
「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

　
　
　
－
《
水
瀞
伝
》
に
お
け
る
人
物
の
容
貌
描
写
に
つ
い
て
ー

川
　
　
　
浩
　
二

は
じ
め
に

杣
術
に
つ
い
て

＾
水
滞
伝
》
の
容
貌
描
写

柵
術
に
お
け
る
「
凶
杣
」

「
凶
榊
」
の
人
物
た
ち

止
u
八
冊

倫
…
岨
以

ま
■
．
コ

・
ζ
十
．
1
冊

功
工
非
外
州

1
は

じ
め
に

　
白
話
小
説
と
し
て
最
も
著
名
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
《
水
滞
伝
》
の
本
文
は
、

他
の
白
話
小
説
と
同
様
に
、
「
白
話
」
つ
ま
り
口
語
を
交
え
た
文
体
に
よ
る
地
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

や
会
語
文
に
、
詩
や
詞
、
ま
た
騨
語
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
ど
、
文
語
の
テ
ク
ス

ト
が
抵
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
括
入
さ
れ
る
テ

ク
ス
ト
の
形
式
に
注
目
し
、
そ
れ
が
《
水
滞
伝
》
に
い
か
な
る
作
用
を
も
た
ら

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
先
行
の
研
究
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
－

い
る
が
、
本
論
は
そ
れ
を
目
的
と
し
な
い
。
本
論
で
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
ら

さ
ま
ざ
ま
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
に
ま
た
が
っ
て
現
れ
る
一
つ
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
一

現
内
容
で
あ
る
登
場
人
物
の
容
貌
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
お
け
る
寓
意
に

つ
い
て
で
あ
る
。
《
水
瀞
伝
》
の
文
中
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
容
貌
は
、
し
ば

し
ば
服
装
、
年
齢
な
ど
、
他
の
外
的
な
要
素
と
と
も
に
複
合
し
た
形
で
登
場
し
、

そ
の
頻
度
も
他
の
長
編
の
白
話
小
説
に
比
し
て
高
い
。
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
し

ば
し
ば
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。

　
　
武
行
者
看
那
大
漢
時
、
但
見
：

　
　
頂
上
頭
巾
魚
尾
赤
、
身
上
戦
抱
鴨
頭
線
。
脚
穿
一
封
賜
土
靴
、
腰
繋
敷
尺

　
　
紅
搭
膵
。
面
圓
耳
大
、
唇
闇
口
方
。
長
七
尺
以
上
身
材
、
有
二
十
四
五
年

　
　
紀
。
相
貌
堂
堂
強
牡
士
、
未
侵
女
色
少
年
郎
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
二
回
　
孔
亮
）

　
形
式
か
ら
し
て
、
こ
う
し
た
表
現
の
小
説
全
体
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に
つ

い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
一
度
に
登
場
す
る
表
現
全
て
に
つ
い
て
分
析
す
る
べ

　
　
　
　
＾
5
〕

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
表
現
の
寓
意
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、

容
貌
に
関
す
る
表
現
の
み
に
注
目
す
る
方
法
も
十
分
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
、
中
国
に
お
い
て
長
く
行
わ
れ
て
き
た
、

一
種
の
占
法
で
あ
る
相
術
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
一

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
あ
る
身
体
的
特
徴
が
、
そ
の
人
物
の
運
勢
や
性
格
を

表
し
て
い
る
と
す
る
相
術
は
、
容
易
に
寓
意
の
表
現
と
し
て
利
用
で
き
よ
う
。

　
本
論
に
お
い
て
は
、
《
水
瀞
伝
》
に
お
け
る
登
場
人
物
の
容
貌
描
写
が
、
ど
の

よ
う
に
表
れ
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
寓
意
を
も
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検

討
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
相
術
に
つ
い
て

　
相
術
に
関
す
る
独
立
し
た
書
物
と
し
て
、
現
存
す
る
最
古
の
も
の
は
、
敦
煙

で
発
見
さ
れ
た
抄
本
《
相
書
》
で
あ
る
。
残
映
を
含
め
れ
ば
、
数
種
の
テ
ク
ス

ト
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
敦
煙
で
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

　
　
＾
7
〕

ら
れ
る
。

　
こ
の
《
相
書
》
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
身
体
、
ま
た
顔
を
構
成
す
る

部
品
に
分
解
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
の
運
勢
や
性
格
を
判

断
す
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
以
下
に
こ
の
《
相
書
》
に
よ
る
、
判
断
を
与

え
ら
れ
る
部
品
の
分
類
を
記
し
て
お
く
。

　
面
眉
鼻
耳
人
中
唇
口
聲
舌
顎
…
…

　
こ
の
方
法
が
、
史
書
に
お
い
て
登
場
す
る
例
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
か
ら
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。
萢
轟
が
越
王
勾
践
を
「
長
頸
烏
曝
（
長
い
首
に
烏
の
口
一
」
で

あ
り
、
銀
難
を
と
も
に
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
楽
し
み
を
と
も
に
す
る
こ
と

一
六
〇

は
で
き
な
い
、
と
去
っ
た
の
は
も
っ
と
も
有
名
な
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
宋
代
、
ま
た
元
代
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
相
術
の
方
法
が
大
き
く
移
り
変
わ

る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
相
術
の
書
そ
の
も
の
が
、
宋
代
の
原
本

で
残
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
明
代
に
な
っ
て
か
ら
も
行
わ
れ
て
い
た
《
玉
管
照

神
局
V
は
、
本
来
南
唐
の
撰
で
あ
り
、
原
本
は
失
わ
れ
た
が
、
宋
本
も
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
一

て
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
《
夷
堅
志
》
に
は
、
相
術
を
使
う
占
い
師
は
天
庭
、

つ
ま
り
眉
間
を
ま
ず
観
て
、
そ
こ
に
黄
色
が
現
れ
て
い
れ
ば
吉
と
判
断
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
し
、
ま
た
《
軽
耕
録
》
も
、
肖
像
を
描
く
も
の
は
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
〕

法
（
相
術
）
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

　
元
刊
の
資
料
と
し
て
は
、
類
書
《
事
林
廣
記
》
巻
八
に
、
比
較
的
ま
と
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
－

た
相
術
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
敦
煙
《
相
書
》
や
、
後
の
各
種

の
相
術
書
に
見
え
る
よ
う
な
、
顔
の
各
部
に
名
称
を
記
し
た
図
像
が
括
入
さ
れ

て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
明
代
に
な
っ
て
の
ち
も
、
い
わ
ゆ
る
日
用
類
書
に
は
、
多
く
「
相
法
門
」
と

し
て
一
門
類
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
ら
類
書
の
受
容
層
の
生
活
の
中
に
も
、
相
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
〕

が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
日
用
類
書
の
記
述
に
つ
い
て
は
後
に

詳
述
す
る
が
、
ま
た
明
清
代
に
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
相
術

書
で
あ
る
《
麻
衣
相
法
》
や
、
《
神
相
全
編
》
を
見
て
も
、
項
目
や
そ
の
記
述
の

方
法
が
詳
細
に
成
長
す
る
も
の
の
、
分
類
と
判
断
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
化
は

見
ら
れ
な
い
。

　
つ
ま
り
、
相
術
は
白
話
小
説
の
醸
成
よ
り
も
は
る
か
に
先
ん
じ
て
存
在
し
、

ま
た
各
代
を
通
じ
て
、
人
々
が
常
識
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
、



美
的
感
覚
の
変
化
は
大
い
に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
価
値
観
が
相
術
に

反
映
さ
れ
て
、
既
存
の
判
断
が
完
全
に
覆
る
、
と
い
う
例
は
少
な
い
よ
う
で
あ

る
。　

《
水
瀞
伝
》
の
成
立
が
、
複
数
の
人
間
の
手
に
な
り
、
ま
た
長
い
時
間
を
経
た

も
の
だ
と
し
て
も
、
ま
た
《
水
瀞
伝
》
の
受
容
が
、
そ
の
成
立
か
ら
大
き
く
下
っ

た
時
代
の
人
間
に
ま
で
渡
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
全
て
の
環
境
の

中
に
、
相
術
に
よ
る
人
物
の
容
貌
に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
、
と
考
え
て
問
題

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

3
　
《
水
瀞
伝
》

の
容
貌
描
写

　
　
　
　
　
　
＾
H
一

　
《
水
瀞
伝
》
本
文
に
お
い
て
、
容
貌
に
関
す
る
形
容
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物

は
、
八
十
人
を
上
回
る
。
そ
れ
ら
の
人
物
の
容
貌
の
描
写
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

手
法
が
取
ら
れ
る
。
以
下
に
形
式
と
内
容
に
よ
る
分
類
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、

そ
れ
が
実
際
に
作
中
で
い
か
な
る
表
現
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
末
尾
の
資
料

3
に
実
例
を
挙
げ
た
。

i
叙
述
形
式
に
よ
る
分
類

　
　
　
　
　
＾
M
一

詩
に
よ
る
表
現
（
七
言
絶
句
　
七
言
律
詩
　
七
言
古
詩
　
五
言
律
詩
）

　
　
　
　
　
＾
”
〕

詞
に
よ
る
表
現
（
西
江
月
　
臨
江
仙
　
沁
園
春
　
念
奴
嬬
）

　
　
　
　
　
　
＾
“
－

騨
語
に
よ
る
表
現

地
文
に
よ
る
表
現

i
叙
述
内
容
に
よ
る
分
類

「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

顔
頭
顎
髪
ひ
げ
眉
目
口
歯
耳
鼻
脚
腕
腰
身

体
　
身
長

　
叙
述
形
式
に
よ
る
分
類
に
挙
げ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
文
に
よ
る
表
現
以

外
は
、
基
本
的
に
、
「
但
見
」
、
「
有
詩
為
証
」
な
ど
と
い
う
前
置
き
の
語
が
入
っ

た
後
に
、
版
面
上
で
は
改
行
と
一
字
落
と
し
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に

は
、
あ
る
登
場
人
物
の
目
の
前
に
現
れ
た
も
う
一
人
の
人
物
と
し
て
、
「
楊
志
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

そ
の
も
の
を
見
る
と
、
姿
か
た
ち
は
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
」
な

ど
の
言
葉
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
。

　
叙
述
内
容
に
よ
る
分
類
に
あ
げ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
形
状

や
色
な
ど
が
注
目
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
の
修
飾
の
語
が
付
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
例
え
ば
目
な
ら
ば
環
眼
　
鳳
眼
　
杏
子
眼
　
蜂
目
　
虎
眼
　
三
角

眼
　
神
眼
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
表
現
を
文
中
に
登
場
さ
せ
る
際
に
は
、
部
品
に
当
た
る
内
容
を
形

式
に
合
わ
せ
て
組
み
合
わ
せ
て
い
く
作
業
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
も
っ
と
も
単
純
な
の
は
、
既
に
史
書
な
ど
に
登
場
し
て
い
る
表
現
の
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
一

み
合
わ
せ
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
林
沖
の
容
貌
「
豹
頭
環
眼
、
燕
頷
虎
頚
」

な
ど
は
代
表
的
な
例
と
言
え
よ
う
。
ま
た
逆
に
、
魯
智
深
の
容
貌
で
あ
る
「
面

圓
耳
大
、
鼻
直
口
方
」
な
ど
は
、
白
話
小
説
一
般
に
登
場
す
る
表
現
と
な
っ
て

　
＾
㎎
一い

る
。
し
か
し
、
記
述
の
詳
細
さ
と
、
そ
の
取
る
形
式
の
多
用
さ
は
注
目
さ
れ

て
よ
い
。
ま
た
、
第
十
八
回
の
宋
江
の
容
貌
の
描
写
に
は
、
相
術
の
書
に
登
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

す
る
顔
の
部
分
の
分
類
名
称
で
あ
る
「
地
閻
」
、
「
天
倉
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ

る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
特
殊
と
言
え
、
他
に
作
中
に
例
が
な
い
。
全
体
と
し
て

＝
ハ
一



は
相
術
と
分
類
を
共
有
し
な
が
ら
、
特
殊
な
用
語
は
あ
ま
り
用
い
ず
、
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
展
開
し
て
い
く
例
が
多
い
、
と
言
え
よ
う
。

4
　
相
術
に
お
け
る

「
凶
相
」

　
相
術
は
、
占
術
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
人
物
に
対
し
て
、
そ
の

運
命
の
吉
凶
を
占
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
る
人
物
の
性
格
的
な
特
徴
、

そ
の
好
悪
を
診
断
す
る
と
い
う
意
味
も
、
非
常
に
大
き
い
。
例
と
し
て
、
明
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
〕

の
日
用
類
書
、
《
五
車
抜
錦
》
に
記
載
の
「
相
法
門
」
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
み

よ
う
。
こ
れ
ら
の
類
書
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
版
面
は
上
下
二
段
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
同
じ
門
類
に
属
す
る
、
異
な
る
書
物
の
本
文
が
書
か
れ
て
い
る
。

下
段
に
は
多
く
図
像
を
載
せ
て
お
り
、
中
で
も
目
を
惹
く
の
が
、
あ
る
一
つ
の

相
に
つ
い
て
、
名
称
、
図
像
、
ま
た
そ
の
相
の
特
徴
を
表
し
た
歌
、
詞
な
ど
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

付
し
て
載
せ
る
、
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
る
。

　
「
歌
」
は
し
ば
し
ぱ
七
言
句
を
列
ね
る
形
式
で
、
「
詞
」
は
西
江
月
の
詞
牌
を

代
表
と
す
る
。
相
の
名
称
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　
大
貴
相
　
大
當
相
　
彌
壽
相
　
貧
窮
相
　
夫
逝
相
　
凶
悪
相
　
刑
傷
相
　
孤

独
相
　
盗
賊
相
　
（
《
五
車
抜
錦
》
に
よ
る
）

　
こ
れ
ら
は
、
一
見
し
て
分
か
る
通
り
、
全
て
の
人
間
を
分
類
す
る
た
め
に
作

ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
特
殊
な
運
勢
、
も
し
く
は
性
格
的
特
徴
を
持
つ

人
間
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
は
じ
め
の
三
つ
の
相
が
そ
れ
ぞ

一
六
二

れ
福
、
禄
、
寿
の
幸
運
を
受
け
る
相
で
あ
る
以
外
は
、
い
ず
れ
も
良
い
運
勢
や

性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
凶
悪
相
、
盗
賊
相
な
ど
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
悪
人
、
と

思
え
る
手
配
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幸
運
が
得
ら
れ
る
「
吉
相
」

と
、
不
運
を
得
る
こ
と
に
な
る
「
凶
相
」
に
加
え
て
、
良
い
人
、
善
人
の
「
好

相
」
と
、
人
に
危
害
を
加
え
る
悪
人
の
「
凶
相
」
と
が
、
同
様
の
扱
い
を
さ
れ

て
登
場
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
吉
に
対
す
る
凶
、
で
あ
れ
ば
当
然
、
好
相
に
対
す
る
悪
相
、
と
す
べ
き
と
こ

ろ
を
、
敢
え
て
二
つ
と
も
に
「
凶
相
」
と
し
た
の
は
、
相
術
の
書
の
中
で
、
吉

運
の
持
ち
主
の
相
と
、
好
印
象
の
相
、
と
い
う
の
が
か
な
ら
ず
し
も
一
致
せ
ず
、

吉
運
が
し
ば
し
ば
異
相
、
変
わ
っ
た
印
象
の
相
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
凶
運
の
持
ち
主
の
相
と
、
悪
い
印
象
の
相
は
、
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
た

　
　
　
＾
困
一

め
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
相
の
記
述
が
、
類
書
を
読
む
人
々
の
生
活
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
た
か
、
そ
の
実
際
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
、
あ
る
人
物
の
容
貌
、
つ
ま
り
相
を
見
た
と
き
、
相
手
の
持
つ
運
勢
を

占
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
と
同
様
、
例
え
ば
相
術
書
の
描
画
に
あ
る
よ
う
な
容
貌

の
人
物
を
見
た
と
き
に
は
、
凶
悪
相
や
盗
賊
相
の
性
格
を
想
起
し
て
い
た
だ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
白
話
小
説
、
こ
と
に
《
水
瀞
伝
》
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
記
述
の
形
式
と
し

て
、
「
歌
」
や
西
江
月
の
詞
牌
を
使
う
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
類
似
点
と
し

て
指
摘
で
き
よ
う
。
《
水
瀞
伝
》
本
文
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
登
場
す
る

詞
牌
が
西
江
月
で
あ
る
こ
と
も
注
目
で
き
る
。
字
句
を
対
照
し
て
み
る
と
、
例



え
ば
他
の
白
話
小
説
、
《
平
妖
伝
》
な
ど
に
お
け
る
表
現
と
の
よ
う
に
類
似
し
た

表
現
は
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
相
全
体
を
構
成
す
る
、
一
つ
一
つ
の
部
品
に
つ

い
て
は
、
共
通
す
る
部
分
も
指
摘
で
き
る
。

　
ま
た
、
特
殊
な
人
物
の
タ
イ
プ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
《
水
瀞
伝
》
に
は
、

「
凶
悪
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
性
格
の
人
物
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
し
、
ま
た

「
盗
賊
」
を
生
業
と
す
る
も
の
も
多
い
。
《
水
瀞
伝
》
の
物
語
を
知
っ
て
い
る
も

の
が
、
逆
に
そ
う
し
た
登
場
人
物
た
ち
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
際
に
、
相
術
書

の
描
画
を
連
想
す
る
、
と
い
う
例
も
あ
る
こ
と
が
予
測
で
き
る
。
こ
う
し
た
予

測
の
も
と
に
、
い
っ
た
ん
凶
悪
相
と
盗
賊
相
の
要
素
を
分
析
し
、
そ
れ
を
《
水

瀞
伝
》
の
登
場
人
物
た
ち
の
容
貌
表
現
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

凶
悪
相
の
特
徴
（
原
文
は
末
尾
資
料
1
）

　
眼
が
赤
く
血
走
る
。
白
目
が
多
く
、
斜
め
に
見
上
げ
る
。
鼻
が
剣
の
よ
う
に

鋭
く
、
頬
骨
が
出
て
い
る
。
肉
付
き
は
ご
つ
ご
つ
と
し
て
い
て
、
歯
が
む
き
だ

し
に
な
る
。

盗
賊
相
の
特
徹
一
原
文
は
末
尾
資
料
－
一

　
羊
眼
、
鼠
眼
、
狗
眼
と
よ
ば
れ
る
眼
を
し
て
い
る
。
目
つ
き
が
悪
い
。
眉
毛

が
刀
の
よ
う
で
目
に
迫
っ
て
い
る
。
歯
が
む
き
だ
し
に
な
る
。
髪
や
ひ
げ
が
赤

い
。

　
こ
れ
ら
に
登
場
す
る
要
素
が
、
部
分
的
と
は
い
え
与
え
ら
れ
て
い
る
人
物
が

《
水
瀞
伝
》
の
文
中
に
は
か
な
り
数
多
く
登
場
す
る
。
部
分
に
分
け
て
指
摘
し
て

お
く
。
ま
た
、
《
水
瀞
伝
》
原
文
に
つ
い
て
は
末
尾
資
料
3
に
ま
と
め
た
。

　
さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
に
、
盗
賊
相
や
凶
悪
相
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
以
外

「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

に
も
、
明
清
代
に
主
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
種
々
の
相
術
書
に
は
、

様
々
の
「
凶
相
」
、
性
格
の
凶
悪
を
示
す
も
の
と
、
運
勢
の
凶
運
を
示
す
も
の
、

が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
も
比
較
し
、
共
通
の
部
分
が
あ
る
人
物
を
抽
出
す

る
。
相
術
書
の
原
文
は
末
尾
の
資
料
2
に
、
ま
た
登
場
人
物
の
原
文
は
資
料
3

に
ま
と
め
た
。

髪
・
ひ
げ
髪
や
、
ひ
げ
が
赤
い
も
の
、
ひ
げ
の
量
が
少
な
い
も
の
、
な
ど
。

《
水
瀞
伝
》
の
文
中
で
、
こ
れ
ら
に
あ
た
る
形
容
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以

下
の
人
物
で
あ
る
。
朱
貨
　
楊
志
　
玩
小
七
　
孫
二
娘
　
張
青
　
蒋
門
神
　
燕

順
　
石
勇
　
李
立
　
張
横
　
費
保

　
髪
や
ひ
げ
が
赤
い
、
と
言
え
ば
、
紅
毛
碧
眼
、
蕃
人
の
持
つ
異
相
、
と
い
う

の
が
白
話
小
説
を
読
む
隈
り
、
真
っ
先
に
思
い
つ
く
が
、
《
水
滞
伝
》
の
中
で
は

登
場
人
物
に
比
較
的
よ
く
つ
け
ら
れ
て
い
る
表
現
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
《
水

瀞
伝
V
文
中
に
も
、
蕃
人
、
も
し
く
は
そ
れ
に
似
た
容
姿
の
人
物
に
つ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
例
外
と
す
る
。

頬
骨
　
頬
骨
（
顧
骨
一
は
、
《
水
瀞
伝
》
文
中
で
は
拳
骨
と
書
か
れ
る
。
こ
の
通

用
は
相
術
の
書
物
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
頬
骨
が
隆
起
し
、
ご
つ
ご
つ
と

し
て
い
る
も
の
。
三
拳
（
額
）
面
と
い
う
表
現
が
相
術
の
書
物
に
見
え
る
が
、

こ
れ
と
張
青
の
「
三
拳
骨
叉
瞼
鬼
」
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
頬
骨
の

隆
起
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
含
め
て
、
同
種

の
表
現
を
持
つ
人
物
は
以
下
の
通
り
。
朱
貴
　
院
小
二
　
張
青
　
石
勇
　
秋
成

肉
付
き
　
顔
も
し
く
は
体
に
つ
い
て
、
「
横
生
」
と
い
う
語
が
付
さ
れ
る
。
ご
つ

ご
つ
と
張
っ
た
肉
付
き
を
形
容
す
る
。
こ
の
表
現
が
付
さ
れ
る
人
物
は
以
下
の

＝
八
三



通
り
。
崔
遊
成
　
院
小
七
　
蒋
門
神

限
赤
い
、
血
走
っ
た
目
を
し
て
い
る
も
の
。
《
水
瀞
伝
》
文
中
で
は
食
人
行
為

の
た
め
に
な
る
、
と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
が
付
さ
れ
る
の
は
以
下
の
人

物
で
あ
る
。
院
小
七
　
郵
飛
李
蓮

頭
　
頭
の
形
が
尖
っ
て
い
る
も
の
。
蛇
形
と
も
。
李
忠
　
王
定
六

鼻
　
鼻
が
上
向
い
て
い
る
も
の
。
宣
賛

唇
唇
が
歯
を
隠
さ
ず
め
く
れ
て
い
る
も
の
。
飽
旭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
一

一
一
一
角
眼
　
張
横
の
眼
は
「
三
角
眼
」
と
さ
れ
る
。
《
太
乙
照
神
局
》
に
、
「
三
角

眼
に
し
て
、
光
射
せ
ば
、
狽
毒
を
主
と
す
。
（
巻
一
　
秘
伝
口
訣
）
」
と
あ
り
、

「
凶
梱
」
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
《
明
史
》
に
も
こ
の
語
が
見
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肪
〕

「
性
、
必
ず
殺
人
を
嗜
ま
ん
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
前
掲
の
相
は
、
そ
れ
が
「
相
」
で
あ
る
以
上
、
こ
の
中
の
一
つ
で
も
満
た
せ

ば
な
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
の
う
ち
、
幾
つ
か
以
上
の
要
素
を
持
っ
て
は
じ

め
て
そ
の
相
、
と
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
《
水
滞
伝
》
の

登
場
人
物
の
容
貌
表
現
は
、
幾
人
か
の
人
物
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
凶

悪
相
や
盗
賊
相
そ
の
も
の
と
す
ぐ
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ

ら
の
表
現
に
よ
っ
て
、
想
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
方
向
性
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
、

と
考
え
る
の
に
は
足
り
よ
う
。

　
以
上
、
全
登
場
人
物
の
中
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
一
」
う
し
た
「
凶
相
」
に

関
係
す
る
表
現
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
の
べ
二
二
人
に
及
ぶ
。
本
節
の

ま
と
め
と
し
て
、
．
再
び
挙
げ
て
お
く
。

崔
道
成
　
楊
志
　
朱
貴

蒋
門
神
燕
順
　
石
勇

段
景
住
　
宣
賛
　
飽
旭

5
　
「
凶
相
」

一
六
四

劉
唐
　
院
小
一
一
院
小
七
　
孫
二
娘

李
立
　
張
横
　
李
達
　
郵
飛
　
李
患

王
定
六
　
費
保
　
秋
成
　
計
二
一
一
人

の
人
物
た
ち

張
青

　
前
掲
の
二
二
人
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
分
析
を
行
っ
て
み
よ

う
。
ま
ず
、
彼
ら
は
い
か
な
る
登
場
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

　
梁
山
泊
の
好
漢
に
名
を
列
ね
る
も
の
は
、
崔
道
成
、
蒋
門
神
、
費
保
、
秋
成

を
除
い
た
計
一
八
人
。
ま
た
、
梁
山
泊
の
味
方
は
そ
の
一
八
人
に
費
保
、
秋
成

を
加
え
、
計
二
〇
人
で
あ
る
。
た
だ
し
、
作
中
で
詳
細
な
容
貌
の
表
現
が
与
え

ら
れ
て
い
る
人
物
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
梁
山
泊
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
結
果
は
数
字
ほ
ど
の
説
得
力
は
持
ち
得
な
い
。
逆
に
、
こ
う
し
た
表
現
が
、

作
晶
内
部
に
お
け
る
主
人
公
の
側
と
敵
の
側
、
双
方
に
存
在
し
う
る
こ
と
は
確

認
で
き
よ
う
。

　
作
品
の
ど
の
時
点
で
そ
れ
ら
の
表
現
が
文
章
に
上
る
か
、
を
確
認
す
る
と
、

圧
倒
的
に
多
い
の
が
そ
の
人
物
の
初
登
場
の
際
で
あ
る
。
李
蓮
は
初
登
場
の
際

に
は
そ
の
色
の
里
一
さ
、
体
の
大
き
さ
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
李
忠
は

初
登
場
の
際
に
は
ま
っ
た
く
そ
の
容
姿
が
説
明
さ
れ
な
い
が
、
他
の
二
〇
人
は

全
て
初
登
場
の
際
に
容
貌
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
の
中
で
前
掲
の
「
凶
相
」

の
要
素
が
登
場
し
て
い
る
。

　
登
場
人
物
の
身
分
や
立
場
を
確
認
す
る
と
、
正
業
を
持
っ
て
い
る
人
物
よ
り



も
、
そ
れ
を
持
た
な
い
人
物
が
多
く
、
さ
ら
に
は
金
品
の
強
奪
な
ど
、
犯
罪
を

主
と
す
る
よ
う
な
人
物
が
多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
崔
道
成
や
燕
順
な
ど
、

む
し
ろ
犯
罪
を
生
業
と
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
、
い
わ
ゆ
る
「
強
人
」
と
し
て

存
在
す
る
よ
う
な
人
物
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
逆
に
正
業
を
持
つ
、
ま
と
も

な
暮
ら
し
に
近
い
人
物
と
い
え
ば
、
院
小
二
、
院
小
七
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
二

人
は
漁
師
と
い
う
正
業
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
「
智
取
生
辰
綱
」
、
つ
ま
り
宝
物

の
強
奪
の
た
め
に
呉
用
が
ス
カ
ウ
ト
す
る
入
物
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
と
無
縁
と

は
言
え
ま
い
。
そ
う
し
て
確
認
し
て
み
る
と
、
国
の
制
度
の
中
に
身
を
置
い
て
、

正
式
に
職
業
を
持
ち
、
す
ね
に
傷
持
つ
身
で
も
な
い
人
物
と
い
う
の
は
、
官
軍

の
武
将
と
し
て
登
場
す
る
宣
賛
し
か
い
な
い
。
し
か
も
、
彼
の
緯
名
は
「
醜
郡

馬
」
、
そ
の
顔
の
醜
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
こ
の
宣
賛
に
つ
い
て

は
、
「
凶
相
」
の
要
素
が
、
「
凶
悪
」
や
「
凶
運
」
を
示
す
た
め
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
美
醜
を
示
す
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
正
式
な
職
業
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
人
物
が
罪
を
犯
し
て
は
い
な
い
、

と
い
う
人
物
は
、
石
勇
と
、
ま
た
以
前
に
花
石
綱
運
搬
と
い
う
任
務
の
失
敗
を

犯
し
て
任
を
解
か
れ
て
い
る
楊
志
で
あ
る
。
そ
の
他
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
作

中
で
直
接
強
奪
な
ど
の
行
為
を
働
く
も
の
、
ま
た
一
山
を
持
っ
て
強
人
を
生
業

と
す
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
梁
山
泊
へ
の
入
山
以
前
に
な
ん
ら
か
の

犯
罪
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
登
場
す
る
時
点
で
は
正
式
の
職
業
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
後
書
か
れ
る
よ
ん

ど
こ
ろ
な
い
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
を
も
っ
て
梁
山
泊
に
加
わ
る
人
間
も
、
ま
た
非

常
に
多
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
凶
相
」
の
表
現
の
要
素
が
無
作
為
に
登
場
人
物

　
　
　
　
　
　
「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
凶
悪
相
や
、
盗
賊
相
を
体
現
し
て

い
て
お
か
し
く
な
い
人
物
を
選
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
前
掲
の
「
凶
相
」
の
要
素
は
、
作
中
に
何
ら
か

の
犯
罪
行
為
が
示
さ
れ
る
人
物
の
初
登
場
の
際
に
多
く
上
げ
ら
れ
、
そ
の
人
物

に
は
梁
山
泊
の
「
好
漢
」
と
な
る
も
の
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
な
ぜ
起
こ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
《
水
許
伝
》
の
登
場
人
物
の
容
貌
描
写
は
、
3
節
で
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
い
わ
ば
主
人
公
と
な
り
、
語
り
手
に
行
動
を
追
わ

れ
て
い
く
人
物
が
、
目
の
前
に
現
れ
て
く
る
も
う
一
人
の
人
物
を
見
る
、
と
い

う
語
り
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
直
接
語
り
手
が
情
報
を
先
に
与
え
る

こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
多
く
は
人
が
人
を
「
見
る
」
と
き
に
得
ら
れ
る
情

報
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
初
登
場
の
後
、
二
度
三
度
と
表
現
を
変
え
な
が

ら
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
多
い
服
装
の
描
写
に
対
し
て
、
容
貌
の
描
写
は
一
度

し
か
表
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
容
貌
が
そ
の
た
び
ご
と
に
変
化
す
る
も

の
で
は
な
い
た
め
、
で
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
人
が
人
を
「
観
る
」
行
為
で
あ
る

相
術
の
用
語
が
使
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
判
断
が
必
要
な
の
が
初
登
場
の
時
以
外

に
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
物
語
の
展
開
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
《
水
滞
伝
》
は
、
さ
ほ
ど
先
を
予
測
す

る
の
に
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
宋
江
が
捕
ら
え
ら
れ
て
燕
順
の
前

に
引
き
出
さ
れ
、
燕
順
の
凶
悪
な
容
貌
が
描
か
れ
た
と
し
て
も
、
読
者
は
宋
江

が
そ
こ
で
殺
さ
れ
る
と
は
思
わ
ず
、
自
分
の
名
声
に
よ
っ
て
助
か
る
、
と
い
う

予
測
は
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
と
は
分
か
つ

一
六
五



て
い
て
も
、
そ
れ
を
危
機
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
現
れ
た
人
物
、

そ
こ
で
は
燕
順
、
は
災
い
と
し
て
の
外
見
を
持
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
見

ら
れ
る
」
側
と
し
て
登
場
す
る
、
燕
順
や
張
青
、
張
横
と
い
っ
た
人
物
た
ち
が

凶
相
を
持
つ
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
と
す
皇
言
え
る
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
凶
悪
な
見
た
目
と
行
動
、
の
人
物
が
味
方
と
な
り
、
梁

山
泊
を
形
成
す
る
「
好
漢
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う

し
た
人
物
が
反
省
し
た
り
、
変
化
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
け
し
て
な
い
。
作
者

に
と
っ
て
も
、
読
者
に
と
っ
て
も
、
梁
山
泊
の
好
漢
の
中
に
、
凶
悪
な
人
物
が

い
る
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
人
物
が
多
い
、
と
い
う
認
識
は
前
提
と
し
て
存
在
し

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
凶
相
」
を
持
っ
た
人
物
た
ち
は
、
凶
悪
、
で
あ
る
と
し

て
、
凶
運
、
に
見
舞
わ
れ
も
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
さ
き
に
挙
げ
た

要
素
の
う
ち
、
髪
や
ひ
げ
、
眉
の
赤
く
縮
れ
た
も
の
は
火
の
難
に
会
う
こ
と
が

あ
る
、
な
ど
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
運
命
と
、
作
品
内
部
の
登
場
人
物
の
運
命

は
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
占
い
と
し
て
の
相
術
は
、
《
水
瀞
伝
》
に
お
い
て

ほ
ぼ
機
能
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
む
ろ
ん
、
梁
山
泊
の
好
漢
た
ち
の
う
ち
、

物
語
の
終
わ
り
ま
で
生
き
残
る
も
の
は
ご
く
少
な
い
た
め
に
、
前
掲
の
人
物
た

ち
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
非
業
の
死
を
遂
げ
て
し
ま
う
。
梁
山
泊
に
名
を

列
ね
る
十
八
人
の
う
ち
、
天
寿
を
全
う
し
た
の
は
、
院
小
七
し
か
い
な
い
。
し

か
し
、
戦
没
す
る
好
漢
た
ち
に
し
て
も
、
相
術
に
よ
る
占
い
と
関
係
し
て
い
る

と
は
考
え
に
く
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
一
六
六

　
非
常
に
著
名
な
例
だ
が
、
《
金
瓶
梅
詞
話
V
の
文
中
第
三
二
回
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
物
が
そ
の
容
貌
を
占
わ
れ
、
運
勢
が
指
し
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
展

　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
〕

開
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
《
水
群
伝
》
で
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な

結
び
つ
き
を
持
つ
よ
う
な
相
術
の
用
い
ら
れ
方
は
さ
れ
て
い
な
い
。
未
来
を
占

う
と
い
う
機
能
は
使
わ
れ
ず
、
人
の
性
質
を
判
断
す
る
と
い
う
機
能
の
み
を
使

わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
執
筆
の
時
代
に
よ
る
技
法
の
発
展
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
か
、
ま
た
作
者
、
作
品
の
個
性
の
問
題
と
し
て
考
え
る
か
は

現
在
の
状
態
で
は
決
め
難
い
。
《
水
瀞
伝
》
の
好
漢
た
ち
が
、
凶
星
、
凶
な
る
運

勢
の
象
徴
た
る
星
々
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
さ
ら
に
検
討

の
必
要
が
あ
ろ
う
。

6
　
結

論

　
前
節
ま
で
に
、
《
水
滞
伝
V
に
お
け
る
登
場
人
物
の
容
貌
描
写
に
お
い
て
、

「
凶
相
」
を
も
っ
た
「
好
漢
」
と
い
う
存
在
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ

で
の
「
凶
相
」
と
は
凶
悪
な
容
貌
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
好
漢
」
と
は
、
い

わ
ゆ
る
正
義
に
よ
っ
て
立
つ
人
物
の
こ
と
で
は
な
く
、
主
人
公
の
側
に
立
つ
か
、

そ
う
で
な
い
か
に
よ
る
呼
称
に
過
ぎ
な
い
。
「
凶
相
」
の
「
凶
漢
」
も
、
ま
た

「
好
相
」
の
「
好
漢
」
も
ま
た
、
《
水
瀞
伝
》
に
は
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
《
水
瀞
伝
》
は
、
第
七
一
回
に
好
漢
た
ち
の
勢
ぞ
ろ
い
を
見
る
ま
で
、
あ
る
一

人
の
人
物
の
行
動
を
主
に
追
い
な
が
ら
、
次
々
と
仲
間
を
増
や
し
て
い
く
こ
と

に
よ
り
展
開
し
て
い
く
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
第
七
二
回



以
降
に
な
る
と
梁
山
泊
の
軍
対
遼
軍
、
ま
た
方
腺
軍
と
い
う
集
団
の
戦
い
を
追

う
形
に
変
わ
る
。

　
＾
水
瀞
伝
》
が
成
立
し
て
以
来
、
第
七
二
回
以
降
の
文
章
が
生
彩
を
鉄
く
よ
う

に
な
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
金
聖
嘆
が
自
ら
の
評
を
加
え
る

際
に
、
そ
の
部
分
を
除
去
さ
れ
た
状
態
に
し
て
そ
れ
を
「
古
本
」
と
呼
ん
だ
こ

と
も
、
そ
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
梁
山
泊
が
官
軍
に
加
わ
る
と
い
う
変

質
を
経
る
こ
と
に
原
因
を
帰
す
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
展
開
に
個
々
の
人
物
が

活
躍
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
ほ
ど
の
工
夫
が
な
い
た
め
だ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
で

き
よ
・
つ
o

　
し
か
し
、
《
水
瀞
伝
》
が
、
長
編
の
白
話
小
説
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
過

程
で
得
た
語
り
そ
の
も
の
が
、
基
本
的
に
「
新
た
な
登
場
人
物
」
を
必
要
と
し

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
ぜ
ひ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

未
知
の
人
物
が
既
知
の
人
物
の
前
に
現
れ
る
、
と
い
う
場
面
の
連
続
に
よ
っ
て
、

物
語
全
体
が
進
行
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
百
八
人
も
の
人
物
を

集
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
し
ば
し
ば
新
た
に
登
場
す
る
人
物
は
梁
山
泊

に
加
わ
っ
て
く
る
好
漢
で
あ
る
。
そ
の
未
知
の
人
物
が
、
特
に
危
機
と
し
て
登

場
す
る
際
に
は
、
容
貌
も
危
機
を
体
現
し
て
、
凶
悪
な
も
の
に
描
か
れ
る
。
そ

の
た
め
、
《
水
辞
伝
》
に
お
け
る
容
貌
描
写
の
寓
意
が
、
も
っ
と
も
際
立
っ
た
特

徴
を
持
つ
の
が
「
凶
相
」
、
凶
悪
な
容
貌
を
も
っ
た
「
好
漢
」
、
梁
山
泊
に
加
わ

る
人
物
、
の
登
場
を
描
く
と
き
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
《
水
瀞
伝
》
に
お
け
る
人
物
の
容
貌
描
写
と
は
、
あ
る
容
貌
か
ら
喚
起
さ
れ
る

共
通
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
長
く
、
ま
た
広
く
行
わ
れ
て

「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

い
た
相
術
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
要
な
人
物
、
「
好
漢
」
と
し

て
現
れ
る
多
く
の
凶
悪
な
人
物
を
描
出
す
る
た
め
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
か

ら
取
り
出
さ
れ
た
ふ
さ
わ
し
い
「
凶
相
」
の
表
現
を
、
修
辞
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

の
表
現
形
式
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
新
た
な
人
物
が
登
場
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
進
行
す
る
物
語
の
中
で
有
効
に
機
能
し
、
《
水
群
伝
》
と
い
う

作
品
を
支
え
る
一
つ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

7
　
補

遺

　
今
回
は
「
凶
相
」
の
「
好
漢
」
に
絞
っ
て
論
を
進
め
た
が
、
先
に
挙
げ
た
よ

う
な
凶
悪
な
容
貌
の
人
物
ば
か
り
が
《
水
瀞
伝
》
の
登
場
人
物
で
は
な
い
。
そ

の
容
姿
を
大
丈
夫
の
、
あ
る
い
は
美
丈
夫
の
姿
を
も
っ
て
形
容
さ
れ
る
人
物
も

数
多
い
。
ま
た
、
女
性
の
容
姿
に
関
し
て
も
、
比
較
的
詳
し
く
形
容
さ
れ
る
部

分
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
他
の
テ
ク
ス
ト
、
《
平
妖
伝
》
や
、
い
わ
ゆ
る

「
話
本
小
説
」
に
表
れ
る
、
登
場
人
物
の
容
貌
の
表
現
を
引
き
写
し
た
、
も
し
く

は
そ
れ
ら
と
来
源
を
共
有
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
表
現
も
ま
ま
存
在
す
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
論
で
は
、
《
水
滞
伝
》
が
成
立
す
る
際
の
状
況
に
つ
い
て
、
地
理
的
な
条
件

や
、
作
者
が
惰
報
源
と
し
て
手
に
入
れ
え
た
で
あ
ろ
う
書
物
な
ど
の
物
質
的
な

条
件
を
検
討
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。
今
回
相
術
の
書
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
主
に
利
用
し
た
日
用
類
菩
の
類
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
そ
の
も
の
が
白
話
小

説
の
執
筆
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。

ニ
ハ
七



作
者
と
読
者
が
相
術
に
関
す
る
情
報
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
素
地
が
あ
り
、
そ
の

素
地
が
基
本
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
み
で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
回
間
題
に
し
な
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
小
説
に
お
け
る
括
画
と

本
文
と
の
関
係
が
あ
る
。
登
場
人
物
の
容
貌
に
関
し
て
は
、
《
水
瀞
伝
V
に
お
い

て
も
、
少
な
く
と
も
今
回
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
容
典
堂
本
に
お
い
て
は
、
あ
る

程
度
以
上
意
識
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
関
係

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

8
　
資
料
編

資
料
－
　
日
用
類
書
に
見
る
凶
悪
相
と
盗
賊
相

凶
悪
相
《
五
車
抜
錦
》
載
《
相
法
紀
要
》

歌
日
：
頭
痕
般
剥
眼
紅
紗
、
里
一
少
白
多
視
太
斜
。
鼻
如
剣
峯
額
骨
露
、
面
肉
横

生
鼠
歯
牙
。
神
気
青
藍
多
姻
塵
、
額
上
印
堂
乳
紋
明
。
頚
濁
連
髭
唇
又
里
一
、
不

遭
十
悪
定
重
刑
。

西
江
月
：
取
人
利
己
面
黒
、
残
害
性
令
晴
紅
、
見
人
歓
喜
太
陽
空
。
斜
窺
眼
仰

韓
動
、
唇
泊
好
生
言
語
、
脊
藍
滞
氣
重
膝
。
面
肉
横
棚
性
虫
。
凶
九
厄
喪
身
元

映
。盗

賊
相
《
五
車
抜
錦
》
載
《
相
法
紀
要
》

歌
日
：
欲
知
世
間
賊
相
形
、
額
場
頭
偏
面
帯
青
、
眉
如
尖
刀
歴
讐
眼
、
鼠
目
昂

視
観
眉
稜
。
露
歯
結
喉
食
呑
哺
、
口
角
紋
多
更
流
塵
。
此
相
不
作
凶
賊
輩
、
定

一
六
八

是
鼠
蒲
狗
倫
人
。

西
江
月
：
賊
與
人
皆
相
像
、
只
因
損
害
心
田
。
羊
晴
狗
眼
又
駝
肩
。
眉
毛
交
雑

神
昏
。
講
頚
赤
濁
亦
甚
、
天
庭
雨
顧
塵
姻
、
目
多
斜
視
悪
心
、
堅
害
人
利
己
無

厭
。資

料
2
　
種
々
の
相
術
書
に
見
ら
れ
る
「
凶
相
」

三
角
眼
、
光
射
、
主
狼
毒
。

髪
赤
、
髪
黄
、
主
不
孝
。

髭
黄
、
短
少
、
爲
人
労
力
。
朋
友
無
情
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
《
太
乙
照
神
局
》
）

鼻
部
　
孔
仰
而
露
出
者
、
夫
死
。

三
拳
面
　
孤
勉
。

殺
婿
三
顧
面
。

髪
部
　
大
毛
髪
黄
者
　
多
妨
就
。

髪
黄
而
焦
　
不
貧
則
夫
。

肉
部
　
夫
肉
不
欲
横
。
横
則
性
剛
而
兇
悪
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
《
五
車
抜
錦
》
載
《
人
相
神
機
》
）

資
料
3
　
「
凶
相
」
と
考
え
ら
れ
る
表
現

一
個
畔
和
尚
。
生
的
眉
如
漆
刷
、
眼
似
黒
墨
、
惨
搭
的
一
身
横
肉
、
胸
肺
下
露

出
黒
肚
皮
來
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
六
回
　
崔
道
成
）

身
材
長
大
、
貌
相
魁
宏
。
雛
叉
拳
骨
瞼
、
三
Y
黄
髭
、
只
把
頭
來
摸
着
看
雪
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
一
回
　
朱
貴
）

生
得
七
尺
五
六
身
材
、
面
皮
上
老
大
一
搭
青
記
、
服
邊
微
露
些
少
赤
頚
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
二
回
　
楊
志
）

嘔
兜
瞼
雨
眉
堅
起
、
略
緯
口
四
面
連
拳
。
胸
前
一
帯
蓋
臓
黄
毛
、
背
上
雨
枝
横

生
板
肋
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
五
回
　
院
小
二
）

吃
疸
瞼
横
生
怪
肉
、
玲
聴
眼
突
出
讐
晴
。
腿
邊
長
短
淡
黄
頚
、
身
上
交
加
鳥
黒

鮎
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
五
回
　
院
小
七
）

眉
横
殺
氣
、
眼
露
兇
光
。
鞭
軸
般
議
皇
腰
肢
、
棒
槌
似
桑
皮
手
脚
。
厚
鋪
着
一

層
賦
粉
、
遮
掩
頑
皮
、
濃
楳
就
雨
最
咽
脂
、
直
侵
乳
髪
。
紅
裾
内
斑
欄
裏
肚
、

劃
劉
邊
咬
潔
金
叙
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
七
回
　
孫
二
娘
）

生
得
三
拳
骨
叉
瞼
臼
几
、
微
有
幾
根
髭
髭
、
年
近
三
十
五
六
。
（
第
二
七
回
　
張
青
）

形
容
醜
悪
、
相
貌
粗
疏
。
一
身
紫
肉
横
生
、
幾
道
青
筋
暴
起
。
黄
霧
斜
起
、
唇

邊
撲
地
蝉
蛾
、
怪
眼
固
呼
、
眉
目
封
懸
星
象
。
　
　
　
（
第
二
九
回
　
蒋
門
神
）

赤
髪
黄
嶺
讐
眼
固
、
腎
長
腰
闇
氣
沖
天
。
　
　
　
　
　
　
（
第
三
二
回
　
燕
順
）

那
人
生
得
八
尺
來
長
、
淡
黄
骨
査
瞼
、
一
壁
鮮
眼
、
没
根
髭
髭
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
五
回
　
石
勇
）

赤
色
糺
頚
乱
撒
、
紅
締
虎
眼
呼
圃
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
六
回
　
李
立
）

七
尺
身
魑
三
角
眼
、
黄
髭
赤
髪
紅
晴
、
簿
陽
江
上
有
聲
名
。
一
第
三
七
回
　
張
横
一

黒
熊
般
一
身
粗
肉
、
鐵
牛
似
偏
確
頑
皮
。
交
加
一
字
赤
黄
眉
、
讐
眼
赤
練
乱
繁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
八
回
　
李
蓮
）

頭
尖
骨
瞼
似
蛇
形
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
五
七
回
　
李
忠
）

焦
黄
頭
髪
髭
頚
捲
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
六
十
回
　
段
景
住
）

李
蓮
賊
幾
根
鯖
窪
黄
髪
、
縮
雨
枚
灘
骨
Y
番
　
　
　
　
　
（
第
六
一
回
　
李
蓮
）

此
人
生
的
面
如
鍋
底
、
鼻
孔
朝
天
、
捲
髪
赤
頚
、
彪
形
八
尺
。

「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

（
第
六
四
回
　
宣
賛
）

捲
賄
短
黄
頚
髪
、
凹
兜
里
一
墨
容
顔
。
争
開
怪
眼
似
隻
環
、
鼻
孔
朝
天
仰
見
。

探
擁
醜
瞼
如
鍋
底
、
讐
晴
盤
暴
露
狼
唇
。

炸
蠕
頭
尖
光
眼
目
、
鷺
鷲
痩
腿
全
無
肉
。

為
頭
那
個
、
赤
頚
黄
髪
、
穿
著
領
青
紬
柄
襖
。

第
四
個
倒
樹
閲
鵬
、
扇
圏
講
蜜
。

例
外
蕃
人
の
容
貌

面
闇
眉
濃
頚
賛
赤
、

雲
。那

番
官
面
白
唇
紅
、

21＾
3
一

（
4
一

　
（
第
六
四
回
　
宣
賛
）

　
（
第
六
七
回
　
飽
旭
）

（
第
六
九
回
　
王
定
六
）

　
一
第
九
三
回
　
費
保
）

　
（
第
九
三
回
　
秋
成
）

讐
晴
碧
緑
似
番
人
。
析
水
縣
中
青
眼
虎
、
豪
傑
都
頭
是
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
三
回
　
李
雲
）

頚
黄
眼
碧
、
身
長
九
尺
、
力
敵
萬
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
三
回
　
阿
里
奇
）

注　
荻
本
的
に
側
数
句
で
成
り
立
つ
、
一
定
の
リ
ズ
ム
を
持
つ
一
段
。

　
丸
山
沿
閉
「
『
水
滞
伝
』
巾
の
詩
・
詞
に
つ
い
て
ー
百
n
本
か
ら
百
二
十
回
本
へ
の

過
稚
1
」
二
松
学
舎
大
学
文
学
部
紀
要
一
九
八
六
・
推
後
宏
記
「
，
水
瀞
伝
』
中
の

詞
」
学
林
一
九
八
八
・
北
村
真
山
美
「
《
水
滞
伝
》
の
入
回
詩
に
つ
い
て
」
巾
国
文
学
研

究
一
九
八
八
　
な
ど
。

　
ア
レ
ゴ
リ
ー
。
本
来
の
言
葉
の
菰
昧
以
上
の
、
比
瞼
的
な
童
昧
に
よ
っ
て
表
す
表
現

形
態
。
，
虻
新
文
学
批
評
川
語
辞
典
』
一
九
九
八
研
究
祉

　
武
行
考
が
そ
の
大
漢
に
口
を
や
る
や
、
そ
こ
に
見
ゆ
る
は
、

頂
上
の
卿
巾
は
魚
尾
赤
く
、
身
上
の
戦
池
は
鴨
頭
緑
の
色
。
脚
に
は
一
封
の
賜
土
の
靴

一
六
九



一
七
〇

（
5
一

（
6
）

（
7
）

12 11 10 9 8一
1
3
一

を
帷
き
、
腰
に
繋
ぐ
は
数
尺
の
紅
搭
腋
。
面
は
圓
く
耳
は
大
き
く
、
唇
は
閑
く
口
は
方

の
か
た
ち
。
七
尺
以
上
の
身
材
に
し
て
、
二
十
四
五
の
年
な
ら
ん
。
柵
貌
堂
堂
た
る
強

壮
の
士
、
未
だ
女
色
を
侵
さ
ざ
る
少
年
郎
。

　
わ
が
，
平
家
物
語
』
に
お
け
る
武
者
の
鎧
か
ぶ
と
を
は
じ
め
と
す
る
装
具
に
閥
す
る

表
現
に
見
る
迎
り
、
服
装
も
む
ろ
ん
伐
意
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば

，
平
家
物
語
』
の
武
装
表
現
が
、
制
度
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
服
飾
を
某
礎
と
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
＾
水
瀞
伝
）
に
お
け
る
服
飾
表
現
は
、
登
場
人
物
が

武
将
か
ら
民
閉
人
に
至
る
ま
で
、
渡
っ
て
い
る
杜
会
帽
も
広
い
こ
と
も
あ
り
、
い
ま
少

し
慎
亜
な
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
服
飾
表
現
に
つ
い

て
は
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　
白
謡
小
説
に
お
け
る
登
場
人
物
の
容
貌
に
関
す
る
表
現
が
、
相
術
の
表
現
を
借
り
て

い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
小
川
陽
一
氏
の
、
お
も
に
＾
三
国
志
滅
義
）
と
＾
金
瓶
梅
）

に
閥
す
る
先
行
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
＾
水
瀞
伝
》
の
重
要
な
登
場
人
物
で
あ

る
、
宋
江
の
容
貌
の
記
述
に
対
す
る
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
，
日
州
類
書

に
よ
る
㎜
滴
小
説
研
究
」
汲
古
奔
院
　
所
収
の
「
明
代
小
説
に
お
け
る
相
法
」
。

　
ペ
リ
オ
文
秤
二
五
七
二
、
三
四
九
二
に
見
え
る
二
種
は
比
較
的
整
っ
た
形
で
残
っ
て

い
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
よ
っ
た
。
こ
の
＾
柵
書
v
は
、
書
題
に
「
漢
朝
許
負
等
十
二
人

炎
」
と
あ
り
、
兆
時
は
じ
め
て
苫
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
漢
代
に
書
か
れ
て
の
ち
伝

来
し
た
も
の
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
敦
煤
変
文
＾
前
漢
劉
家
太
子
伝
》

に
も
、
こ
の
苫
物
が
登
場
す
る
武
帝
と
東
方
朔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
登
場
す
る
。

　
＾
玉
符
照
神
”
》
叢
詐
災
成
初
編
所
収
本
末
尾
解
題
に
よ
る
。

　
＾
癸
巳
存
稿
》
巻
四
、
「
額
黄
眉
閉
黄
」
に
引
か
れ
る
。

　
＾
輯
耕
録
》
巻
十
一
「
写
像
訣
」
、
「
凡
写
像
、
須
適
暁
柵
法
。
」

　
『
和
刻
本
類
害
災
成
』
汲
古
詐
院
　
所
収
本
巻
八
。

　
，
中
国
臼
…
川
顯
苫
災
成
』
汲
古
詐
院
第
－
巻
　
所
収
の
坂
出
祥
仰
氏
に
よ
る
解
説
を

参
㎜
㌻

　
本
論
に
お
い
て
＾
水
瀞
伝
》
本
文
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
は
、
全
百
回
の
形
式
を

持
つ
い
わ
ゆ
る
容
輿
堂
本
を
テ
ク
ス
ト
に
使
用
し
て
い
る
。
排
印
本
『
容
興
堂
本
水
瀞

一
1
4
一

（
1
5
一

一
1
6
一

18 1722 21 20 19
（
2
3
一

一
2
4
一

一
2
5
）

伝
」
上
海
古
籍
…
…
版
祉
を
主
に
利
m
川
し
た
。

　
多
く
の
場
合
、
「
詩
日
」
な
ど
の
言
葉
が
前
に
置
か
れ
る
が
、
「
但
見
」
な
ど
形
式
が

示
さ
れ
な
い
言
葉
が
前
置
さ
れ
る
だ
け
の
場
合
も
あ
る
。

　
＾
水
瀞
伝
》
本
文
中
に
現
れ
る
詞
に
は
、
詐
か
れ
る
詞
牌
と
巾
味
が
ず
れ
て
い
る
場
合

が
存
在
す
る
。
豊
後
宏
記
「
，
水
枡
伝
』
巾
の
詞
」
学
林
一
九
九
八
に
詳
し
い
。

　
本
文
に
現
れ
る
、
登
場
人
物
の
属
性
表
理
を
含
ん
だ
餅
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
句
型
を

も
っ
て
登
場
す
る
。
ま
た
、
桝
語
に
類
似
す
る
表
現
が
地
文
の
中
に
あ
る
こ
と
を
含
め

て
考
え
る
と
、
そ
の
正
確
な
分
類
は
雛
し
い
。
本
論
で
は
、
版
本
の
表
面
上
の
特
微
、

す
な
わ
ち
詩
詞
と
同
じ
く
改
行
の
あ
と
一
字
落
と
し
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、

餅
語
と
し
て
扱
う
。

　
楊
志
府
那
人
時
、
形
貌
生
得
粗
醜
。
（
第
十
二
回
一

　
＾
三
国
志
》
に
お
け
る
張
飛
の
容
貌
。
作
中
で
も
林
沖
は
「
小
張
飛
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
＾
笏
四
八
回
）

　
＾
飛
龍
全
伝
）
、
＾
説
呼
全
伝
》
な
ど
の
講
史
小
説
に
特
に
例
が
多
い
。

　
そ
れ
ぞ
れ
あ
ご
の
先
、
両
脳
の
端
こ
め
か
み
あ
た
り
、
を
指
す
州
語
。

　
前
掲
の
『
中
国
日
用
類
苫
集
成
」
第
－
巻
所
収
本
に
よ
っ
た
。

　
こ
の
形
式
が
日
用
類
書
に
現
れ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
＾
三
台
萬
州
正
宗
》
、

＾
五
球
萬
賓
）
一
い
ず
れ
も
『
巾
閑
日
…
川
類
普
災
成
』
所
収
本
一
に
も
同
様
の
体
裁
の
柵

術
詐
が
収
め
ら
れ
る
。

　
体
質
、
性
格
、
運
命
が
人
の
「
性
」
と
し
て
相
互
に
干
渉
す
る
こ
と
、
ま
た
強
い
吉

柵
と
凶
柵
は
異
常
で
あ
る
こ
と
で
等
価
で
あ
る
が
、
好
相
と
悪
柵
は
正
常
と
炎
常
で
あ

り
、
等
価
で
な
い
こ
と
な
ど
、
柵
術
の
基
本
的
な
価
他
観
に
つ
い
て
は
張
栄
閉
『
方
術

與
中
同
伝
統
文
化
』
二
〇
〇
〇
学
林
出
版
杜
　
所
載
の
「
柵
術
篇
」
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
は
現
在
の
語
り
物
芸
能
で
あ
る
評
話
に
お
い
て
も
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
1
〕
、
京

劇
に
お
け
る
悪
役
の
目
の
化
粧
も
三
角
㎜
、
と
い
う
。

　
明
初
の
怪
僧
、
道
術
こ
と
銚
廠
孝
の
伝
、
《
閉
史
》
巻
一
四
五
。
た
ま
さ
か
相
術
を
専

ら
と
す
る
も
の
に
出
会
っ
た
道
桁
は
、
そ
の
「
三
角
眼
」
を
見
て
取
ら
れ
、
必
ず
殺
人



　
　
を
略
む
も
の
と
言
わ
れ
て
、
大
い
に
専
ん
だ
、
と
讐
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
柵
、
凶

　
　
柵
が
正
史
に
取
ら
れ
る
の
は
、
剖
合
に
珍
し
い
。

一
2
6
一
前
掲
小
川
氏
論
文
を
は
じ
め
、
論
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
数
多
い
。

「
凶
相
」
の
「
好
漢
」

一
七
一


