
『
柳
粛
志
異
』

に
於
け
る
一
帝
王
願
望
の
批
一
評

の
引
用
の
一
意
味
1

1

問
題
の
所
在

引
用
と
は
一
般
何
で
あ
る
の
か
。

こ
の
途
方
も
な
い
問
題
の
前
に
筆
者
は
こ
の
所
付
ん
で
い
る
。
引

用
に
何
か
意
味
と
か
償
値
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
引
用
の
根
源
に

あ
る
も
の
を
、
共
通
僚
値
と
し
て
共
有
す
る
集
闘
が
前
提
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
円
聖
書
』
の
色
々
な
語
句
、
文
一
章
が
、

西
欧
の
文
献
に
断
え
ず
現
れ
る
の
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
が
、
筆

者
は
そ
れ
ら
に
出
曾
う
度
に
常
に
自
分
が
『
聖
書
』
を
償
値
と
す
る

集
闘
の
外
側
に
い
る
事
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
様
な
、
例

え
ば
『
聖
書
』
を
代
表
と
す
る
書
物
を
信
俊
・
信
念
の
中
心
に
据
え

る
集
闘
を
依
り
に
円
引
用
の
共
同
憾
υ

と
名
づ
け
る
と
、
勿
論
引
用

が
意
味
を
持
つ
の
は
そ
の
共
同
憾
の
「
内
部
に
い
る
人
間
に
於
い
て
だ

北

村‘

手口

良

け
で
あ
る
。
外
部
に
い
る
者
に
は
引
用
は
一
意
味
も
償
値
も
な
い
。

『
聖
書
』
の
」
引
用
の
共
同
鐙
υ

の
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ど
こ
ろ

ゃ

か

ら

か
筆
者
の
如
く
そ
の
俣
値
を
共
有
せ
ぬ
連
中
で
あ
る
か
ら
、
根
絶
す

可
き
者
と
し
て
映
る
筈
で
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
魁
れ
ば
筆
者

な
ど
焼
き
殺
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
少
く
も
論
理
的
な
筋
に
於
い

て
で
は
あ
る
が
。
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こ
れ
と
向
じ
一
意
味
に
於
い
て
孔
孟
や
李
杜
を
根
源
と
し
て
持
つ
文

明
が
あ
る
。
こ
の
引
用
の

H

共
同
鐙
υ

の
「
内
部
に
現
代
の
我
々
が
い

る
か
否
か
は
今
暫
く
捲
く
と
し
て
、
或
る
引
用
典
故
が
例
え
ば
『
論

河
川
』
に
出
る
か
『
孟
子
』
に
出
る
か
は
少
く
も
日
共
同
位
υ

の
外
部

の
人
間
に
と
れ
ば
此
一
一
約
な
取
る
に
足
り
ぬ
問
題
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。
が
内
部
に
い
る
人
間
1
1
1
'経
挙
が
持
率
の
女
王
で
あ
っ
た
頃
の

中
薗
人
i
i
に
取
れ
ば
こ
の
差
異
は
重
要
で
あ
り
、
時
に
は
経
書
へ

の
或
る
解
稗
が
離
経
叛
道
と
し
て
断
罪
庭
刑
へ
の
道
を
開
く
事
も
往



々
に
し
で
あ
っ
た
。
内
一
部
に
い
る
人
間
は
或
る
種
の
重
い
運
命
を
換

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
結
儒
印
字
が
あ
れ
程
盛
ん
で
あ
っ

た
幕
政
加
の
日
本
に
於
い
て
も
経
警
の
解
懇
で
権
力
者
か
ら
生
命
を

奪
わ
れ
、
族
諒
さ
れ
た
例
は
聞
か
な
い
。
こ
れ
は
結
局
の
所
、
共
有

す
る
所
の
信
念
信
伎
の
暴
力
を
作
っ
た
強
制
と
い
う
側
面
を
我
々
が

持
た
な
か
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
様
に
忠
わ
れ
る
。
少
く
も
鰹
制
教

事
と
し
て
の
儒
翠
の
紫
に
は
、
大
陸
と
日
本
と
の
間
に
は
架
橋
す
可

か
ら
ざ
る
深
淵
が
存
在
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

引
用
の
共
同
燈
の
内
部
は
、
閉
鎖
系
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
内
一
部

は
、
質
的
な
連
績
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
で
言
え
ば
、
ユ
ウ
リ
ピ
デ
ス

や
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
悲
劇
も
、
ホ
メ
ロ
ス
の
引
用
で
あ
る
。
ヘ
ロ
ド

ト
ス
や
ツ
キ
デ
ィ
デ
ィ
ス
の
毘
史
も
、
一
紳
々
の
ロ
ゴ
ス
の
展
開
の
中

(
1
)
 

に
歴
史
を
見
る
限
り
ホ
メ
ロ
ス
の
文
脈
の
引
用
で
あ
る
。
我
々
の
如

き
外
部
の
者
か
ら
見
れ
ば
奇
異
に
見
え
る
が
、
都
一
術
も
歴
史
も
古
代

ギ
リ
シ
ャ
人
に
取
れ
ば
孤
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
哲
同
学
に

せ
よ
そ
う
で
、
初
期
の
哲
撃
者
タ
!
レ
ス
や
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス

等
に
し
て
も
言
は
ば
ホ
メ
ロ
ス
の
引
用
家
な
の
で
あ
る
。
後
は
推
し

て
知
る
可
き
で
あ
る
。
内
一
部
の
者
か
ら
見
れ
ば
、
質
的
に
連
議
し
て

い
る
。
否
連
績
は
自
明
で
、
一
意
識
さ
え
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ

句、、。

ナ
/
ャ

l
v一

質
的
連
績
は
突
如
奇
妙
な
形
で
想
起
さ
れ
、

寅
感
さ
れ
る
。

先
搬

の
湾
岸
戦
争
が
勃
渓
し
た
持
、
ア
メ
リ
カ
の
上
院
で
或
る
議
員
が
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
の
一
一
節
を
引
用
郎
議
し
て
、
泥
沼
の
戦
争

に
些
細
な
原
因
か
ら
突
入
し
て
行
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
話
題
の
例
を
取

り
、
警
告
を
渡
し
た
事
が
新
開
の
片
隅
に
報
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
文
字

通
ワ
の
引
用
だ
が
、
文
明
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
異
に
す
る
我
が
菌
の

翻
禽
で
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
山
引
用
し
て
演
説
し
て
も
何
の
一
意
味
も
な
い
事

は
申
す
迄
も
な
い
。
信
念
信
僚
を
西
洋
古
代
と
共
有
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
尤
も
質
的
連
穣
と
言
っ
て
も
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
は
ロ

!
?
に
一
泣
い
の
で
あ
り
、
向
血
の
民
族
園
家
の
集
合
鰻
ギ
リ
シ
ャ
と

は
縁
遠
い
の
で
あ
る
が
、
危
機
の
時
に
は
そ
の
様
な
微
細
な
差
異
は

無
視
さ
れ
、
突
然
同
質
性
の
み
が
強
調
さ
れ
、
想
起
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
二
千
数
百
年
の
時
間
は
、
一
一
壌
に
飛
び
越
え
ら
れ
る
。
質
が
問

題
な
の
だ
が
、
一
鰹
ア
メ
リ
カ
人
は
何
を
想
起
し
よ
う
と
し
て
い
た

の
か
。
引
用
す
る
事
で
彼
等
は
何
を
想
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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嘗
っ
て
毛
濃
い
東
氏
が
隆
盛
の
頃
、
筆
者
は
『
向
書
』
を
勉
強
し
て

い
た
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
毛
氏
は
、
完
や
舜
に
重
な
っ
て
見
え
て

仕
方
な
か
っ
た
。
そ
の
後
『
文
革
』
の
混
沌
彩
結
の
後
、
鈴
木
中
正

氏
の
著
書
で
農
民
一
撲
と
重
ね
て
見
る
事
を
教
え
ら
れ
、
最
近
で
は

三
石
善
吉
氏
の
『
中
関
千
年
王
閣
の
研
究
」
一
で
鈴
木
氏
の
方
向
が
深

め
ら
れ
て
い
る
の
を
知
り
感
心
し
た
。
言
わ
ば
自
蓮
数
や
太
平
天
閣

の
故
事
を
引
用
す
る
事
で
特
異
な
現
買
の
真
相
を
ん
だ
の
で
あ



る
。
そ
の
せ
い
か
、
最
近
で
は
園
民
議
、
と
共
産
議
と
の
「
内
戦
時
に
書

か
れ
た
毛
浮
東
の
詞
な
ど
を
読
む
と
、
『
史
記
』
五
一
菅
本
紀
の
英
一
回
巾

と
炎
一
帝
と
の
抜
泉
の
野
で
の
戦
を
想
起
し
、
共
同
樫
的
連
携
性
の
親

貼
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
の
引
用
で
は
な
い
か
と
傑
然
と
す
る
事
し
き
り

で
あ
る
。
言
わ
ば
ギ
リ
シ
ャ
人
に
取
っ
て
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア

ス
』
の
中
に
ベ
ル
シ
ヤ
戦
争
も
。
ヘ
ロ
ポ
ネ
ス
戦
争
も
ロ
ゴ
ス
と
し
て

全
て
含
ま
れ
て
い
た
援
に
、
『
向
官
官
』
や
『
史
記
』
に
こ
こ
百
年
の

中
園
人
の
不
幸
と
幸
一
縮
と
が
全
て
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
さ
え
疑
わ
れ
て
来
る
。

そ
し
て
六
回
事
件
が
起
っ
た
。
こ
れ
は
何
を
引
用
す
る
事
で
理
解

出
来
る
の
か
。
後
漢
議
鍛
の
禁
か
?
明
朝
方
孝
孫
の
族
滅
か
?
或
い

は
清
の
文
字
の
獄
か
?
引
用
の
素
材
は
司
二
十
四
史
』
に
充
満
し
て

お
り
、
各
人
各
様
の
引
用
の
仕
方
が
あ
ろ
う
。
が
然
し
我
々
が
あ
の

事
件
を
ど
の
様
な
形
l
i
i部
ち
ど
の
様
な
引
用
で
以
っ
て

l
i
i
で
理

解
し
よ
う
と
、
百
年
も
経
ち
事
件
の
痛
み
が
忘
却
さ
れ
薄
ら
い
で
い

っ
た
践
に
は
、
百
年
前
の
我
々
が
引
用
し
た
そ
の
引
用
し
か
残
ら
な

い
の
は
必
定
で
あ
る
。
百
年
(
或
い
は
二
百
年
)
先
の
持
拡
か
ら
克

れ
ば
、
酷
で
あ
る
鮎
に
於
い
て
六
回
事
件
も
文
字
の
獄
も
大
し
た
差

は
な
い
。
未
来
は
我
々
の
現
在
の
特
呉
駄
を
決
し
て
括
弧
で
く
く
り

前
一
蹴
し
た
り
は
し
て
呉
れ
は
せ
ぬ
。
よ
ほ
ど
巧
み
な
引
用
で
以
っ
て

こ
の
特
兵
黙
を
際
立
た
せ
ぬ
限
り
未
来
は
こ
の
我
々
の
「
今
」
に
繍

心
を
持
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。

魯
迅
の
『
貌
菅
間
以
度
及
文
一
章
興
薬
及
酒
之
関
係
』
は
北
伐
期
の
過

酷
な
政
治
的
風
土
を
曹
操
や
玩
籍
や
替
農
を
引
用
す
る
事
に
依
り
特

異
結
と
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
。
古
車
氏
の
玩
籍
や
ら
陶
淵
拐
に
封

〈

2
)

す
る
注
も
同
じ
方
'
向
の
仕
事
で
あ
る
。
貌
晋
の
曹
操
・
司
馬
昭
・
桓

玄
と
一
九
二

0
年
代
後
字
以
後
の
北
伐
期
の
者
三
一
o
三

達

と

が

引

用
に
依
り
重
っ
て
見
え
て
来
る
。
一
一
一
口
は
ば
同
質
化
、
等
質
化
が
行
わ

れ
、
何
か
が
突
如
想
起
さ
れ
て
い
る
。
が
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

は
、
貌
晋
の
詩
人
達
の
運
命
の
想
起
は
、
魯
迅
や
古
直
の
生
き
た
二

十
世
紀
に
は
限
ら
ぬ
事
だ
。
陶
溺
の
『
靖
節
先
生
集
』
に
依
る
と
元

〈

3
)

末
現
一
初
に
生
き
た
劉
援
に
せ
よ
、
淵
坊
へ
の
想
い
を
馳
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
王
朝
交
番
期
に
生
き
た
知
識
人
は
、
貌
晋
の
詩
人
が
突
如
想

起
さ
れ
、
引
用
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
王
朝
交
替
と
い
う
稀
れ
な

る
偶
然
が
、
例
え
ば
淵
現
へ
の
限
を
関
か
せ
る
。
例
え
ば
単
な
る
田

鶴
詩
人
で
は
な
い
と
い
う
特
性
が
見
え
出
す
。

( 130) 

さ
て
王
朝
交
替
や
ら
内
誌
や
ら
の
縛
換
期
に
生
き
な
か
っ
た
詩
人

が
、
何
か
を
引
用
す
る
と
い
う
場
合
我
々
は
そ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら

よ
い
か
。
彼
等
の
生
は
、
坑
籍
一
初
出
康
諸
問
縫
運
の
如
く
朝
廷
や
文
壇
の

中
心
に
お
ら
な
く
と
も
、
彼
等
に
取
れ
ば
特
異
黙
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
c

出
合
住
ま
い
で
あ
っ
て
も
詩
作
な
り
創
作
な
り
で



円
引
用
の
共
同
髄
μ

と
切
り
結
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
少
く
も

詩
人
作
家
で
あ
る
限
り
は
。
今
『
柳
爾
志
呉
』
の
蒲
松
齢
こ
六
回

。)
'
t

一
七
一
五
)
を
例
に
取
ろ
う
。
彼
は
乾
隆
期
の
「
文
字
の
獄
」

も
知
ら
ず
、
ま
た
椛
か
に
明
末
清
一
初
の
動
組
期
は
青
年
期
に
樫
験
し

て
は
い
る
が
、
全
開
と
し
て
見
れ
ば
山
東
の
出
合
の
科
翠
務
第
生
で

あ
っ
て
、
政
治
的
コ
ミ
ッ
ト
は
ほ
ぼ
な
い
。
彼
は
個
人
と
し
て
は
モ

ラ
リ
ス
ト
と
し
て
終
始
し
た
と
究
し
い
が
、
彼
の
生
活
の
全
般
を
知

る
可
き
資
料
は
乏
し
く
、
例
え
ば
世
紀
末
の
パ
リ
と
い
う
環
境
の
中

で
或
る
特
定
の
詩
人
を
論
ず
る
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
環
境
が
所
輿

の
も
の
と
し
て
我
々
の
限
前
に
は
な
い
。
民
漠
な
る
田
舎
が
農
が
っ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
が
そ
れ
で
も
蒲
松
齢
は
そ
の
作
品
の
中
で
様

々
な
引
用
を
す
る
の
で
あ
る
。
政
治
と
密
接
し
て
い
る
都
合
の
詩
人

注
の
シ
ャ
レ
た
引
用
で
は
勿
論
な
い
。
が
引
用
し
て
い
る
以
上
は
、

そ
の
よ
合
同
総
μ

の
本
一
貨
を
や
は
り
何
等
か
の
形
で
詰
っ
て
い
る
。

今
「
霊
壁
」
と
い
う
比
較
的
に
構
造
的
に
牧
赦
し
て
ゆ
く
作
品
を
例

に
取
り
、
彼
が
引
用
に
依
っ
て
詰
ろ
う
と
も
の
の
一
意
味
1

1

社
合
同
の

性
格
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
よ
い

l
l
を
探
り
出
し
て
見
ょ
う
。

円
柳
清
士
山
山
内
』
は
奇
怪
な
引
用
の
究
庫
で
あ
る
。
引
用
の
典
故
は
、

多
岐
複
雑
で
あ
り
、
典
故
調
べ
は
過
去
清
朝
に
呂
湛
患
、

何
壊
等
数
家
あ
り
、
そ
れ
ら
は
多
大
の
精
力
を
蓋
し
て
作
ら
れ
て
い

る
。
が
全
作
品
の
数
も
多
く
、
勿
論
完
壁
は
期
し
難
く
、
こ
れ
ら
既

往
の
諮
誌
を
集
成
し
た
「
曾
校
舎
注
曾
一
許
本
」
(
上
海
古
籍
出
版
社
)

の
張
友
熊
氏
が
述
べ
る
通
り
、
誤
り
も
あ
る
し
、
ま
た
漏
れ
て
い
る

も
の
も
多
い
。
ま
た
私
見
を
揺
ま
さ
せ
て
貰
う
と
注
家
が
比
定
し
得

た
典
故
に
せ
よ
何
故
そ
の
場
所
に
そ
の
典
故
が
引
用
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
の
か
注
家
自
身
に
も
存
外
分
っ
て
い
な
い
事
が
よ
く
あ
る
。
注
家

自
身
が
『
傾
文
韻
府
』
の
類
で
単
に
検
索
し
た
結
果
を
書
い
て
い
る

場
合
も
あ
る
か
ら
で
、
よ
く
そ
の
引
用
の
典
故
を
洗
う
と
殻
想
外
に

新
し
い
光
が
営
る
可
能
性
が
あ
る
。
が
然
し
注
家
還
の
努
力
は
非
常

な
も
の
で
、
そ
の
一
例
を
m

挙
げ
る
と
、
を
一
作
品
中
の
最
小
の
短
文
(
?
)

に
属
す
る
「
銭
流
」
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貯
水
劉
宗
玉
云
、
其
僕
杜
和
偶
在
圏
中
、
見
銭
流
如
水
、
深
庶
民
二

三
尺
許
、
社
驚
蓄
、
以
南
手
満
掬
、
復
僅
臥
其
上
。
既
市
起
説
、

別
銭
己
意
去
、
惟
握
於
手
中
著
山
間
存

円

i

の
劉
宗
玉
と
い
う
人
物
が
、
名
が
誌
で
、
康
回
…
了
直
の
年
(
礼
)
の

1
i
 

抜
貢
で
あ
る
事
が
呂
注
と
潟
症
と
で
分
か
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
恰

か
も
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」
の
桃
花
村
を
一
尋
ね
た
が
務
、
見
出
来
ず
に

(
4
)
 

空
し
く
戻
っ
た
実
名
の
人
劉
子
騒
が
誰
で
あ
る
か
の
例
の
詮
索
を
想

わ
せ
て
面
白
い
。
抜
貢
と
言
え
ば
推
薦
制
度
だ
が
、
山
東
省
に
於
い

て
清
代
の
そ
の
一
記
録
帖
み
た
い
な
も
の
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
見



た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
興
味
あ
る
引
用
は
無
数
だ
が
、
今
は
省

略
に
従
う
。

さ
て
「
霊
壁
」
を
引
用
の
典
形
と
し
て
何
故
筆
者
は
問
題
に
す
る

の
か
。
簡
単
に
一
一
一
口
う
と
小
説
世
界
の
構
造
が
、
務
形
な
り
轄
身
な
り

の
一
知
に
集
中
し
て
纏
め
ら
れ
て
お
り
、
且
つ
こ
の
嬰
形
(
乃
至
轄

身
)
と
一
一
一
一
口
う
中
心
黙
が
、
言
わ
ば
科
撃
と
い
う
制
度
の
一
階
取
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
留
を
引
用
に
依
っ
て
端
な
く

も
作
者
は
暴
露
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
唯
だ
注
家
は
そ
れ
に
気
づ
い

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
敢
え
て
筆
者
は
そ
れ
を
跡
づ
け
て
見
ょ
う
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
短
い
も
の
だ
が
、
筋
を
吏
ら
に
要
約
し
て
述
べ

て
お
こ
う
。

江
西
省
の
孟
龍
一
部
(
こ
れ
は
作
者
の
分
身
)
は
、
孝
擦
に
傘
げ
ら

れ
た
朱
と
い
う
友
人
と
と
も
に
北
京
に
滞
在
し
て
い
た
時
、
散
歩

に
出
て
或
る
俳
寺
に
入
っ
た
事
が
あ
っ
た
。
老
信
が
一
人
寺
を
守

っ
て
い
た
が
二
人
を
迎
え
て
院
「
内
を
案
「
内
し
て
呉
れ
た
が
、
殿
中

に
借
誌
公
の
塑
像
が
立
て
て
あ
っ
た
。
殿
中
の
壁
蓋
は
精
妙
で
人

物
は
生
く
る
が
如
く
描
い
て
あ
っ
た
が
、
童
約
は
『
維
摩
経
』
の

散
花
天
女
の
闘
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
少
女
が
花
枝
を
持
っ
て
微

笑
し
て
い
た
が
紅
い
膚
が
動
く
が
如
く
、
秋
波
を
迭
っ
て
い
る
援

で
あ
る
。
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
た
朱
の
方
は
、
思
わ
ず
一
限
惚
れ

し
て
し
ま
う
が
、
た
め
に
身
般
が
浮
か
び
上
り
、
に
乗
っ
て

壁
の
中
の
世
界
に
入
っ
て
仕
舞
う
。
壁
の
中
は
ま
た
殻
閣
の
連
ら

な
る
寺
院
で
あ
り
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
ぬ
。
本
堂
で
は

一
老
借
が
設
法
を
垂
れ
て
お
り
、
廻
り
を
取
り
霞
ん
で
築
く
者
も

多
く
、
朱
も
そ
の
中
に
雑
っ
て
築
い
て
い
た
。
暫
く
し
て
ふ
と
朱

の
裾
を
引
く
者
が
あ
り
、
振
り
向
く
と
先
程
の
少
女
で
あ
る
。
笑

っ
て
去
る
の
で
後
を
追
う
と
、
欄
干
を
過
ぎ
て
ひ
と
つ
の
小
部
屋

に
入
り
、
手
中
の
花
を
上
げ
て
招
く
。
一
意
を
決
し
た
朱
は
、
部
屋

の
中
に
入
り
、
寂
と
し
て
人
気
な
き
を
幸
い
に
少
女
と
懇
ろ
の
関

係
を
結
ん
だ
。
事
終
る
と
少
女
は
物
一
音
を
立
て
る
事
を
禁
じ
、
戸

を
閉
め
て
出
て
ゆ
く
。
夜
に
な
る
と
ま
た
や
っ
て
来
、
こ
ん
な
事

態
が
二
日
程
綴
い
た
。
終
い
に
他
の
女
達
(
天
女
の
仲
間
)
に
悟
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「
お
腹
の
中
の
赤
子
は
も
う
大
部
大
き
く
な
っ
た
筈
だ
か

ら
」
と
、
垂
れ
髪
を
無
理
や
り
既
婚
者
風
の
警
/
髪
に
襲
え
ら
れ
て

仕
舞
う
。
よ
く
見
る
と
霊
撃
の
頃
よ
り
も
美
し
い
。
女
友
達
が
去

っ
た
後
、
朱
は
再
び
忍
山
厳
か
か
る
が
、
そ
の
時
部
屋
の
外
に
靴

一
音
が
問
え
、
鎖
を
持
っ
た
縛
吏
が
現
れ
、
外
部
の
女
達
に
「
異
界

の
人
を
隠
し
て
は
い
な
い
か
」
と
き
び
し
く
訊
問
し
て
い
る
。
女

達
が
中
の
二
人
を
庇
っ
て
呉
れ
る
の
が
縫
え
る
が
、
二
人
は
生
き

た
心
地
も
な
い
。
鍵
穴
か
ら
伺
う
と
恐
ろ
し
げ
な
縛
吏
の
様
で
あ

る
。
女
は
「
ソ
フ
ァ
ー
の
下
に
監
れ
よ
」
と
言
っ
て
奥
の
戸
か
ら

逃
げ
去
っ
た
。
震
れ
て
い
る
と
縛
吏
ら
し
き
者
が
部
屋
を
調
べ
て

ら
れ
、



入
っ
て
出
て
ゆ
く
の
が
聴
こ
え
る
。
朱
は
恐
怖
に
ふ
る
え
乍
ら
女

の
蹄
る
の
を
待
つ
が
、
何
故
自
分
が
こ
の
様
な
怖
境
に
身
を
置
い

て
い
る
か
分
ら
な
か
っ
た
。

さ
て
孟
龍
誌
は
、
老
惜
の
説
明
を
朱
と
共
に
聴
い
て
い
て
瞬
時
に

ふ
と
側
の
朱
が
一
対
な
い
の
に
気
づ
き
、
老
備
に
尋
ね
る
と
「
説
法

を
聞
き
に
ゆ
か
れ
た
L

と
答
え
る
。
や
が
て
借
が
壁
を
指
で
弾
じ

く
と
朱
が
撃
中
に
現
わ
れ
て
聴
き
耳
を
立
て
て
い
る
。
「
お
迫
れ

が
お
待
ち
で
す
よ
」
と
老
借
が
言
う
と
、
ひ
ら
り
と
下
界
に
朱
は

降
り
立
つ
。
孟
が
等
ね
る
と
朱
は
「
ソ
フ
ァ
ー
の
下
に
匿
れ
て
い

る
と
宮
の
如
き
物
一
音
が
し
た
の
で
部
屋
の
外
に
出
て
何
で
あ
る
か

を
伺
っ
て
い
た
」
と
答
え
る
。
再
び
撃
を
見
る
と
例
の
美
人
は
、

径
が
高
く
結
ば
れ
た
既
婚
の
女
に
襲
っ
て
い
る
。
朱
は
こ
の
怪
異

に
驚
き
理
由
を
求
め
る
と
老
借
は
「
幻
は
人
に
依
っ
て
生
れ
る
も

の
(
幻
由
人
生
)
o
m
m
備
に
は
そ
の
理
由
は
分
ら
ぬ
」
と
笑
う
だ

け
で
あ
る
。
夢
破
れ
た
朱
は
一
意
気
消
沈
し
、
自
の
蛍
り
に
友
人
の

務
化
を
見
た
孟
は
牒
を
抜
か
し
、
二
人
は
早
々
に
そ
の
北
京
の
僧

院
を
立
ち
去
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
物
語
で
作
者
は
何
を
引
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
換
言
す

れ
ば
何
を
想
起
し
て
い
る
の
か
。
蒲
松
齢
は
異
史
氏
の
一
許
諾
で
「
人

有
淫
心
、
是
生
褒
一
境
、
人
有
褒
一
境
、
是
生
怖
一
境
、
菩
薩
熟
化
愚
蒙
、

千
幻
並
作
、
皆
人
心
所
自
動
耳
」
と
述
べ
出
来
る
だ
け
在
り
来
た
り

の
の
O
ロ〈

gけ
ん

o
p

の
粋
の
中
に
こ
の
作
品
の
一
意
味
を
押
し
、
込
め
よ
う

と
試
み
て
い
る
が
、
安
易
に
こ
れ
に
乗
る
隈
り
筆
者
の
言
う
引
用
の

笈
鐙
は
見
え
て
は
来
な
い
。
言
わ
ば
「
作
者
の
一
玄
関
し
な
い
所
」

(
モ
ン
テ

i

ニ
ュ
〉
ま
で
踏
み
込
ま
ぬ
限
り
、
解
緯
は
な
い
。
事
笈

詩
人
や
作
家
は
、
無
意
識
の
領
域
に
創
造
の
基
底
を
持
つ
。
こ
れ
は

洋
の
東
西
を
関
わ
ず
古
来
真
理
と
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
狭
義
の
引
用

創
ち
典
故
に
せ
よ
、
詩
人
は
恐
ら
く
無
意
識
に
用
い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
後
世
の
注
家
の
努
力
を
若
し
見
た
ら
吃
驚
す
る
だ
ろ
う
。

〈

5
)

「
散
花
天
女
」
が
呂
注
が
指
摘
す
る
援
に
『
維
摩
経
』
に
出
る
事
く

ら
い
は
、
迷
い
と
情
り
と
い
う
こ
の
話
の
テ

l
マ
か
ら
言
っ
て
部
座

に
答
え
得
た
ろ
う
が
、
こ
の
話
の
最
一
初
に
出
る
「
懇
賢
一
一
一
一
時
l

一
、
そ
れ

と
最
後
に
出
る
「
幻
白
人
生
」
が
、
各
々
『
高
信
博
』
巻
十
、
『
左

簿
』
荘
公
十
四
年
に
基
づ
く
事
を
作
者
は
、
関
わ
れ
て
鶴
鵡
返
し
に

答
え
得
た
ろ
う
か
。
知
っ
て
い
る
の
は
注
調
伴
家
や
考
護
家
で
あ
り
、

む
し
ろ
知
ら
ぬ
所
或
い
は
一
意
識
せ
ぬ
所
に

m
g
-
5
の

E
己
ミ
が
保

た
れ
て
い
る
。
筆
者
は
今
、
{
抑
伴
賓
誌
1

一
「
幻
由
人
生
」
の
典
故
に
拘

泥
す
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
こ
の
話
の
構
造
に
あ
る
。

こ
の
物
語
の
基
本
構
造
は
、

2
2
ω
5
2
1
5
ω

一ω
(
婆
形
・
蒋
身
)

を
す
る
側
部
ち
朱
孝
廉
と
、
そ
れ
を
見
る
側
部
ち
孟
龍
誇
と
老
留
と

の
封
立
に
あ
る
。
そ
し
て
力
黙
は
後
者
に
あ
る
。
つ
ま
り
他
者
の

(133 ) 



g
Z
E
H
H
O円立

5
3
を
見
る
側
が
、
見
る
事
に
依
っ
て
そ
の
行
魚
を

批
判
し
て
い
る
。
今
こ
れ
を
読
み
誤
っ
て
、

2
2
2
H
戸。ζ
r
c
Z
す

る
側
の
朱
孝
廉
の
恐
怖
と
悦
惚
と
に
感
情
移
入
し
、
力
結
が
こ
こ
に

あ
る
と
勘
違
い
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
単
な
る
淫
心
を
罰
す
る
説
教

諮
に
堕
し
て
仕
舞
お
う
。
そ
し
て
先
の
筆
者
の
拘
泥
す
る
典
故
も
、

単
な
る
作
者
の
博
識
の
披
涯
に
止
ま
る
だ
ろ
う
。

力
貼
が
、
自
立
山
BOH.℃
7
2
2
を
見
る
側
に
あ
る
理
由
は
語
り
口

に
あ
る
。
中
間
の
約
三
分
の
二
に
蛍
る
部
分
は
、
確
か
に
朱
孝
廉
の

壁
中
で
の
幻
想
紀
行
で
は
あ
る
が
、
貨
は
讃
'
者
は
前
も
っ
て
作
品
の

間
呉
服
で
、

0

0

0

 

江
西
孟
龍
滋
輿
朱
孝
熊
客
都
中
、
偶
沙
一
関
若
、
殿
合
、
倶
不
甚

リ山ル以・・・・・・
o

-
ド
ー
ゾ
パ
町
ド

右
の
通
り
、
主
役
が
孟
の
方
に
あ
る
事
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

併
記
は
、
孟
と
朱
と
が
針
格
で
あ
る
事
を
ι

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

貨
は
孟
が
朱
の
一
位
命
間
的
位
鐙
た
る
孝
廉
(
翠
人
)
で
す
ら
な
い
事
を

諮
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
清
一
位
ム
習
に
於
い
て
撃
人
と
な
る
事
が
、

一
般
人
に
取
り
如
何
に
大
き
な
事
件
か
は
『
儒
林
外
史
』
を
談
め
ば

明
か
だ
が
、
孟
は
そ
れ
で
す
ら
な
い
。
そ
の
布
衣
の
孟
を
先
に
書
く

の
は
、
陸
宮
渡
財
と
い
う
制
度
的
上
昇
現
象
を
批
判
的
に
見
て
い
る

事
を
示
す
。
事
賞
、
ヰ
ヰ
膝
を
足
掛
り
に
朱
は
さ
ら
に
進
士
に
合
格

し
、
一
躍
官
界
に
飛
朔
せ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
を
無
冠
の
孟
は

言
わ
ば
指
を
街
え
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
場
が
逆
轄
し
、
孝
廉

で
す
ら
な
い
孟
が
壁
中
の
異
界
に
迷
い
込
み
、
美
女
と
逢
瀬
を
重
ね

て
は
、
物
語
り
は
殆
ん
ど
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
う
。
作
者
は
そ
れ
を

O

A

ム

O

ハ
一
ム

江
西
孟
龍
遼
輿
朱
孝
簾
:
:
・
:
:
散
花
天
女
、
内
一
垂
髪
者
、
枯
花

。

徴
笑
、
棲
震
欲
動
、
限
波
路
流
、
朱
注
目
久
、
不
完
榊
善
意
奪
、

抗
然
凝
想
・...•. 

右
の
様
に
主
役
を
移
す
形
で
注
一
意
深
く
避
け
て
い
る
。
そ
し
て
物
語

の
最
後
で
朱
の
異
界
紀
行
か
ら
の
蹄
還
を
受
け
入
れ
る
の
は
孟
だ

が
、
そ
の
関
勿
論
孟
は
全
く
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
孟
が

5
2
2
H
H
8

0

弓
7
2
5

の
外
部
に
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
事
を
一
意
味
す
る
。

朱
の
こ
の

5
2
m
5
0円七一
7
2
♂
を
見
て
い
る
者
が
も
う
一
人
い
る
。

老
備
で
あ
る
。
彼
は
孟
朱
二
人
の
来
客
を
迎
え
て
寺
錠
中
を
案
『
内
す

る
が
、
彼
も
ま
た
孟
と
同
じ
く
婆
身
の
夢
破
れ
て
現
寅
世
界
に
蹄
還

す
る
朱
を
最
後
で
受
け
入
れ
る
。
彼
も
ま
た
外
部
に
立
つ
の
だ
が
、

さ
ら
に
孟
に
朱
の
所
在
を
関
か
れ
た
持
『
説
法
を
開
き
に
ゆ
か
れ

た
』
と
答
え
、
ま
た
指
で
壁
を
躍
い
て
朱
を
現
質
に
戻
し
た
事
が
示

す
援
に
、
こ
の
幻
街
全
経
の
作
動
者
で
あ
り
、
援
形
の
プ
ロ
セ
ス
を

細
部
ま
で
見
通
し
て
い
る
。
彼
は
朱
の
心
の
中
の
淫
心
生
起
に
依
る

鐙
形
が
、
現
笈
の
外
部
的
姿
形
卸
ち
壁
中
の
人
物
と
な
る
務
化
の
、

そ
の
恐
る
可
き
轄
換
鈷
を
笑
い
乍
ら
見
て
い
る
。
こ
の
結
孟
は
、
間
半

に
朱
が
壁
の
中
の
世
界
に
吸
い
込
ま
れ
て
出
て
来
た
と
い
う
饗
形
の

(134 ) 



外
国
性
し
か
克
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
一
意
味
で
老
健
こ
そ
長
の

主
役
な
の
だ
が
、
そ
の
事
を
作
者
は
、
話
の
冒
頭
で
「
殿
中
塑
ニ
誌

公
像
こ
と
六
朝
の
怪
備
費
誌
を
前
も
っ
て
引
用
す
る
事
で
暗
示
し

て
い
た
。

部
松
齢
は
、
の
始
め
に
何
故
一
一
応
公
を
引
用
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
呂
湛
恕
は
「
誌
公
国
笠
徹
如
鏡
、
手
足
皆
鳥
爪
」
と
『
神

仙
停
』
を
引
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
貫
性
か
ら
言
っ
て
蛍
を
失
し

て
い
る
。
紙
数
も
悲
き
た
の
で
推
理
の
結
論
だ
け
街
略
に
述
、
べ
て
お

。
ノ
¥

制
伊
賀
(
保
)
は
、
一
糾
秘
化
の
ヴ
ェ

i
ル
を
一
被
っ
て
い
る
も
の
の

(
6〉

『
梁
書
』
司
法
苑
珠
林
』
『
高
借
体
』
な
ど
に
見
え
る
歴
史
的
人
物
で

あ
る
。
彼
は
湾
梁
の
問
に
生
き
た
僧
侶
で
、
蛍
侍
の
政
治
的
野
心
家

連
の
興
亡
を
預
一
一
一
目
し
て
掻
く
営
っ
た
と
言
う
。
湾
の
武
一
帝
は
衆
を
惑

す
者
と
し
て
華
林
間
な
る
所
に
と
じ
込
め
た
が
、
そ
の
湾
を
亡
し
た

梁
の
武
一
帝
は
そ
の
禁
を
解
い
て
敬
事
し
た
。
『
高
信
俸
』
(
径
十
)
を

信
ず
れ
ば
、
天
路
十
三
年

(
M
)
に
九
十
七
歳
で
寂
滅
し
た
と
言
う

F
h
u
 

か
ら
に
は
東
晋
末
か
ら
湾
染
に
か
け
て
の
天
子
に
成
り
た
が
る
数
々

の
野
心
家
注
の
「

3
0
0ごヶ
2
Hこ
か
ら
「
聖
人
」
へ
の

5
2
2
5
2
s

℃
『

2
2
の
運
動
を
ほ
ぼ
見
た
。
こ
の
運
動
を
起
し
た
英
雄
好
漢
の
中

に
成
功
者
は
議
道
成
(
野
武
一
帝
)
粛
桁
(
梁
武
一
帝
)
な
ど
極
く
少
数

だ
が
、
裏
面
史
的
に
は
多
く
の
者
が
運
動
を
起
し
て
は
滅
亡
し
て
ゆ

く
。
勿
論
高
一
の
成
功
の
暁
に
は
、
南
部
の
紫
し
み
が
待
っ
て
お

り
、
「
撃
壁
」
の
朱
孝
康
の
夢
の
寅
現
し
た
も
の
の
比
で
は
な
い
(
が

質
的
に
は
重
な
る
)
。
費
誌
は
、
劉
宋
の
築
奪
者
講
道
成
の
腹
心
で

あ
り
、
且
つ
彼
を
助
け
た
陳
郎
総
達
(
『
南
費
者
一
回
』
本
俸
)
が
、
最
後
に

叛
逆
す
る
の
を
渓
告
白
し
て
い
た
と
言
う
。
ま
た
斉
の
屯
続
の
桑
健
が

叛
旗
を
翻
す
直
前
訪
れ
た
時
も
、
資
誌
は
顔
を
見
る
な
り
「
こ
の
男

は
叛
し
、
頭
を
研
ら
れ
、
腹
わ
た
を
出
す
」
と
叫
ん
で
逃
げ
た
と
言

う
。
擢
力
者
側
か
ら
は
「
衆
を
惑
す
!
一
と
断
罪
さ
れ
る
事
必
至
だ
が
、

彼
は
一
種
の
合
理
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
、
布
衣
か
ら
天
子
へ
の
飛

躍
の
椋
換
鈷
を
認
め
な
い
。
普
通
世
俗
の
論
理
で
は
水
が
氷
に
な
る

援
に
「
成
る
い
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
政
治
的
文
脈
で
は
布
衣
が
天

子
(
聖
人
)
に
成
る
誇
だ
が
、
成
っ
て
し
ま
う
と
今
度
は
「
あ
る
」

。。

に
蒋
じ
、
以
前
は
「
あ
る
」
側
か
ら
譲
み
嬰
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
徳
や

0

0

 

運
命
や
そ
の
他
が
以
前
の
無
に
賦
輿
さ
れ
て
ゆ
く
。
「
冗
談
で
は
な

い
。
氷
は
水
だ
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
て
も
、
「
今
は
氷
で
あ
る
」
の

論
理
が
箆
倒
し
押
し
切
っ
て
ゆ
く
。
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こ
の
「
成
る
」
と
い
う
世
俗
王
権
の
論
理
に
釘
抗
し
た
の
が
、
賓

の
少
し
先
輩
の
懇
慧
遠
で
あ
る
。
『
弘
明
日
集
」
一
に
見
え
る
若
き
叛

逆
完
程
玄
と
の
釣
論
を
譲
む
と
、
「
懇
門
不
敬
王
者
論
」
と
言
う
が
、



東
晋
の
天
子
は
議
論
の
外
に
あ
る
事
が
分
る
。
軍
擦
を
援
る
柘
一
玄
に

は
、
天
子
は
何
時
で
も
い
庭
理
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
慧
遠
一
授
の
併

殺
徒
の
「
不
敬
」
の
テ
ー
ゼ
は
、
質
は
今
正
に
水
か
ら
氷
に
「
成
ろ

う
」
と
す
る
桓
玄
の
白
一
意
識
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
成

る
」
と
い
う
政
治
的
自
己
ω
5
0
G
r
o
g
を
認
め
ぬ
俳
教
徒
は
、
桓

玄
に
取
れ
ば
革
命
の
一
台
認
を
一
意
味
し
た
。
天
子
殺
害
藍
前
の
桓
玄
に

す
れ
ば
、
革
命
は
心
の
中
で
は
完
了
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
係
数
徒

は
援
形
の
以
前
と
以
後
を
冷
静
に
見
て
い
る
援
に
映
じ
た
。
一
般
的

世
俗
の
権
威
'
即
ち
王
者
に
頭
を
下
げ
ぬ
慧
遠
に
立
腹
し
て
見
せ
る

が
、
異
相
は
こ
れ
で
あ
る
。
慧
遼
は
歎
つ
て
は
い
る
が
、
勿
論
桓
玄

の
懲
罰
を
受
け
る
事
は
珠
恕
し
て
い
た
ろ
う
。
丁
度
「
霊
-
壁
」
に
於

け
る
老
借
(
こ
れ
は
賓
誌
そ
の
も
の
で
あ
る
〉
が
、
朱
孝
康
の
恐
怖

に
満
ち
た
懲
罰
を
一
部
始
終
知
っ
て
い
た
援
に
・
:
:
・
。

『
聯
驚
志
呉
』
の
引
用
の
意
味
は
、
右
の
通
り
だ
と
信
ず
る
。
部

ち
一
帝
王
願
望
の
批
評
な
の
で
あ
る
。
「
幻
由
人
生
」
も
同
じ
モ
チ
ー

フ
な
の
だ
が
、
別
稿
に
譲
る
。

注(
1
)
=司
自
門
知
円
五
苛
門
命
的
。
ロ
門

5
2
2
0
L
O門
戸
目
的
き
仏
、
叶
ケ
ロ
ミ
午

E
g
w
u
ケ
て
ぐ
え
e

問
問

5
m
Z
F
5
5円
一
ヱ
山
門
〈

ω
え

C
3〈
内
山
「
色
々
噌

h
d
g
H
U
∞U

1
.

ハ
2
)

『
府
玖
堂
五
種
』
に
は
前
回
子
建
・
玩
樹
宗
・
陶
靖
節
に
関
す
る
築
注

が
入
っ
て
い
る
。

(
3
)

劉
履
は
上
虞
の
入
。
字
坦
之
。
明
に
入
っ
て
仕
え
ず
、
草
津
間
民
と

時
仇
し
た
(
一
一
司
四
庫
提
要
」
一
郎
)
。
『
陶
靖
節
集
』
各
一
「
停
雲
」
の
第
一
言

「
謀
議
停
雲
、
濠
濠
時
雨
、
八
表
向
昏
、
卒
路
伊
阻
、
静
寄
東
軒
、
春
初
勝

濁
摂
、
良
崩
悠
選
、
掻
首
延
待
」
の
何
孟
春
の
注
に
「
上
虞
劉
履
白
、
此

蓋
元
田
…
緯
革
之
後
一
郎
靖
節
之
親
友
、
或
有
仕
於
宋
者
。
故
特
忠
商
斌
之
以

寓
規
譲
之
一
意
i

一
と
引
く
。
劉
履
の
本
は
、
呉
膿
泰
は
「
未
見
」
と
言
っ
て

い
る
。

(

4

)

豆
臼
室
田
』
際
、
選
俸
に
「
劉
鱗
之
字
子
襲
、
南
陽
人
:
・
」
と
あ
り
、
笈

在
の
人
物
。
彼
が
潟
明
と
ど
う
関
係
し
た
か
に
つ
い
て
古
来
喧
し
い
議
論

が
あ
る
。

(
5
〉
「
呂
注
」
が
引
く
援
に
『
維
邸
中
経
』
で
は
、
結
習
が
謹
き
ず
悟
り
切

っ
て
い
な
い
者
に
は
、
散
花
が
身
に
著
い
た
。

(
6
〉
『
梁
書
』
何
敬
容
俸
。
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