
顔

延

之

論

i

i玩
籍
受
容
の
顔
延
之
的
一
意
味
に
つ
い
て

i
i

蛍
代
に
於
い
て
謝
璽
運
と
並
鶏
さ
れ
た
劉
宋
初
の
文
同
学
者
顔
延
之

(
字
は
延
年
。
一
一
一
八
四
?
四
五
六
〉
な
る
存
在
は
、
「
顔
謝
い
か
ら
や

が
て
は
「
陶
謝
」
へ
と
っ
て
か
わ
る
文
亭
史
の
裁
断
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
南
朝
文
壌
の
否
定
的
評
僚
i
i
i修
辞
技
巧
に
過
度
に
傾
斜

し
て
ゆ
く
文
事
を
代
表
す
る
詩
人
、
と
一
一
一
一
向
う
に
過
ぎ
ぬ
存
在
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

顔
延
之
の
波
後
、
晩
年
の
若
き
友
人
王
借
逮
は
、
つ
俸
を
一
帝
血
〈
に

践
し
、
志
を
一
町
長
阿
に
棲
ま
し
」
め
た
延
之
を
稀
え
た
(
祭
顔
光
株

文
〉
。
爵
す
な
わ
ち
現
賓
の
生
ハ
庭
世
)
の
次
元
と
、
志
す
な
わ
ち

〈
注
①
)

文
壇
の
弐
元
と
の
靖
離
を
生
き
た
、
換
言
す
れ
ば
現
寅
と
文
部
ナ
の
二

元
論
の
機
関
そ
の
も
の
を
生
き
お
お
し
た
黙
を
高
く
評
債
し
た
。
だ

が
果
し
て
そ
れ
に
と
ど
ま
る
か
。
以
下
に
そ
の
二
元
論
な
る
も
の
の

再
検
討
か
ら
、
し
か
ら
ば
延
之
の
濁
自
性
と
は
何
か
、
そ
の
濁
自
性

は
文
壌
の
流
れ
に
於
い
て
ど
う
い
う
存
在
一
意
義
が
あ
る
の
か
、
を
論

ず
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

大

上

美

正

詩
文
に
う
か
が
え
る
顔
延
之
の
生
誕
に
於
け
る
主
題
は
、
自
己
と

位
問
と
の
関
係
性
に
あ
る
。
概
ね
そ
れ
は
、
雅
才
あ
る
が
故
に
世
間

と
樹
容
れ
ぬ
自
己
が
、
で
は
ど
う
身
を
庭
し
て
生
き
て
ゆ
け
ば
よ
い

あ
ら
わ

の
か
、
と
い
う
関
心
で
あ
る
。
異
に
才
あ
る
者
は
必
ず
や
世
に
彰
れ

出
る
。
「
玉
水
方
流
を
記
し
、
瑛
源
問
折
を
載
す
。
費
を
蓄
へ
て
ん
慨

に
希
韓
あ
り
、
秘
す
と
蹴
も
猶
彰
徹
す
。
」
(
婚
主
太
常
)
し
か
し
世

間
は
あ
く
ま
で
俗
で
し
か
な
く
、
才
土
は
つ
い
に
は
世
と
相
容
れ
な

い
存
在
で
あ
る
こ
と
も
苦
い
事
賓
と
し
て
あ
る
。
「
陶
徴
士
球
部
」
に

述
べ
る
幽
居
者
陶
潟
明
へ
の
深
い
共
感
は
終
始
そ
の
鶴
粘
か
ら
で
あ

る
。
「
夫
れ
溶
玉
は
美
を
致
す
も
、
池
陸
の
賓
と
箆
ら
ず
。
桂
淑
は

芳
し
き
を
信
ぶ
る
も
、
関
林
の
質
に
非
ず
。
山
一
正
に
其
の
深
く
し
て
遠

き
を
好
ま
ん
や
。
蓋
し
云
に
性
を
殊
に
す
る
の
み
。
い
ま
た
、
「
、
道
は

物
に
偶
は
ず
」
と
も
い
う
。

そ
の
詩
文
に
於
い
て
は
「
祭
屈
原
文
」
と
か
「
五
君
詠
」
と
か
を

( 1 ) 
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叶
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、
北
方
の
風
土
と

つ
な

ぱ
り
と
始
て

も
し
く
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二

，

/

り
も
優
杭
の
も
の
と
し
て

る

に
と
ど
ま
ら

の
だ
と

い
う

を
持
っ
て
、
し
か
も

る
の
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
於
い
て
も
決
し
て
単
純
で
は
な
く
、
そ

一

あ

る

黙

で

あ

る

。

賞
し
た
傾
き

に
封
す
る
負
い

な
お
そ
の

そ
の

の
叶
内
に

こ
の
ー

の
生

れ
る
激
し
い

反
す
る
こ

と

は
後
に
ふ
れ
る
と
し

は
、
延
之
の
生
涯
を
過
し

い
仲
間
て
て
い
る
。

姻
戚
関
係
に
あ
る
有
力
者
劉
穆
之
の
推
薦

と
の
激
し
い
競
争
心
、
劉
議
員
の
寵
愛
へ

そ
こ
で
の
謝
露
連
を
も
含
め
た
気
ま
ま
で
野
心
剥

き
出
し
の
日
々
、
徐
羨
之
た
ち
へ
の
反
様
、
始
安
太
守
左
選
、
赴
任

の
陶
淵
明
と
の
痛
飲
、
ぺ
祭
屈
原
文
い
の
制
作
、
徐
羨
之
ら
諒

で
の
劉
楳
や
般
景
仁
ら
権
力
の
中
枢
と
の
針
立
、
永

五
者
一
緒
い
制
作
。
今
延
之
の
生
涯
を
元
嘉
十
一

嘉
太
守
在
一
濯
、
そ
れ
に
結
く
七
年
間
の
鮮
民
生

に
分
つ
な
ら
、
右
に
見
た
前
牛
伎
の
数
々
の
郁

( 2 ) 



世
へ
の
反
援
は
、
確
か
に

rH己
の
才
能
へ
の
過
度
の
信
頼
か
ら
来
た

編
激
の
よ
う
で
あ
る
心
し
か
し
同
時
に
、
激
し
い
白
己
主
張
の
背
後

に
あ
る
阪
市
一
な
慮
枇
態
度
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
起

官
前
劉
楼
之
の
推
薦
を
恒
…
合
し
た
こ
と
は
、
時
の
劉
裕
祇
針
劉
毅
祇

(
片
山
@
〉

の
争
い
か
ら
距
離
を
お
こ
う
と
し
た
行
矯
な
の
で
あ
っ
た
心
政
治
的

配
慮
か
ら
起
官
に
償
援
な
結
果
、
逆
に
、
後
に
か
つ
て
起
官
し
た
劉

柳
の
子
劉
棋
に
山
内
っ
て
手
間
が
名
器
の
升
ら
ざ
る
は
、
常
に
仰
が
家

吏
と
作
る
に
出
る
ベ
し
い
な
ど
の
捨
て
ぜ
り
ふ
を
吐
か
せ
る
こ
と
に

、.、、、.

も
な
る
の
で
あ
る
(
本
体
)
。
ま
た
日
十
服
の
こ
ろ
身
の
義
は
震
く
、

的
内
達
し
て
は
生
の
戒
較
し
い
(
狩
陵
納
作
)
と
告
白
す
る
詩
句
も
あ

る
。
こ
の
先
い
墳
か
ら
廃
位
に
闘
し
て
自
己
制
御
が
極
度
に
強
い
こ

〈
汁
は
窃
)

と
は
、
延
之
に
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
慎
重
な
る
蕗
世
も
前
半
生
に
於
い
て
は
、
都
激
と
慎
重

の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
、
概
ね
編
激
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

だ
。
そ
れ
は
、
信
頼
す
る
に
足
る
現
貨
の
側
か
ら
期
待
を
持
っ
て
強

く
働
き
か
け
て
き
た
と
き
、
し
ば
し
ば
露
認
す
る
。
延
之
に
は
そ
の

働
き
か
け
に
過
度
に
傾
く
姿
勢
が
あ
る
。
劉
義
己
負
と
の
関
係
が
そ
う

で
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
自
己
質
現
の
激
し
さ
は
、
た
米
世
一
一
ど
の

指
摘
す
る
侍
克
と
の
確
執
だ
け
で
な
く
、
劉
義
員
の
寵
愛
へ
の
、
過
度

の
背
携
、
そ
れ
故
の
政
治
的
経
き
ぞ
え
の
結
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
文

一
新
と
の
関
係
に
も
言
え
る
。
徐
羨
之
や
侍
売
の
抹
殺
後
中
東
開
侍
郎
と

し
て
有
さ
れ
た
延
之
は
、
衣
に
み
る
よ
う
に
心
で
は
隠
遁
を
綴
い
な

が
ら
も
、
出
仕
す
る
や
支
引
の
下
で
謝
一
縦
一
述
と
の
ラ
イ
バ
ル
一
怠
一
誠
剥

(
注
⑥
)

き
山
し
の
、
文
士
と
し
て
の
得
一
怒
の
絶
頂
に
い
た
。
し
か
し
や
が
て

そ
れ
が
片
思
い
で
し
か
な
い
と
知
ら
さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
そ
の
失

望
と
幻
滅
が
権
力
の
中
極
の
劉
粧
や
股
景
仁
へ
向
け
て
の
激
し
い
痛

誌
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
大
き
な
期
待
を
身
に
感
ず
る
喜
び
が

現
寅
に
は
幻
怨
で
し
か
な
か
っ
た
幻
滅
、
そ
れ
が
延
之
の
挫
折
の
あ

り
ょ
う
を
訴
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
賓
の
前
で
自
弓
が
自
己
で
あ

り
得
ぬ
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
た
と
き
、
延
之
の
蹄
っ
て
ゆ
く
地
熱

は
、
や
は
り
「
蓬
心
既
に
己
ん
ぬ
る
か
な
レ
の
負
な
る
自
己
を
抱
い

た
現
寅
参
加
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、

ぺ
始
安
郡
還
都
輿
張
湘
州
致
巴
綾
城
楼
作
」
詩
で
あ
る
。
高
み
か
ら

長
江
一
帯
の
祉
大
な
風
景
を
眺
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
取
り

も
ど
し
な
が
ら
、
詩
の
後
牛
は
、

清
気
持
岳
協
浩
気
岳
協
に
霧
れ

ら

ん

い

く

い

た

A
W
蹄
議
潟
襖
ハ
柑
円
陣
漏
襖
に
薄
る

接
会
rH遠
風
接
し
き
か
な
遠
き
よ
り
ふ
く
風

傷
故
千

m品
目
揚
し
き
か
な
千
加
点
の
目

高
十
日
陳
役
還
高
十
日
往
還
を
防
閉
じ

古
代
努
起
伏
古
代
起
伏
を
務
す

存
波
克
何
人
存
設
す
る
は
克
に
何
人
ぞ

( 3 ) 



柄
介
在
問
問
淑
開
閉
淑
に
こ
そ
在
れ

諮

従

上

役

人

上

世

の

人

に

従

ひ

蹄
来
薮
桑
竹
締
来
し
て
桑
竹
を
薮
ゑ
ん
こ
と
を

と
歌
う
。
末
尾
を
路
遁
へ
の
願
い
で
結
び
な
が
ら
、
事
寅
と
し
て
な

お
も
都
で
官
途
に
つ
こ
う
と
す
る
r

は
己
矛
盾
、
そ
れ
が
全
鰻
的
視
野

を
獲
得
し
た
と
き
感
傷
と
な
っ
て
己
に
ひ
た
ひ
た
と
攻
め
寄
せ
る
。

遠
く
か
ら
吹
き
寄
せ
る
風
に
じ
っ
と
身
を
あ
ず
け
る
感
傷
の
質
は
、

志
に
到
す
る
負
い
目
を
抱
い
て
現
一
貫
参
加
す
る
構
造
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
。

や
が
て
延
之
は
五
十
一
歳
頃
か
ら
界
居
生
活
に
入
る
。
時
に
宮
廷

カ
カ
は

詩
人
と
し
て
出
向
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
「
人
間
に
珠
ら
ざ
る
こ
と
七

裁
」
(
本
体
)
か
ら
、
一
件
び
官
迭
に
つ
く
後
半
生
に
於
い
て
、
視
激

と
遼
識
の
二
部
性
は
、
前
半
生
と
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
極
端
に
奔

る
。
町
市
木
議
h

吋
中
間
史
h

の
本
俸
に
載
す
数
々
の
奇
行
と
放
言
の
う

ち
、
と
り
わ
け
日
に
つ
く
の
は
飲
酒
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
ら
の
奇
行
が
前
牛
生
の
激
し
い
生
き
ざ
ま
と
微
妙
に
異
な
る

の
は
、
そ
の
激
し
さ
が
現
寅
の
場
で
の
挫
折
を
経
験
し
な
い
、
き
っ

か
け
の
な
い
激
し
き
で
あ
る
一
黙
で
あ
る
。
し
か
も
温
度
の
激
し
さ

な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
前
年
生
に
あ
っ
た
挫
折
の
悲
劇
性
よ
り

も
か
え
っ
て
悲
劇
性
と
し
て
日
に
映
る
。
そ
れ
は
、
比
較
的
安
定
期

を
む
か
え
た
元
嘉
の
治
世
に
於
け
る
宮
廷
詩
人
と
い
う
自
己
の
位
置

'lJヰ
介

に
前
牢
生
ほ
ど
期
待
し
な
く
な
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し

て
も
「
斡
を
窮
す
る
に
崎
傾
を
模
ま
ん
」
(
奔
陵
競
作
)
と
一
一
一
一
口
い
な

が
ら
、
な
ぜ
に
喜
劇
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
。
喜
劇
的
に
生

き
ぬ
く
姿
に
延
之
の
荒
れ
す
さ
ん
だ
心
を
想
い
見
な
け
れ
ば
な
る
ま

、c
h
h
v
 

一
方
慎
重
な
る
露
世
は
、
の
顔
竣
と
の
関
係
に
代
さ
れ

る
。
一
五
嘉
三
十
年
文
一
清
を
獄
し
た
皇
太
子
効
か
ら
、
孝
武
帝
の
下
で

撤
文
を
草
し
た
竣
の
こ
と
を
詰
問
さ
れ
た
と
き
、
「
竣
は
向
ほ
老
父

す
ら
顧
み
ざ
る
に
、
何
ぞ
能
く
段
下
の
魚
に
せ
ん
」
と
答
え
て
難
を

免
れ
た
ハ
本
俸
)
。
張
湾
が
「
普
く
濁
す
る
は
築
震
の
如
し
」
と
し

た
の
は
、
脱
水
践
が
…
長
沙
主
か
ら
、
娘
を
嫁
が
せ
た
成
都
王
と
の
関
係

を
諮
問
さ
れ
た
と
き
、
一
以
昆
に
五
男
を
以
て
一
女
に
易
へ
ん
や
」
と

答
え
た
話
(
世
設
新
語
言
語
篇
)
に
擬
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
顔

竣
と
の
関
係
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
最
た
る
も
の
、
が
、
様

力
の
践
に
つ
い
た
竣
か
ら
援
助
を
受
け
よ
う
と
も
せ
ず
、
「
竣
が
い
鴎

簿
に
逢
へ
ば
、
部
ち
扉
き
て
道
の
側
に
役
く
」
話
ハ
本
捧
)
で
あ
る
。

こ
う
な
れ
ば
も
は
や
遠
識
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
後
半
生
に
は
編
激
と
遠
識
の
バ
ラ
ン
ス
は
く
ず
れ
な

い
の
が
、
弱
者
は
ま
す
ま
す
そ
れ
ぞ
れ
に
過
度
に
極
端
化
す
る
傾
向

に
あ
る
の
で
あ
る
じ

( 4 ) 
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の
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J

火
に
表
現
の
次
元
の
複
合
性
に
つ
い
て
詩
に
限
り
み
る
と
、
こ
こ

で
も
現
究
と
の
捌
係
に
於
い
て
二
活
性
を
持
つ
。
い
わ
ゆ
る
「
侍

の

、

も

し

く

は

「

北

使

洛

い

の

誌

と

に

闘

し

て
で
あ
る
。

江
流
は
「
雑
税
詩
い
三
十
前
の
中
で
延
之
を
模
擬
す
る
'
に
「

宴
」
と
す
る
。
「
舷
詔
殿
北
湖
印
牧
」
「
事
駕
本
京
日
侍
遊
蒜
山
い

i

車
駕
宰
京
口
一
一
一
月
一
一
一
日
侍
遊
尚
阿
後
湖
い
な
ど
の
侍
宴
詩
は
、
宋

主
か
ら
思
一
服
を
ゆ
〈
け
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
自
己
は
ひ
た
す
ら
恥
入
る

存
在
で
し
か
な
い
、
と
い
う
関
係
を
く
ず
さ
な
い
。

法
泰
命
屯
思
充
報
原
右
悔
可
俊
滞
殻
難
挽

く
に
の
途
は
泰
ん
ず
る
も
わ
が
命
は
屯
め
り
、
て
ん
し
の
思
は

充
つ
る
も
わ
が
報
い
は
屈
し
ぬ
。
悔
い
有
り
て
俊
む
べ
き
も
、
わ

が
滞
取
あ
る
み
は
い
か
ん
と
も
挑
ひ
難
し
。
(
艇
、
詔
熱
出
水
作
詩
)

形
式
と
し
て
宋
窓
讃
焚
と
自
己
卑
下
が
先
験
的
に
存
在
す
る
も
の

で
、
現
寅
を
生
き
る
自
己
の
あ
る
べ
き
姿
を
問
う
こ
と
は
な
い
。
従

っ
て
現
質
と
自
己
と
の
関
係
を
問
う
構
迭
を
絞
い
た
作
品
群
と
言
つ

〈
注
⑦
)

て
よ
い
。
侍
宴
詩
が
特
に
後
半
生
に
多
い
こ
と
は
、
後
半
生
の
生
き

方
か
ら
う
な
ず
け
よ
う
。

他
方
、
鈴
一
燦
〈
詩
品
序
〉
が
五
一
一
一
一
同
の
警
策
の
一
つ
に
あ
げ
る
「
北

使
洛
い
と
、
張
薄
(
題
齢
)
や
清
の
沈
徳
潜
(
古
詩
源
)
が
推
す
「
五

と
は
、
現
質
を
生
き
る
自
己
の
あ
る
べ
き
姿
を
問
う
詩
で
あ

る
。
そ
の
問
い
方
は
現
寅
を
つ
く
り
か
え
て
し
ま
う
ほ
ど
に
強
烈
な

陶
郡
明
や
謝
援
連
の
前
で
は
色
認
せ
て
み
え
る
が
、
し
か
し
単
な
る

現
貿
信
若
の
詩
で
も
な
い
。
現
質
に
入
り
こ
ま
ん
と
し
て
詩
を
書

き
、
現
質
に
入
り
こ
め
な
い
と
き
に
詩
を
書
く
。
前
者
は
「
北
使
洛
」

で
あ
り
、
後
者
は
寸
五
君
詠
」
で
あ
る
が
、
と
も
に
自
身
は
現
紫
を

認
め
な
い
、
現
賞
に
身
を
お
く
自
分
を
根
祇
で
は
認
め
な
い
、
と
す

る
構
造
を
こ
こ
で
も
つ
ね
に
引
き
摺
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

で
は
、
一
一
震
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
内
に
は
ら
ん
だ
文
翠
と
現
実
の
複

合
的
二
元
論
そ
れ
自
慨
を
負
い
向
"
を
抱
き
な
が
ら
生
き
る
顔
延
之

の
、
さ
ら
な
る
溺
自
性
は
何
か
。
こ
こ
で
延
之
が
玩
籍
を
深
く
受
容

し
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
た
い
。
な
る
ほ
ど
そ
の
詩
は
鐙
畷
か

ら
際
機
を
源
と
す
る
と
言
わ
れ
る
(
詩
口
問
中
品
〉
よ
う
に
、
延
之
に

と
っ
て
銃
一
籍
な
る
存
在
が
詩
人
と
し
て
大
き
な
位
置
に
あ
る
か
ど
う

か
疑
問
が
残
る
。
「
詠
懐
詩
」
に
一
初
め
て
設
し
な
が
ら
、
そ
の
キ
イ

ワ

i
ド
を
詩
文
に
使
用
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
な
い
。
ま
た
、
思
想

(
注
③
)

史
的
に
欝
康
と
の
類
似
を
説
く
人
も
濡
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
生
涯

を
考
え
る
な
ら
ば
、
張
湾
が
「
世
を
玩
ぶ
こ
と
玩
籍
の
如
し
」
と
一
一
一
一
口

っ
た
よ
う
に
、
そ
の
反
俗
の
激
し
い
生
き
ざ
ま
は
ま
さ
に
玩
籍
そ
の

人
を
耕
一
月
髭
さ
せ
る
。
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コ
立
殺
詠
い
の
成
立
事
情
は
前
に
ふ
れ
た
。
自
己
を
け
容
れ
な

い
醜
い
現
究
に
鈎
し
て
激
し
い
憤
惣
を
ぶ
ち
ま
け
る
に
、
院
籍
た
ち

竹
林
の
名
士
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
行
筋
を
支
え
る
玩
籍

期
解
は
、
抗
籍
の
絡
附
怖
の
背
後
に
は
権
力
争
い
の
渦
省
く
政
治
的
現

貨
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
白
線
は
や
問
時
に
於
い

て
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
も
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
「
民
籍
は
胸
中
に

議
塊
あ
り
。
放
に
消
を
須
ち
て
之
を
涜
ぐ
」
と
す
る
王
伎
の
見
解

(
汁
は
⑨
)

ハ
世
説
一
新
一
品
任
誕
篇
)
な
ど
東
背
に
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、

自
己
の
行
筋
に
激
し
く
関
わ
ら
せ
て
院
籍
を
持
ち
出
す
の
は
、
院
籍

受
容
の
深
化
と
新
し
い
展
開
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て

江
流
の
?
奴
玩
公
詩
い
十
五
首
へ
引
き
織
が
れ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に

勺
幻
滅
懐
詩
い
自
搬
を
も
背
後
の
現
笈
と
の
閥
係
の
上
に
位
置
づ
け
る

理
解
も
、
後
に
影
響
が
大
き
い
。
一
氏
籍
は
管
の
文
(
一
七
)
の
代
に
在

り
て
常
に
秘
忠
を
慮
る
ο

故
一
に
此
の
詠
を
渡
す
る
の
み
に
(
文
選
李

善
説
引
)
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
「
此
ハ
の
志
を
一
一
一
日
ふ
を
怯
く
い
(
詩
口
川
上

品
抗
籍
許
引
)
も
の
で
、
個
々
の
時
事
を
詩
句
の
一
設
に
読
み
と
る
校

の
つ
け
万
で
な
く
、
現
貨
と
の
蹴
係
を
は
っ
き
り
踏
ま
え
た
上
で
伝

絡
の
内
出
に
思
い
を
寄
せ
る
類
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の

コ
誠
懐
詩
い
に
帆
列
す
る
基
本
姿
勢
は
、
鈍
畷
に
も
李
淀
川
に
も
受
け
縫

(
政
砂
〉

が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
究
は
玩
結
受
持
の
忌
味
は
そ
れ
だ

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

抗
歩
兵

玩
公
雄
治
誠
一
院
公
は
誠
一
を
諭
す
と
雄
も

識
筏
援
亦
洞
識
は
密
に
撃
も
亦
洞
し

ひ
か
り

沈
酔
似
場
照
沈
貯
は
照
を
埋
む
る
に
似
て

寓
鎌
類
託
誠
寓
畿
は
執
を
託
す
る
に
類
す

長
繍
宕
一
際
人
長
鳴
し
て
人
を
懐
ふ
が
若
く

越
鶴
自
驚
衆
越
を
越
え
て
自
ら
衆
を
驚
か
す

物
故
不
可
論
物
故
は
論
、
ず
べ
か
ら
ざ
る
も

途
窮
能
無
働
途
窮
ま
れ
ば
能
く
働
む
無
か
ら
ん
や

山
一
歩
兵
」
は
、
地
の
問
君
と
異
な
り
、
各
勾
に
於
い
て
そ
れ
ぞ
れ

喚
起
さ
れ
る
多
様
な
逸
話
か
ら
、
院
籍
の
複
雑
な
全
際
像
を
把
握
せ

ん
と
試
み
る
詩
で
あ
る
。
激
し
い
生
き
ざ
ま
を
示
す
沈
酔
・
越
礎
・

涼
一
窮
と
、
候
設
な
い
躍
世
を
一
部
す
論
述
・
…
誠
緊
・
物
故
不
可
論
と
を
二

つ
の
軸
に
、
さ
ら
に
寓
僻
・
長
噺
と
を
も
含
む
複
雑
な
人
間
性
を
、

複
雑
な
ま
ま
に
全
践
的
に
提
示
し
て
い
る
。

今
衡
問
十
に
他
の
間
君
一
政
と
比
較
し
て
み
る
と
、
部
康
は
、
「
中
散

は
枇
に
偶
せ
ず
、
本
自
ら
援
を
餐
ふ
人
」
と
し
て
俗
世
か
ら
お
紹
す

る
が
故
に
「
務
部
時
に
鍛
が
る
る
有
る
も
、
法
性
は
誰
か
能
く
馴
さ

ん

と

歌

う
c

そ
こ
に
は
的
康
の
ふ
十
一
棋
の
難
し
さ
(
例
え
ば
っ
輿
山

級
交
書
)
で
た
内
け
す
る
~1
玩
嗣
京
は
日
に
人
の
過
を
論
ぜ
ず
。

に
之
を
簡
と
す
る
も
、
而
も
未
だ
及
ぶ
能
は
ず
」
と
い
っ
た
内
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一
向
の
背
開
)
は
な
い
。
あ
る
の
は
俗
世
へ
の
直
哉
的
で
激
し
い
批
判

で
あ
る
。
か
つ
て
般
景
仁
か
ら
延
之
自
身
ぺ
二
始
ん
と
準
え
ら
れ
た

玩
成
に
濁
し
て
は
、
窃
鼠
と
の
や
り
と
り
で
有
名
な
「
達
…
甘
い
の
人

と
し
て
の
同
か
ら
把
握
さ
れ
る
ο

そ
の
平
内
.
誌
の
探
」
た
る
玩
成
を

俗
世
は
充
分
に
一
件
伎
で
き
ず
、
山
添
か
ら
コ
践
し
ば
薦
さ
れ
ど
も
官

に
入
れ
ら
れ
ず
、
(
初
湯
の
た
め
に
)
一
路
さ
れ
て
乃
ち
出
で
て
守

た
り
い
と
言
う
。
激
し
く
ラ
イ
バ
ル
脱
し
た
侍
売
に
恨
ま
れ
始
安
へ

山
さ
れ
た
…
問
自
の
挫
折
、
そ
し
て
ま
た
苛
立
し
げ
に
詑
倒
し
た
劉

棋
や
段
景
仁
か
ら
恨
ま
れ
、
氷
系
に
出
さ
れ
た
こ
の
た
び
の
被
折
、
そ

の
日
吻
に
は
、
彼
ら
俗
物
を
初
品
に
白
身
を
玩
成
に
擬
す
古
々
し
く

切
な
る
自
己
投
影
が
見
ら
れ
る
。
が
、
自
己
主
張
と
が
依
託
倒
の
妥

勢
を
打
ち
出
す
の
に
勢
…
杯
で
、
そ
れ
だ
け
に
戸
肌
歩
兵
い
の
よ
う

な
誠
一
貨
と
の
按
雑
な
関
係
を
生
き
ぬ
く
主
挫
の
複
雑
さ
か
ら
は
速

い
。
も
つ
ば
ら
消
を
め
ぐ
る
逸
話
で
く
る
ま
れ
た
劉
伶
に
倒
し
て

は
、
勺
精
を
絡
み
て
日
々
に
沈
飲
す
、
設
か
荒
宴
に
非
ざ
る
を
知
ら

ん
い
と
し
、
そ
の
沈
飲
に
は
そ
れ
相
蛍
の
わ
け
が
あ
っ
た
の
だ
と
言

う
。
外
説
的
な
奇
行
の
み
が
先
走
る
劉
伶
の
背
後
の
、
ど
う
に
も
な

ら
ぬ
政
治
的
情
況
を
暗
示
さ
せ
る
言
い
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
玩
籍

と
同
じ
次
元
ま
で
持
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
、
劉
伶
許
僚
と
し
て
は
新

し
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
向
秀
に
つ
い
て
は
舵
子
法
を
許
偵
し
、

今
は
亡
き
日
安
と
強
康
を
治
恕
す
る
向
秀
の
孤
立
に
共
感
す
る
。
以

土
問
殺
の
何
れ
も
が
、
氏
箔
と
同
じ
く
、
国
難
な
政
治
的
現
買
を
生
一

(践のず〉

き
た
彼
ら
の
訂
し
み
と
正
治
性
を
激
し
く
共
有
し
て
い
た
。
し
か

し
、
現
貨
と
の
緊
張
関
係
そ
の
も
の
に
身
を
お
く
が
故
に
強
い
ら
れ

た
複
雑
な
人
向
性
を
拙
き
出
し
て
い
る
結
、
「
玩
歩
兵
」
は
他
の
四

詩
と
越
を
兵
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
阪
籍
そ
の
も
の
の
複
雑
さ
に
出

来
す
る
と
同
時
に
、
矛
盾
す
る
全
総
像
を
全
般
像
と
し
て
理
解
せ
ん

と
す
る
延
之
の
坑
籍
理
解
の
深
さ
と
背
開
と
を
物
る
も
の
で
あ

タ
「

μ

。
i
 

き
は
、
沈
約
も
延
之
の
自
己
告
白
の
つ
に
あ

げ
る
結
び
の
途
窮
ま
れ
ば
能
く
働
む
無
か
ら
ん
や
い
で
あ
る
。
複

雑
な
人
間
像
を
取
に
総
際
的
に
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
い
う

全
撚
像
を
ぺ
働
突
い
と
い
う
一
黙
で
照
射
す
る
。
そ
の
結
果
、
阪
籍

受
持
は
立
憾
的
な
深
み
を
輿
え
ら
れ
、
院
絡
の
生
き
た
時
間
が
内
在

化
し
た
と
言
え
る
。
確
か
に
張
滞
の
持
ち
出
し
た
「
玩
サ
ご
と
「
諮
問

制
約

B

一
の
二
耐
性
は
(
そ
こ
で
張
湾
は
玩
位
に
坑
籍
を
持
ち
出
し
た
が
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
)
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
玩
籍
の
二
語
性
に
他
な

(
注
③
)

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
さ
ら
に
「
働
突
」
と
い
う
苦
し
み
を
生
き
る

時
間
の
内
面
的
理
解
で
共
有
し
た
。
延
之
の
こ
の
玩
籍
受
容
の
苦
闘

の
さ
ま
と
へ
そ
の
緒
の
つ
か
み
方
を
許
償
す
る
た
め
に
、
以
下
に
延

之
ま
で
の
玩
籍
理
解
の
あ
り
ょ
う
を
駆
け
だ
で
あ
る
が
み
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い

G

さ
ら
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先
ず
阪
籍
と
同
時
代
の
貌
菅
の
交
代
期
に
於
い
て
、
務
康
た
ち
竹

林
の
七
賢
以
外
の
者
た
ち
は
ど
う
玩
絡
を
見
て
い
た
か
。
玩
籍
を
方

外
者
と
し
俗
中
を
生
き
る
自
己
と
は
異
次
元
の
存
在
と
す
る
、
袈
糖

の
見
方
が
典
型
的
で
あ
っ
た
。
母
の
死
を
め
ぐ
る
話
の
う
ち
の
一

つ
、
袈
椴
の
弔
問
に
到
す
る
坑
籍
の
殺
に
か
な
わ
ぬ
癒
待
を
、
家
精

は
「
院
は
方
外
の
人
な
る
が
故
に
競
制
を
崇
ば
ず
。
我
が
輩
は
俗
中

、、
の
人
な
る
が
放
に
儀
軌
を
以
て
自
活
す
る
な
り
」
と
一
一
一
一
向
う
ハ
世
説
新

一
前
任
誕
第
三
こ
の
一
一
一
一
仰
は
、
町
中
批
子
b

大
宗
師
第
の
「
孔
子
日
は
く
、

彼
は
方
の
外
に
遊
ぶ
者
な
り
。
市
し
て
丘
は
方
の
『
内
に
遊
ぶ
者
な

り
い
を
踏
ま
え
る
。
方
外
の
人
間
を
認
め
る
口
吻
の
裏
に
、
方
外
の

者
と
何
ら
抵
郷
し
な
い
自
ら
の
生
き
方
に
到
す
る
自
負
が
議
み
と
れ

る
じ
方
内
と
方
外
と
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俗
中
の
人
た
る
自

己
の
存
夜
を
頑
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
袈
椴
の
一
宮

の
よ
う
に
、
方
内
か
ら
見
て
方
外
の
者
が
自
己
の
存
在
に
何
ら
関
わ

ら
ぬ
と
き
、
各
人
は
度
設
の
大
き
さ
を
誇
示
し
さ
え
す
る
。
例
え
ば

〈
校
内
四
)

時
の
権
力
者
一
時
潟
mm
の
「
ゐ
恐
慌
」
と
い
う
院
籍
許
慣
も
、
そ
の
黙
抜

き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
蛍
の
庇
籍
も
方
内
に
俊
一
間
な
き
存
在
と
し
て

斡
略
す
る
。
従
っ
て
権
力
者
の
庇
設
の
一
部
で
は
、
ガ
内
の
者
か
ら

は
答
あ
る
存
在
か
否
か
を
紹
え
ず
試
め
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
銭

舎
と
か
何
併
と
か
も
そ
う
い
う
役
割
り
を
撚
っ
た
存
在
で
し
か
な

い
。
方
内
に
と
っ
て
無
害
で
あ
れ
ば
、
方
外
と
し
s

て
認
め
て
や

る
。
勿
論
方
外
の
人
玩
籍
自
身
は
、
震
倒
的
に
優
位
に
あ
る
方
内
か

ら
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
る
危
機
領
域
で
諮
臨
し
辛
う
じ
て
生
を
全
う
し

得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
が
そ
の
緊
張
関
係
に
耐
え
き
れ
ぬ
(
も
し

く
は
そ
う
い
う
構
造
を
見
極
め
る
こ
と
に
耐
え
き
れ
ぬ
)
諮
康
と
、

遠
識
と
い
う
黙
に
関
し
て
距
離
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
c

と
こ
ろ
が
西
菅
末
か
ら
東
菅
に
か
け
て
、
方
外
と
方
内
と
い
う
範

跨
は
す
べ
て
方
内
に
と
り
こ
ま
れ
、
方
外
者
の
存
在
が
も
は
や
一
意
味

を
な
さ
な
く
な
っ
た
c

坑
籍
た
ち
を
方
外
と
し
て
追
い
や
る
の
で
な

く
、
方
『
内
の
方
へ
引
き
摺
り
こ
む
や
り
方
が
有
力
と
な
る
。
つ
ま

り
、
方
内
と
の
緊
張
を
絞
い
た
庇
籍
恋
流
者
た
ち
の
横
行
と
そ
れ
へ

の
批
判
、
さ
ら
に
は
そ
の
批
判
を
支
え
る
方
内
に
於
い
て
も
方
外
た

る
自
由
を
持
ち
得
る
と
す
る
認
識
が
大
勢
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

主
平
子
・
初
傍
彦
図
、
諸
人
皆
以
任
放
潟
達
、
或
一
有
裸
醗
者
。

柴
康
笑
問
、
名
数
中
自
有
築
地
、
何
潟
乃
爾
也
。

(
世
設
一
新
語
徳
行
篇
〉

劉
孝
標
注
に
引
く
王
憾
の
町
嵐
長
ど
に
よ
る
と
、
主
澄
ハ
卒
子
〉
や

初
境
輔
之
(
彦
関
)
の
他
、
早
川
ハ
滋
子
弟
い
の
伝
機
・
謝
綴
た
ち
が
、

「
籍
を
菰
述
」
し
て
通
と
か
迷
と
か
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
こ
う
い
う

玩
籍
市
一
流
者
へ
の
批
判
判
言
辞
に
よ
く
使
わ
れ
る
「
安
滋
子
弟
」
と
い

う
言
い
方
の
中
に
若
気
の
奈
り
的
姿
素
が
強
く
、
彼
ら
の
後
半
生
は

比
較
的
平
穏
で
あ
る
G

さ
ら
に
史
流
者
横
行
の
事
賞
以
上
に
こ
こ
で

( 8 ) 



の
は
、
名
殺
の
中
に
も
放
連
た
り
得
る
と
す
る
亜
流
者
批
判

を
支
え
る
繁
践
の
認
識
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
方
外
的
方
内
の

劉
立
は
な
い
。
裕
康
が
使
用
し
た
「
能
く
名
教
を
越
え
て
自
然
の
任

に
す
い
(
稗
私
論
〉
と
い
う
怠
味
の
、
名
数
(
儒
激
〉
す
な
わ
ち
方

内
と
の
針
立
の
彼
岸
に
あ
る
自
由
、
と
い
う
一
黙
は
そ
っ
く
り
拾
象

〈
注
品
〉

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
黙
に
関
し
て
は
、
惣

牒
や
庇
絡
の
後
機
者
と
し
て
王
導
が
一
件
位
さ
れ
た
り
(
位
説
新
議
言

語
篇
)
、
謝
安
な
ど
の
存
在
が
現
質
と
の
緊
張
を
全
く
絞
落
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
風
流
名
士
と
し
て
理
想
化
さ
れ
て
い
く
世
相
か

ら
も
充
分
納
得
が
い
く
。
そ
こ
に
疑
義
を
は
さ
む
も
の
が
な
い
諜
で

は
な
い
。
少
し
線
問
は
泣
う
が
、
例
え
ば
謝
潟
は
「
八
緊
論
い
を
著

し
、
漁
父
・
季
主
・
発
老
・
孫
款
の
ご
と
き
「
庭
る
者
を
以
て
優
と

為
し
ん
、
路
原
・
資
詑
・
襲
勝
・
館
康
の
ご
と
き
「
出
づ
る
者
を
劣

と
潟
す
い
論
を
立
て
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
孫
綜
は
、
「
綾
玄

識
速
な
る
者
、
出
廃
蹄
を
同
じ
く
す
」
る
と
反
針
し
た
(
世
設
一
新
一
詩

文
翠
篇
詑
引
・
何
法
盛
町
中
館
内
書
b
)

。
孫
紳
は
時
に
許
拘
と
並
稀
さ

れ
た
ハ
詩
口
問
中
日
間
〉
が
、
孫
綜
自
身
の
一
一
一
一
向
を
借
り
れ
ば
、
許
潟
の
よ

さ
は
コ
け
川
情
遠
致
」
な
る
股
俗
に
あ
る
が
、
自
分
は
ご
吟
一
一
散
」

す
な
わ
ち
文
才
に
関
し
て
は
よ
り
す
ぐ
れ
る
と
す
る
(
世
設
新
語
品

藻
第
三
方
内
が
方
外
の
自
由
を
持
ち
得
る
見
解
、
つ
ま
り
方
外
が

方
内
と
の
緊
張
を
拾
て
方
向
に
民
心
地
よ
い
位
痘
を
占
め
る
だ
け
で

な
く
、
こ
の
孫
緯
の
見
解
の
ご
と
く
、
方
内
に
腐
る
自
己
を
正
賞
化

す
る
に
文
才
を
持
ち
出
す
や
り
方
は
詑
自
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
今
や
時
代
は
宋
代
に
入
り
、
顔
延
之
は
ま
さ
に
右
に
述
べ
た

東
菅
の
情
況
を
所
輿
の
も
の
と
し
て
生
き
た
。
一
土
館
建
の
「
爵
を
一
帝

典
に
m
慨
し
、
志
を
雲
間
に
楼
ま
し
む
」
と
い
う
許
債
は
、
現
寅
(
方

内
)
と
志
(
方
外
)
の
緊
張
を
そ
っ
く
り
絞
落
さ
せ
た
、
特
に
孫
綜

の
持
ち
出
し
た
文
才
あ
る
者
の
自
己
正
賞
化
を
緩
承
す
る
一
許
債
で
あ

っ
た
。
し
か
し
延
之
そ
の
人
は
、
終
始
志
に
到
す
る
負
い
目

i
i方

外
と
方
内
の
緊
張
を
絞
落
さ
せ
て
生
き
る
こ
と
に
居
心
地
の
怒
さ
を

抱
い
て
い
た

Q

そ
う
い
う
負
い
目
を
持
っ
て
、
し
か
も
霞
を
帝
政
〈
に

服
し
て
生
き
た
。
こ
の
延
之
の
佐
渡
を
想
う
と
き
、
複
雑
な
抗
籍
の

入
札
山
政
像
を
ま
さ
に
「

g

働
突
」
の
一
黙
で
照
射
し
た
意
味
が
浮
か
び
上

る
G

方
外
者
と
し
て
激
し
く
絞
否
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

こ
で
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
現
賞
、
そ
の
箆
倒
的
な
現
貨
の
前

で
自
己
は
働
突
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
玩
籍
の
原
黙
に
蹄
っ
て
激

し
く
共
有
し
た
。
そ
し
て
そ
の
共
有
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
が
、

二
元
論
を
生
き
る
延
之
の
内
な
る
現
寅
i
j
l荒
れ
す
さ
ん
だ
心
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
延
之
が
自
身
を
「
狂
」
と
規
定
し
た
揺
話
を
想
起
し
た
い
。

心
を
許
し
た
長
年
の
友
人
何
尚
之
と
の
戯
れ
半
分
に
交
し
た
、
コ
関

本
俸
の
俸
え
る
話
で
あ
る
。

( 9 ) 



(
h
q

〈
)
一
ザ
嘗
間
以
諸
子
才
能
。
延
J
/一日、

耀
得
距
潤
c

仰
向
之
明
日
、

議
得
gf:tJJ 
。

ハx.，. 抑j
ヤ得
円!さ
、35

、
.
，
、
.
，
、
，
、
.

狂
不
可
及
。

文
・
筆
・
義
・
溺
と
自
己
を
語
り
な
が
ら
、
狂
こ
そ
が
自
己
の
本
質

で
あ
り
、
息
子
の
設
も
が
及
、
は
な
い
と
す
る
物
言
い
は
、
機
知
に
富

む
そ
の
場
限
り
の
…
括
話
以
上
の
も
の
を
示
し
て
は
い
な
い
か
。
後

に
王
俄
迷
が
司
潟
相
如
の
「
文
府
い
と
魯
仲
速
の
「
道
心
」
と
を
引

合
い
に
稲
え
た
〈
答
刻
、
延
年
)
文
・
筆
・
義
の
何
れ
に
も
自
己
の
存

伝
を
託
そ
う
と
は
し
な
い
心
測
を
合
め
た
数
々
の
奇
行
に
奔
ら
ざ
る

を
得
な
い
内
面
の
穆
積
と
緊
張
と
を
も
暗
示
さ
せ
る
「
狂
ー
)
を
、
存

在
の
本
質
と
し
て
提
治
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
複
合
的
二

元
論
を
し
か
も
投
い
け
を
持
っ
て
生
き
る
複
雑
な
内
国
が
か
い
ま
見

せ
た
本
音
で
は
な
か
っ
た
か
。
荒
れ
す
さ
ん
だ
心
や
苛
立
ち
の
読
み

と
れ
る
詩
句
が
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
「
狂
い
な
る
自
己
規
定
ヘ

駆
り
立
て
る
こ
と
ほ
ど
、
延
之
の
内
な
る
現
貨
を
端
的
に
示
す
事
貿

は
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
玩
籍
受
務
の
顔
延
之
的
一
志
味
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
Q

つ
狂
い
な
る
自
己
規
定
に
よ
っ
て
じ
て
向
己
を

確
認
す
る
延
之
を
支
え
て
い
た
存
在
、

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
坑
籍
で
あ
っ
た

四

顔
延
之
の
玩
籍
受
容
が
延
之
の
存
在
と
そ
の
本
質
で
深
く
関
わ
っ

て
い
た
と
し
て
、
し
か
し
今
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ば
院
籍
と
の
捧

は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
思
想
と
文
壌
に
於
い
て
決
定
的
な
限
界
が
あ

(
伴
氏
@
)

る
。
延
之
に
は
玩
籍
の
よ
う
な
思
想
的
な
自
己
同
復
の
試
み
が
な

い
。
ま
た
、
そ
の
存
在
の
抱
え
て
い
た
難
し
さ
を
屈
折
し
て
表
現
化

し
得
た
つ
詠
懐
詩
」
の
ご
と
き
作
品
群
は
な
い
。
志
と
は
終
始
先
験

的
な
そ
れ
に
組
み
こ
ま
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
す

る
「
狂
)
な
る
白
己
規
定
を
感
傷
的
に
一
歩
も
譲
ら
ぬ
と
い
う
限
界

が
あ
る
じ
そ
の
隈
界
を
踏
ま
え
た
上
で
、
だ
が
や
は
り
、
表
現
と
し

て
の
生
身
の
生
と
内
な
る
現
貨
と
に
延
之
の
存
夜
の
濁
白
性
を
認
め

ね
ば
な
ら
な
い
c

さ
ら
に
玩
籍
受
容
に
示
さ
れ
た
そ
の
濁
自
性
こ

そ
、
ド
ス
問
中
史
の
上
で
重
要
な
位
置
を
い
向
め
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
の
で

太

ω一
マ
分
。

人
八
/
文
問
中
と
現
貨
と
の
関
係
そ
れ
自
燃
に
文
問
中
史
の
税
践
を
据
え
る

と
き
、
南
朝
文
学
の
到
達
黙
は
、
梁
の
端
綱
(
術
文
一
清
)
の
「
立
身

の
清
一
は
文
一
本
と
問
列
な
る
。
立
身
は
先
づ
は
須
ら
く
諮
重
な
る
べ

L
、

文
章
は
旦
く
は
須
ら
く
放
蕩
な
る
べ
し
」
(
誠
常
路
公
大
心
課
)
が

ご
と
き
、
文
壊
と
現
貨
の
二
元
論
で
あ
る
。
そ
う
い
う
閥
定
的
な
二

元
論
へ
ひ
た
す
ら
傾
斜
し
て
ゆ
く
文
壊
の
危
機
の
中
で
、
顔
延
之
の

存
在
一
意
義
は
、
過
度
の
修
辞
技
巧
を
代
表
す
る
詩
人
と
い
う
従
来
の

裁
断
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
う
い
う
文
壊
の
危
機
を
危
機
と
し
て

( 10 ) 



き
お
お
し
た
表
現
と
し
て
の
生
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
文
事
、
が
現

貨
と
の
緊
張
を
絞
落
さ
せ
た
ま
ま
自

L

比
す
る
、
そ
の
危
機
そ
の
も
の

に
宮
廷
詩
人
と
し
て
身
を
お
き
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
そ
う
い
う
自

己
に
晩
年
に
を
る
ま
で
負
い
日
を
抱
き
続
け
た
。
そ
の
姿
は
誠
一
氏

で
、
そ
れ
な
り
に
倫
理
的
で
す
ら
あ
り
、
同
時
に
す
ぐ
れ
て
南
朝
文

壌
の
課
題
を
背
負
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
文
m
m
J

の
危
機
の
流
れ
に
抗

し
「
狂
い
な
る
存
在
を
絡
し
て
辛
う
じ
て
行
む
延
之
の
存
夜
の
怠
味

を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
と
は
全
く
封
照
的
な
江
流
の
姿
が
想
恕
さ
れ

る
。
建
千
主
劉
景
来
へ
の
川
お
い
を
断
ち
切
ら
れ
た
出
折
の
結
果
、
文

壌
と
現
賓
の
主
に
出
直
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
才
志
く
い
と
ま
で
皮
め

(住ぬ一〉

ら
れ
た
江
流
の
晩
年
と
比
較
す
る
な
ら
、
そ
の
希
離
に
門
官
れ
ず
晩

年
に
変
っ
て
ま
す
ま
す
こ
だ
わ
る
延
之
の
誠
貨
な
姿
は
、
そ
の
誠
買

さ
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
時
代
に
此
立
し
て
い
た
と
一
一
一
一
悶
え
る
。
し
か
し

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
誠
貨
な
姿
が
し
か
も
な
お
喜
劇
的
な
様
相
を

阜
ゆ
す
る
の
は
、
延
之
自
身
の
限
界
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
王
信
法
の

汗
僚
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
そ
こ
に
こ
そ
延
之
的
存
在
を
雅
な
る
も

の
と
し
て
認
め
て
い
く
皮
肉
な
時
代
の
焔
穿
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
際
倒
的
に
押
し
寄
せ
る
文
事
の
危

機
の
流
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
、
と
も
一
…
一
一
問
え
る
で
あ
ろ
う
G

ハ
東
京
工
業
高
等
専
門
早
校
幼
救
段
)

八
注

v

j

①
志
に
も
乳
、
授
の
生
が
志
向
し
た
芯
も
あ
る
が
、
一
十
一
倍
述
、
が
い
う
志
と

は
、
牧
な
る
人
が
持
つ
先
験
的
な
志
と
い
う
芯
味
合
い
が
強
い
。
従
っ

て
、
ふ
泌
す
な
わ
ち
文
事
(
維
な
る
も
の
〉
と
し
て
一
腔
把
援
し
て
お
い
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
そ
の
場
合
の
文
墜
と
は
、
侍
安
の
作
品
群
に

代
表
さ
れ
る
文
事
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
ら
の
閥
係
が
王
借
速
の
い
う

ほ
ど
間
単
純
で
な
い
こ
と
は
本
論
で
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

-
棒
、
陶
淵
切
を
は
じ
め
と
し
て
吋
米
治
之
活
設
博
中
の
一
土
弘
之
や
開
決
之
と

の
扱
端
、
さ
ら
に
自
ら
も
し
ば
し
ば
一
時
過
へ
の
傾
き
を
表
自
す
る
り
そ
れ

ら
が
常
時
の
好
み
以
上
の
一
応
味
を
持
つ
の
は
、
十
必
に
到
す
る
負
い
け
を
総

え
ず
持
ち
続
け
る
構
造
に
よ
る
と
九
一
一
口
え
る
。

③

謬

誠

氏

コ

ω一
括
了
三
年
譜
一
(
中
間
文
化
部
究
支
刊
第
八
容
所
牧
〉
に
よ

7
0
0
 

一
必
拙
稿
っ
陶
淵
切
と
顔
延
之
」
(
京
湾
高
校
一
浦
山
知
閑
話
第
一
一
一
九
披
)
参

口
同
川
。

@
「
弱
植
慕
端
換
、
容
歩
懐
先
迷
」
(
和
謝
旋
援
連
)
と
い
う
詩
句
も
あ

る
。
院
籍
「
計
士
何
煉
慨
、
志
欲
威
八
荒
」
(
詠
懐
詩
其
一
一
一
十
九
)
や
陶
淵

明
「
少
時
計
丘
病
、
撫
川
制
調
行
遊
い
(
綴
古
竹
内
八
)
と
か
は
…
感
お
く
と

し
て
も
、
延
之
と
同
じ
く
「
性
一
悩
激
」
と
一
け
さ
れ
た
若
き
謝
遜
運
の
、
謝

家
会
パ
ッ
ク
に
し
た
「
性
脊
去
、
車
販
鮮
一
艇
、
衣
裳
器
物
、
多
改
務
制
、

世
共
宗
之
、
成
稀
謝
歳
柴
也
。
」
〈
宋
世
一
同
謝
体
)
と
比
べ
る
と
国
白
い
。

松
一
「
延
之
興
仙
阿
部
謝
議
運
倶
以
酔
采
持
名
、
市
選
法
邸
制
緩
。
文
一
清
嘗
各
政

探
柴
府
北
上
篇
、
延
之
受
認
使
成
、
議
運
久
之
乃
就
。
」
(
市
史
顔
博
)
な

お
文
一
一
ず
の
下
で
の
箆
諸
に
は
、
か
つ
て
の
劉
義
一
員
へ
の
夢
な
追
う
よ
う
な

振
舞
い
が
自
に
つ
く
。
従
っ
て
弱
者
と
も
そ
れ
だ
け
失
望
も
幻
誠
も
大
き
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い
の
で
+
の
る
。

⑦
故
高
橋
和
巳
氏
「
顔
延
之
の
文
型
」
〈
立
命
館
文
事
第
一
八

O
競
、
の

ち
に
作
品
集
9
所
牧
)
参
照
。

⑧
木
全
総
雄
氏
「
顔
延
之
の
生
誕
と
思
想
レ
ハ
日
本
中
閥
単
禽
報
第
十
五

集
)
参
照
。

⑨
竹
林
の
七
賢
に
つ
い
て
戴
謹
は
「
:
:
:
竹
林
潟
放
、
有
疾
而
矯
制
球
者

也
O
L

〈
背
番
一
応
滋
停
〉
と
い
う
。
そ
の
他
王
揺
の

Z
H書
b

に
は
、
孫
設

の
こ
と
に
擬
し
て
で
あ
る
が
、
「
貌
菅
去
就
、
易
生
嫌
疑
、
資
残
並
授
、

故
(
孫
)
登
或
鉄
也
」
(
役
説
一
新
語
楼
逸
第
設
引
〉
と
い
う
理
解
か
二
部
す

言
い
方
も
あ
る
。

⑩
鍾
畷
「
頗
多
感
概
之
潟
、
阪
出
向
淵
放
、
蹄
趣
難
求
。
」
〈
詩
品
上
品
〉
李

議
「
納
京
身
校
乱
朝
、
竹
山
恐
慌
誘
活
柄
、
問
問
絃
毅
一
説
。
故
毎
有
憂
生
之
援
。

雄
志
在
刺
議
、
部
文
多
隠
避

:ι
〈
文
選
一
滋
懐
詩
設
)

⑪
沈
約
は
、
「
山
一
裕
，
一
土
戎
以
資
額
一
被
劉
」
と
す
る
(
末
書
顔
停
〉
。
む
し

ろ
、
他
の
一
五
君
と
比
べ
両
者
に
は
背
後
の
現
質
故
の
苦
し
さ
と
激
し
さ
と

が
飲
け
て
い
る
、
と
延
之
は
み
な
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑫
明
の
初
臨
麟
の
よ
う
に
、
玩
籍
と
顔
延
之
の
「
識
議
」
は
替
康
や
謝
箆

漣
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
(
詩
薮
)
、
と
す
る
人
も
い
る
。

⑬
「
菅
文
壬
ハ
司
馬
昭
)
稲
玩
嗣
京
宝
恨
。
毎
凱
ハ
之
一
一
一
一
問
、
言
皆
玄
迷
、
未
嘗

減
石
人
物
。
」
(
世
説
新
語
徳
行
筋
〉
制
到
来
襟
在
に
引
く
李
康
の
「
家
誠
」

、
、
、
、

で
は
、
「
線
開
問
之
言
、
言
及
玄
述
、
而
未
嘗
評
論
時
事
、
減
者
人
物
。
可

謂
京
極
乎
」
と
あ
る
。
人
物
だ
け
で
な
く
時
事
を
も
論
評
し
な
か
っ
た

知
、
松
誌
を
要
す
る
。

⑭
「
既
定
子
(
惰
〉
有
令
向
。
大
尉
一
土
一
災
前
(
桁
〉
見
市
問
問
、
老
荘
輿

前
点
数
一
同
県
。
制
列
目
、
帰
無
向
。
太
尉
詩
英
一
一
三
問
、
貯
之
錆
按
。
世
謂
一
一
一
語
按
O
L

(
世
設
新
語
文
事
篇
〉
こ
の
話
も
こ
う
い
う
膝
待
を
風
流
と
し
て
受
け
と

め
て
い
く
風
潮
を
一
部
す
。
な
お
こ
の
話
、

2
Z
4己
玩
臨
停
に
は
、
玩
踏

の
答
え
に
王
戎
が
感
歎
し
た
話
と
す
る
c

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
王
戎

に
於
い
て
す
で
に
替
接
的
な
一
芯
味
を
紙
落
さ
一
せ
た
思
想
の
風
化
が
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。

⑮
玩
籍
の
思
想
的
格
闘
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
氏
「
坑
籍
に
お
け
る
擢

れ
と
慰
め
」
(
東
方
翠
報
第
二
十
入
知
〉
参
照
c

延
之
に
は
「
慰
め
」
が
な

い
の
が
決
定
的
な
差
異
だ
と
言
え
よ
う
。

⑮
拠
稿
「
江
流
の
挫
折

1
!
i
建
安
英
輿
の
令
左
遜
を
め
ぐ
っ
て

l
iい

〈
東
京
工
業
高
等
専
門
同
学
校
研
究
報
告
書
第
6
競
)
参
照
。
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