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ま
え
が
き

第
一
節　

朱
有
燉
の
描
か
れ
た
「
淫
婦
」
像
と
そ
の
性
格

第
二
節　

朱
有
燉
の
描
か
れ
た
「
節
婦
」
像
と
そ
の
性
格

第
三
節　

朱
有
燉
「
恋
愛
劇
」
の
教
化
意
味
の
再
解
読

結
論
と
余
説

朱
有
燉
の
「
恋
愛
劇
」
の
教
化
意
味

　
　

―
戯
曲
『
復
落
娼
』『
香
嚢
怨
』『
団
円
夢
』
を
手
掛
か
り
に
―

温　
　
　
　
　
　
　
　

彬

い
た
作
品
に
お
け
る
人
物
像
を
分
析
し
て
い
く
。

朱
有
燉
の
現
存
す
る
三
十
一
部
の
作
品
は
大
体
、
太
平
の
世
を
謳
え
る
「
慶

賀
劇
」
と
貞
節
を
宣
揚
す
る
「
恋
愛
劇
」、お
よ
び
仏
教
や
道
教
を
内
容
と
す
る

「
度
世
劇
」
と
任
侠
を
描
く
「
英
雄
劇
」
と
い
う
四
つ
の
類
に
分
け
ら
れ
て
い

る
。
道
徳
教
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
の
書
か
れ
た
「
恋
愛
劇
」
は
二
十
世
紀

初
期
か
ら
先
行
研
究
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
二
十
世
紀
中
期
か
ら
、
先
行
研
究

は
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
に
対
し
て
、
階
級
論
の
立
場
に
立
脚
し
、
一
方
的
に
批
判

的
な
態
度
を
抱
え
て
い
た（

２
）。

本
世
紀
冒
頭
か
ら
、
研
究
者
た
ち
は
、
朱
の
恋
愛

劇
が
男
女
の
愛
や
、
遊
女
た
ち
に
対
す
る
同
情
と
い
う
、
積
極
的
な
面
を
有
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
教
化
の
意
味
は
「
女
子
が
夫
の
た
め

に
貞
節
を
守
る
」
こ
と
を
励
ま
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
考
え
は
昔
と
変
わ
ら
な

か
っ
た（

３
）。

つ
ま
り
、
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
の
教
化
意
味
は
「
封
建
貴
族
出
身
の
朱

有
燉
は
統
治
階
級
の
立
場
で
、
女
性
に
貞
節
を
守
る
と
い
う
封
建
倫
理
の
桎
梏

を
加
え
る
」
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
階
級
論
的
な
考
え
は
今
ま
で
の
先
行
研
究

ま
え
が
き

朱
有
燉
は
明
代
前
期
の
代
表
的
な
劇
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
筆
者
は
、
以
前

の
研
究
で
、
朱
有
燉
の
演
劇
教
化
観
の
問
題
意
識
は
、
物
欲
の
遮
蔽
か
ら
人
の

先
天
の
徳
性
を
解
放
し
よ
う
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
し
て
演
劇
が
教
化
機
能
を

果
た
せ
る
の
は
、
人
に
道
徳
知
識
と
道
徳
感
動
を
与
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
と

い
う
結
論
に
達
し
た（

１
）。

し
か
し
、
道
徳
知
識
で
あ
れ
、
道
徳
感
動
で
あ
れ
、
こ

れ
ら
は
何
れ
も
舞
台
上
で
の
具
体
的
な
人
物
を
通
し
て
表
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
朱
有
燉
は
如
何
な
る
道
徳
知
識
や
道
徳
感
動
を
観
客
に
伝
え
よ

う
と
す
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
、
彼
が
書
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論
じ
た
よ
う
に
、
我
々
こ
の
言
葉
か
ら
、
儒
学
、
と
り
わ
け
朱
子
学
の
理
欲
観

（
天
理
と
人
欲
の
関
係
性
に
関
す
る
考
え
）
の
深
い
影
響
が
見
え
る
。
そ
こ
で
、
儒

家
の
理
欲
観
は
、
彼
に
描
か
れ
た
節
婦
像
、
お
よ
び
恋
愛
劇
の
教
化
意
味
を
理

解
す
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
説
明
を
踏
ま
え
て
、
本
論
文
は
儒
学
（
特
に
朱
子
学
）
の
理
欲
観
を
視

点
と
し
て
、
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
作
品
に
お
け
る
節
婦
像
の
性
格
と
、
こ
れ
ら
の

作
品
の
教
化
意
味
を
捉
え
直
し
、
後
者
が
有
し
て
い
る
儒
家
工
夫
論
的
な
意
味

を
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
研
究
を
通
し
て
、
我
々
は
朱
有
燉
恋
愛

劇
の
教
化
意
味
が
一
層
深
く
認
識
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。

第
一
節　

朱
有
燉
の
描
か
れ
た
「
淫
婦
」
像
と
そ
の
性
格

ひ
と
ま
ず
本
節
で
、
朱
有
燉
の
『
宣
平
巷
劉
金
児
復
落
娼
』（
宣
徳
八
年
作
）

『
新
編
甄
月
娥
春
風
慶
朔
堂
』（
永
楽
四
年
作
）
と
い
う
二
つ
の
作
品
に
描
か
れ

た
、
劉
金
児
と
洪
葉
児
と
い
う
二
人
の
「
不
貞
の
女
」、
即
ち
淫
婦
の
人
物
像
を

め
ぐ
っ
て
考
察
を
行
い
、
彼
女
た
ち
は
な
ぜ
淫
行
を
し
た
か
と
い
う
点
を
解
明

し
、
朱
有
燉
の
描
か
れ
た
淫
婦
像
の
特
質
を
把
握
す
る
。
こ
れ
ら
の
淫
婦
像
と

の
対
照
を
通
し
て
、
我
々
は
朱
有
燉
の
節
婦
像
の
特
徴
を
さ
ら
に
確
実
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
『
宣
平
巷
劉
金
児
復
落
娼
』（
次
は
復
落
娼
と
称
す
）
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介

す
る
。教
坊
の
遊
女
で
あ
る
劉
金
児
は
元
々
楽
人
の
楚
五
の
妻
で
あ
っ
た
が
、彼

女
は
い
つ
も
貧
乏
な
楚
五
を
軽
蔑
し
て
い
る
。
彼
女
は
商
人
の
高
兼
と
知
り

合
っ
た
後
、す
ぐ
に
楚
五
と
離
れ
、高
兼
と
駆
け
落
ち
し
た
。
こ
の
た
め
に
、楚

の
共
通
認
識
で
あ
る
。
確
か
に
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
朱
有
燉
の

恋
愛
劇
は
客
観
的
に
、
女
性
に
何
ら
か
の
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
存
在

し
て
い
る（

４
）。

し
か
し
な
が
ら
、
研
究
の
面
か
ら
言
う
と
、
唯
一
の
視
点
で
あ
る

階
級
論
は
一
種
の
先
入
観
と
し
て
、
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
に
対
す
る
解
読
の
片
面

化
を
招
致
し
、
そ
の
教
化
意
味
を
全
面
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
恐
れ
が

あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
彼
の
恋
愛
劇
の
教
化
意
味
は
「
女
子
が
夫
の
た
め
に
貞

節
を
守
る
」
こ
と
に
あ
る
と
簡
単
に
結
論
付
け
れ
ば
、
朱
有
燉
は
な
ぜ
『
団
円

夢
』
と
『
香
嚢
怨
』
と
い
う
二
つ
の
作
品
に
、
銭
鎖
児
と
周
恭
の
よ
う
な
「
妻

の
た
め
に
貞
節
を
守
る
」
男
性
像
も
描
く
の
か
と
い
う
問
題
が
解
釈
で
き
な
く

な
る
。
そ
こ
で
、
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
は
先
行
研
究
の
認
識
よ
り
、
一
層
複
雑
的

な
教
化
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
恋
愛
劇

の
教
化
意
味
を
全
面
的
に
捉
え
る
た
め
に
、
今
ま
で
の
階
級
論
の
枠
か
ら
は
み

出
し
て
、
新
し
い
視
点
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
一
方
、
筆
者
は
、
朱
有
燉
に
描
か
れ
た
節
婦
た
ち
の
貞
節
は
、
往
々
に

し
て
物
欲
の
誘
惑
に
抵
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
先

行
研
究
に
ほ
ぼ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
気
付
い
た（

５
）。

そ
こ
で
、
朱
有
燉
は
な

ぜ
こ
の
よ
う
に
節
婦
を
描
く
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

こ
れ
を
解
明
す
る
の
は
、
彼
の
描
か
れ
た
節
婦
像
の
性
格
、
お
よ
び
恋
愛
劇
の

教
化
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
に
資
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
朱
有
燉
の
書
か
れ

た
『
曲
江
池
』
と
『
香
嚢
怨
』
と
い
う
二
つ
の
恋
愛
劇
作
品
の
序
に
お
い
て
、

「
人
間
の
本
性
は
善
で
あ
る
が
、
物
欲
が
こ
の
本
性
を
蔽
っ
た
た
め
に
悪
行
が

生
ま
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
話
が
繰
り
返
し
出
て
い
る
。
本
論
の
第
三
節
に
も
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五
は
官
庁
に
告
訴
し
た
。
高
兼
は
そ
こ
で
劉
金
児
を
見
捨
て
て
逃
げ
た
。
こ
の

時
、
劉
金
児
は
も
う
一
人
の
商
人
の
徐
福
一
と
知
り
合
っ
て
結
婚
し
、
徐
の
故

郷
の
江
西
に
帰
っ
た
。
し
か
し
、結
婚
後
の
劉
金
児
は
家
事
を
し
た
く
な
い
。
彼

女
は
徐
福
一
と
離
婚
す
る
た
め
に
、
官
庁
に
徐
は
彼
女
を
強
姦
し
て
か
ら
江
西

ま
で
誘
拐
し
た
と
、
徐
を
誣
告
し
、
徐
を
入
獄
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
地
方
官
は

事
件
の
真
実
を
究
明
し
、
徐
福
一
を
釈
放
し
、
劉
金
児
を
教
坊
に
戻
ら
せ
た
。

劉
金
児
が
ど
の
よ
う
な
淫
行
を
し
た
か
に
関
し
て
、
劇
末
に
お
け
る
色
長
の

判
詞
に
お
け
る
「
古
い
人
を
送
り
新
し
い
人
を
迎
え
る
こ
と
と
、
多
く
利
を
貪

る
こ
と
で
生
き
る
」

（
６
）

と
い
う
言
葉
に
よ
れ
ば
、
彼
女
の
淫
行
は
「
古
い
人
を
送

り
新
し
い
人
を
迎
え
る
」
こ
と
、
即
ち
先
述
べ
た
あ
ら
す
じ
の
よ
う
に
、
最
初

が
楚
五
の
妻
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
高
兼
と
駆
け
落
ち
し
て
結
婚
し
、
最
後

は
徐
福
一
と
結
婚
す
る
と
い
う
、
三
回
の
結
婚
の
こ
と
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
彼
女
の
絶
え
ず
再
婚
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

客
観
的
な
原
因
と
主
観
的
な
心
理
動
機
と
い
う
二
点
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
ず
客
観
的
な
原
因
に
関
し
て
、
こ
れ
は
先
に
あ
ら
す
じ
で
述
べ
た
よ

う
に
、
楚
五
を
捨
て
高
兼
と
結
婚
す
る
の
は
、
楚
五
は
お
金
が
な
い
こ
と
は
原

因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
兼
か
ら
徐
福
一
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
の
は
、
駆
け
落

ち
の
件
が
露
見
し
た
た
め
、
裁
判
沙
汰
に
な
ら
な
い
よ
う
に
高
兼
に
捨
て
ら
れ

た
た
め
で
あ
る
。
最
後
に
徐
福
一
か
ら
離
れ
る
の
は
、
遊
女
生
活
に
慣
れ
て
い

た
た
め
に
、
家
事
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
妻
生
活
に
適
応
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

続
い
て
、
劉
金
児
の
主
観
的
な
心
理
動
機
を
見
て
い
く
。
ま
ず
、
高
兼
と
駆

け
落
ち
の
理
由
に
つ
い
て
、
彼
女
は
自
分
の
妹
に（

７
）、

妹
よ
、
姉
の
私
は
今
娼
家
の
お
手
伝
い
さ
ん
（
楚
五
）
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
、貧
乏
だ
よ
。
最
近
は
こ
っ
そ
り
と
こ
の
医
人
（
高
兼
）
と
付
き
合
っ

て
、
彼
は
と
て
も
お
金
持
ち
な
ん
だ
。
だ
か
ら
彼
と
結
婚
し
よ
う
と
考
え

て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
彼
女
が
徐
福
一
と
結
婚
す
る
理
由
も
同
じ
で
あ
る（

８
）、

今
日
の
祭
り
で
、
一
群
の
江
西
か
ら
の
商
人
が
い
て
、
と
て
も
お
金
持

ち
だ
っ
た
よ
。
中
に
は
徐
福
一
と
い
う
人
が
い
て
、
私
の
家
に
お
茶
飲
み

に
来
る
つ
も
り
だ
。
こ
の
人
裏
で
も
外
で
も
優
秀
だ
し
、
も
う
高
客
（
高

兼
）
は
二
度
と
来
な
い
か
ら
、
い
っ
そ
こ
の
徐
福
一
と
一
緒
に
江
西
に
帰

ろ
う
か
な
。

つ
ま
り
、
心
理
動
機
的
な
面
か
ら
言
う
と
、
彼
女
が
高
兼
と
徐
福
一
と
結
婚
し

よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
二
人
が
「
と
て
も
お
金
持
ち
」
の
た
め
で
あ
る
。
こ

れ
の
み
な
ら
ず
、
楚
五
の
所
に
戻
り
、
近
所
に
「
も
う
送
故
迎
新
の
こ
と
を
や

め
な
さ
い
」
と
勧
め
ら
れ
た
後
、
彼
女
は
自
分
が
相
変
わ
ら
ず
こ
う
す
る
つ
も

り
だ
と
言
っ
て
い
る（

９
）、

私
は
堪
え
な
い
、
一
生
で
も
堪
え
な
い
。
人
に
笑
わ
れ
て
も
、
見
下
ろ
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さ
れ
て
も
、
私
の
口
巧
に
頼
っ
て
、
布
（
お
金
）
を
騙
し
取
る
の
は
簡
単

だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
彼
女
が
「
送
故
迎
新
」
と
い
う
不
貞
の
行
為
、
或
い
は
淫
行
を
続
け

よ
う
と
す
る
の
は
、
お
金
の
誘
惑
に
堪
え
な
い
た
め
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
劉
金
児
の
不
貞
の
行
為
の
発
生
す
る
原
因
は
、
客
観
的
な

原
因
（
例
え
ば
高
兼
の
見
捨
て
と
人
妻
生
活
の
慣
れ
な
い
こ
と
）
と
、主
観
的
な
心
理

動
機
、
則
ち
お
金
へ
の
欲
望
と
い
う
二
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
冒
頭
に
述
べ
た

色
長
の
判
詞
に
よ
れ
ば
、
朱
有
燉
は
後
者
こ
そ
は
主
因
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と

が
伺
え
る
。

朱
有
燉
が
永
楽
四
年
（
一
四
〇
六
年
）
に
書
い
た
『
新
編
甄
月
娥
春
風
慶
朔

堂
』（
次
は
慶
朔
堂
と
称
す
る
）
に
お
け
る
洪
葉
児
も
、劉
金
児
と
同
じ
く
「
不
貞

の
女
」
で
あ
る
。

主
人
公
の
范
仲
淹
は
地
方
官
と
し
て
饒
州
に
着
任
し
に
来
た
。
友
人
の
柳
子

安
は
妓
を
招
き
、
彼
を
慶
朔
堂
で
接
待
す
る
。
宴
席
の
間
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
范

仲
淹
は
妓
の
甄
月
娥
と
お
互
い
に
気
に
入
り
、
婚
約
を
し
た
。
目
を
覚
ま
し
た

范
仲
淹
は
こ
れ
を
後
悔
し
、
部
下
の
魏
介
之
に
甄
月
娥
を
お
金
で
釣
込
ま
せ
る
。

魏
介
之
は
お
金
を
出
し
て
甄
月
娥
を
誘
惑
し
よ
う
と
す
る
が
、
彼
女
に
断
ら
れ
、

殴
ら
れ
か
け
る
。
范
は
甄
月
娥
の
貞
操
に
感
動
し
、
付
き
合
い
始
め
た
。
二
年

後
、
范
仲
淹
は
潤
州
に
転
任
す
る
前
に
、
そ
こ
で
落
ち
着
い
た
ら
す
ぐ
に
甄
月

娥
を
迎
え
て
結
婚
す
る
と
約
束
し
た
。甄
月
娥
は
こ
の
た
め
に
接
客
を
断
り
、貧

乏
を
耐
え
な
が
ら
范
仲
淹
の
手
紙
を
待
っ
て
い
た
。
半
年
後
、
范
は
魏
介
之
を

通
し
て
手
紙
を
送
っ
て
、
甄
月
娥
を
潤
州
に
迎
え
て
結
婚
し
た
。

洪
葉
児
は
甄
月
娥
の
友
人
で
あ
り
、
彼
女
と
共
に
妓
で
あ
る
。
先
述
し
た
劉

金
児
と
同
じ
よ
う
に
、洪
葉
児
の
不
貞
も
「
送
故
迎
新
」
に
あ
る
。
た
だ
し
、劉

金
児
の
複
数
回
に
わ
た
る
再
婚
と
異
な
り
、
彼
女
は
同
時
に
二
人
の
男
と
親
密

な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
彼
女
は
柳
子
安
の
恋
人
で
あ
り
な
が
ら
、
柳
子
安
の

い
な
い
時
に
は
よ
く
魏
介
之
と
こ
っ
そ
り
と
関
係
を
持
っ
た
。
彼
女
は
な
ぜ
こ

の
よ
う
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
彼
女
が
魏
介
之
と
関
係
を
持
と
う
と

す
る
原
因
を
見
て
い
く）

（1
（

、

甄
月
娥
は
ほ
ん
と
に
お
金
稼
ぐ
の
は
下
手
だ
ね
。
魏
さ
ん
は
炭
石
の
よ

う
な
大
き
な
金
を
彼
女
に
渡
し
た
の
に
断
っ
た
。
彼
女
は
、
見
識
が
狭
い

ね
。
こ
の
金
、
私
は
き
っ
と
も
ら
っ
て
や
る
。

あ
ら
す
じ
に
述
べ
た
よ
う
に
、
魏
介
之
は
金
で
甄
月
娥
を
釣
込
む
つ
も
り
で
あ

る
が
、
彼
女
に
断
ら
れ
た
。
し
か
し
、
洪
葉
児
は
こ
の
金
を
手
に
入
れ
よ
う
と

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
が
魏
介
之
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
の
は
、
お
金

の
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
女
と
魏
介
之
と
の
密
会
が
主
人
公
の
甄
月
娥
に

発
覚
し
た
後
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
釈
明
し
て
い
る）

（（
（

、

姉
さ
ん
は
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
が
下
手
で
す
ね
。
諺
が
言
う
よ
う
に
、
男

は
南
か
ら
来
た
雁
の
如
く
、千
匹
が
離
れ
た
ら
ま
た
萬
匹
が
来
る
。
彼（
柳

子
安
）
が
離
れ
た
の
で
、
私
が
彼
を
待
つ
間
に
、
他
人
と
付
き
合
っ
て
も
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構
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

彼
女
に
よ
れ
ば
、
甄
月
娥
が
範
仲
淹
の
た
め
に
貞
節
を
守
る
の
は
、「
お
金
を
稼

ぐ
こ
と
に
下
手
」
な
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
彼
女
は
同
時
に
柳

子
安
と
魏
介
之
と
親
密
な
関
係
を
持
つ
の
は
、
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
に
上
手
な
こ

と
の
表
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
金
児
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
の
不
貞
の
行
為

の
心
理
動
機
も
お
金
へ
の
欲
望
に
あ
る
。

以
上
の
劉
金
児
と
洪
葉
児
の
人
物
像
に
対
す
る
分
析
を
踏
ま
え
、
朱
有
燉
に

よ
っ
て
描
か
れ
た
淫
婦
た
ち
が
、
不
貞
の
行
為
を
す
る
の
は
、
お
金
へ
の
欲
の

た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
朱
有
燉
の
描
か
れ
た
淫
婦
た
ち
は
、
物
欲

に
打
ち
勝
て
な
い
こ
と
が
そ
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。

第
二
節　

朱
有
燉
の
描
か
れ
た
「
節
婦
」
像
と
そ
の
性
格

朱
有
燉
の
描
か
れ
た
淫
婦
像
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
上
で
、
本
節
で
は
、

朱
有
燉
の
『
新
編
劉
盼
春
守
志
香
嚢
怨
』（
次
は
香
嚢
怨
と
称
す
る
）
と
『
新
編
趙

貞
姫
身
後
団
円
夢
』（
次
は
団
円
夢
と
称
す
る
）
と
い
う
二
部
の
作
品
を
取
り
上
げ
、

彼
の
描
い
た
節
婦
像
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
は
『
香
嚢
怨
』
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
。
チ
ン
ピ
ラ
の
胡
子
滾
は
豪

商
の
陸
源
と
書
生
の
周
恭
を
連
れ
て
遊
郭
に
遊
び
に
来
た
。
陸
源
は
巨
資
で
妓

女
の
劉
盼
春
の
初
夜
を
買
お
う
と
す
る
が
、
彼
女
に
断
ら
れ
た
。
次
の
日
、
周

恭
は
ま
た
遊
び
に
来
て
、
劉
盼
春
と
お
互
い
に
気
に
入
っ
て
結
婚
し
た
。
し
か

し
、
胡
子
滾
は
こ
れ
を
周
の
父
に
伝
え
、
周
は
父
に
禁
足
さ
せ
ら
れ
た
。
劉
盼

春
は
周
と
結
婚
し
た
た
め
、
接
客
を
や
め
た
が
、
陸
源
は
周
が
禁
足
さ
せ
ら
れ

て
い
る
間
に
、
ま
た
お
金
を
持
っ
て
劉
盼
春
を
買
い
に
来
た
。
陸
源
と
母
（
劉

の
母
）
の
脅
迫
で
、
劉
盼
春
は
最
終
に
自
殺
す
る
。

あ
ら
す
じ
に
あ
る
よ
う
に
、
豪
商
の
陸
源
は
二
回
お
金
を
出
し
て
、
劉
盼
春

を
買
お
う
と
し
て
い
る
。
初
め
て
劉
盼
春
と
会
っ
た
時
、
彼
は
銀
の
五
十
両
と

一
対
の
金
釵
で
、
劉
盼
春
の
初
夜
を
買
う
つ
も
り
で
あ
る
が
、
劉
盼
春
は）

（1
（

、

【
酔
扶
帰
】あ
な
た
は
勧
誘
を
や
め
な
さ
い
！
私
は
恥
知
ら
ず
に
た
だ
金

を
求
め
る
妓
女
と
違
い
、
次
か
ら
次
へ
と
接
客
を
し
な
い
云
々
。

と
、「
自
分
は
お
金
の
た
め
に
送
故
迎
新
す
る
淫
婦
遊
女
で
は
な
い
」
と
い
う
理

由
で
、
陸
源
の
勧
誘
を
断
っ
た
。
こ
こ
で
、
お
金
の
誘
惑
に
対
し
て
、
彼
女
は

第
一
節
で
取
り
上
げ
た
劉
金
児
や
洪
葉
児
な
ど
の
淫
婦
と
異
な
る
態
度
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。

劉
盼
春
は
周
恭
と
結
婚
し
た
後
、
周
恭
の
父
は
こ
の
婚
姻
に
反
対
し
、
周
恭

を
禁
足
さ
せ
ら
れ
た
。
陸
源
は
こ
れ
に
乗
じ
て
、
さ
ら
に
百
両
の
銀
を
出
し
て

二
度
と
劉
盼
春
を
勧
誘
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
も
う
一
度
劉
盼
春
に
断
ら
れ
た）

（1
（

、

私
が
こ
の
半
年
間
以
来
「
汚
れ
」
さ
れ
て
い
な
い
な
の
に
、
再
婚
す
る

こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
。
私
の
言
っ
て
い
る
言
葉
は
全
く
私
意
が
な
い
。

劉
金
児
が
お
金
の
た
め
に
自
分
の
夫
を
裏
切
っ
た
こ
と
と
異
な
り
、
劉
盼
春
は
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お
金
の
誘
惑
に
対
し
て
、
心
が
全
く
動
揺
し
て
い
な
い
た
め
に
、
周
恭
と
の
夫

婦
の
理
が
保
全
し
、
節
婦
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
朱
有
燉
の
描
か

れ
た
劉
盼
春
の
貞
節
と
劉
金
児
の
不
貞
に
関
し
て
、
そ
の
分
界
線
は
お
金
へ
の

態
度
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
ま
た
周
恭
の
表
現
も
留
意
し
た
い）

（1
（

、

〔
旦
云
〕
周
恭
、
あ
な
た
の
妻
は
珍
し
い
ぞ
。
楽
人
な
の
に
、
そ
こ
ま
で

貞
節
を
守
る
。
あ
な
た
は
彼
女
の
恩
義
を
忘
れ
な
い
で
。〔
末
云
〕小
生
は

永
遠
に
大
姐
（
劉
盼
春
）
の
恩
義
を
忘
れ
ま
せ
ん
。
小
生
は
も
う
終
身
他
人

と
結
婚
し
な
い
と
誓
い
ま
し
た
。

劉
盼
春
が
自
殺
し
た
後
、
周
恭
は
生
涯
結
婚
し
な
い
と
誓
っ
た
。
つ
ま
り
、
劉

盼
春
の
み
な
ら
ず
、
周
恭
も
「
貞
節
」
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し

て
は
次
の
節
で
詳
し
く
説
明
す
る
。

劉
盼
春
と
同
じ
よ
う
に
、『
団
円
夢
』
に
お
け
る
女
性
主
人
公
の
趙
官
保
の
貞

節
も
、
お
金
の
誘
惑
に
対
す
る
拒
絶
に
よ
っ
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
銭
鎖
児

と
趙
官
保
は
親
が
指
腹
婚
を
約
束
し
た
。
二
人
は
成
人
し
た
後
、
結
婚
の
直
前
、

仲
人
は
お
金
持
ち
の
爿
舎
を
趙
官
保
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
が
、
彼
女
に
断
ら

れ
た
。
趙
と
銭
は
結
婚
し
た
後
、
銭
は
入
隊
し
、
趙
は
一
人
で
銭
の
親
に
奉
仕

す
る
。
こ
の
時
、
仲
人
は
も
う
一
度
訪
ね
、
爿
舎
を
薦
め
る
が
、
ま
た
趙
官
保

に
断
ら
れ
た
。
爿
舎
は
諦
め
ず
、
寒
食
の
時
に
自
ら
趙
官
保
を
勧
誘
に
来
た
が
、

彼
女
に
殴
ら
れ
た
。
こ
の
時
、
銭
鎖
児
は
屯
所
で
病
気
を
掛
か
り
、
地
元
の
人

は
自
分
の
娘
を
銭
の
嫁
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
銭
は
固
く
断
っ
た
。
こ
の
た
め

に
、
面
倒
を
見
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
銭
は
病
死
し
た
。
銭
は
死
ん
だ
後
。
爿

舎
は
も
う
一
度
仲
人
に
託
し
て
、
趙
官
保
を
勧
誘
し
に
き
た
。
未
亡
人
に
な
っ

た
趙
官
保
は
こ
れ
以
上
爿
舎
と
母
の
脅
迫
を
反
抗
で
き
な
い
た
め
に
自
殺
し
た
。

神
の
東
岳
大
帝
が
こ
の
件
を
聞
い
て
、
銭
鎖
児
と
趙
官
保
を
そ
れ
ぞ
れ
を
「
義

仙
」
と
「
貞
仙
」
と
し
て
仙
班
に
列
席
さ
せ
た
。

趙
官
保
は
銭
鎖
児
と
結
婚
し
た
後
、
銭
鎖
児
が
外
地
に
兵
役
を
服
し
に
行
っ

た
。
仲
人
の
王
婆
は
お
金
持
ち
の
爿
舎
に
託
さ
れ
、
趙
官
保
に
縁
談
に
行
っ
た

が
、
彼
女
に
断
ら
れ
た）

（1
（

、

（
媒
は
王
婆
、
旦
は
趙
官
保
）
云
々
、〔
媒
云
〕
姉
さ
ん
、
一
言
あ
な
た
に

勧
め
て
い
い
の
か
。〔
旦
云
〕
王
婆
さ
ん
、
言
っ
て
く
だ
さ
い
。〔
媒
云
〕

あ
な
た
今
こ
ん
な
に
貧
乏
だ
か
ら
、
な
ぜ
衣
装
と
ご
飯
を
得
る
処
や
地
位

高
い
人
を
選
ば
な
い
の
か
。
こ
の
町
に
お
金
持
ち
少
な
く
な
い
よ
、
再
婚

し
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。〔
旦
云
〕
こ
の
王
婆
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
。

〔
旦
唱
〕
私
貧
乏
で
も
文
句
は
な
い
。
彼
た
ち
は
お
金
持
ち
で
も
、
私
が

興
味
な
い
。〔
媒
云
〕
爿
舎
と
い
う
人
が
い
て
、
美
男
子
だ
ぞ
。〔
旦
唱
〕

美
男
子
で
も
私
の
心
は
動
揺
で
き
な
い
。〔
媒
云
〕彼
は
金
で
作
っ
た
釵
が

あ
っ
て
、
綿
羊
の
肉
を
食
べ
て
、
又
十
数
箱
の
綺
麗
な
服
を
持
っ
て
い
る
。

あ
な
た
は
こ
の
婚
姻
を
見
逃
し
な
い
よ
う
に
。〔
旦
唱
〕金
で
作
っ
た
釵
で

も
、
綿
羊
の
肉
で
も
、
十
数
箱
の
綺
麗
な
服
を
持
っ
て
も
、【
鵲
踏
枝
】
私

（
こ
の
よ
う
な
富
裕
な
生
活
）
に
似
合
わ
な
く
て
、
心
は
少
し
で
も
動
揺
し
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（
末
は
銭
鎖
児
）〔
末
抱
病
上
、
云
〕
口
北
に
操
練
し
に
来
て
か
ら
、
知
ら

ず
に
二
年
半
を
過
ご
し
た
。
今
病
気
が
厳
し
く
て
、
何
太
公
の
お
か
け
で
、

見
舞
い
く
れ
て
、
壻
に
な
ら
せ
た
い
。
私
は
自
分
の
妻
を
忘
れ
て
、
こ
こ

で
再
婚
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
餓
死
で
も
病
死
で
も
、
そ
の
恩
義
を
忘
れ

な
い
。
私
の
妻
は
い
く
ら
で
も
幼
い
頃
に
父
母
の
指
定
な
の
で
、
不
仁
義

の
人
に
な
る
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
。

銭
鎖
児
は
病
気
の
た
め
、
何
太
公
の
家
で
療
養
中
に
な
っ
た
。
何
太
公
は
彼
に

自
分
の
娘
と
結
婚
し
て
欲
し
い
が
、
彼
は
自
分
が
既
に
妻
が
い
る
の
で
、
こ
こ

で
再
婚
す
る
の
は
不
仁
義
だ
と
い
う
理
由
で
断
っ
た
。
つ
ま
り
、
劉
盼
春
、
趙

官
保
な
ど
夫
の
た
め
に
貞
節
を
守
る
節
婦
像
の
み
な
ら
ず
、
朱
有
燉
は
さ
ら
に

周
恭
、
銭
鎖
児
の
よ
う
な
妻
の
た
め
に
貞
節
を
守
る
義
夫
像
も
塑
造
し
て
い
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
朱
有
燉
の
考
え
で
、
貞
節
を
守
る
の
は
女
性
に
対
す
る
一
方

的
な
要
求
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
夫
婦
両
方
と
も
貞
節
を
守
り
、
夫
婦
の
理
を

守
る
義
務
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
を
踏
ま
え
、
朱
有
燉
は
「
夫
婦
の
理
を
守
る
」、
則
ち
貞
節
と
「
物
欲
の

誘
惑
に
打
ち
勝
つ
」
こ
と
と
い
う
両
者
の
間
に
、
一
種
の
直
接
的
な
関
連
を
付

け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。則
ち
節
婦
た
ち
が
貞
節
を
守
れ
る
の
は
、物

欲
を
打
ち
勝
っ
た
た
め
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
女
性
に
は
物
欲
を
打
ち
勝
て

ば
、
貞
節
を
守
り
、
節
婦
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
男
性
も
同
じ
）。

勿
論
、
現
実
に
お
け
る
恋
愛
や
夫
婦
関
係
は
複
雑
で
、
貞
節
あ
る
い
は
夫
婦
の

て
い
な
い
。
あ
な
た
は
ど
う
言
っ
て
も
、
私
は
正
し
理
を
無
く
す
の
は
嫌

い
だ
。〔
媒
云
〕
あ
の
爿
舎
は
官
員
の
家
族
だ
か
ら
、あ
な
た
は
彼
と
結
婚

す
れ
ば
、
後
に
は
夫
人
（
地
位
高
い
女
性
）
に
な
る
ぞ
。〔
旦
唱
〕
私
は
夫

人
に
な
る
運
が
な
い
か
ら
、
た
だ
家
で
姑
を
奉
仕
し
た
い
。

王
婆
は
趙
官
保
の
貧
乏
な
現
状
に
対
し
、「
寧
ろ
お
金
持
ち
で
、
地
位
の
高
い
爿

舎
と
再
婚
し
よ
う
」
と
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
趙
官
保
は
、
爿
舎
は
い
く
ら
お

金
持
ち
で
も
、
地
位
高
く
て
も
、
彼
女
の
心
は
動
か
な
い
と
答
え
、
王
婆
の
勧

誘
を
断
っ
た
。
そ
れ
で
も
爿
舎
は
諦
め
な
く
、
寒
食
節
に
趙
官
保
の
墓
参
り
を

き
っ
か
け
に
、
自
ら
彼
女
を
勧
誘
し
に
来
た）

（1
（

、

（
浄
は
爿
舎
、
旦
は
趙
官
保
）〔
浄
云
〕
僕
の
苗
字
は
爿
と
言
い
ま
す
。
爿

舎
は
即
ち
僕
で
す
。〔
旦
云
〕
な
る
ほ
ど
、
ま
た
彼
奴
か
云
々
、〔
浄
云
〕

僕
の
家
に
は
沢
山
の
衣
装
が
あ
り
ま
し
て
、
美
味
し
い
物
が
あ
り
ま
し
て
、

僕
の
家
は
と
て
も
お
金
持
ち
で
す
よ
。〔
旦
唱
〕私
は
あ
な
た
の
持
っ
て
い

る
衣
装
に
興
味
な
く
て
、
あ
な
た
の
美
味
し
い
物
が
欲
し
く
な
く
、
あ
な

た
の
家
の
お
金
持
ち
に
も
愛
し
な
い
。

爿
舎
は
自
ら
趙
官
保
を
勧
誘
し
た
が
、
彼
女
は
変
わ
ら
ず
に
断
ら
れ
た
。
趙
官

保
は
劉
盼
春
と
同
じ
よ
う
に
、
お
金
の
誘
惑
か
ら
夫
婦
の
理
、
あ
る
い
は
自
分

の
貞
節
を
保
全
し
た
。

ま
た
趙
官
保
の
夫
の
銭
鎖
児
の
表
現
に
留
意
し
て
い
く）

（1
（

、
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理
を
守
れ
る
か
ど
う
か
は
、
物
欲
に
対
す
る
態
度
だ
け
で
決
ま
る
の
で
は
な
い
。

た
だ
し
朱
有
燉
の
所
で
、
こ
の
両
者
は
「
こ
れ
で
な
け
れ
ば
あ
れ
だ
」
と
い
う

よ
う
な
対
立
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
劉
金
児
は
楚
五
と
の

夫
婦
の
理
を
失
い
、
不
貞
な
淫
婦
に
な
る
の
は
、
高
兼
の
お
金
の
誘
惑
に
負
け

た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
劉
盼
春
と
趙
官
保
は
お
金
の
誘
惑
に
打
ち
勝
っ

た
か
ら
こ
そ
、
夫
婦
の
理
を
保
全
し
、
節
婦
に
な
っ
た
。
勿
論
、
朱
有
燉
は
夫

婦
の
感
情
と
い
う
要
素
を
完
全
に
無
視
し
た
の
で
は
な
く
、
彼
は
周
恭
と
劉
盼

春
の
愛
、
お
よ
び
趙
官
保
の
入
隊
し
た
銭
鎖
児
に
対
す
る
思
慕
も
描
い
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
彼
は
や
は
り
更
に
多
く
の
筆
舌
を
、
盼
春
と
官
保

の
お
金
持
ち
に
対
す
る
拒
絶
に
尽
く
し
て
い
る
。
故
に
、感
情
的
要
素
よ
り
、彼

は
む
し
ろ
こ
の
二
人
の
金
に
惹
か
れ
な
い
品
性
に
対
す
る
描
写
を
さ
ら
に
重
視

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
に
、
筆
者
は
、
物
欲
に
心
を
動
か
さ
な

い
こ
と
こ
そ
、
朱
有
燉
の
描
か
れ
た
節
婦
像
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。第

三
節　

朱
有
燉
「
恋
愛
劇
」
の
教
化
意
味
の
再
解
読

さ
て
、
な
ぜ
朱
有
燉
は
こ
の
よ
う
に
節
婦
を
描
く
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
こ

の
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
恋
愛
劇
の
教
化
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

こ
れ
に
関
し
て
、
ま
ず
『
香
嚢
怨
』
の
序
に
お
け
る
、
次
の
段
を
見
て
い
く）

（1
（

、

三
綱
五
常
の
理
は
、
世
間
に
は
絶
滅
し
て
い
な
か
っ
た
。
唯
人
は
物
欲

に
覆
わ
れ
て
、
天
理
に
悖
る
よ
う
に
な
っ
て
、
此
道
を
守
れ
な
い
よ
う
に

な
っ
た
。

本
論
文
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
同
じ
く
恋
愛
劇
に
属
す
る
『
新
編

李
亜
仙
花
酒
曲
江
池
』
の
序
に
も
同
じ
旨
を
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
い
る）

（1
（

、

彼
女
は
妾
婦
者
だ
が
、
天
理
人
心
と
い
う
泯
か
ら
ず
も
の
も
有
し
て
い

る
。
人
の
性
は
元
々
善
だ
が
、
習
に
よ
っ
て
遠
く
な
り
、
善
悪
高
下
の
区

別
も
初
め
て
あ
っ
た
の
は
、
物
欲
が
こ
れ
を
蔽
っ
た
か
ら
だ
。

つ
ま
り
朱
有
燉
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
本
性
は
善
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の

善
行
も
こ
の
善
な
る
本
性
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
人
間
が

様
々
な
悪
行
を
行
っ
た
の
は
、そ
の
本
性
が
物
欲
に
蔽
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。そ

こ
で
、
も
し
人
が
「
善
」
を
成
就
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
自
分
の
本
性
に
立

ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
分
の
本
性
に
立
ち
戻
る
に
は
、
ま

ず
物
欲
の
障
り
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

朱
有
燉
の
こ
の
よ
う
な
考
え
の
中
に
は
、朱
子
を
は
じ
め
と
す
る
宋
時
代（
九

六
〇
年
―
一
二
七
九
年
）
儒
学
、特
に
そ
の
「
理
欲
観
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
理

欲
観
と
い
う
の
は
宋
の
儒
学
者
た
ち
の
、「
天
理
」
と
「
人
欲
」
と
い
う
二
つ
の

範
疇
の
関
係
性
に
関
す
る
考
え
で
あ
る
。
程
頤
や
朱
子
の
所
で
、
こ
の
両
者
は

完
全
に
、
対
抗
的
な
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
朱
子
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

、
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い
る
こ
と
が
見
え
る
。

本
節
の
冒
頭
で
引
用
さ
れ
た
、
二
つ
の
恋
愛
劇
の
序
か
ら
見
る
と
、
朱
有
燉

は
意
識
的
に
、
女
性
の
守
節
行
為
を
善
な
る
本
性
と
物
欲
と
の
対
抗
関
係
、
則

ち
朱
子
学
の
理
欲
観
の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
て
い
る
。
従
っ
て
第
二
節
で
論
じ

た
よ
う
に
、
彼
の
描
か
れ
た
節
婦
の
貞
節
が
、
物
欲
の
誘
惑
に
対
す
る
拒
絶
に

よ
っ
て
表
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
節
婦
像
は
、
儒
家
の
理
欲
観

を
基
づ
い
て
描
か
れ
、
こ
れ
を
体
現
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
朱
有

燉
の
描
か
れ
た
節
婦
た
ち
は
も
は
や
、
単
な
る
夫
の
た
め
に
貞
節
を
守
る
模
範

女
性
像
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
一
々
の
人
物
像
に
は
、
一
つ
の
更
に
普
遍
的
な

問
い
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
即
ち
、「
人
間
は
如
何
に
物
欲
の
障
り
を

破
っ
て
先
天
の
徳
性
に
立
ち
戻
る
か
」と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、朱

有
燉
は
第
一
節
で
言
及
し
た
『
慶
朔
堂
』
で
「
情
欲
は
こ
の
よ
う
に
人
（
の
心
）

を
動
揺
さ
せ
る
故
に
、（
心
は
）
た
だ
謹
ん
で
こ
れ
を
防
ぐ
べ
き
だ
」
と
答
え
て

い
る）

11
（

。
つ
ま
り
人
の
意
識
は
い
つ
で
も
謹
ん
で
警
戒
的
な
状
態
を
保
持
す
れ
ば
、

欲
の
蝕
み
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
彼
の
描
い
た
節
婦
像
の
教
化
の

意
味
は
「
夫
の
た
め
に
貞
節
を
守
る
」
こ
と
を
宣
揚
す
る
の
み
に
留
ま
る
の
で

は
な
く
、
彼
は
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
節
婦
像
を
通
し
て
天
理
と
人
欲

の
対
抗
関
係
を
示
し
、「
人
間
は
謹
ん
で
い
る
心
で
物
欲
の
誘
惑
を
防
ぐ
べ
き

だ
」
と
い
う
旨
を
観
客
に
伝
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

実
際
に
、
朱
有
燉
が
周
恭
や
銭
鎖
児
な
ど
義
夫
像
を
描
い
た
動
機
も
、
こ
の

意
味
上
で
理
解
で
き
る
。
周
恭
は
劉
盼
春
の
恩
義
を
忘
れ
ず
に
一
生
独
身
で
通

す
と
い
う
の
は
、
即
ち
未
来
に
出
る
可
能
性
が
あ
る
誘
惑
に
抵
抗
し
つ
つ
、
劉

明
徳
に
つ
い
て
聞
く
。（
朱
子
が
）
曰
く
、
こ
れ
は
即
ち
天
に
賦
与
さ
れ

た
性
と
い
う
も
の
だ
。
人
皆
は
こ
の
明
徳
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
物
欲
の

昏
蔽
の
た
め
に
、
暗
塞
に
な
っ
た
。

明
徳
、或
い
は
「
性
」
は
即
ち
人
の
善
な
る
本
性
で
あ
る
。
朱
子
に
よ
れ
ば
、人

欲
は
こ
の
本
性
を
遮
蔽
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
本
性
を
保
全
す
る

に
は
、
ま
ず
人
の
物
欲
を
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朱
子
と
同
じ
よ
う
に
、

朱
有
燉
も
天
理
と
人
欲
と
の
対
抗
的
な
関
係
を
強
調
し
て
い
る
、

人
の
性
は
、
天
に
命
じ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
が
善
だ
。
日
用

常
行
の
す
べ
て
が
至
善
の
道
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
私
の
本
来
の
徳
だ
。

外
務
は
一
旦
侵
入
し
て
、
不
善
が
生
じ
る
。
ひ
と
つ
の
不
善
が
生
じ
れ
ば
、

こ
れ
は
一
匹
蠅
の
穢
れ
の
如
く
。
二
つ
の
不
善
が
生
じ
れ
ば
、
二
匹
の
蠅

の
穢
れ
の
如
く
。
不
善
は
日
々
に
生
じ
れ
ば
、
そ
の
善
は
日
々
に
消
え
る
。

善
は
日
々
消
せ
ば
、
私
の
本
有
の
徳
は
、
私
の
美
に
は
な
れ
な
い
よ
う
に

な
る
。）

1（
（

「
外
務
は
一
旦
侵
入
し
て
、
不
善
が
生
じ
る
」
と
は
、
心
が
外
界
に
奪
わ
れ
て

振
り
回
さ
れ
る
こ
と
で
、
不
善
な
る
物
欲
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
太
文

字
の
部
分
か
ら
見
れ
ば
、
朱
有
燉
が
、
物
欲
の
不
善
は
、
人
の
本
性
の
「
善
」

と
「
両
立
で
き
な
い
関
係
性
」
を
呈
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、

彼
は
道
徳
と
欲
望
と
の
関
係
性
に
関
し
て
、
完
全
に
朱
子
の
理
欲
観
を
受
け
て
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盼
春
と
の
夫
婦
の
理
を
守
る
の
で
あ
る）

11
（

。
銭
鎖
児
の
殉
節
は
儒
家
の
「
舎
生
取

義
」
に
近
い
が
、
こ
れ
も
公
的
な
理
と
私
的
な
欲
と
の
対
抗
関
係
の
体
現
で
あ

る）
11
（

。
彼
は
こ
れ
ら
の
義
夫
像
を
描
く
の
は
、「
謹
ん
で
防
ぐ
べ
き
」
と
い
う
教
え

は
男
女
問
わ
ず
、
全
て
の
人
が
こ
れ
を
従
う
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
た
い
の
で
あ
る
。

既
に
ま
え
が
き
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
ま
で
の
先
行
研
究
は
往
々
に

し
て
、
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
の
教
化
意
味
を
「
女
子
が
夫
の
た
め
に
貞
節
を
守
る

こ
と
を
励
ま
す
」
こ
と
に
あ
る
と
簡
単
に
見
做
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の

考
察
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
は
朱
有
燉
の
恋
愛
劇
に
は
二
重
の
教
化
の
意
味
を
有

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ま
ず
は
貞
操
と
い
う
夫
婦
倫
理
を
宣
揚
す

る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ぎ
は
観
客
の
物
欲
に
対
す
る
警
戒
心
（
謹
ん
で
防
ぐ
べ
き
）

を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、第
小
節
で
既
に
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、朱

有
燉
の
作
品
に
お
い
て
、
諸
家
に
は
ほ
ぼ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
後
者
こ
そ
前
者

を
成
り
立
た
せ
る
前
提
で
あ
る
。

さ
て
、
我
々
は
如
何
に
朱
有
燉
の
「
謹
ん
で
防
ぐ
べ
き
だ
」
と
い
う
言
葉
を

理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
に
生
き
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
た
だ

の
あ
り
ふ
れ
た
話
の
よ
う
な
道
徳
訓
戒
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
朱
子
学
の
文
脈
に
お
い
て
、
こ
れ
は
さ
ら
に
深
い
意
味
を
有

し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
子
は
、
固
有
の
徳
性
、
或
い
は
天
理
に

立
ち
戻
る
に
は
、
ま
ず
自
身
の
物
欲
を
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
彼
は
「
窮
理
」
と
「
主
敬
」
と
い
う
二

つ
の
工
夫
（
修
養
方
法
）
を
提
示
し
て
い
る
。
後
者
（
主
敬
）
に
関
し
て
、
宋
時

代
の
儒
学
者
に
、
は
じ
め
て
こ
れ
を
強
調
す
る
の
は
程
頤
（
一
〇
三
三
―
一
一
〇

七
）
で
あ
る
。
彼
の
考
え
で
は
、
敬
は
「
主
一
無
適
」、
即
ち
意
識
が
放
逸
せ
ず

に
集
中
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
後
、
敬
の
意
味
は
彼
の
弟
子
た
ち
に

よ
っ
て
広
げ
ら
れ
、
ま
た
「
常
惺
惺
（
心
が
常
に
覚
醒
）」（
謝
良
佐
）、「
其
心
収

斂
不
容
一
物
（
心
は
外
部
に
惹
か
れ
ず
に
収
斂
状
態
に
保
つ
）」（
尹
焞
）
な
ど
の
意

味
も
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朱
子
は
こ
れ
ら
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
主

敬
を
窮
理
の
ほ
か
に
、
最
も
重
要
な
工
夫
と
見
做
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、
朱
子
が
「
戒
慎
恐
懼
」
と
い
う
意
味
で
主
敬
を
論
じ
て
い
る
の
で

あ
る）

11
（

、
曽
子
に
曰
く
、「
戦
々
兢
々
、
如
臨
深
淵
、
如
履
薄
氷
」、
こ
れ
は
即
ち

敬
の
方
法
だ
。
こ
の
心
を
保
た
な
い
と
、
人
は
常
に
昏
昧
に
堕
ち
て
い
る

よ
う
に
な
る
。（
例
え
ば
）
今
な
誰
か
は
寝
て
い
る
中
、
身
に
は
痛
み
や
痒

み
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ
起
き
る
。
そ
も
そ
も
、
心
は
ず
っ
と
動
い
て
い
る
な

ら
、
自
然
に
保
て
る
。『
中
庸
』
に
お
け
る
「
戒
謹
恐
懼
」、
こ
れ
も
敬
と

い
う
意
味
だ
。

つ
ま
り
、
意
識
の
緊
張
感
（「
戦
々
兢
々
」「
戒
謹
恐
懼
」）
を
保
つ
こ
と
を
通
し
て
、

心
を
昏
睡
に
堕
ち
ず
に
、
常
に
覚
醒
す
る
状
態
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
即
ち
主
敬
の
方
法
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
心
の
覚
醒
と
昏
睡
は
如
何
な
る
意
味
だ
ろ
う
か
。
朱
子
の

考
え
で
は
、
人
間
は
「
性
」
と
「
気
」
と
い
う
二
つ
の
面
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
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お
け
る
居
敬
工
夫
の
具
現
化
で
あ
る
。
朱
有
燉
が
舞
台
上
で
、
こ
れ
ら
の
人
物

を
通
し
て
、「
謹
ん
で
防
ぐ
べ
き
だ
」
と
い
う
旨
を
観
客
に
伝
え
る
の
は
彼
の
目

的
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
観
客
が
劇
を
観
て
、
こ
の
旨
を
肝
に
銘
じ
、
日
常
生

活
に
お
い
て
も
常
に
謹
ん
で
い
る
心
を
持
っ
て
生
き
れ
ば
、
こ
れ
は
即
ち
朱
子

の
居
敬
工
夫
を
実
践
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
朱
有
燉
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
丘
濬
と
い
う
劇
作
家
の
観
点

も
留
意
し
た
い
。
筆
者
は
前
の
研
究
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
子
学
者
と
し

て
、
彼
は
朱
有
燉
と
同
じ
く
、
物
欲
が
先
天
の
徳
性
を
遮
蔽
す
る
こ
と
が
人
の

悪
行
の
起
源
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
『
伍
倫
全
備
記
』
と
い
う
劇

作
品
の
前
口
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

、

【
鷓
鴣
天
】書
会
の
誰
が
こ
の
雑
劇
を
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
南
の
節
で

も
北
の
節
で
も
、
両
方
備
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
倫
理
に
関
わ
ら
な
い

と
、
物
語
は
い
く
ら
新
し
く
て
も
意
味
な
い
の
だ
。
萬
方
か
ら
人
々
が
楽

し
ん
で
い
る
こ
の
太
平
な
時
代
で
、
今
夜
で
こ
の
新
し
い
作
品
を
上
演
し

て
、
人
の
心
を
常
に
惕
然
さ
せ
る
こ
と
は
大
事
だ
。

「
人
の
心
を
常
に
惕
然
さ
せ
る
」
と
い
う
の
は
、
即
ち
彼
が
設
け
た
こ
の
作
品

の
教
化
的
目
標
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
観
客
が
こ
の
劇
を
観
た
後
、
心
を
い

つ
で
も
謹
ん
で
い
る
状
態
に
保
つ
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
朱
有
燉
の
言

う
「
謹
ん
で
防
ぐ
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
、
朱
子
学
の
居
敬
工
夫
で
あ

る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
朱
子
学
の
工
夫
論
が
明
時
代
前
期
の
演
劇
に
与
え
る
影

て
い
る
。
性
は
即
ち
本
論
で
言
う
人
間
の
善
な
る
本
来
性
で
あ
り
、
人
間
が
人

間
に
な
る
本
質
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
気
は
人
間
の
肉
体
を
含
む
万
物

の
形
体
を
構
成
す
る
質
料
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
道
徳
意
識
は
性
に

よ
っ
て
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、人
間
の
欲
張
り
は
気
を
源
と
す
る
。
人

間
の
こ
の
二
元
的
な
構
造
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
心
に
も
「
道
心
」
と
「
人
心
」

と
い
う
二
つ
の
面
が
あ
る
。
道
心
は
即
ち
性
か
ら
発
し
、
こ
れ
を
体
現
し
て
い

る
心
で
あ
る
。
人
心
は
気
に
発
し
、
欲
を
求
め
る
心
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
一

つ
の
心
に
属
す
る
が
、
両
者
の
間
に
は
一
種
の
緊
張
感
が
存
在
し
て
い
る
。
も

し
人
心
は
心
を
主
宰
し
、
道
心
を
圧
制
す
れ
ば
、
こ
れ
は
即
ち
朱
子
の
い
う
心

の
「
昏
昧
」
状
態
で
あ
り
。
従
っ
て
人
間
は
欲
張
り
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、も

し
道
心
を
心
の
主
宰
と
し
て
確
立
し
、
人
心
を
規
制
す
れ
ば
、
こ
れ
は
即
ち
心

の
覚
醒
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
敬
工
夫
の
効
果
は
、
道
心
を
呼
び
起
こ
し
、

心
を
覚
醒
さ
せ
、こ
れ
で
物
欲
の
蝕
み
を
防
ぐ
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、朱

子
が
言
っ
て
い
る
「
戒
慎
恐
懼
」
と
い
う
主
敬
の
内
容
、
を
朱
有
燉
の
「
謹
ん

で
防
ぐ
」と
い
う
言
葉
は
同
じ
く
、意
識
上
の
謹
む
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。
朱

有
燉
の
朱
子
学
背
景
に
鑑
み
て
、
彼
が
言
っ
て
い
る
「
謹
ん
で
防
ぐ
」
と
い
う

言
葉
は
、
則
ち
朱
子
の
主
敬
工
夫
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
朱
有
燉
の
描
か
れ
た
節
婦
像
と
義
夫
像
が
有
し
て
い
る

「
謹
ん
で
防
ぐ
べ
き
」
と
い
う
教
化
意
味
は
、
尋
常
的
な
道
徳
の
戒
め
で
は
な

く
、
こ
れ
は
更
に
儒
家
の
主
敬
と
い
う
工
夫
論
的
な
意
味
を
示
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
節
婦
、
義
夫
な
ど
の
こ
れ
ら
の
人
物
像
は
朱
子
学
に
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な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
劇
の
教
化
を
受
け
、
居
敬
工
夫
を
日
常
に

実
践
し
て
い
る
観
客
た
ち
は
、
個
別
的
、
限
り
の
あ
る
存
在
を
超
え
、
聖
賢
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。
先
行
研
究
と
比
べ
る
と
、
か
か
る
観
客
は
ま
た
積
極
的

な
意
味
上
の
、無
限
な
潜
在
力
を
備
わ
っ
て
い
る
「
予
備
聖
人
」
に
な
っ
た
。
こ

れ
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
中
国
演
劇
論
に
お
け
る
観
客
の
位
置
づ
け
の
複
雑
性
を

指
摘
す
る
ほ
か
、
儒
家
の
「
成
聖
（
聖
人
に
な
る
）」
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
中

国
演
劇
論
に
お
け
る
「
観
客
」
の
性
格
を
把
握
す
る
可
能
性
を
示
し
た
い
。

響
が
広
い
こ
と
が
見
え
る
。

結
論
と
余
説

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、本
論
文
で
は
次
の
二
点
の
結
論
が
出
た
。
ま
ず
、朱

有
燉
の
描
か
れ
た
節
婦
像
は
主
に
、「
物
欲
に
心
を
動
か
な
い
」
こ
と
を
そ
の
特

徴
と
す
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
節
婦
像
に
お
け
る
教
化
意
味
は
単
な
る
「
夫

の
た
め
に
貞
節
を
守
る
」
こ
と
を
宣
揚
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
更
に
儒
家

の
理
欲
観
、
お
よ
び
朱
子
学
の
居
敬
工
夫
の
具
現
化
し
、
物
欲
の
蝕
み
を
「
謹

ん
で
防
ぐ
べ
き
だ
」
と
戒
め
る
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
、
朱
有
燉
の
劇
作
品
に
お
け
る
人
物
像
の
工
夫
論
的
意
味
を
指
摘

す
る
の
は
、
儒
学
が
演
劇
の
人
物
像
の
塑
造
に
与
え
る
影
響
を
一
層
深
く
理
解

す
る
こ
と
に
資
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
ま
た
次
の
問
題
を
捉
え

直
す
こ
と
に
資
す
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
演
劇
観
に
お
い
て
、
教
化
を
受
け
る

観
客
は
如
何
な
る
存
在
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
行

研
究
は
往
々
に
、
民
衆
に
統
治
階
級
の
意
識
形
態
を
降
り
注
ぎ
、
封
建
帝
政
の

下
の
良
民
や
順
民
に
さ
せ
、
そ
こ
で
統
治
の
安
定
を
固
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ

る
。
こ
の
観
点
で
の
民
衆
・
観
客
は
も
は
や
圧
制
さ
れ
、
主
体
性
が
抹
殺
さ
れ

て
い
る
不
完
全
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
だ
だ
し
、
本
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、

朱
有
燉
、
丘
濬
な
ど
の
劇
作
家
た
ち
の
目
標
は
、
舞
台
を
借
り
て
観
客
に
朱
子

学
の
居
敬
工
夫
を
具
体
的
に
展
示
し
、
こ
れ
を
実
践
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ

こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、儒
学
に
お
け
る
工
夫
と
い
う
の
は
、そ

の
最
終
的
な
目
的
は
天
地
と
合
流
し
、
超
越
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
聖
賢
に

（
１
）�　
「
全
徳
―
朱
子
学
の
視
点
か
ら
み
た
朱
有
燉
の
演
劇
教
化
観
」日
本
演
劇
学
会
全

国
大
会
、
二
〇
二
三
年
六
月
二
十
三
日
。

（
２
）�　

例
え
ば
一
九
五
七
年
に
、
朱
君
毅
氏
と
孔
家
氏
は
、「
表
面
で
は
男
女
の
恋
愛
を

謳
え
る
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
「
人
喰
い
」
の
封
建
道
徳
（
貞
節
）
を
宣
揚
す
る

も
の
で
あ
る
」
と
、
朱
の
恋
愛
劇
に
強
い
非
難
を
加
え
て
い
る
。
朱
君
毅
、
孔
家

「
略
談
朱
有
燉
雑
劇
的
思
想
性
」『
光
明
日
報
』
一
九
五
七
年
、
十
二
月
一
日
。

（
３
）�　

趙
暁
紅
「
皇
室
貴
族
的
伝
統
文
化
情
結
―
朱
有
燉
雑
劇
的
現
代
解
読
―
」『
東
方

論
壇
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
、二
九
頁
。
廖
奔
「
論
朱
有
燉
」『
中
国
戯
曲
学
院
学

報
』
三
十
六
巻
第
三
期
、
二
〇
一
五
年
八
月
、
五
頁
。

（
４
）�　

廖
奔
「
論
朱
有
燉
」『
中
国
戯
曲
学
院
学
報
』
三
十
六
巻
第
三
期
、二
〇
一
五
年

八
月
、
五
頁
。

（
５
）�　

こ
れ
に
関
し
て
は
本
論
文
の
第
二
小
節
で
詳
し
く
説
明
す
る
。

（
６
）�　
「
只
靠
着
迎
新
送
旧
、
全
日
凭
着
巴
鏝
為
生
」「
巴
鏝
」
は
即
ち
利
を
貪
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
三
二
七
頁
。

（
７
）�　
「
妹
子
、
你
姐
姐
如
今
守
着
箇
撅
丁
、
十
分
艱
難
。
近
日
偸
留
了
這
箇
医
人
、
十

分
有
銭
、
你
姐
姐
待
嫁
了
他
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
三

一
三
頁
。

（
８
）�　
「
今
日
賽
廟
処
、
有
一
火
江
西
客
人
好
生
有
銭
、
内
中
有
箇
姓
徐
、
喚
作
徐
福
一
、

要
来
姪
女
児
家
喫
盞
茶
。
此
人
内
才
外
才
、
表
裏
相
称
、
我
料
着
高
客
敢
也
不
来
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了
、
不
如
留
下
這
江
西
客
人
、
搬
上
他
船
、
跟
他
江
西
去
了
罷
」『
朱
有
燉
集
』
斉

魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、�

三
一
七
頁
。

（
９
）�　
「
我
忍
不
住
、
一
世
忍
不
住
、
情
願
着
人
笑
我
、
小
覰
我
、
憑
着
我
那
付
浄
嘴
、

哪
裏
不
哄
的
些
布
使
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
三
二
五
頁
。

（
10
）�　
「
甄
家
這
弟
子
、
這
等
不
会
覔
銭
、
魏
官
人
與
他
火
炭
般
一
塊
黄
金
、
他
不
肯
接
、

也
則
是
不
見
広
、
這
金
子
少
不
得
是
我
的
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四

年
三
月
、
二
六
頁
。

（
11
）�　
「
姐
姐
、
你
好
不
会
覔
銭
、
過
一
日
是
一
日
的
衣
飯
、
常
言
道
「
漢
子
有
似
南
来

雁
、
去
了
一
千
有
一
万
」、
他
毎
去
了
幾
時
、
等
的
他
来
、
俺
即
顧
養
漢
来
不
妨
」

『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
三
一
頁
。

（
12
）�　
「【
酔
扶
帰
】
空
逗
引
蜂
蝶
意
、
枉
約
会
燕
鶯
期
。
我
従
来
做
不
慣
迎
新
送
旧
的
、

又
不
比
浪
包
婁
求
食
妓
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
三
九

頁
。

（
13
）�　
「
我
已
半
年
来
無
点
涴
，怎
肯
両
遍
家
結
婚
姻
。
我
説
来
的
言
語
無
私
徇
云
々
。」

『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
四
七
頁
。

（
14
）�　
「〔
旦
云
〕
周
恭
、
難
得
你
這
渾
家
、
雖
是
楽
人
、
這
等
守
志
、
你
却
休
忘
了
恩

義
也
。〔
末
云
〕�

小
生
永
不
肯
忘
大
姐
深
恩
、
小
生
発
了
誓
願
、
終
身
再
娶
妻
室

了
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
五
〇
頁
。

（
15
）�　
「
云
々
、〔
媒
云
〕
大
姐
我
有
一
句
話
、
敢
勧
你
麽
。〔
旦
云
〕
王
婆
婆
你
試
説
咱
。

〔
媒
云
〕
你
如
今
這
般
窮
呵
，
何
不
尋
箇
着
衣
飯
処
、
揀
箇
官
員
舎
人
。
這
城
中
少

甚
富
的
、
改
嫁
一
箇
也
罷
。〔
旦
云
〕
這
王
婆
児
、
説
的
是
甚
話
。〔
旦
唱
〕
一
任

我
窮
則
窮
甘
心
的
受
苦
、你
道
他
富
則
富
我
無
心
恋
汝
。〔
媒
云
〕
有
那
爿
舎
十
分

生
得
俊
美
。〔
旦
唱
〕
一
任
他
美
則
美
我
芳
心
不
渝
。〔
媒
云
〕
他
更
有
戴
的
是
焼

手
似
金
釵
、
喫
的
是
爽
口
似
綿
羊
肉
、
又
有
十
数
箱
子
打
眼
目
的
好
新
衣
服
、
你

休
誤
了
這
親
事
。〔
旦
唱
〕
便
将
着
焼
手
般
金
鳳
釵
、
便
有
那
爽
口
的
綿
羊
肉
、
更

将
着
十
数
箱
打
眼
目
的
衣
服
。【
鵲
踏
枝
】
我
其
実
不
相
孚
、
我
心
無
半
星
無
、
一

任
你
数
黒
論
黄
、
我
其
実
悪
紫
奪
朱
。〔
媒
云
〕
那
爿
舎
是
宦
官
人
家
舎
人
、
你
肯

嫁
了
他
、
久
後
便
是
夫
人
県
君
。〔
旦
唱
〕
我
也
無
做
夫
人
的
分
福
、
只
甘
心
向
萱

堂
奉
養
尊
姑
。」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
五
九
頁
。

（
16
）�　
「〔
浄
云
〕
小
子
姓
爿
、爿
舎
的
便
是
小
子
。〔
旦
云
〕
原
来
又
是
那
厮
云
々
、〔
浄

云
〕
小
子
也
有
換
套
児
的
衣
服
、
揀
口
児
的
食
、
小
子
家
中
十
分
富
貴
。〔
旦
唱
〕

我
也
不
恋
你
那
換
套
衣
、
不
図
你
那
揀
口
食
、
不
愛
你
那
家
豪
富
。」『
朱
有
燉
集
』

斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
六
三
頁
。

（
17
）�　
「〔
末
抱
病
上
、
云
〕
自
従
来
口
北
操
練
、
不
覚
過
了
二
年
半
也
。
如
今
染
得
病

重
了
、
多
感
何
太
公
、
早
晩
照
覰
、
要
将
他
女
児
招
我
為
壻
、
我
想
来
、
怎
肯
忘

了
我
渾
家
、
在
此
別
継
姻
親
。
便
餓
死
病
死
了
、
也
不
肯
忘
恩
負
義
。
我
家
中
渾

家
、
終
是
父
母
配
対
、
綰
角
夫
妻
、
怎
肯
做
箇
不
仁
不
義
之
徒
。」『
朱
有
燉
集
』

斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
六
五
頁
。

（
18
）�　
「
三
綱
五
常
之
理
、
在
人
世
間
未
嘗
泯
絶
、
惟
人
之
物
欲
交
蔽
、
昧
夫
天
理
、
故

不
能
咸
守
此
道
也
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
二
三
六
頁
。

（
19
）�　
「
予
乃
嘆
其
雖
為
妾
婦
者
、
亦
皆
有
天
理
人
心
之
不
可
泯
焉
。
人
之
性
本
善
、
因

習
而
相
遠
、
始
有
善
悪
高
下
之
分
、
此
物
欲
蔽
之
也
。」「
新
編
李
亜
仙
花
酒
曲
江

池
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
七
八
頁
。

（
20
）�　
『
朱
子
語
類
彙
校
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
三
三
三
頁
。

（
21
）�　

人
之
性
、
天
所
命
之
、
皆
善
也
。
日
用
常
行
、
無
非
至
善
之
道
、
此
吾
本
有
之

徳
也
。
外
務
一
侵
、
不
善
長
焉
。
長
一
不
善
、
是
一
蠅
之
穢
也
。
長
二
不
善
、
是

二
蠅
之
穢
也
。
不
善
日
長
、
其
善
日
消
、
善
日
消
、
是
吾
本
有
之
徳
、
亦
不
能
為

吾
之
美
也
。」「
玉
簪
花
説
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
七
一

〇
頁
。

（
22
）�　
「
固
知
情
欲
之
蕩
人
如
此
、唯
当
謹
慎
以
防
間
之
」『
朱
有
燉
集
』
斉
魯
書
社
、二

〇
一
四
年
三
月
、
十
八
頁
。
こ
こ
で
は
「
情
欲
」
だ
け
を
説
い
て
い
る
が
、
儒
家

の
思
想
に
お
い
て
、
美
色
に
対
す
る
欲
（
情
欲
）
は
金
な
ど
に
対
す
る
欲
と
同
じ

く
、「
物
欲
」
や
「
人
欲
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
儒
家
は
様
々
な
欲
に
対

す
る
退
治
法
を
示
し
て
い
る
が
、
情
欲
や
金
欲
な
ど
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
退
治

を
区
別
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
の
「
謹
ん
で
防
ぐ
」
と
い
う
の
は

情
欲
だ
け
で
は
な
く
、
人
欲
全
体
の
退
治
法
と
見
做
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
23
）�　

白
婆
と
周
恭
は
「
劉
盼
春
の
恩
義
を
忘
れ
ず
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
詳
し
く

説
明
し
て
い
な
い
が
、
中
国
文
学
史
に
描
か
れ
て
い
る
妻
や
恋
人
の
恩
義
を
忘
れ

る
「
薄
情
者
」
は
ほ
ぼ
功
名
と
美
女
を
貪
り
、
自
分
の
妻
を
背
く
人
で
あ
る
た
め
、

こ
こ
で
の
「
恩
義
を
忘
れ
ず
」
と
い
う
言
葉
こ
の
意
味
上
で
言
う
も
の
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
。

（
24
）�　

朱
子
学
に
お
い
て
、
生
存
な
ど
の
正
常
な
生
理
欲
求
は
簡
単
に
人
欲
と
見
做
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
生
理
欲
求
は
天
理
と
衝
突
に
な
る
時
、
絶
対
的
な

公
な
る
天
理
の
前
で
、
こ
れ
は
私
な
る
「
人
欲
」
に
帰
す
し
か
な
い
。
こ
の
た
め

に
、
銭
鎖
児
の
殉
節
も
天
理
と
人
欲
と
の
対
抗
の
結
果
と
見
做
し
て
も
間
違
っ
て

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
25
）�　
「
曽
子
曰
く
、「
戦
々
兢
々
、
如
臨
深
淵
、
如
履
薄
氷
。」
此
乃
敬
之
法
。
此
心
不

存
、
則
常
昏
矣
。
今
人
有
昏
睡
者
、
遇
身
有
痛
痒
則
蹶
然
而
醒
、
蓋
心
所
不
能
已
、

則
自
不
至
於
忘
。
中
庸
戒
謹
恐
懼
、
皆
敬
之
意
。」『
朱
子
語
類
彙
校
』、
上
海
古
籍

出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
九
六
〇
頁
。

（
26
）�　
「【
鷓
鴣
天
】
書
会
誰
将
雑
劇
編
、
南
腔
北
調
両
皆
全
。
若
於
倫
理
無
関
緊
、
縦

是
新
奇
不
足
伝
。
風
日
好
、物
華
鮮
、萬
方
人
楽
太
平
年
。
今
宵
搬
演
新
編
記
。
要

使
人
心
総
惕
然
。」「
新
編
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
明
代
編
第
一
集
」『
歴
代
曲
話

彙
編
』
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
一
〇
頁
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