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本
日
は
寒
い
中
、
足
元
の
悪
い
中
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
お
手
元
に
資
料
は
四
枚
あ
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
岡
田
先
生
が
御
紹
介
さ

れ
た
時
に
今
年
か
ら
趣
向
を
変
え
て
「
干
支
を
語
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
け

れ
ど
も
、
何
故
今
日
ト
ラ
の
お
話
を
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
実
は
数
年
前
に
南
方

熊
楠
の
『
十
二
支
考
』
と
い
う
本
を
読
ん
で
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
博
識
と
い

い
ま
す
か
、
知
識
の
広
さ
に
感
動
し
ま
し
て
、
そ
れ
で
苦
労
し
て
翻
訳
し
て
、
北
京

の
中
華
書
局
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
の
読
者
に
も
ぜ
ひ
南
方
先
生
の
本
を
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。『
十
二
支
考
』
の
最
初
は
「
寅
」
の
歴
史
、

伝
説
と
民
族
と
い
う
部
分
で
、
そ
の
時
に
調
べ
た
も
の
と
か
、
あ
る
い
は
興
味
を

持
っ
た
分
野
の
話
を
、
今
日
は
研
究
と
い
う
視
点
じ
ゃ
な
く
て
、
物
語
の
面
白
い
と

こ
ろ
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
で
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
た
ま
た
ま

で
す
が
、
日
本
は
お
正
月
が
終
わ
り
ま
し
て
寅
年
に
入
り
、
一
ヶ
月
経
っ
た
の
で
す

が
、
中
国
で
は
今
日
は
旧
暦
の
お
正
月
の
大
晦
日
、
明
日
か
ら
旧
正
月
の
元
日
と
い

う
こ
と
で
ま
だ
ホ
ッ
ト
な
話
題
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
「
寅
」
と
「
虎
」
と
い

う
ふ
た
つ
の
字
は
、
基
本
的
に
日
本
で
は
み
ん
な
「
と
ら
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
左
の
方
の
字
は
正
確
に
は
「
イ
ン
」
と
読
ん
で
、
動
物
の
虎
と
本
来
全
く

関
係
の
な
い
文
字
な
の
で
す
。
中
国
で
も
こ
れ
が
確
か
に
干
支
で
「
と
ら
」
と
い
う

認
識
を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
虎
」
と
区
別
し
て
使
っ
て
い
た
わ
け
で
、

も
と
も
と
は
時
間
と
方
位
を
表
す
字
な
の
で
す
。
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
と
い
う
と
、

ち
ょ
う
ど
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
「
七
つ
の
時
」
と
い
う
、
午
前
の
四
時
を
表

し
ま
す
。
午
前
四
時
の
前
後
一
時
間
、
昔
は
二
十
四
時
間
じ
ゃ
な
く
て
、
十
二
時
間

と
計
算
し
て
、
現
在
の
二
時
間
が
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
て
計
算
さ
れ
た
訳
な
の
で
す

ね
。
そ
れ
が
午
前
の
四
時
は
寅
刻
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
も

う
ひ
と
つ
は
方
位
を
表
す
、
右
の
絵
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
北

東
北
の
方
向
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
イ
ン
」
と
い
う
文
字
な
の
で
す
が
、
も
と

も
と
虎
と
全
く
関
係
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
要
す
る
に
「
十
干
十
二
支
」
の
中
の
ひ

と
つ
、
方
向
を
表
す
も
の
だ
っ
た
訳
で
す
。
で
は
、
い
っ
た
い
い
つ
方
向
を
表
す
も

の
、
あ
る
い
は
時
を
刻
む
も
の
が
、
動
物
の
虎
と
一
緒
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問

が
出
て
く
る
訳
で
す
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
文
献

に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
確
実
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
実
は
漢
民
族
の
漢
人

た
ち
で
す
ね
、
最
初
は
天
候
、
あ
る
い
は
気
象
に
敏
感
で
そ
う
い
っ
た
方
位
に
関
し

て
は
、
割
と
早
い
時
期
に
こ
う
い
っ
た
細
か
い
分
類
が
で
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

年
を
数
え
る
干
支
と
し
て
使
う
と
い
う
習
慣
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
、
動
物
を
人

間
の
年
と
か
、
あ
る
い
は
年
と
し
て
数
え
る
と
い
う
の
が
、
北
方
の
騎
馬
民
族
の
習

慣
、
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
モ
ン
ゴ
ル
人
の
習
慣
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
ね
。
そ

れ
で
子
、
丑
、
寅
と
、
北
方
民
族
の
年
を
数
え
る
動
物
と
、
漢
民
族
の
方
位
を
表
す

文
字
と
合
体
し
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
い
つ

合
体
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
南
方
熊
楠
の
論
に
よ
り
ま
す
と
、
ど
う
も
漢
の
時
代

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
根
拠
が
あ
ん
ま
り
な
い
で
す
。
実
は
中
国

で
も
「
と
ら
」
を
方
向
と
し
て
使
っ
て
い
た
ん
で
す
。
皆
さ
ん
が
ご
存
知
で
す
が
、
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白
虎
は
西
の
方
向
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

だ
か
ら
、「
と
ら
」
が
も
と
も
と
方
向
を
表
す
と
き
は
西
を
表
し
て
い
た
訳
で
す

ね
。
こ
れ
は
漢
民
族
の
人
た
ち
が
考
え
た
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
現
在
の
干
支
と

い
う
の
が
、
要
す
る
に
あ
く
ま
で
も
少
数
民
族
と
い
い
ま
す
か
、
北
方
民
族
の
文
化

だ
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
。「
十
干
十
二
支
」
に
関
し
て
は
若
い

人
が
傍
聴
し
て
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

十
干
は
甲
、
乙
、
丙
、
丁
、
戊
、
己
、
庚
、
辛
、
壬
、
癸
の
十
種
類
、
十
二
支
は
子
、
丑
、

寅
、
卯
、
辰
、
巳
、
午
、
未
、
申
、
酉
、
戌
、
亥
の
十
二
種
類
で
す
。
こ
の
十
干
と

十
二
支
を
組
み
合
わ
せ
て
暦
日
を
数
え
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
組
み
合
わ
せ
は
六
十
ま

で
数
え
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
六
十
は
還
暦
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
六

十
一
か
ら
ま
た
最
初
か
ら
数
え
る
と
い
う
ふ
う
に
。
だ
か
ら
甲
子
、
甲
と
子
を
あ
わ

せ
て
最
初
年
を
数
え
る
時
の
も
の
で
す
。「
十
干
十
二
支
」
は
日
本
で
は
現
在
、
滅

多
に
使
わ
な
い
ん
で
す
が
、
暦
の
中
に
は
載
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
比
べ
て
、
中
国

で
は
ま
だ
か
な
り
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
さ
っ
そ
く
虎
に
ま
つ
わ
る
物
語
に
入
り
ま
す
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に

虎
が
生
息
し
て
い
る
地
域
は
ア
ジ
ア
だ
け
な
の
で
す
。
北
は
シ
ベ
リ
ア
か
ら
で
す
。

南
は
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
で
す
。
イ
ン
ド
が
特
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た

朝
鮮
半
島
に
か
つ
て
た
く
さ
ん
生
息
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ホ
ッ
ト
な
話

題
と
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
十
月
三
日
に
中
国
で
野
生
の
華
南
虎
を
撮
影
し
た
と
い

う
人
物
が
現
れ
て
、
そ
の
写
真
を
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
た
ら
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。

華
南
ト
ラ
は
動
物
園
以
外
の
自
然
界
か
ら
姿
が
消
し
て
も
う
数
十
年
経
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
今
、
野
生
の
華
南
ト
ラ
が
ま
だ
自
然
界
に
生
息
し
て
い
る

と
、
一
般
の
人
が
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
偽
造
の
写
真
ら
し
い

の
で
す
ね
。
結
局
そ
の
人
が
詐
欺
の
疑
い
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
、
ち
ょ
っ

と
し
た
ト
ラ
関
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
ん
で
す
。
実
は
中
国
で
は
東
北
地
方
で
ま

だ
野
生
の
虎
が
若
干
い
る
よ
う
で
す
が
、
大
き
な
野
生
保
護
地
域
で
、
人
工
で
飼
育

し
て
今
一
千
頭
ま
で
増
や
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、
先
日
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
虎
が
非
常
に
珍
し
い
動
物
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
虎

が
た
く
さ
ん
広
い
中
国
で
生
息
し
て
い
ま
し
た
。
北
の
方
で
は
シ
ベ
リ
ア
の
虎
が
、

南
の
方
で
は
華
南
の
虎
が
生
息
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
華
南
の
虎
が

別
名
「
中
国
虎
」
と
呼
ば
れ
、
ち
ょ
っ
と
小
型
で
す
が
、
細
い
模
様
で
、
中
国
中
南

部
の
広
大
な
地
域
に
生
息
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
中
国
の
文
献
の
中
に
、
も
し
く
は

小
説
の
中
に
た
く
さ
ん
虎
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に

日
本
に
は
虎
が
い
な
い
の
で
す
。
日
本
の
文
献
の
中
に
は
若
干
虎
に
関
す
る
記
録
も

あ
り
ま
す
の
で
、
今
日
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
虎
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
お
話
を
し
ま
す
。
中
国
の
筆
記
小

説
、
小
説
類
あ
た
り
を
読
む
と
、
虎
の
出
没
や
被
害
の
多
発
す
る
話
は
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
に
載
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
最
初
の
「
白
虎
」（『
華
陽
国
志
』）
の
中
に
載
っ

て
い
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
春
秋
戦
国
の
時
代
な
ん
で
す
が
、
秦
昭
襄
王
の
時
に

白
虎
が
害
と
な
る
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
は
白
虎
が
暴
れ
て
、
一
二

〇
〇
人
ぐ
ら
い
の
人
に
被
害
を
与
え
た
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
小
説
の
中
の
話
で
、
信
憑
性
の
あ
る
数
字
で
あ
る
か
ど
う
か
、
定
か
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
は
『
独
異
志
』
の
「
種
僮
」
に
「
種
僮
為
畿
令
、
常
有
虎
害
人
。」（「
種
僮
、

畿
令
と
為
り
、
常
に
虎
あ
り
て
、
人
に
害
を
与
え
る
。」）
と
い
う
よ
う
な
記
録
も
あ

り
ま
す
。

三
番
目
を
見
ま
す
と
、『
法
苑
珠
林
』
の
「
厳
猛
」
に
「
晋
時
、
会
稽
厳
猛
婦
出

采
薪
、
為
虎
所
害
。」（「
晋
の
時
、
会
稽
の
厳
猛
の
妻
が
出
か
け
て
薪
を
取
り
、
虎
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に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
『
五
行
記
』
の
「
蕭
泰
」
に
「
時
虎
甚
暴
、
村
門
設
欄
。」（
時
に
虎
、
甚

だ
暴
れ
、
村
門
に
欄
を
設
け
る
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
虎
が
人
里
に
降

り
て
き
て
悪
さ
を
し
て
い
る
か
ら
、
村
の
門
に
柵
を
つ
く
っ
て
、
虎
の
侵
入
を
ふ
せ

い
だ
と
言
い
ま
す
。

中
華
文
明
と
い
う
の
は
早
熟
の
文
明
で
す
の
で
、
わ
り
あ
い
に
早
い
時
期
に
農
耕

民
族
と
し
て
成
功
し
て
、
次
々
と
農
地
を
開
拓
し
て
、
結
局
山
に
ど
ん
ど
ん
接
近
し

て
虎
の
生
息
地
に
近
づ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
決
し
て
虎
が
悪
い
の
で
は
な

く
、
人
間
が
虎
の
生
息
地
に
侵
入
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
と
思

う
の
で
す
。
た
だ
、
古
代
で
は
そ
う
い
う
認
識
が
な
く
て
、
虎
が
現
れ
て
暴
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

次
に
『
朝
野
僉
載
』「
酋
耳
獣
」
に
「
唐
天
后
中
、

州
武
龍
界
多
虎
暴
。」（
唐

の
天
后
時
代
に
、

州
武
龍
の
界
、
多
く
の
虎
が
暴
れ
た
。」）
と
あ
り
ま
す
。
天
后

と
い
う
の
が
唐
の
時
代
の
ひ
と
つ
の
年
号
で
す
。
こ
れ
は
、「
酋
耳
獣
」
と
い
う
小

説
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
虎
が
非
常
に
獰
猛
な
動
物
で
、
百
獣
の
王
と
い
わ
れ

て
い
る
ん
で
す
が
、
酋
耳
獣
と
い
う
獣
は
虎
よ
り
も
っ
と
強
い
と
い
う
物
語
で
す
。

物
語
の
中
で
、
あ
る
人
の
前
に
、
一
匹
の
猛
獣
が
走
っ
て
き
た
の
で
、
慌
て
て
木
の

上
に
の
ぼ
っ
た
ら
、
あ
ま
り
大
き
く
な
い
獣
が
さ
ぁ
っ
と
走
っ
て
い
き
ま
し
た
。
後

で
、
前
の
方
へ
行
っ
て
見
て
み
た
ら
、
虎
の
骨
が
残
っ
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。
要
す

る
に
こ
の
獣
が
虎
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
で
す
。
当
時
は
い
ろ
ん
な

伝
説
が
流
布
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
麒
麟
の
よ
う
な
伝
説
の
獣
か
も
し

れ
な
い
で
す
。

さ
ら
に
、『
解
頤
録
』
の
「
峡
口
道
士
」
と
い
う
小
説
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
開

元
中
、
峡
口
多
虎
、
往
来
舟
船
皆
被
傷
害
。」（「
開
元
の
中
、
峡
口
に
虎
が
多
く
、

往
来
の
舟
船
は
皆
、
み
ん
な
被
害
を
受
け
る
。」）
と
あ
り
ま
す
。『
広
異
記
』
の
「
費

忠
」
に
「
境
多
虎
暴
、
俗
皆
楼
居
以
避
之
。」（「
境
に
多
く
の
虎
が
暴
れ
、
民
間
人

が
皆
、
楼
に
居
し
以
て
之
を
避
け
た
。」）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
虎
が
多

く
現
れ
て
被
害
が
多
く
、
人
々
に
危
害
を
与
え
る
か
ら
、
人
々
が
み
な
二
階
建
て
の

建
物
を
作
っ
て
二
階
の
上
に
寝
泊
り
を
し
て
、
虎
か
ら
避
難
し
た
と
い
う
話
で
す
。

『
広
異
記
』
と
い
う
小
説
は
、
中
国
の
い
わ
ゆ
る
民
間
の
伝
説
、
あ
る
い
は
民
間
に

流
布
し
て
い
る
物
語
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
虎
が
た
く
さ
ん
現
れ
た
と
い
う

記
録
で
す
。

虎
の
被
害
を
受
け
た
理
由
と
い
う
の
は
、
実
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
出

て
き
た
の
が
薪
を
採
り
に
行
っ
て
、
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
、
こ
れ
は
一
番

単
純
な
理
由
で
す
。
要
す
る
に
虎
の
生
息
地
と
人
間
の
生
活
地
域
が
重
な
っ
て
し

ま
っ
た
た
め
、
狭
い
と
こ
ろ
で
出
会
っ
て
し
ま
っ
て
、
虎
が
人
間
を
食
べ
て
し
ま
う

と
い
う
話
で
す
。
ま
た
、
虎
の
被
害
が
多
く
出
て
く
る
に
つ
れ
て
、
人
間
が
作
り
話

を
考
え
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
宿
命
と
し
て
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
虎

に
食
べ
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
『
広

異
記
』「
稽
胡
」
と
『
続
玄
怪
録
』「
廬
造
」
に
出
て
い
ま
す
。
例
え
ば
虎
を
追
っ
て

い
く
と
、
道
観
に
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
う
も
、
虎
が
も
と
も
と
道
教
の
導
師

が
化
け
て
な
っ
た
よ
う
で
す
。
道
観
の
部
屋
に
机
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
一
冊
の
帳

簿
が
置
い
て
あ
る
。
そ
の
帳
簿
に
い
ろ
ん
な
人
の
名
前
が
書
い
て
あ
っ
て
、
名
前
に

線
を
引
か
れ
た
り
、
墨
を
塗
ら
れ
た
り
し
て
、
そ
の
人
は
虎
に
食
べ
ら
れ
た
と
い
う

話
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
近
代
に
入
る
と
、
こ
れ
は
迷
信
で
片
付
け
ら
れ
ち
ゃ
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
は
、「
倀
鬼
」
と
い
う
特

別
な
こ
と
ば
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
虎
に
食
べ
ら
れ
た
鬼
の
名
前
な
の
で

す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
供
養
さ
れ
て
い
な
い
鬼
の
こ
と
で
す
。
日
本
で
は
祭
り
を
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や
っ
て
い
る
と
、
赤
鬼
と
青
鬼
が
出
て
き
ま
す
が
、
い
い
鬼
と
悪
い
鬼
の
区
別
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
で
は
鬼
と
い
う
の
は
い
い
も
悪
い
も
な
い
の
で
す
。
皆
悪

い
も
の
で
、
幽
霊
な
の
で
す
。

幽
霊
と
い
う
の
が
祖
先
の
霊
と
区
別
さ
れ
て
、
祖
先
の
霊
は
ち
ゃ
ん
と
供
養
さ
れ

て
い
る
も
の
、
お
盆
の
時
、
ま
た
は
清
明
節
の
時
に
、
仏
教
の
儀
式
に
基
づ
い
て

ち
ゃ
ん
と
供
養
さ
れ
て
、
つ
ま
り
、
お
墓
で
先
祖
に
ち
ゃ
ん
と
お
供
え
物
を
し
て
、

供
養
し
ま
す
。
い
ま
、
日
本
で
は
ふ
だ
ん
仏
壇
に
供
え
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
す

が
、
中
国
の
家
庭
で
は
日
常
生
活
で
そ
う
い
う
習
慣
が
な
く
、
年
に
何
回
か
お
墓
参

り
す
る
と
き
に
は
、
供
養
す
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
、
あ
の
世
に
い
る
先
祖
に
ひ

も
じ
い
思
い
を
さ
せ
た
り
、
お
金
に
困
ら
せ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

先
祖
の
霊
は
お
金
が
な
い
と
、
悪
さ
を
す
る
の
で
、
お
金
を
送
ら
な
い
と
い
け
な
い

の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
い
ま
印
刷
の
お
金
の
よ
う
な
紙
を
焼
い
て
、
あ
の
世
の
先

祖
の
霊
に
送
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
子
孫
に
供
養
さ
れ
な
い
霊
と
い
う
の

が
、
浮
遊
霊
に
な
り
、
鬼
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
霊
が
悪
さ
を
す
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
う
い
う
浮
遊
霊
は
、
次
に
虎
を
連
れ
て
き
て

悪
さ
を
す
る
。
虎
の
案
内
人
と
し
て
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
で
民
俗
学
か
ら
の
観

点
か
ら
い
い
ま
す
と
、
結
局
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
被
害
に
あ
っ
た
人
と
そ

の
家
族
が
可
哀
想
で
す
け
れ
ど
も
、
虎
の
案
内
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
隣
人
か
ら

も
嫌
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
は
普
通
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
も
許
さ

れ
な
い
時
期
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。

四
頁
に
ひ
と
つ
変
わ
っ
た
物
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
悲
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
の
物

語
で
は
な
く
て
、
面
白
い
物
語
で
す
の
で
、
挙
げ
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
広
異
記
』

の
「
宣
州
児
」
で
す
。
あ
ら
す
じ
を
言
い
ま
す
と
、
宣
州
と
い
う
と
こ
ろ
に
小
さ
な

子
供
が
い
て
、
そ
の
住
ま
い
は
山
に
近
く
、
毎
晩
よ
く
一
人
の
鬼
が
虎
を
案
内
し
て

や
っ
て
く
る
の
が
見
え
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
数
十
回
見
え
て
き
た
の
で
、

こ
の
子
供
が
次
の
よ
う
に
親
に
告
白
し
た
わ
け
で
す
。「
鬼
が
虎
を
連
れ
て
く
る
わ

け
で
す
か
ら
、
私
は
必
ず
殺
さ
れ
、
死
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
。
世
間
の
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
が
、
倀
鬼
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は

仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
。
も
し
虎
が
私
を
案
内
人
と
し
て
使
う
場
合
は
、
私
は
必
ず

こ
の
村
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
夢
に
現
れ
て
く
る
か
ら
、
そ
の
お
告
げ
を

聞
い
た
ら
、
そ
の
虎
を
捕
ら
え
て
く
れ
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
自
分
が

虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
も
村
人
の
た
め
に
役
に
立
つ
よ
う
に
働
く
と

い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
村
中
に
落
と
し
穴
を
設
け
て
、
重
要
な
道
路
の
と

こ
ろ
に
み
ん
な
待
っ
て
い
て
、
虎
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
数

日
後
、
案
の
定
、
こ
の
子
供
が
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
話
の
通
り
、

村
人
が
め
で
た
く
虎
を
捕
え
た
と
い
う
話
で
す
。
大
体
、
虎
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
悲
し
い
物
語
で
す
が
、
こ
れ
は
変
わ
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
物
語
で
す
。

そ
れ
で
は
、
虎
の
被
害
に
対
す
る
防
御
の
方
法
は
何
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は
逃
げ

る
の
で
す
。
筆
記
小
説
の
中
に
虎
と
出
会
っ
た
と
き
に
、
と
に
か
く
み
ん
な
木
の
上

に
の
ぼ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
が
よ
く
で
て
き
ま
す
。
次
に
は
退
治
す
る
方
法
で
す

が
、
こ
れ
は
後
に
譲
り
ま
す
。
三
番
目
は
虎
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
い

う
方
法
で
す
。
伝
奇
小
説
、
ま
た
は
怪
異
小
説
で
す
の
で
、
物
語
に
出
て
き
た
虎
が

し
ゃ
べ
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
昔
、
道
教
の
導
師
が
虎
に
化
け
る
と
き
、
虎
の
皮

を
被
る
と
虎
に
な
る
ん
で
す
。
自
分
の
道
観
に
戻
る
と
、
そ
れ
を
脱
い
で
ど
こ
か
に

し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ
を
隠
す
と
、
も
う
虎
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
は
虎
に
な
る
運
命
だ
か
ら
、
返
し
て
く
れ
な

い
と
、
別
の
悪
い
虎
に
な
る
か
ら
、
返
し
て
く
れ
と
懇
願
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す

る
と
、
今
後
、
村
人
に
危
害
を
与
え
な
い
方
法
を
聞
き
ま
す
と
、
翌
日
に
猪
、
ま
た
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は
自
分
の
血
を
塗
っ
た
豚
を
一
匹
草
む
ら
に
お
い
て
、
虎
が
そ
れ
を
餌
に
し
て
食
べ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
帳
面
に
載
っ
て
い
る
村
人
の
名
前
を
墨
で
塗

ら
な
い
で
帳
消
し
す
る
と
い
う
話
で
す
。
つ
ま
り
、
猪
な
ど
の
餌
を
献
上
し
、
無
罪

放
免
に
な
る
話
で
す
。
こ
れ
は
小
説
の
中
に
よ
く
出
て
く
る
話
で
す
。
虎
が
中
国
の

広
い
地
域
に
生
息
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
昔
の
文
献
の
中
に
よ
く
い
ろ
い
ろ
な
伝
説

が
載
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、『
戦
国
策
』
の
物
語
、『
戦
国
策
』
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
先
秦
文

学
で
、
戦
国
時
代
に
活
躍
し
た
遊
説
家
た
ち
の
言
論
活
動
や
知
略
に
つ
い
て
述
べ
た

歴
史
書
で
す
。
秦
・
斉
・
楚
・
韓
・
魏
・
趙
・
燕
・
東
周
・
西
周
・
宋
・
衛
・
中
山

の
十
二
か
国
ご
と
に
構
成
し
て
お
り
、
非
常
に
面
白
い
読
み
物
で
す
。
こ
こ
に
虎
の

話
が
出
て
き
ま
す
。
ま
ず
『
戦
国
策
』
の
「
楚
策
」
に
「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
と
い

う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
。

「
虎
求
百
獣
而
食
之
。
得
狐
。
狐
曰
、
子
無
敢
食
我
也
。
天
帝
使
我
長
百
獣
。

今
子
食
我
、
是
逆
天
帝
命
也
。
子
以
我
為
不
信
、
吾
為
子
先
行
。
子
随
我
後
、
観

百
獣
之
見
我
而
敢
不
走
乎
。
虎
以
為
然
、
故
遂
与
之
行
。
獣
見
之
皆
走
。
虎
不
知

獣
畏
己
而
走
也
。
以
為
畏
狐
也
。」

「
虎
、 

百
獣
を
求
め
て
之
を
食
ら
う
。
狐
を
得
た
り
。
狐
曰
く
、
子
あ
え
て

我
を
食
ら
う
こ
と
無
か
れ
。
天
帝 

我
を
し
て
百
獣
に
長
た
ら
し
む
。
今 
子
我

を
食
ら
わ
ば
、
是
れ
天
帝
の
命
に
逆
ら
う
な
り
。

子
、
我
を
以
て
信
な
ら
ず
と
為
さ
ば
、
吾
、
子
が
為
に
先
行
せ
ん
。
子
我
が

後
に
随
い
て
、
百
獣
の
我
を
見
て
あ
え
て
走
ら
ざ
る
か
を
観
よ
、
と
。
虎 

以

て
然
り
と
な
し
、
故
に
遂
に
之
と
与
に
行
く
。
獣 

之
を
見
て
皆
走
る
。
虎 

獣

の
己
を
畏
れ
て
走
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
以
為
ら
く
狐
を
畏
る
る
な
り
」。

も
う
一
つ
は
『
戦
国
策
・
秦
第
二
』
に
載
っ
て
い
る
話
で
す
。

「
今
両
虎
争
人
而
斗
、
小
者
必
死
、
大
者
必
傷
。」（
今
双
方
が
、
人
間
を
奪
い

合
う
二
匹
の
虎
の
よ
う
に
争
え
ば
、
弱
者
は
敗
北
し
、
強
者
も
ま
た
痛
手
を
被
る

で
あ
ろ
う
）。

二
頭
の
虎
が
一
人
の
人
間
を
捕
ら
え
て
餌
と
し
て
争
っ
て
い
る
と
き
に
、
ち
ょ
う

ど
有
名
な
強
い
武
士
が
、
虎
と
戦
お
う
と
し
た
ら
止
め
ら
れ
た
の
で
す
。
ま
ず
虎
同

士
に
戦
わ
せ
て
、
そ
う
す
る
と
二
頭
の
虎
が
い
る
か
ら
必
ず
一
頭
が
傷
つ
き
、
一
頭

が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
う
す
る
と
残
っ
た
一
頭
を
刺
せ
ば
、
二
頭
の
虎
を
退
治
し

た
名
誉
を
も
ら
え
る
と
い
う
話
で
す
。

次
は
『
禮
記
』「
檀
弓
篇
」
に
よ
く
出
て
く
る
言
葉
で
、「
苛
政
猛
于
虎
」「
苛
政

は
虎
よ
り
も
猛
し
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
昔
の
苛
酷
の
政
治
の
害
を
虎
に
譬
え
て

言
う
言
葉
で
す
。
孔
子
が
各
国
を
ま
わ
っ
て
遊
説
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
泰

山
の
近
く
で
一
人
の
女
性
を
見
か
け
ま
し
た
。
そ
の
女
性
が
お
墓
の
前
で
泣
い
て
い

た
の
で
、
孔
子
が
な
ぜ
泣
く
の
か
と
聞
い
た
ら
、
実
は
私
の
舅
が
虎
に
殺
さ
れ
て
し

ま
っ
て
、
私
の
夫
も
子
供
も
虎
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
埋
葬
し
て
泣
い
た

と
。
そ
う
す
る
と
孔
子
は
何
故
こ
の
土
地
を
出
て
行
か
な
い
の
か
と
聞
い
た
ら
、
こ

こ
は
苛
政
（
厳
し
い
ま
つ
り
ご
と
）
が
な
い
と
、
孔
子
が
納
得
し
て
「
苛
政
は
虎
よ

り
も
猛
し
」
を
言
っ
た
の
で
す
。

筆
記
小
説
に
も
、
政
治
を
虎
に
譬
え
る
話
が
あ
り
ま
す
。「
封
邵
」（『
述
異
記
』）

と
い
う
短
い
物
語
が
あ
り
ま
す
。
漢
の
宣
城
郡
に
封
邵
と
い
う
知
事
が
い
て
、
お
城

を
治
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
人
は
、
無
為
無
策
で
百
姓
の
た
め
に
な
に
も
い

い
こ
と
や
っ
た
こ
と
が
な
い
。
あ
る
日
、
こ
の
人
が
突
然
虎
に
化
け
て
し
ま
っ
て
地

元
の
人
に
危
害
を
加
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
庶
民
は
そ
の
虎
を
「
封
使
君
」

と
名
付
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
庶
民
は
、
封
邵
と
い
う
知
事
を
か
ら
か
っ
て
、
生
き
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て
い
る
と
き
に
は
民
を
治
め
ず
、
死
ん
だ
あ
と
は
民
を
食
べ
て
し
ま
う
と
、
風
刺
し

ま
し
た
。

次
に
「
亭
長
」（『
捜
神
記
』）
も
官
僚
を
風
刺
す
る
物
語
で
、
湖
南
省
の
長
沙
近

く
の
百
姓
が
か
つ
て
檻
を
作
っ
て
虎
を
捕
ら
え
る
と
い
う
話
で
す
。
虎
を
捕
ら
え
た

ら
、
そ
の
檻
の
中
を
見
る
と
、
実
は
、
帽
子
を
被
っ
て
赤
い
官
服
を
着
た
亭
長
と
い

う
地
元
の
有
力
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
訳
を
聞
い
て
み
る
と
、
亭
長
が
昨
日
、

県
の
知
事
に
召
さ
れ
て
い
く
と
き
に
、
誤
っ
て
こ
の
中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ

て
怒
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
そ
の
人
を
放
し
た
ら
、
そ
の
亭
長
が
虎
に
な
っ
て
逃

げ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
ふ
た
つ
の
話
は
と
も
に
政
治
家
が
悪
い
政
治
を
や
っ
て

い
る
か
ら
、
虎
に
変
身
し
た
と
譬
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
話
の
モ
チ
ー
フ

は
ほ
と
ん
ど
『
禮
記
』
の
「
苛
政
は
虎
よ
り
も
猛
し
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
い
ま

す
。虎

が
た
く
さ
ん
生
息
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
虎
を
退
治
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
現
れ
、
虎
退
治
の
英
雄
の
話
が
生
ま
れ
ま
す
。
中
国
で
一
番
有
名
な
物
語
は
『
水

滸
伝
』
で
す
が
、
こ
の
小
説
は
、
日
本
で
も
か
つ
て
江
戸
後
期
、
明
治
初
期
あ
た
り

に
広
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。『
水
滸
伝
』
に
は
武
松
が
素
手
で
虎
を
退
治
す
る
と

い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
話
は
、
み
な
さ
ん
よ
く
ご
存
知
で
す
の
で
、
あ
ま
り

詳
し
く
は
説
明
し
ま
せ
ん
が
、
武
松
の
虎
退
治
に
つ
い
て
は
、
歌
川
国
芳
と
葛
飾
北

斎
の
迫
力
満
点
の
浮
世
絵
が
あ
り
ま
す
が
、『
水
滸
伝
』
の
中
に
も
う
ひ
と
り
李
逵

と
い
う
武
将
が
い
て
、
二
本
の
斧
を
使
う
人
物
で
す
が
、
彼
は
梁
山
泊
に
登
っ
て
反

乱
を
起
こ
し
て
、
頭
領
の
一
人
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
実
家
に
誰
も
面
倒
を
み
て
く

れ
な
い
母
親
を
連
れ
て
こ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
母
親
を
背
負
っ
て
梁
山
泊
に
い
く

途
中
に
、
母
親
が
喉
が
渇
い
た
の
で
、
李
逵
が
水
を
採
り
に
い
く
間
に
母
親
が
虎
に

殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
李
逵
が
怒
っ
て
虎
を
殺
し
に
行
っ
た
ん

で
す
。
そ
れ
で
、
李
逵
は
虎
の
巣
を
見
つ
け
、
四
頭
殺
し
ま
し
た
。　

こ
の
よ
う
に
、
虎
が
生
息
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
必
ず
虎
退
治
の
人
が
ヒ
ー
ロ
ー
と

し
て
迎
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
武
松
が
虎
を
退
治
し
た
後
、
地
元
の
狩
人
、
武
松
と

虎
の
死
体
を
担
い
で
県
知
事
の
と
こ
ろ
へ
届
け
に
行
き
ま
し
た
。
賞
金
が
で
る
か
ら

で
す
。
筆
記
小
説
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
物
語
が
で
て
き
ま
す
。
一
方
、
日
本
で
は

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
犬
江
親
兵
衛
が
掛
軸
か
ら
抜
け
出
た
霊
虎
を
退
治
し
た
と

い
う
話
が
あ
り
ま
す
。『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
舞
台
は
関
東
地
方
で
す
が
、
ご
存

じ
の
よ
う
に
日
本
に
は
虎
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
結
局
馬
琴
も
虎
退
治
の
モ
チ
ー
フ

を
取
り
上
げ
る
と
き
、
な
か
な
か
書
け
な
く
て
、
掛
軸
か
ら
抜
け
出
た
霊
虎
が
降
り

て
き
て
暴
れ
た
と
い
う
話
に
仕
上
げ
た
わ
け
で
す
ね
。
管
領
細
川
政
元
の
も
と
に
瞳

無
し
の
虎
の
掛
け
軸
が
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
、
政
元
は
こ
の
掛
け
軸
の
話
に
疑
念
を

も
っ
て
絵
師
を
呼
ん
で
き
て
瞳
の
な
い
虎
の
絵
に
瞳
を
描
か
せ
た
と
こ
ろ
、
虎
が
飛

び
出
し
て
瞳
を
入
れ
た
絵
師
を
か
み
殺
し
て
山
へ
逃
げ
ま
し
た
。
細
川
政
元
に
絵
か

ら
抜
け
出
た
霊
虎
退
治
を
依
頼
さ
れ
、
名
馬
を
も
ら
っ
た
犬
江
親
兵
衛
は
供
も
連
れ

ず
に
一
人
で
白
川
山
の
山
中
に
入
り
ま
し
た
が
、
突
然
虎
に
襲
わ
れ
て
、
名
馬
走
帆

の
健
闘
も
あ
っ
て
、
二
矢
で
虎
の
両
目
を
射
抜
き
ま
し
た
。
親
兵
衛
は
ぐ
っ
た
り
し

た
虎
に
馬
か
ら
下
り
て
近
付
く
や
、
右
の
拳
で
虎
の
眉
間
を
連
打
し
、
骨
が
陥
没
し

て
遂
に
虎
は
倒
さ
れ
ま
し
た
。
犬
江
親
兵
衛
が
退
治
し
た
と
い
う
話
で
す
。

『
水
滸
伝
』
の
は
じ
め
に
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
元
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
り

ま
す
。
北
宋
の
第
四
代
皇
帝
仁
宗
の
時
代
、
疫
病
が
蔓
延
し
、
打
て
る
手
を
尽
く
し

た
朝
廷
は
最
後
の
手
段
と
し
て
、
竜
虎
山
に
住
む
張
天
師
に
祈
祷
を
依
頼
す
る
た

め
、
太
尉
の
洪
信
を
使
者
と
し
て
派
遣
し
ま
す
。
竜
虎
山
に
着
い
た
洪
信
は
様
々
な

霊
威
に
遭
っ
て
、
試
練
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
中
で
道
観
内
を
見
学
す
る
洪
信
は

「
伏
魔
殿
」
と
額
の
か
か
っ
た
、
厳
重
に
封
印
さ
れ
た
扉
を
目
に
し
ま
す
。
聞
け
ば
、
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唐
の
時
代
に
、
天
界
を
追
放
さ
れ
た
百
八
の
魔
星
を
代
々
封
印
し
て
い
る
場
所
で
、

絶
対
に
開
け
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
興
味
を
持
っ

た
洪
信
は
道
士
た
ち
の
制
止
も
聞
か
ず
、
権
力
を
振
り
か
ざ
し
て
無
理
矢
理
扉
を
開

け
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
封
印
と
絵
の
虎
の
瞳
を
入
れ
な
い
こ
と
と
同
じ
効

果
で
す
。

次
に
か
の
有
名
な
加
藤
清
正
の
虎
退
治
の
話
で
す
。『
常
山
紀
談
』
に
「
清
正
虎

を
狩
れ
し
事
」
と
い
う
話
が
載
っ
て
い
ま
す
。

加
藤
清
正
の
陣
に
虎
が
現
れ
、
馬
を
殺
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
小
姓
の
上
月
左
膳

を
も
か
み
殺
し
ま
し
た
。
清
正
は
、
夜
明
け
と
と
も
に
虎
が
ひ
そ
む
山
を
取
り
巻
か

せ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
一
頭
の
虎
が
生
い
茂
る
萱
を
か
き
わ
け
、
清
正
め
が
け
て

走
っ
て
来
ま
し
た
。
大
岩
の
陰
に
い
た
清
正
は
鉄
砲
の
狙
い
を
定
め
ま
し
た
。
虎
と

の
間
は
お
よ
そ
三
十
三
間
。
虎
は
そ
こ
で
立
ち
止
ま
り
、
清
正
を
に
ら
み
つ
け
ま
し

た
。
家
来
た
ち
は
一
斉
に
鉄
砲
を
撃
と
う
と
し
ま
し
た
が
、
清
正
は
は
や
る
家
来
を

押
し
と
ど
め
ま
し
た
。
清
正
と
の
間
を
じ
り
じ
り
と
詰
め
た
虎
は
、
カ
ッ
と
大
き
く

口
を
開
き
、
猛
然
と
清
正
に
と
び
か
か
り
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
轟
音
一
発
、
清
正

の
鉄
砲
が
火
を
吹
き
ま
し
た
。
弾
は
喉
に
打
ち
込
ま
れ
、
虎
は
倒
れ
た
。
一
度
は
立

ち
あ
が
ろ
う
と
し
た
も
の
の
か
な
わ
ず
、
痛
手
を
受
け
た
た
め
、
さ
す
が
の
虎
も
そ

の
ま
ま
絶
命
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
朝
鮮
征
伐
の
と
き
に
朝
鮮
半
島
で
清
正
が
虎
を
退
治
し
た
と
い
う
記
録
で

す
。
こ
の
と
き
に
銃
を
使
っ
て
虎
を
撃
ち
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

中
国
の
筆
記
小
説
に
戻
り
ま
す
が
、「
白
虎
」（『
華
陽
国
志
』）
と
い
う
話
が
あ
り

ま
す
。
い
ま
の
陝
西
省
あ
た
り
で
白
虎
が
現
れ
て
、
皆
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
そ
う

す
る
と
、
国
王
が
賞
金
を
か
け
て
虎
を
殺
せ
る
者
に
、
土
地
、
金
、
絹
を
与
え
る
と

言
っ
た
ら
、
異
人
、
つ
ま
り
少
数
民
族
の
勇
者
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
人
が
竹
で

で
き
た
弓
で
高
い
櫓
の
上
か
ら
虎
を
殺
し
た
わ
け
で
す
。
頭
に
三
本
の
矢
を
射
抜
い

て
虎
を
殺
し
た
の
で
す
。
国
王
が
こ
の
虎
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
悪
さ
を
し
て
一

二
〇
〇
人
に
被
害
を
与
え
た
の
で
、
こ
れ
で
被
害
を
取
り
除
い
て
く
れ
た
と
喜
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
本
来
最
初
の
約
束
通
り
、
土
地
と
金
と
絹
を
与
え
る
べ

き
で
す
が
、
た
だ
、
こ
の
人
は
少
数
民
族
で
す
か
ら
、
昔
の
漢
人
の
中
華
思
想
の
考

え
方
に
基
づ
き
ま
す
と
、
少
数
民
族
の
人
た
ち
が
夷
狄
、
つ
ま
り
野
蛮
人
だ
と
い
う

よ
う
な
位
置
づ
け
だ
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
人
に
賞
金
を
与
え
て
い
い
の
か
と
い
う
こ

と
で
、
約
束
を
反
故
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
違
う
形
で
約
束
を
し
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
石
に
同
盟
関
係
を
刻
み
つ
け
、
今
後
漢
人
と
こ
の
少
数
民
族
が
仲
良
く

し
て
戦
わ
な
い
と
、
少
数
民
族
の
人
た
ち
が
小
さ
な
田
ん
ぼ
を
も
し
借
り
て
耕
す
場

合
は
、
賃
料
を
払
わ
な
く
て
い
い
、
ま
た
漢
民
族
の
人
に
も
し
怪
我
を
さ
せ
た
ら
、

罪
を
問
わ
な
い
、
人
を
殺
し
て
も
死
罪
に
は
な
ら
な
い
と
、
も
し
秦
の
国
が
少
数
民

族
の
人
に
危
害
を
与
え
た
場
合
、
黄
金
一
両
を
与
え
る
。
も
し
逆
の
場
合
は
お
酒
一

本
を
も
ら
う
と
い
う
話
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

筆
記
小
説
の
物
語
に
よ
り
ま
す
と
、
虎
を
退
治
し
た
者
が
み
ん
な
褒
め
ら
れ
て
何

か
の
賞
金
を
も
ら
え
る
そ
う
で
す
。
虎
退
治
の
方
法
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
と
い

う
と
、
捕
獲
檻
が
一
番
多
い
の
で
す
。
虎
が
非
常
に
力
強
い
も
の
で
す
か
ら
、
人
間

が
武
松
の
よ
う
に
棒
や
こ
ぶ
し
で
戦
う
こ
と
が
ま
ず
あ
り
え
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。

そ
う
す
る
と
捕
獲
檻
を
設
置
し
て
、
熊
を
獲
る
と
同
じ
よ
う
な
方
法
で
す
。
次
に
落

と
し
穴
が
多
い
の
で
す
。
三
番
目
に
出
で
く
る
と
、
勇
者
が
刀
、
弓
矢
、
棒
、
斧
な

ど
武
器
を
使
っ
て
格
闘
す
る
わ
け
で
す
ね
。
勤
自
励
と
い
う
人
は
棒
を
使
っ
た
と
い

う
話
で
す
し
、
武
松
も
最
初
棒
を
使
っ
て
、
最
後
に
素
手
で
格
闘
し
て
い
た
と
い
う

話
が
あ
る
わ
け
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。

人
間
と
虎
の
関
係
の
最
高
の
形
は
、
虎
を
退
治
す
る
の
で
は
な
く
、
虎
を
自
分
の
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子
分
と
し
て
、
あ
る
い
は
馬
の
よ
う
に
使
う
ん
で
す
ね
。
道
教
の
中
の
仙
人
の
ひ
と

り
、
鄭
思
遠
と
い
う
人
が
虎
の
穴
を
探
し
て
、
中
に
入
っ
て
み
る
と
、
三
匹
の
ま
だ

目
が
開
い
て
い
な
い
赤
ち
ゃ
ん
虎
が
い
た
の
で
、
殺
す
の
に
し
の
び
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
三
匹
の
赤
ち
ゃ
ん
虎
を
連
れ
て
自
分
の
住
ま
い
に
戻
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た

ら
、
父
親
の
虎
も
追
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
鄭
思
遠
は
そ
の
虎
を
自

分
の
子
分
の
よ
う
に
、
ま
る
で
馬
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
道
教
の
導
師
が
大
体
医
術
が
で
き
る
の
で
、
病
気
を
診
療
し
に
行
く
と
き
に

い
つ
も
虎
に
乗
っ
て
出
か
け
た
そ
う
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
虎
が
成
長
し
て
、
薬
箱
を
首

に
ぶ
ら
さ
げ
て
山
を
降
り
て
巡
回
に
行
く
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
り
ま
す
が
、
鄭
思
遠
は
橋
の
と
こ
ろ
で
知
り
合
い
と
会
っ
て
、
知
り
合
い
が
非
常

に
つ
ら
い
顔
を
し
て
い
た
の
で
、
ど
こ
が
悪
い
の
か
と
聞
い
た
ら
、
歯
が
痛
い
と
答

え
ま
し
た
。
当
時
、
虎
の
ひ
げ
が
歯
の
治
療
に
一
番
効
く
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
鄭

思
遠
は
自
分
が
乗
っ
て
い
る
虎
の
頭
を
抑
え
て
ひ
げ
を
一
本
抜
い
て
友
達
に
渡
し
た

と
い
う
話
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
虎
退
治
よ
り
は
虎
を
使
役
す
る
と
い
う
か
、

馬
と
し
て
使
っ
て
い
た
と
い
う
最
高
の
形
で
、
虎
の
仙
人
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
話
で

す
ね
。

虎
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
辿
っ
て
み
れ
ば
、
宗
教
の
説
話
の
影

響
を
受
け
た
も
の
が
多
い
の
で
す
。
仏
典
を
見
ま
す
と
、『
菩
薩
投
身
餓
虎
起
塔
因

縁
経
』（『
大
蔵
経
』）
に
次
の
よ
う
な
段
落
が
あ
り
ま
す
。

其
山
下
有
絶
崖
深
谷
。
底
有
一
虎
新
生
七
子
。
時
天
降
大
雪
。
虎
母
抱
子
已
經

三
日
不
得
求
食
。
懼
子
凍
死
守
餓
護
子
。
雪
落
不
息
母
子
飢
困
喪
命
不
久
。
虎
母

旣
爲
飢
火
所
逼
還
欲
噉
子
。
時
山
諸
仙
道
士
。
見
是
事
已
更
相
勸
曰
。
誰
能
捨
身

救
濟
衆
生
。
今
正
是
時
。
太
子
聞
已
唱
曰
善
哉
。
吾
願
果
矣
。
徃
到
崖
頭
下
向
望

視
。
見
虎
母
抱
子
爲
雪
所
覆
生
大
悲
心
。
立
住
山
頭
寂
然
入
定
。
即
得
清
淨
無
生

法
忍
。
觀
見
過
去
無
數
劫
事
。
未
來
亦
爾
。
即
還
白
師
及
五
百
同
學
。
吾
今
捨
身

願
各
隨
喜
。
師
曰
。
卿
學
道
日
淺
知
見
未
廣
。
何
忽
自
夭
捨
所
愛
身
。
太
子
答
曰
。

吾
昔
有
願
應
捨
千
身
。
前
已
曾
捨
九
百
九
十
九
身
。
今
日
所
捨
足
滿
一
千
身
。
是

故
捨
耳
。
願
師
隨
喜
。（
中
略
）
又
發
誓
言
。
今
我
以
血
肉
救
彼
餓
虎
。
餘
舍
利

骨
。
我
父
母
後
時
必
爲
起
塔
。
令
一
切
衆
生
身
諸
病
苦
宿
罪
因
縁
湯
藥
針
灸
不
得

差
者
。
來
我
塔
處
至
心
供
養
。
隨
病
輕
重
不
過
百
日
必
得
除
愈
。
若
實
不
虚
者
。

諸
天
降
雨
香
華
。
諸
天
應
聲
即
雨
曼
陀
羅
華
。
地
皆
震
動
。
太
子
即
解
鹿
皮
之
衣

以
纏
頭
目
。
合
手
投
身
虎
前
。
於
是
虎
母
得
食
菩
薩
肉
母
子

活
。

全
部
漢
字
で
本
当
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
イ
ン
ド
の
王
子
様
が
、
一
般
の
人
た

ち
を
救
う
た
め
に
ま
ず
、
自
分
を
身
売
り
し
て
お
金
を
皆
さ
ん
に
分
け
ま
し
た
。
当

時
は
伝
染
病
が
は
や
っ
て
い
て
、
そ
の
伝
染
病
を
治
療
す
る
た
め
に
、
薬
を
求
め
に

い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
仏
様
に
帰
依
し
て
修
行
し
て
い
る
と
き
に
一
頭
の
母
虎

が
七
匹
の
赤
ち
ゃ
ん
を
産
ん
だ
わ
け
で
す
。
大
雪
が
降
っ
て
い
て
、
餌
が
な
い
の
で
、

母
虎
が
お
腹
が
す
い
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
山
の
上
か
ら
見
え
た
わ
け
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
母
虎
が
。
飢
え
を
我
慢
で
き
な
く
て
自
分
の
赤
ち
ゃ
ん
を

食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
王
子
様
が
自
分
が
虎
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
虎
の

餌
に
な
る
と
、
言
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
当
然
、
周
り
の
人
々
が
止
め
る
わ

け
で
、
王
子
様
は
、
自
分
が
も
う
前
世
で
既
に
九
百
九
十
九
回
自
分
の
身
を
捨
て
て

し
ま
っ
た
と
、
後
一
回
で
一
千
回
に
な
る
と
輪
廻
か
ら
離
脱
し
て
成
就
す
る
と
言
い

ま
す
。
そ
れ
で
、
自
分
の
、
鹿
の
皮
で
出
来
た
上
着
を
脱
い
で
、
頭
の
方
か
ら
被
っ

て
虎
の
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
。
母
虎
が
こ
れ
を
食
べ
て
、
母
子
と
も
に
生
き
残
っ

た
と
い
う
話
で
す
。
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こ
れ
は
仏
教
の
考
え
方
で
す
が
、
経
世
済
民
と
い
う
儒
教
の
考
え
方
も
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
仏
教
は
基
本
的
に
よ
い
行
い
を
し
て
、
仏
陀
に
自
分
の
身
を
捧
げ
て

来
世
で
幸
せ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
最
高
の
思
想
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
儒
教

は
勉
強
を
し
て
有
能
な
官
僚
に
な
っ
て
、
よ
い
政
治
を
行
っ
て
世
の
中
を
治
め
て
、

一
般
の
庶
民
を
救
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

さ
ら
に
、「
峡
口
道
士
」（『
解
頤
録
』）
で
す
が
、
大
体
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
と
、

昔
は
峡
口
と
い
う
と
こ
ろ
に
崖
が
あ
っ
て
、
真
ん
中
に
川
、
両
側
に
山
で
、
非
常
に

狭
い
と
こ
ろ
に
船
が
通
る
の
で
す
。
そ
こ
に
船
が
通
る
時
に
周
り
に
虎
が
た
く
さ
ん

出
没
し
て
い
る
か
ら
、
船
が
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
必
ず
、
皆
殺
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
、
毎
回
こ
こ
に
行
く
前
に
、
人
を
出
し
て
、
虎
に
食
べ
て
も
ら
う
。
そ
れ
で

残
り
の
人
は
安
全
で
通
り
ま
す
。
で
は
、
誰
が
餌
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る

日
、
船
が
通
る
と
き
に
こ
の
中
で
一
番
貧
乏
で
や
せ
た
奴
が
二
人
皆
に
出
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
二
人
は
「
岸
に
上
が
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、
一
晩
待
っ
て
く
れ
。
明

日
戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、
み
ん
な
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
二
人
は
、

探
し
に
行
っ
た
ら
案
の
定
、
道
教
の
導
師
が
虎
に
化
け
て
暴
れ
て
い
る
と
わ
か
り
ま

し
た
。
導
師
の
寝
て
い
る
間
に
ベ
ッ
ド
の
と
こ
ろ
に
掛
け
て
あ
る
虎
の
皮
を
奪
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
導
師
が
返
し
て
く
れ
と
懇
願
し
ま
し
た
。
そ
の
訳
を
聞

い
て
み
る
と
、
自
分
は
神
様
に
対
し
て
裏
切
り
行
為
を
や
っ
て
し
ま
っ
て
罪
を
犯
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
罰
と
し
て
虎
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
自
分
は
千

人
を
食
べ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
既
に
九
百
九
十
九
人
を
食
べ
て
し
ま
っ
た

と
。
あ
と
一
人
食
べ
た
ら
、
解
脱
し
て
、
虎
か
ら
人
間
に
戻
る
。
し
か
し
、
自
分
の

虎
の
皮
を
奪
え
ば
、
自
分
が
人
間
に
戻
れ
な
い
場
合
は
、
更
に
別
の
人
が
悪
い
虎
に

な
っ
て
、
千
人
を
食
べ
る
こ
と
に
な
る
と
言
い
ま
し
た
。

こ
れ
も
ち
ょ
う
ど
さ
き
ほ
ど
の
『
菩
薩
投
身
餓
虎
起
塔
因
縁
経
』
と
似
た
話
で
、

千
人
や
九
百
九
十
九
人
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
宋
の
時
代
に
な
る
と
、

道
教
の
導
師
が
虎
に
化
け
る
だ
け
で
な
く
、
仏
教
の
坊
さ
ん
が
虎
に
化
け
る
と
い
う

話
も
で
て
き
ま
す
。
虎
の
恩
返
し
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
虎
が
ど
う
い
う
ふ
う
に

恩
返
し
す
る
か
と
い
う
と
、
虎
の
喉
の
と
こ
ろ
に
骨
が
一
本
さ
さ
っ
て
、
つ
か
え
て

い
る
と
こ
ろ
へ
、
人
が
そ
の
刺
さ
っ
て
い
る
骨
を
取
り
除
い
て
あ
げ
る
と
、
虎
が
一

礼
を
し
て
逃
げ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
以
降
、
毎
晩
の
よ
う
に
必
ず
獲

物
を
捕
ら
え
て
き
て
、
鹿
や
猪
や
ウ
サ
ギ
な
ど
を
置
い
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
村
人
が
そ
の
人
を
捕
ま
え
て
知
事
の
と
こ
ろ
に
届
け
に
行
く
ん
で
す
。
訳
を
説

明
し
た
ら
納
得
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
日
、
虎
が
来
て
そ
の
人
の
家
を
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
壊
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
人
は
こ
こ
に
住
ん
で
は
い
け
な
い
と
虎

が
教
え
て
く
れ
た
と
、
悟
っ
た
の
で
す
。
住
ま
い
を
移
し
た
ら
、
そ
れ
以
降
虎
が
来

な
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

「
稽
胡
」（『
広
異
記
』）
と
「
張
竭
忠
」（『
博
異
記
』）
に
妖
怪
変
化
、
恩
返
し
な

ど
の
物
語
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
虎
が
難
産
し
て
困
っ
て
い
る
と
き
に
、

あ
る
女
性
に
助
け
て
も
ら
っ
て
そ
れ
以
降
、
餌
の
獣
を
毎
日
届
け
に
い
く
と
い
う
話

は
虎
の
恩
返
し
の
話
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
虎
に
関
す
る
笑
い
話
も
あ
り
ま
す
。
虎
が
猛
獣
で
す
か
ら
、
本
来
恐

れ
ら
れ
た
対
象
な
の
で
す
が
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
行
く
と
、
虎
が
崇
拝
さ
れ
る
対
象
に

な
る
わ
け
で
す
ね
。
一
方
、
中
国
で
は
恐
れ
ら
れ
た
対
象
で
す
が
、
茶
化
さ
れ
た
対

象
と
な
る
時
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
傅
黄
中
」（『
朝
野
僉
載
』）
の
話
で
す
が
、

あ
る
人
が
お
酒
を
飲
ん
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
崖
の
上
で
寝
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
虎
が

や
っ
て
き
て
、
そ
の
人
の
周
り
を
、
匂
い
を
か
い
で
い
る
と
き
、
ヒ
ゲ
が
そ
の
人
の

鼻
に
あ
た
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
の
人
が
、
く
す
ぐ
っ
た
く
て
、
く
し
ゃ
み
を
し

た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
虎
が
び
っ
く
り
し
て
崖
か
ら
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
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し
た
。

も
う
ひ
と
つ
「
劉
牧
」（『
独
異
記
』）
の
話
の
よ
う
に
、
人
を
助
け
る
虎
の
話
も

あ
り
ま
す
。
あ
る
女
の
人
は
子
供
の
と
き
に
許
嫁
の
人
が
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、

許
嫁
の
人
が
引
っ
越
し
を
す
る
と
、
消
息
を
絶
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
人
の
父

親
が
、
県
の
知
事
を
退
い
た
あ
と
、
家
で
晴
耕
雨
読
の
生
活
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、

次
の
知
事
の
息
子
に
自
分
の
娘
を
結
婚
さ
せ
る
約
束
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ち
ょ

う
ど
結
婚
式
の
日
に
新
婦
を
迎
え
に
来
て
き
た
と
き
に
、
新
婦
が
虎
に
さ
ら
わ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
か
つ
て
許
嫁
と
な
っ
た
男
の
人
が
あ
る
日
、
旅
を
し
て
い
る
と
き
、

た
ま
た
ま
あ
る
廟
に
辿
り
着
い
て
、
そ
こ
で
小
さ
な
虎
が
三
匹
が
い
る
こ
と
を
見
つ

け
ま
し
た
。
赤
ち
ゃ
ん
虎
を
殺
す
の
に
し
の
び
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
っ
と
い
て

い
た
ら
、
夜
中
に
親
虎
が
来
て
暴
れ
た
の
で
す
。
親
虎
が
廟
の
窓
を
壊
し
て
、
柵
の

間
に
頭
を
挟
ま
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
殺
し
た
の
で
す
。
す
る
と
外
で
音
が
し
た
の

で
、
そ
の
男
の
人
が
人
間
な
の
か
、
鬼
な
の
か
と
聞
い
た
ら
、
か
す
か
な
声
で
人
間

で
す
と
答
え
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
偶
然
に
前
に
結
婚
を
約
束
し
た
娘
と
巡
り
合
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
偶
然
で
す
が
、
虎
が
嫁
さ
ん
を
許
嫁
の
と
こ
ろ
に
送
り
返
し

た
と
い
う
、
虎
が
仲
人
に
な
る
と
い
う
話
で
す
ね
。

以
上
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
物
語
を
紹
介
し
な
が
ら
、
中
国
の
筆
記
小
説
に
描

か
れ
た
虎
を
取
り
上
げ
て
、
説
明
し
ま
し
た
。
中
国
幻
想
も
の
が
た
り
の
流
れ
は
、

六
朝
時
代
に
大
量
に
作
ら
れ
た
「
六
朝
志
怪
」
と
呼
ば
れ
る
怪
異
短
編
小
説
群
を
直

接
の
源
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
流
れ
は
、
八
世
紀
後
半
の
中
唐
以
降
、
続
々
と
生
み

出
さ
れ
た
短
編
小
説
群
「
唐
代
伝
奇
」
に
受
け
継
が
れ
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
飛

躍
的
な
成
熟
を
遂
げ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
宋
代
以
降
、
清
代
に
至
る
ま
で
、
無

数
の
文
人
の
手
で
、
多
種
多
様
の
物
語
幻
想
を
駆
使
し
た
短
編
小
説
が
、
創
作
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
宋
代
以
降
に
書
か
れ
た
短
編
小
説
群
は
「
筆
記
小
説
」
と
総
称
さ

れ
、
正
統
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
た
知
識
人
が
、
気
晴
ら
し
の
た
め
に
執
筆
す
る
の

が
一
般
的
で
し
た
。

知
識
人
の
手
に
な
る
「
文
言
小
説
」
の
隆
盛
と
平
行
し
て
、
宋
代
以
降
、
民
衆
世

界
の
語
り
物
が
盛
ん
に
な
り
、
や
が
て
こ
れ
を
文
字
化
し
た
講
釈
師
の
語
り
口
を
そ

の
ま
ま
生
か
し
た
、
話
し
言
葉
の
「
白
話
」
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
の
ち
に
中
国
小

説
史
の
主
流
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
盛
り
場
育
ち
の
「
白
話
小
説
」
の
ほ
う
で
し
た
。

明
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
国
志
演
義
』『
水
滸
伝
』『
西
遊
記
』『
金
瓶
梅
』、
清
代
中

期
に
著
さ
れ
た
『
紅
楼
夢
』
な
ど
、
物
語
幻
想
を
大
々
的
に
展
開
し
た
長
編
小
説
も
、

ま
た
明
末
に
編
纂
さ
れ
た
短
編
小
説
集
「
三
言
」「
二
拍
」
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
、

趣
向
を
凝
ら
し
た
短
編
小
説
群
も
、
す
べ
て
白
話
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

宋
代
以
降
の
中
国
小
説
史
は
、
六
朝
志
怪
・
唐
代
伝
奇
以
来
の
文
言
を
用
い
た
小

説
と
、
も
と
も
と
民
衆
世
界
の
文
体
だ
っ
た
白
話
を
用
い
た
小
説
が
、
平
行
し
て
書

き
継
が
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
二
種
類
の
小
説
形
式
の
う
ち
、
文
言
小
説
の
ほ
う

は
、
そ
れ
で
も
優
雅
な
知
的
遊
戯
の
一
種
と
し
て
認
知
さ
れ
ま
し
た
が
、
白
話
小
説

の
ほ
う
は
、
と
り
わ
け
明
代
以
降
は
す
べ
て
有
名
無
名
の
知
識
人
を
作
者
と
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
な
文
学
観
の
も
と
で
、
あ
っ
さ
り
「
俗
文
学
」
と
一
括
り

に
さ
れ
、
蔑
視
さ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
の
筆
記
小
説
の
中
に
虎
の
物
語
が
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
や
は
り
虎
が
昔
の
時
代
に
数
多
く
生
息
し
て
い
る
と
関
係

が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
物
語
の
魅
力
を
ひ
と
こ
と
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ま
ず
ヒ
ー

ロ
ー
の
存
在
、
ヒ
ー
ロ
ー
の
魅
力
が
重
要
で
す
。『
水
滸
伝
』
は
ま
さ
に
ヒ
ー
ロ
ー

の
集
ま
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
気
質
が
あ
っ
て
、
活
躍
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
プ
ロ
ッ
ト
で
す
が
、
英
雄
伝
説
の
特
徴
と
し
て
、
王
家
の
出
身
と
か
、
生
ま
れ
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る
と
き
に
異
常
誕
生
と
か
、
例
え
ば
、
山
に
捨
て
ら
れ
て
、
も
し
く
は
船
に
乗
っ
て

漂
流
し
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
を
乗
り
越
え
た
り
す
る
の
で
す
。『
水
滸
伝
』

の
ヒ
ー
ロ
ー
も
ま
さ
に
そ
う
い
う
試
練
を
乗
り
越
え
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
虎
を

退
治
し
て
、
各
地
を
漂
流
し
て
、
流
浪
し
て
い
る
う
ち
に
不
思
議
な
兆
し
に
示
さ
れ

て
、
大
団
円
を
迎
え
て
い
き
ま
す
。
主
人
公
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
単
な
る
空
想
の
ヒ
ー

ロ
ー
で
は
な
く
、
感
情
の
面
に
お
い
て
、
読
者
と
共
鳴
で
き
る
よ
う
な
登
場
人
物
で

な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
実
際
の
小
説
の
場
面
を
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
、

角
度
、
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
ま
す
。
鳥
瞰
の
視
点
か
ら
、
ま
た
低
い
ロ
ー
ア
ン
グ

ル
か
ら
描
い
た
り
、
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
想
像

し
ま
す
と
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
皆
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
何
故
あ
ん
な
に
世
界
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
原
理
原
則
に
基
づ
い
て
作
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
私
た
ち
が
知
ら
ず
知
ら
ず
に
映
画
の
中
の
人
物
と
同

化
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
但
し
、
映
像
と
小
説
が
ど
こ
が

違
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
た
ち
小
説
を
読
む
と
き
と
無
い
も
の
が
ひ
と
つ
だ
け
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
音
楽
な
の
で
す
。
人
間
が
音
楽
に
よ
っ
て
映
画
の
世
界
に
引
き
込

ま
れ
て
、
自
然
と
現
実
の
世
界
か
ら
映
像
の
中
に
は
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な

役
割
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
思
い
ま
す
。

以
上
簡
単
に
虎
に
か
か
わ
る
物
語
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
日
は
御

静
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会　
「
ま
だ
少
し
時
間
あ
り
ま
す
の
で
、
も
し
ご
質
問
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
。
お

手
を
挙
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
？
」

質
問　
「
今
日
は
南
方
熊
楠
の
『
十
二
支
考
』
が
、
発
端
に
な
っ
て
い
る
の
で
お
話

い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
日
本
だ
と
中
島
敦
の
『
山
月
記
』
が
有
名
で
す
が
、
そ
れ

は
、
あ
え
て
今
日
は
触
れ
な
い
ん
で
す
か
。」

講
師　
「
一
応
今
日
は
、『
三
月
記
』
を
持
っ
て
き
ま
し
た
が
、
現
代
に
入
っ
て
く
る

と
、
と
り
と
め
な
く
い
ろ
い
ろ
な
話
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
え

て
筆
記
小
説
な
ど
の
文
献
に
と
ど
ま
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。」

会
場
拍
手
。

 

（
ら
ん　

ひ
ろ
た
け
・
本
学
国
際
人
文
学
部
国
際
交
流
学
科
准
教
授
）




