
子
』

大
略
篇
な
ど
）
（
注
13)
。
そ
し
て
更
に
、
同
類
と
の
理
由
で
は
説
明

不
可
能
な
物
同
士
の
間
に
生
じ
る
「
異
類
感
応
」
（
孔
疏
な
ど
）
や

（注
14)

、
理
論
的
な
理
由
付
け
を
せ
ず
、
た
だ
生
起
し
た
現
象
と
し

て
の
み
取
り
上
げ
る
「
物
類
相
感
」
な
ど
も
存
在
し
た
(IJo15)°

こ

の
よ
う
に
、
感
応
と
は
、
「
気
の
介
在
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
必

ず
し
も
整
合
的
に
理
解
で
き
な
い
側
面
を
持
つ
。
同
様
の
こ
と
は
、

「
冥
理
自
然
に
し
て
、
其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
（
『
易
』

乾
卦
、
文
言
伝
、
孔
疏
）
、
「
物
類
の
相
応
は
玄
妙
深
淵
に
し
て
、

知
も
て
論
ず
る
能
わ
ず
、
弁
も
て
解
す
る
能
わ
ず
」
（
『
淮
南
子
』

覧
冥
訓
）
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、
異
な
る
事
物
や
事

件
を
超
常
的
な
因
果
律
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
感
応

説
に
お
い
て
、
媒
介
と
な
る
気
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
と
の

具
体
的
な
説
明
は
、
極
め
て
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
注
1
6
)
o

こ
の
よ
う
に
、
天
地
人
に
お
け
る
気
の
介
在
を
前
提
と
す
る
感
応

と
は
、
必
ず
し
も
日
常
的
経
験
的
な
因
果
論
の
枠
組
み
に
納
ま
ら

な
い
、
人
間
の
知
的
認
識
で
は
了
解
不
能
な
気
の
展
開
相
、
い
わ

ば
、
不
断
の
転
変
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
1
7
)
o

こ
こ
で
、
天
地
人
に
お
け
る
気
の
流
通
を
前
提
と
す
る
感
応
と

感
変
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
「
感
」
が
外
界
か
ら
受
け
る
何
ら
か
の
刺
激
に
よ
り
動
く
こ

と
で
あ
り
、
「
応
」
が
そ
れ
を
受
け
て
表
出
す
る
反
応
で
あ
れ
ば
、
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「
変
」
と
は
、
「
応
」
が
表
出
す
る
ま
で
の
過
程
を
想
定
す
る
も
の

で
あ
る
と
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
『
列
子
』
に
お
け
る
感
変
と
夢
と
の

関
連
は
、
「
感
」
じ
て
「
変
」
化
し
、
「
変
」
化
に
よ
っ
て
夢
（
と

い
う
「
応
」
）
が
生
ず
る
も
の
と
言
え
よ
う
（
感
↓
変
↓
夢
）
。
そ

し
て
、
感
応
同
様
、
気
を
介
し
て
知
的
認
識
の
枠
組
み
を
超
え
る

と
の
性
質
を
感
変
内
に
も
見
て
と
る
な
ら
ば
、
夢
み
る
以
前
に
「
感

変
の
起
こ
る
所
を
識
る
」
と
は
、
必
ず
し
も
、
知
覚
や
思
考
を
通

じ
て
了
解
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
（
注
18)°

要
す
る
に

感
変
と
は
、
夢
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
明
快
に
認
識
し
う
る
も

の
で
は
な
く
、
縦
横
無
尽
な
気
の
展
開
相
を
伴
い
な
が
ら
、
容
易

に
は
把
握
し
が
た
い
、
渾
然
た
る
変
化
の
状
態
を
表
す
言
葉
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
変
化
と
は
、
物
が
何
ら
か
の
道
筋
を
通
っ
て
あ
る
結
果

に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
あ
る
時
間
に
お
け
る
因
果
関
係

が
存
在
す
る
（
汁
19)
。
例
え
ば
、
「
低
い
音
程
か
ら
高
い
音
程
に
変
わ

っ
た
」
と
い
う
変
化
は
、
結
果
と
し
て
認
識
で
き
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
認
識
可
能
な
変
化
は
、
認
識
不
可
能
な
変
化
の
連
続
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
理

性
で
は
捉
え
が
た
い
変
化
の
本
質
は
、
次
の
記
述
に
お
い
て
も
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
声
相
い
応
ず
る
が
故
に
変
を
生
ず
」
と
は
、
既
に
哀
楽
の

声
あ
れ
ば
、
自
来
か
ら
然
り
じ
で
一
高
一
下
し
、
或
い
は
清

ら
か
に
或
い
は
濁
り
て
相
い
応
ず
る
こ
と
同
じ
か
ら
ず
。
故

つ
ね

に
「
変
を
生
ず
」
と
云
う
な
り
。
変
は
恒
な
ら
ず
し
て
、
一

声
変
動
し
清
濁
な
る
を
謂
う
な
り
。
（
『
礼
記
』
楽
記
篇
「
人

心
之
動
、
物
使
之
然
也
。
感
於
物
而
動
、
故
形
於
声
、
声
相

応
、
故
生
変
」
孔
疏
）
（
注
20)

神
の
変
化
徐
疾
は
、
言
を
尽
ぐ
ず
べ
が
ら
ず
。
（
『
列
子
』
周

穆
王
篇
「
変
化
之
極
、
徐
疾
之
間
、
可
尽
模
哉
」
慮
解
）
（
注
21)

声
の
高
低
清
濁
と
い
う
変
化
は
自
ず
か
ら
そ
う
な
る
も
の
で
あ

り
、
精
神
活
動
に
お
け
る
そ
の
時
々
の
変
化
や
遅
速
は
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
認
識
可
能
な
形
式
を
伴
う
変
化
で
あ
れ
ば
、

声
が
「
高
く
な
っ
た
」
「
低
く
な
っ
た
」
と
言
葉
で
把
握
で
き
る
。

お
の
ず
か

し
か
し
、
そ
う
し
た
変
化
が
出
現
す
る
前
提
に
は
、
「
自
ら
然
る
」

も
の
で
あ
り
、
ま
た
言
葉
で
は
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
絶
え
間

な
い
変
化
の
蓄
積
が
あ
る
。
感
変
は
、

「
変
動
し
て
居
ら
ず
」
と
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
陰
陽
六
交
、

更
に
互
い
に
変
動
し
、
恒
に
一
体
に
居
ら
ざ
る
な
り
。
（
『
易
』

繋
辞
伝
下
「
為
道
也
屡
遷
、
変
動
不
居
」
孔
穎
達
疏
）
（
注
22)
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の
よ
う
に
、
つ
の
と
こ
ろ
に
止
ま
る
こ
と
の
な
い
渾
然
た
る

こ
こ
ろ

変
化
を
内
包
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
列
子
』
で
「
神
遇
え
ば
夢
と

為
る
」
と
語
ら
れ
る
夢
も
、
外
界
と
接
触
す
る
こ
と
で
生
じ
る
人

間
の
精
神
活
動
が
、
当
人
の
意
識
も
与
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
お
の

歪
が
ら
転
変
を
繰
り
返
し
、
現
象
と
し
て
現
れ
る
も
の
だ
と
言
え

よ
う
。で

は
、
な
ぜ
「
感
変
（
の
起
こ
る
所
を
識
る
こ
と
）
」
が
重
視
さ

れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
感
変
が
夢
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
夢
本
来
の
意
味
を
内
包
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。

例
え
ば
『
左
伝
』
偕
公
二
十
八
年
の
記
述
に
、
晋
の
文
公
が
、

敵
か
ら
脳
髄
を
吸
い
出
さ
れ
る
夢
を
み
て
不
安
に
感
じ
た
と
あ
る
。

し
か
し
、
身
の
危
険
を
予
知
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
夢
は
、
晋
軍

の
勝
利
を
意
味
す
る
も
の
と
占
断
さ
れ
る
五
23)°

つ
ま
り
、
「
敵
に

脳
髄
を
吸
わ
れ
る
」
と
い
う
夢
に
は
、
容
易
に
類
推
し
が
た
い
意

味
（
「
戦
争
に
勝
つ
」
）
が
隠
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
「
戦
争
に
勝
つ
」
と
い
う
晋
公
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
が
、

「
敵
に
脳
髄
を
吸
わ
れ
る
」
夢
と
し
て
発
現
し
た
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
了
解
す
る
こ
と
の
困
難
な
形
で
、
夢
み
る
者
に
と

っ
て
重
要
な
何
ら
か
の
意
味
が
、
何
ら
か
の
内
容
を
伴
い
夢
と
し

て
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
当
人
の
意
識
の
与
り
知
ら
ぬ
領
域

で
、
必
ず
し
も
常
識
的
な
範
疇
に
止
ま
ら
な
い
変
化
を
繰
り
返
し

つ
つ
、
当
人
に
働
き
か
け
て
く
る
感
変
を
経
て
い
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。

以
上
、
感
応
説
を
参
考
に
感
変
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
感
応

説
は
、
天
地
万
物
が
総
じ
て
備
え
持
つ
気
の
流
動
的
な
相
互
作
用

を
前
提
と
す
る
、
中
国
の
伝
統
的
世
界
観
で
あ
っ
た
。
一
方
の
感

変
説
は
、
「
感
」
を
受
け
て
「
応
」
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
す
な
わ

ち
認
識
不
可
能
な
変
化
の
連
続
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
過
程
、

ま
た
夢
本
来
の
意
味
を
探
る
た
め
の
関
鍵
と
な
り
う
る
概
念
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
人
々
が
、
感
変
の
こ
う
し
た
重
要

性
を
理
解
し
た
上
で
占
夢
と
向
き
合
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
夢

の
性
質
上
、
む
し
ろ
曖
昧
模
糊
た
る
気
持
ち
を
抱
く
ほ
か
な
い
と

い
う
の
が
実
情
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

夢
の
曖
昧
な
一
面
に
つ
い
て
思
索
を
行
う
学
者
も
中
に
は
い
た
。

例
え
ば
後
漢
の
王
符
は
、
夢
が
「
遷
化
」
の
現
象
で
あ
る
と
し
、

北
宋
の
蘇
賦
は
、
世
俗
で
の
出
来
事
も
、
夢
覚
の
間
を
不
断
に
往

来
す
る
こ
と
で
元
の
姿
を
失
っ
て
し
ま
う
も
の
と
す
る
（
注
24)°

こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
夢
の
遷
化
転
変
た
る
状
態
を
述
べ
る
に
と
ど

ま
る
が
、
中
で
も
明
の
陳
士
元
は
、
実
態
把
握
の
困
難
な
感
変
概

念
を
占
夢
に
お
い
て
積
極
的
に
運
用
せ
ん
と
す
る
興
味
深
い
姿
勢

を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
陳
士
元
が
提
唱
し
た
「
感

変
の
九
端
」
と
い
う
分
類
と
そ
れ
に
基
づ
く
占
夢
論
を
中
心
に
、
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ま
ず
、
『
夢
占
逸
旨
』
感
変
篇
冒
頭
の

感
変
九
端
、

篇
）
（
注
25)

「
感
変
の
九
端
」
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
は
誰
に
も

わ
か
ら
な
い
と
す
る
こ
の
一
句
は
、
感
応
や
諸
々
の
変
化
を
「
言

を
尽
く
す
べ
か
ら
ず
」
等
と
評
し
判
断
停
止
の
立
場
を
と
っ
た
先

人
達
と
同
様
の
態
度
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

に
日
く
気
盛
、
二
に
日
＜
気
虚
、
二
に
日
＜
邪
寓
、
四
に

日
＜
体
滞
、
五
に
日
＜
情
溢
、
六
に
日
＜
直
叶
、
七
に
日
＜

比
象
、
八
に
日
く
反
極
、
九
に
日
く
腐
妖
。
（
感
変
篇
）
（
注
26)

こ
の
九
端
を
、
陳
士
元
は
豊
富
な
事
例
と
共
に
述
べ
て
い
く
。

気
盛
と
気
虚
は
、
陰
気
や
陽
気
が
そ
れ
ぞ
れ
盛
衰
の
状
態
に
あ
る

こ
と
。
邪
寓
は
、
邪
気
が
身
体
の
各
器
官
に
つ
く
こ
と
。
体
滞
は
、

身
体
に
外
的
刺
激
を
受
け
る
こ
と
。
情
溢
は
、
過
度
な
感
情
が
生

第
二
節

句
を
挙
げ
る
。

た

れ

し

疇
か
其
の
由
り
て
然
る
を
識
ら
ん
や
。

『
夢
占
逸
旨
』
に
お
け
る
「
感
変
の
九
端
」

（
感
変

陳
自
身
の
感
変
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

此
の
九
端
、
感
変
は
殊
な
る
と
雖
も
占
応
あ
る
は
則
ち
―
な

じ
る
こ
と
。
直
叶
は
、
夢
に
み
た
も
の
を
実
際
に
得
る
こ
と
。
比

象
は
、
あ
る
出
来
事
や
物
事
を
示
す
象
徴
性
が
あ
る
こ
と
。
反
極

は
、
夢
に
み
た
こ
と
と
逆
の
こ
と
が
現
実
に
起
こ
る
こ
と
。
腐
妖

は
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

感
変
が
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
性
質
を
持
つ
現
象
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
九
端
と
は
本
来
把
握
の
困
難
な
変
化
の
諸
相

を
分
類
整
理
し
得
た
成
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
九
端
に

併
記
さ
れ
る
夢
の
事
例
を
参
照
す
れ
ば
、
人
々
は
自
身
の
夢
を
経

ず
し
て
様
々
な
夢
を
追
体
験
し
、
夢
が
も
た
ら
す
応
験
を
知
識
と

し
て
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
周
礼
』

の
六
夢
や
『
潜
夫
論
』
の
十
夢
を
は
じ
め
と
す
る
夢
の
分
類
も
同

様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
史
料
等
で
確
認
し
う
る
事
例

や
経
験
的
な
事
例
を
、
各
々
の
設
け
た
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

分
別
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
う
し
た
分
類
か
ら
享
受
し
た
夢
の
知
識
は
、

皮
相
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
れ
だ
け
夢
の
事
例
を

集
め
て
み
て
も
、
知
的
認
識
を
超
え
た
先
の
感
変
を
捉
え
て
い
な

け
れ
ば
、
夢
の
知
識
も
枚
挙
的
か
つ
外
延
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
陳
士
元
は
豊
富
な
事
例
を
も
と
に
九
端
を
紹
介
す

る
方
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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り
。
或
い
は
同
じ
く
す
る
も
異
な
り
、
或
い
は
異
な
る
も
同

じ
な
れ
ば
、
未
だ
其
の
往
規
に
拠
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
凶
吉

を
靡
ず
る
こ
と
、
王
符
夢
列
篇
に
備
わ
れ
り
。
（
感
変
篇
）
（
注
27)

九
端
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
占
い
に
よ
る
応
験
が
あ
る
点
は

同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
れ
も
同
じ
よ
う
で
異
な
り
‘
異
な
つ
で

い
る
よ
う
で
同
じ
で
あ
る
た
め
、
「
往
規
（
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
た

経
験
的
事
例
）
」
に
拠
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
慎
重
な
姿
勢
を
示
す

の
で
あ
る
。
渾
然
と
し
た
中
か
ら
感
変
を
経
て
各
々
に
現
れ
る
夢

は
、
そ
の
時
そ
の
場
所
に
お
い
て
当
人
が
了
解
す
べ
き
意
味
を
具

え
て
お
り
、
応
験
も
他
と
同
一
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
占
夢
書

や
類
書
に
こ
う
あ
る
の
だ
か
ら
自
分
も
そ
う
だ
」
と
い
う
安
易
な

判
断
は
、
極
め
て
皮
相
的
な
態
度
と
な
ろ
う
。
陳
士
元
の
こ
う
し

た
態
度
は
、
夢
の
内
容
等
か
ら
吉
凶
を
即
断
し
う
る
占
夢
書
に
拠

っ
た
占
夢
を
全
面
的
に
は
認
め
な
い
も
の
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
陳
士
元
は
、
「
凶
吉
を
諌
ず
る
こ
と
、
王
符
夢
列
篇
に

備
わ
れ
り
」
と
感
変
篇
の
本
文
を
結
ん
だ
後
、
そ
の
自
注
に
王
符

『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
全
篇
を
引
用
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
陳
士
元

が
王
符
の
理
論
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
、
『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
の
大
要
を

挙
げ
、
占
夢
論
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
、
陳
士
元
の
占
夢
観
に

つ
い
て
一
考
し
て
み
た
い
。

『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
は
、
夢
の
十
分
類
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
る
。
そ
の
概
要
を
示
す
と
、
夢
に
み
た
こ
と
が
現
実
に
そ

の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
る
夢
（
直
）
、
象
徴
性
の
あ
る
夢
（
象
）
、
思
い

詰
め
て
み
る
夢
（
精
）
昼
間
の
思
念
が
招
く
夢
（
想
）
、
人
間
の
地

位
や
品
位
に
よ
っ
て
み
る
夢
（
人
）
、
気
候
に
感
化
さ
れ
る
夢
（
感
）
、

季
節
に
順
応
し
た
夢
（
時
）
、
夢
に
み
た
こ
と
と
反
対
の
こ
と
が
お

こ
る
夢
（
反
）
、
邪
気
に
よ
る
病
か
ら
み
る
夢
（
病
）
、
自
身
の
性

情
に
も
と
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
夢
（
性
）
で
あ
る
。
王
符
は
こ
れ

ら
を
「
占
夢
の
大
略
」
と
し
、
「
而
る
に
吉
凶
を
決
す
る
者
は
、
多

＜
其
の
類
を
失
す
」
と
、
占
夢
者
の
大
半
は
こ
の
大
略
を
見
失
っ

て
い
る
と
批
判
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
王
符
自
身
も

占
夢
に
つ
い
て
理
解
に
苦
し
む
こ
と
が
あ
っ
た
と
見
え
る
。

夢
は
或
い
は
甚
だ
顕
か
な
る
も
占
な
く
、
或
い
は
甚
だ
微
か

な
る
も
応
ず
る
こ
と
あ
る
は
何
ぞ
や
。
日
く
、
夢
み
る
所
は

察
せ
ら
れ
ず
し
て
、
惜
憤
に
し
て
冒
わ
る
る
の
名
な
り
。
故

に
亦
た
専
ら
信
じ
て
以
て
事
を
断
ぜ
ず
。
人
相
い
対
し
て
事

を
計
る
も
、
尚
お
従
わ
ざ
る
あ
り
。
況
ん
や
慌
忽
の
雑
夢
も
、

亦
た
何
ぞ
必
な
ら
ん
や
°
（
注
28）

夢
の
内
容
が
明
瞭
か
否
か
は
、
応
験
の
到
来
と
無
関
係
で
あ
る

こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
来
夢
と
は
朦
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朧
と
し
た
状
態
を
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
心
に
信
じ
る
こ
と
も

な
い
と
す
る
一
段
は
、
占
夢
の
不
可
解
さ
に
対
す
る
一
応
の
説
明

の
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
ば
し

今
一
寝
の
夢
、
或
い
は
屡
ば
遷
化
し
、
百
物
代
わ
る
が
わ
る

至
る
も
、
其
の
主
は
之
を
究
通
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
故
に
占

あ
た

者
の
中
ら
ざ
る
こ
と
あ
り
。
此
れ
占
う
も
の
の
罪
に
非
ざ
る

つ
ま
び

な
り
。
乃
ち
夢
み
る
者
の
過
ち
な
り
。
或
い
は
其
の
夢
審
ら

か
な
る
も
、
而
る
に
占
う
者
は
類
を
連
ね
て
博
観
す
る
こ
と

能
わ
ず
、
故
に
其
の
夢
の
験
せ
ざ
る
こ
と
あ
り
。
此
れ
書
の

晒
に
非
ず
し
て
、
乃
ち
説
の
過
ち
な
り
。
故
に
占
夢
の
難
き

は
、
其
の
書
を
読
む
こ
と
を
も
っ
て
難
し
と
為
す
な
り
。
夫

れ
夢
を
占
う
に
は
必
ず
其
の
変
ず
る
故
を
審
ら
か
に
し
、
其

の
徴
候
を
審
ら
か
に
し
、
内
に
情
意
を
考
え
、
外
に
王
相
を

考
え
れ
ば
、
則
ち
吉
凶
の
符
は
見
る
べ
き
な
り
。
（
注
29)

夢
を
み
る
者
と
占
う
者
の
責
任
を
場
合
ご
と
に
示
し
、
占
断
が

困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
。
ま
た
、
夢
の
潜

在
的
な
変
転
を
見
極
め
、
情
緒
や
思
念
お
よ
び
五
行
王
相
と
い
っ

た
天
象
の
影
椰
に
も
留
意
す
る
こ
と
を
説
く
。
だ
が
、
「
変
ず
る
故
」

と
、
感
変
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
点
に
も
触
れ
、
技
術
的
な
困

難
を
指
摘
し
た
上
で
、
王
符
が
あ
く
ま
で
も
強
調
し
た
の
は
、
修

徳
を
第
一
と
す
る
次
の
よ
う
な
態
度
で
あ
っ
た
。

且
つ
人
の
瑞
を
見
て
徳
を
修
む
る
者
は
、
福
必
ず
成
る
。
瑞

を
見
る
も
縦
恣
な
る
者
は
、
福
転
じ
て
禍
と
為
る
。
…
…
凡

そ
異
夢
あ
り
て
心
に
感
ず
る
に
、
善
悪
を
問
う
こ
と
な
く
し

て
、
常
に
恐
憚
し
修
省
し
、
徳
を
以
て
之
を
迎
う
れ
ば
、
乃

ち
能
く
吉
に
逢
う
な
り
。
（
注
30)

何
ら
か
の
暗
示
を
含
む
夢
を
み
た
後
に
吉
と
な
る
か
凶
と
な
る

か
は
修
徳
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
し
、
憚
れ
慎
む
こ
と
が
吉
を
得
る

に
は
必
要
だ
と
し
て
本
篇
を
結
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
、
夢
や
占
夢
の
不
可
解
さ
に
対
し
、
王
符
は
最
終

的
に
は
現
実
的
な
視
座
に
立
ち
、
修
徳
論
的
夢
観
に
よ
る
対
策
を

述
べ
る
。
こ
れ
は
、
凶
夢
を
み
て
も
後
の
修
徳
状
況
次
第
で
吉
を

得
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
吉
夢
を
み
て
も
後
の
行
い
が
粗
悪
で

あ
れ
ば
一
転
凶
に
至
る
と
い
う
、
明
快
な
因
果
論
に
基
づ
い
て
い

る
。
つ
ま
り
王
符
は
、
「
夫
れ
夢
を
占
う
に
は
、
必
ず
其
の
変
ず
る

故
を
審
ら
か
に
し
、
其
の
徴
候
を
審
ら
か
に
し
」
と
夢
の
背
後
に

あ
る
変
転
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
、
明
快
な
因
果
論

（
修
徳
論
）
を
も
っ
て
占
夢
に
一
応
の
決
着
を
つ
け
て
い
る
。

修
徳
に
重
き
を
置
く
点
は
、
実
は
陳
士
元
も
同
様
で
あ
る
。
『
夢

占
逸
旨
』
で
は
、
天
地
人
が
互
い
の
精
神
に
よ
っ
て
流
通
す
る
と
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の
世
界
観
の
中
で
、
聖
人
を
理
想
的
な
人
間
像
と
し
て
想
定
す
る

な
ん

（注

31)
。
占
夢
に
際
し
て
も
、
「
距
ぞ
君
子
は
身
を
修
め
て
命
を
侯

つ
の
鑑
に
非
ざ
ら
ん
や
」
（
外
篇
•
神
怪
篇
）
と
修
身
の
重
要
性
を

述
べ
、
占
夢
の
心
得
と
し
て
掲
げ
る
「
五
不
験
」
「
五
不
占
」
で
は

悪
意
の
あ
る
行
為
を
戒
め
る
な
ど
、
儒
家
的
な
道
徳
理
念
に
基
づ

＜
夢
観
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
和
32)o

こ
う
し
て
み
る
と
、
分
類
と
い
う
手
法
を
用
い
、
夢
の
修
徳
論

を
展
開
し
た
と
い
う
点
で
、
『
潜
夫
論
』
と
『
夢
占
逸
旨
』
は
大
い

に
共
通
す
る
。
し
か
し
、
陳
士
元
に
よ
る
「
感
変
の
九
端
」
は
、

本
来
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
変
化
の
諸
相
を
独
自
の
観
点
か
ら

分
類
整
理
し
得
た
も
の
で
あ
り
、
感
変
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
と
い

う
点
で
、
そ
の
意
義
は
王
符
の
十
夢
よ
り
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
夢
に
関
す
る
分
類
は
両
者
に
限
ら
ず
広
く
行
わ
れ

た
。
『
周
礼
』
の
六
夢
に
始
ま
り
、
更
に
は
『
太
平
御
覧
』
や
『
太

平
広
記
』
な
ど
、
類
書
や
文
学
の
方
面
で
も
、
膨
大
な
夢
は
様
々

な
形
で
分
類
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
類
の
夢
に
よ
る
応
験
が
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
く
、

ま
た
逆
に
、
同
類
の
出
来
事
を
導
く
夢
の
内
容
も
様
々
で
あ
る
の

は
、
夢
を
み
る
者
の
境
遇
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
の
は
勿
論
の
こ

と
、
感
変
と
い
う
、
知
的
認
識
で
は
了
解
し
得
な
い
変
転
が
働
く

た
め
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
占
夢
で
は
、
夢
に
隠
さ
れ
た
本
当

の
意
味
を
直
覚
的
に
見
極
め
る
と
い
う
深
意
が
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
『
夢
占
逸
旨
』
に
は
、
こ
う
し
た
点
を
強
く
意
識
し
た
結
果
、

夢
と
そ
の
応
験
に
お
け
る
多
様
性
を
強
調
し
た
と
お
ぼ
し
き
記
述

が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
部
を
以
下
に
挙
げ
る
（
紙
数
の
都

合
上
、
書
き
下
し
の
み
）
。

財
貨
の
夢
は
、
珠
玉
銭
吊
の
類
是
な
り
。
業
機
木
石
を
夢
み

る
者
は
財
貨
を
得
。
珠
玉
銭
吊
を
夢
み
る
者
は
光
顕
多
し
。

:
·
:
•
そ
れ
財
貨
の
夢
は
一
な
ら
ず
。
（
外
篇
•
財
貨
篇
）

楼
台
城
郭
に
至
り
て
は
、

川
篇
）

そ蕨
の
兆
同
じ
か
ら
ず
。

（
外
篇
•
山

詞
賦
歌
謡
の
夢
の
若
き
は
、
則
ち
験
を
取
る
こ
と
粉
然
と
し

て
一
な
ら
ず
。
（
外
篇
・
筆
墨
篇
）

劉
敬
宣
は
夢
に
土
を
呑
み
て
吉
、
梁
の
太
宗
は
夢
に
土
を
呑

み
て
凶
な
り
。
又
た
登
に
一
端
に
論
ず
可
け
ん
や
。
（
外
篇
・

食
衣
篇
）

こ
の
よ
う
に
、
一
っ
の
事
物
に
対
す
る
解
釈
が
複
数
存
在
す
る

可
能
性
、
及
び
同
様
の
夢
に
占
断
が
複
数
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
、

「
簡
単
に
割
り
切
っ
て
読
者
に
安
易
な
判
断
を
与
え
る
こ
と
を
し
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な
い
」
（
注
33)
陳
士
元
の
態
度
は
、
即
断
を
肝
要
と
す
る
実
用
的
な

占
夢
書
等
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

『
夢
占
逸
旨
』
に
お
け
る
感
変
の
分
類
は
、
単
に
知
識
的
経
験

的
な
夢
の
内
容
を
知
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
感
変
と
い

う
奥
深
い
世
界
が
夢
の
深
層
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
自
身
を

深
化
さ
せ
る
こ
と
を
喚
起
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
一
個
の
装
置
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
夢
占
逸
旨
』
が
「
感
変
の
九
端
」
を
掲

げ
る
と
同
時
に
、
「
或
い
は
同
じ
く
し
て
異
な
り
、
或
い
は
異
な
り

て
同
じ
」
と
、
九
端
相
互
間
の
潜
在
的
な
近
似
性
を
強
調
す
る
の

は
、
意
識
的
な
こ
と
ば
の
次
元
だ
け
で
分
類
を
利
用
し
て
は
な
ら

な
い
、
と
の
強
い
認
識
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
『
夢
占
逸
旨
』
の
思
惑
を
知
ら
ず
し
て
、
各
分
類
の
意
味
特

色
を
把
握
す
る
だ
け
で
は
、
単
な
る
資
料
整
理
の
域
を
出
な
い
も

の
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
陳
士
元
に
よ
る
「
感
変
の
九
端
」
か
ら
窺
え
る
占
夢
論

を
、
『
潜
夫
論
』
と
の
比
較
等
交
え
つ
つ
考
察
し
て
き
た
。
共
に
分

類
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
た
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
そ
の
本
質

を
突
い
て
い
た
の
は
、
潜
在
的
な
精
神
活
動
が
占
夢
に
も
た
ら
す

影
梱
を
考
慮
し
、
慎
重
な
態
度
を
示
し
た
陳
士
元
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
両
者
は
占
夢
に
つ
い
て
強
い
主
張
を
展
開
す
る

の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
実
際
の
占
夢
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
を
逆
説
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
中
国
に

お
け
る
占
夢
の
実
態
と
そ
の
功
罪
と
も
言
え
る
問
題
点
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

第
三
節

占
夢
の
功
罪

周
王
朝
の
儀
礼
制
度
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
周
礼
』
に
は
、
占

夢
の
官
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。
少
な
く
と
も
古
代
に
お
け

る
占
夢
に
は
、
国
家
運
営
の
一
粟
を
担
う
専
門
的
な
事
業
と
し
て

一
定
の
価
値
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
時

代
を
追
う
に
つ
れ
、
市
井
へ
と
普
及
す
る
こ
と
に
な
る
占
夢
は
、

次
第
に
そ
の
専
門
性
も
薄
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
（
注
34)0

そ
の
よ
う
な
中
、
占
夢
書
は
実
用
書
と
し
て
人
々
の
生
活
に
供

さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
注
35)°

し
た
が
っ
て
、
表

面
的
な
分
類
に
の
っ
と
っ
た
占
断
を
安
易
に
鵜
呑
み
に
す
る
と
い

う
、
占
夢
の
本
旨
か
ら
著
し
く
乖
離
し
た
用
い
方
を
さ
れ
る
危
険

性
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
占
夢
に
お
い
て
は
「
言
を
尽
く
す

べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
感
変
を
は
ら
む
夢
の
非
論
理
性
に
も
本
来

で
あ
れ
ば
向
き
合
う
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
夢
の
表
面
的
な

内
容
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
夢
を
み
る
に
至
っ
た
本
来

の
理
由
と
そ
の
意
味
を
把
握
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
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し
陳
士
元
も
危
惧
し
た
よ
う
に
、
分
類
さ
れ
た
表
面
的
な
夢
の
知

識
の
み
に
固
執
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
皮
肉
な
こ
と
に
夢
を
真
に
理

解
す
る
こ
と
か
ら
遠
の
い
て
し
ま
う
。
占
夢
書
等
の
表
面
的
な
分

類
の
み
に
依
存
す
る
よ
う
な
傾
向
は
（
注
36)
、
お
の
ず
と
夢
本
来
の

役
割
が
忘
れ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
を
生
み
、
占
夢
の
形
骸
化
が
進

む
原
因
の
一
っ
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
占
夢
に
お
け
る
修
徳
論
的
夢
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

、。
..> 

善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
う
考
え
方
は
、
中
国
に
お
け
る
天

人
相
関
思
想
を
支
え
る
中
心
的
理
念
で
あ
り
、
貴
賎
を
問
わ
ず
人

間
道
徳
の
基
盤
と
も
な
っ
た
。
例
え
ば
、
南
宋
の
勧
善
書
『
太
上

感
応
篇
』
に
は
、
こ
う
し
た
因
果
論
的
思
考
が
強
く
現
れ
て
い
る

（
礼
包
°
し
か
し
、
現
実
世
界
に
お
け
る
一
般
道
徳
に
お
い
て
は
と

も
か
く
、
占
夢
の
分
野
に
こ
う
し
た
因
果
論
的
理
解
を
容
易
に
持

ち
込
む
こ
と
は
、
夢
に
対
す
る
認
識
に
誤
解
を
生
み
、
ま
た
占
夢

の
本
旨
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
曖
昧
な
も
の
に
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
。
夢
は
、
時
間
や
場
所
を
超
え
た
渾
然
た
る
世
界

の
中
を
転
変
し
、
同
時
に
何
ら
か
の
意
味
を
象
徴
的
に
表
す
現
象

で
あ
っ
て
、
善
因
善
果
等
の
因
果
論
で
の
み
明
快
に
説
明
し
う
る

も
の
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
「
脳
髄
を
吸
わ
れ
る
」
夢
を
み
た

時
、
そ
こ
に
隠
れ
た
本
来
の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ

不
吉
な
夢
と
捉
え
て
修
徳
に
励
む
よ
う
で
は
、
夢
の
真
意
に
目
を

向
け
て
い
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
挙
げ
る
陳
士
元
の

言
葉
は
、
夢
の
注
目
す
べ
き
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と

お

ち

か

神
の
触
る
る
と
こ
ろ
、
或
い
は
連
く
、
或
い
は
涸
く
、
或
い

な

が

み

じ

か

ふ

ん

よ

う

は
永
く
、
或
い
は
暫
し
。
…
…
凡
そ
禎
祥
妖
摯
の
類
は
、
紛
杏

そ

う

か

く

ち

ゅ

う

せ

き

に
し
て
之
を
綜
核
す
る
な
し
。
疇
昔
未
だ
嘗
て
賭
聞
せ
ざ
る

も
の
と
雖
も
、
ま
た
皆
な
夢
に
凝
会
す
。
（
昼
夜
篇
）
（
注
38)

夢
の
中
で
は
、
現
実
世
界
で
も
理
解
不
能
な
こ
と
を
み
る
こ
と

が
あ
る
。
過
去
や
未
来
の
こ
と
、
ま
た
現
在
自
分
が
い
る
場
所
か

ら
遥
か
に
離
れ
た
場
所
や
、
全
く
知
ら
な
い
場
所
を
夢
に
み
る
事

例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
し
か
し
、
夢
の
表
層
的
な
内
容
に

一
喜
一
憂
し
、
夢
み
た
後
の
修
徳
に
の
み
専
心
し
て
未
来
の
吉
事

を
渇
望
す
る
態
度
は
、
夢
を
修
徳
実
践
の
一
契
機
と
し
て
捉
え
た

だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々

は
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
関
わ
ら
ず
、
修
徳
論
的
夢
観
に
従

い
な
が
ら
、
夢
の
世
界
を
自
分
な
り
に
生
き
て
ゆ
く
ほ
か
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
占
い
」
と
は
本
来
、
現
実
世
界
に
出
現
し
た
表
面
的
な
事
象

を
契
機
と
し
、
そ
の
事
象
に
隠
さ
れ
た
本
来
の
意
味
を
直
覚
し
て

取
り
出
し
、
そ
の
知
見
を
実
際
的
な
生
活
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
（
注
39)
。
し
か
し
、
夢
の
曖
昧
と
し
た
性
質
か
ら
王
符
も
語
っ
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本
論
に
お
い
て
、
列
氏
や
陳
士
元
の
感
変
説
を
考
察
す
る
際
の

手
が
か
り
と
し
た
（
天
人
）
感
応
説
は
、
天
地
万
物
が
総
じ
て
備

え
持
つ
気
の
流
動
的
な
相
互
作
用
を
前
提
と
す
る
、
中
国
の
伝
統

的
世
界
観
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
の
感
変
説
は
、

「
感
」
を
受
け
て
「
応
」
に
至
る
ま
で
の
過
程
、
す
な
わ
ち
知
的

認
識
で
は
必
ず
し
も
了
解
し
得
な
い
渾
然
と
し
た
変
化
の
過
程
を

お
わ
り
に

て
い
た
よ
う
に
、
夢
の
分
野
で
「
占
い
」
の
本
領
を
発
揮
す
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
類
や
修
徳

論
的
夢
観
な
ど
の
容
易
に
理
解
し
う
る
説
が
、
占
夢
の
環
境
を
整

備
す
る
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
中
国
に
お
け
る
占
夢

思
想
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

占
夢
書
は
も
ち
ろ
ん
、
善
書
や
日
用
類
書
に
お
け
る
占
夢
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
は
、
人
々
が
自
身
の
夢
と
形
式
的
に
折
り
合
い
を
つ

け
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
一
応
の
解
決
を
提
供
し
た
と
い
う
意
味

で
大
き
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
夢
本
来
の

よ
り
深
い
感
変
の
世
界
、
及
び
夢
を
通
じ
て
人
間
存
在
と
し
て
の

自
己
を
追
究
す
る
機
会
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
と
い
う
功
罪
を
併
せ

持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

掬
い
上
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
真
価
が
あ
っ
た
。

時
間
や
空
間
と
い
っ
た
現
実
的
な
制
限
を
超
え
て
現
れ
る
夢
は
、

そ
の
時
の
当
人
に
と
っ
て
普
遍
的
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
を
直
覚

的
に
把
握
し
、
現
実
世
界
の
指
針
と
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
占
夢

で
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
王
符
や
陳
士
元
の
理
想
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
自
身
が
実
際
に
そ
う
し
た

次
元
に
到
達
し
得
て
い
た
か
は
、
彼
ら
の
著
書
そ
の
も
の
が
逆
説

的
に
示
し
て
い
よ
う
。
現
実
に
お
け
る
占
夢
の
あ
り
方
が
、
そ
の

本
旨
か
ら
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
の
王
符
や

陳
士
元
も
、
結
局
は
現
実
世
界
か
ら
完
全
に
離
れ
る
こ
と
は
叶
わ

ず
、
因
果
論
（
修
徳
論
）
的
人
生
観
を
通
じ
て
占
夢
を
語
る
ほ
か

な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
彼
ら
が
一
般
的
な
占
夢
の
あ
り
方
に
疑
問
を
示
し

た
こ
と
、
お
よ
び
、
形
式
的
か
つ
明
快
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で

は
そ
の
核
心
を
見
失
い
か
ね
な
い
不
安
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
る
と

い
う
占
夢
の
功
罪
の
狭
間
で
思
索
を
積
み
重
ね
た
こ
と
は
、
占
夢

を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
真
の
自
己
実
現
を
模
索
す
る
活
動
と
し

て
、
夢
の
思
想
史
に
お
い
て
も
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
独
り
夢
に
つ
い
て
思
索

す
る
陳
士
元
に
と
っ
て
、
『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
全
文
を
自
著
に
援
引

す
る
と
い
う
行
為
は
、
同
じ
夢
の
探
求
者
と
し
て
占
夢
の
功
罪
に

苦
悩
し
た
先
人
・
王
符
と
対
話
を
重
ね
る
場
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
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(
1
)
許
超
、
夢
盗
羊
入
獄
。
問
楊
元
禎
。
元
禎
日
、
当
得
城
陽
令
。
後

封
城
陽
侯
。

(
2
)
覚
有
八
徴
、
夢
有
六
候
。
梁
謂
八
徴
。
一
日
故
、
二
日
為
、
三
日

得
、
四
日
喪
、
五
日
哀
、
六
日
楽
、
七
日
生
、
八
日
死
。
此
八
者
（
も

と
「
此
者
八
徴
」
だ
が
、
こ
こ
で
は
勲
越
の
説
に
従
い
改
め
た
）
、
形

所
接
也
。
笑
為
六
候
。
一
日
正
夢
、
二
日
屈
夢
、
三
日
思
夢
、
四
日

廂
夢
、
王
日
喜
夢
、
六
日
憚
夢
。
此
六
者
、
神
所
交
也
。

(
3
)

「
八
徴
」
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
訳
注
『
列
子
』
（
平
凡
社
、
一

九
九
一
年
）
を
参
照
。

(
4
)
『
周
礼
』
春
官
・
宗
伯
の
記
述
（
二
日
正
夢
、
二
日
塵
夢
、
三
日

思
夢
、
四
日
病
夢
、
五
日
喜
夢
、
六
日
憚
夢
」
）
も
こ
れ
と
同
様
で
あ

る。

(
5
)
不
識
感
変
之
所
起
者
、
事
至
則
惑
其
所
由
然
。
識
感
変
之
所
起
者
、

事
至
則
知
其
所
由
然
。
知
其
所
由
然
、
則
無
所
但
。
一
体
之
盈
虚
消

息
、
皆
通
於
天
地
、
応
於
物
類
。
故
陰
気
壮
則
夢
渉
大
水
而
恐
憚
、

陽
気
壮
則
夢
渉
大
火
而
燿
焙
、
陰
陽
倶
壮
則
夢
生
殺
。
…
…
子
列
子

日
、
神
遇
為
夢
、
形
接
為
事
。
故
昼
想
夜
夢
、
神
形
所
遇
。
故
神
凝

者
想
夢
自
消
。
信
覚
不
語
、
信
夢
不
達
。
物
化
之
往
来
者
也
。

注

思
わ
れ
る
。

(
6
)
覚
夢
出
殊
、
其
於
化
也
未
始
有
別
。
知
八
徴
六
候
之
常
化
也
、
是

則
識
其
所
由
芙
°

(
7
)

蕨
気
客
干
心
則
夢
見
丘
山
煙
火
。
客
千
肺
則
夢
飛
揚
、
見
金
鉄
之

奇
物
。
客
干
肝
則
夢
山
林
樹
木
。
客
干
牌
則
夢
見
丘
陵
大
沢
壊
屋
風

雨
。
…
…

(
8
)

「
陰
雨
之
夢
使
人
厭
迷
、
陽
旱
之
夢
使
人
乱
離
。
大
寒
之
夢
使
人
怨

悲
、
大
風
之
夢
使
人
瓢
飛
。
此
謂
感
夢
也
。
…
・
・
・
風
雨
寒
暑
、
謂
之

感
。
」
な
お
、
劉
氏
が
引
く
『
潜
夫
論
』
は
、
『
夢
占
逸
旨
』
所
引
の

『
潜
夫
論
』
夢
列
篇
に
拠
り
校
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
劉
氏
前

掲
書
『
夢
的
迷
信
与
夢
的
探
索
』
附
録
一
「
《
潜
夫
論
•
夢
列
》
新
校
」

を
参
照
。

(
9
)
劉
氏
は
、
『
霊
枢
経
』
と
『
潜
夫
論
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
尚

未
凡
哲
学
上
分
析
”
感
“
速
介
概
念
」
「
其
内
涵
和
外
延
都
未
免
近

干
狭
溢
」
と
指
摘
す
る
。
劉
文
英
『
夢
的
迷
信
与
夢
的
探
索
』
（
中
国

社
会
科
学
出
版
社
、
二

0
0
0年
第
二
版
）
を
参
照
。
以
下
、
邦
訳

に
つ
い
て
は
湯
浅
邦
弘
訳
『
中
国
の
夢
判
断
』
（
東
方
書
店
、
一
九
九

七
年
）
に
よ
る
。

(10)

本
書
に
お
い
て
劉
氏
が
集
中
的
に
議
論
す
る
の
は
、
哲
学
的
な
意

義
と
い
う
よ
り
も
、
「
感
」
を
更
に
細
分
化
し
た
「
外
感
」
「
内
感
」

間
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
れ
ら
を
因
果
論
と
い
う
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
統
括
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
生
理
的
病
理
的
」
な
科
学
的
性
格

を
見
出
す
。
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(11)

則
各
従
其
類
者
、
言
天
地
之
間
、
共
相
感
応
、
各
従
其
気
類
。
：
・

…
感
者
動
也
。
応
者
報
也
。
皆
先
者
為
感
、
後
者
為
応
。
非
唯
近
事

則
相
感
、
亦
有
遠
事
遥
相
感
者
。

(12)
本
受
気
於
天
者
、
是
動
物
含
霊
之
属
、
天
体
運
動
、
含
霊
之
物
亦

運
動
、
是
親
附
於
上
也
。
本
受
気
於
地
者
、
是
植
物
元
識
之
属
、
地

体
凝
滞
、
植
物
亦
不
移
動
、
是
親
附
於
下
也
。

(13)
「
同
声
相
応
、
同
気
相
求
」
（
『
易
』
乾
卦
、
文
言
伝
）
、
「
均
薪
施
火
、

火
就
燥
。
平
地
注
水
、
水
流
湿
。
夫
類
之
相
従
也
、
如
此
之
著
也
。
」

（
『
荀
子
』
大
略
篇
）
な
ど
は
、
経
験
的
知
識
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い

る
感
応
現
象
と
言
え
る
。

(14)

「
其
造
化
之
性
、
陶
頸
之
器
、
非
唯
同
類
相
感
、
亦
有
異
類
相
感
者
。

若
磁
石
引
針
、
琥
珀
拾
芥
露
吐
糸
、
而
商
弦
絶
銅
山
崩
而
洛
鍾
応
、

其
類
煩
多
難
―
一
言
也
。
」
（
『
易
』
乾
卦
、
文
言
伝
疏
）

(15)

「
水
中
浮
蔀
乾
焚
姻
薫
蚊
虫
則
死
」
や
「
銀
杏
能
酔
人
」
な
ど
（
蘇

献
『
物
類
相
感
志
』
）
。
以
上
の
感
応
種
別
に
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄

『
不
老
不
死
と
い
う
欲
望
中
国
人
の
夢
と
実
践
』
（
人
文
書
院
、
ニ

0
0
0年
）
を
参
照
。

(16)

三
浦
氏
前
掲
書
を
参
照
。

(17)
坂
出
祥
伸
氏
は
、
「
感
応
現
象
の
説
明
と
し
て
、
し
ば
し
ば
『
気
』

の
呼
応
や
関
係
性
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
現
象
が
因
果
律

を
超
え
た
『
気
』
の
は
た
ら
き
に
も
と
づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
」

と
し
、
気
の
超
常
的
な
性
格
を
感
応
現
象
に
お
け
る
理
論
的
根
拠
と

し
て
い
る
。
坂
出
祥
伸
『
中
国
思
想
研
究
医
薬
養
生
・
科
学
思
想

篇
』
（
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

(18)

少
な
く
と
も
、
夢
の
「
生
理
的
病
理
的
原
因
」
（
注
10
参
照
）
と
い

う
点
の
み
を
、
感
変
の
全
体
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

(19)

蜂
屋
邦
夫
『
中
国
の
不
思
鏃
な
物
語
夢
と
現
実
・
寓
意
諄
』
（
同

文
書
院
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

(20)

声
相
応
故
生
変
者
、
既
有
哀
楽
之
声
、
自
然
一
高
一
下
、
或
清
或

濁
而
相
応
不
同
。
故
云
生
変
。
変
謂
不
恒
、
一
声
変
動
清
濁
也
。

(21)

神
之
変
化
徐
疾
、
不
可
尽
言
。

(22)
変
動
不
居
者
、
言
陰
陽
六
交
、
更
互
変
動
、
不
恒
居
一
体
也
。

(23)
晋
侯
夢
与
楚
子
捕
、
楚
子
伏
己
而
監
其
脳
‘
是
以
憚
。
子
犯
日
、

吉
。
我
得
天
、
楚
伏
其
罪
、
吾
且
柔
之
突
。

(24)

「
披
居
士
日
、
世
人
之
心
、
依
塵
而
有
、
未
営
独
立
也
。
塵
之
生
滅
、

無
一
念
住
。
夢
覚
之
間
、
塵
塵
相
授
、
数
伝
之
後
、
失
其
本
突
。
」
（
「
夢

斎
銘
」
）
「
塵J
は
、
世
俗
の
「
六
塵
」
で
、
色
·
声
·
香
•
味
·
触
．

法
を
い
う
。

(25)

「
感
変
九
端
、
購
識
其
由
然
哉
。
」
以
下
、
『
夢
占
逸
旨
』
（
内
篇
・

外
篇
）
の
引
用
に
際
し
て
は
、
陳
士
元
撰
『
帰
雲
別
集
』
（
道
光
十
三

年
応
城
呉
臨
梅
校
刊
同
治
十
三
年
修
補
本
）
所
収
本
（
以
下
、
「
帰
本
」

と
称
す
）
を
使
用
し
、
呉
省
蘭
輯
『
芸
海
珠
塵
』
（
民
国
五
十
七
年
台

北
芸
文
印
書
館
景
嘉
鹿
中
南
雁
呉
氏
聴
葬
堂
刊
本
）
所
収
本
（
以
下
、

「
芸
本
」
と
称
す
）
を
校
本
と
す
る
。
陳
士
元
、
字
は
心
叔
、
号
は
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養
吾
。
正
徳
十
一
年
(
-
五
一
六
年
）
応
城
に
生
ま
れ
る
。
嘉
靖
年

間
の
進
士
。
万
暦
二
十
五
年
(
-
五
九
七
年
）
、
八
十
二
歳
で
没
す
。

(26)

一
日
気
盛
、
二
日
気
虚
、
三
日
邪
寓
、
四
日
体
滞
、
五
日
情
溢
、

六
日
直
叶
、
七
日
比
象
、
八
日
反
極
、
九
日
廣
妖
。

(27)
此
九
端
、
感
変
雖
殊
占
応
則
一
。
或
同
而
異
、
或
異
而
同
、
未
可

拠
其
往
規
。
即
諏
凶
吉
、
王
符
夢
列
篇
備
突
。

(28)

「
夢
或
甚
顕
而
無
占
、
或
甚
微
而
有
応
何
也
。
日
、
所
夢
不
察
、
而

伯
潰
冒
名
也
。
故
亦
不
専
信
以
断
事
。
人
相
対
計
事
、
尚
有
不
従
。

況
慌
忽
雑
夢
、
亦
何
必
乎
。
」
以
下
『
潜
夫
論
』
は
、
劉
文
英
氏
に
よ

る
「
新
校
」
で
は
な
く
、
『
夢
占
逸
旨
』
所
収
の
原
文
を
挙
げ
る
。

(29)
今
二
授
之
夢
、
或
屡
遷
化
、
百
物
代
至
、
而
其
主
不
能
究
通
之
。

故
占
者
有
不
中
。
此
非
占
之
罪
也
。
乃
夢
者
過
也
。
或
其
夢
審
突
、

而
占
者
不
能
連
類
博
観
、
故
其
夢
有
不
験
。
非
此
書
之
晒
、
乃
説
之

過
也
。
故
占
夢
之
難
者
、
読
其
書
為
難
也
。
夫
占
夢
必
審
其
変
故
、

審
其
徴
候
、
内
考
情
意
、
外
考
王
相
、
則
吉
凶
之
符
可
見
突
。

(30)
且
人
之
見
瑞
而
修
徳
者
、
福
必
成
。
見
瑞
而
縦
恣
者
、
福
転
為
禍
。

…
…
凡
有
異
夢
感
心
、
無
問
善
悪
、
常
恐
憚
修
省
、
以
徳
迎
之
。
乃

能
逢
吉
。

(31)
上
野
洋
子
「
『
夢
占
逸
旨
』
に
お
け
る
陳
士
元
の
夢
の
思
想
ー
「
真

人
無
夢
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
東
方
宗
教
』
一

0
五
号
、
二

0
0
五

年
）
を
参
照
。

(32)
上
野
洋
子
「
陳
士
元
『
夢
占
逸
旨
』
の
占
夢
理
論
と
そ
の
構
造
ー

『
周
礼
』
の
占
夢
法
と
の
関
係
か
ら
ー
」
（
『
中
国
語
中
国
文
化
』
第

五
号
、
二

0
0八
年
）
を
参
照
。

(33)
江
口
孝
夫
『
日
本
古
典
文
学
夢
に
つ
い
て
の
研
究
』
（
風
間
書
房
、

一
九
八
七
年
）
を
参
照
。
氏
は
、
特
に
内
外
篇
の
区
別
を
せ
ず
、
『
夢

占
逸
旨
』
を
「
夢
判
断
書
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
夢
の
理
論
的
な

著
述
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
親
し
ま
れ
て
い
た
」
も
の
と
し
、
全

篇
の
概
要
を
記
す
。

(34)
湯
浅
邦
弘
「
中
国
古
代
の
夢
と
占
夢
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀

要
人
文
・
社
会
科
学
』
ニ
ニ
ー
ニ
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

(35)

い
わ
ゆ
る
「
敦
燻
解
夢
書
」
（
敦
煙
文
書
に
含
ま
れ
る
占
夢
書
の
総

称
）
が
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
晩
唐
ー
五
代

期
に
、
敦
煙
地
区
の
卜
師
や
文
士
ら
が
、
占
夢
の
必
要
性
か
ら
中
原

よ
り
伝
入
し
た
占
夢
書
に
現
地
の
風
俗
等
を
加
え
て
改
編
し
た
も
の

で
、
悪
夢
変
更
の
方
法
な
ど
現
世
利
益
的
な
吉
利
へ
の
志
向
を
多
分

に
含
む
。
鄭
柄
林
・
羊
滓
『
敦
煙
本
夢
書
』
（
廿
粛
文
化
出
版
社
、
一

九
九
五
年
）
を
参
照
。

(36)
占
夢
書
の
簡
潔
な
内
容
に
占
夢
者
が
附
会
す
る
こ
と
も
、
同
様
の

傾
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
劉
文
英
氏
『
中
国
古
代
的
夢
書
』
（
中

華
書
局
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

(37)

本
書
は
、
『
抱
朴
子
』
の
対
俗
篇
と
微
旨
篇
の
文
章
に
基
づ
く
短
篇

と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
感
（
働
き
か
け
）
」
は
人
間
の
善
行
悪
行
を
、

「
応
」
は
人
間
の
行
い
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
禍
福
（
寿
命
の
増
減
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な
ど
）
を
指
す
。
現
世
利
益
的
な
色
彩
が
濃
厚
な
本
書
は
、
中
国
に

お
け
る
伝
統
的
倫
理
観
を
平
易
に
語
る
も
の
と
し
て
幅
広
い
階
層
に

読
ま
れ
た
。

(38)
神
之
所
触
、
或
連
、
或
涸
、
或
永
、
或
暫
。
…
…
凡
禎
祥
妖
聾
之

類
、
紛
杏
而
莫
之
綜
核
。
雖
疇
昔
所
未
営
賭
聞
者
、
亦
皆
凝
会
於
夢
。

(39)
舘
野
正
美
「
易
と
共
時
性
ー
ユ
ン
グ
の
見
た
、
中
国
古
代
哲
学
に

お
け
る
超
越
と
神
秘
ー
」
（
鎌
田
繁
•
森
秀
樹
編
『
超
越
と
神
秘
中

国
・
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
世
界
』
、
大
明
堂
、
一
九
九
四
年
）

を
参
照
。
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