
219　　柴田天馬『聊斎志異』翻訳文体としての「正訳」の変遷とその特徴

一
九
年
（
四
七
歳
）
に
最
初
の
抄
訳
単
行
本
（
三
十
四
篇
、
玄
文
社
、
以

下
玄
文
社
本
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
第
一
書
房
よ
り
玄
文
社
本
の
復
刊
が
出

版
さ
れ
た
一
九
二
六
年
の
夏
、
満
鉄
を
辞
し
て
翻
訳
に
没
頭
し
、
満
鉄
系

組
織
の
機
関
紙
『
満
蒙
』（3
）に
て
連
載
を
続
け
た
。
一
九
三
三
年
（
昭
和

三
年
、
六
一
歳
）
に
は
全
訳
の
第
一
冊
が
同
じ
く
第
一
書
房
か
ら
刊
行
さ

れ
た
が
、
発
禁
処
分
を
受
け
て
し
ま
う
（
以
下
、
発
禁
本
）。
敗
戦
後
の

引
き
揚
げ
の
際
に
は
全
て
の
翻
訳
原
稿
を
失
っ
た
が
、
大
佛
次
郎
な
ど
の

尽
力
も
あ
り
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
、
七
九
歳
）
に
な
っ
て
や
っ

と
全
訳
の
刊
行
が
創
元
社
に
よ
っ
て
成
っ
た
（
以
下
、
全
訳
本
）。
そ
の

後
も
修
道
社
（
以
下
、
定
本
）
や
角
川
文
庫
（
以
下
、
完
訳
本
）
か
ら
全

訳
は
出
版
さ
れ
、
天
馬
訳
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
馬
の
死

一
　
柴
田
天
馬
と
「
正
訳
」

　

柴
田
天
馬
（
一
郎
、
一
八
七
二
〜
一
九
六
三
、
以
下
天
馬
）
は
、
現
鹿

児
島
市
出
生
の
中
国
文
学
研
究
者
お
よ
び
翻
訳
者
で
、
清
代
初
期
の
小
説

集
『
聊
斎
志
異
』（1
）の
世
界
初
の
全
訳
を
江
湖
に
問
い
、
そ
の
個
性
的
な

翻
訳
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　

天
馬
は
『
聊
斎
志
異
』
の
翻
訳
に
生
涯
を
か
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一

九
〇
五
年
（
明
治
三
八
年
、
三
三
歳
）
日
露
戦
争
時
に
新
聞
特
派
員
と
し

て
中
国
に
渡
り
『
聊
斎
志
異
』
と
出
会
う
。
数
年
後
満
鉄
に
入
社
し
、
満

鉄
内
の
読
書
会
に
よ
る
同
人
誌
『
読
書
会
雑
誌
』（2
）で
、
早
け
れ
ば
創
刊

時
の
一
九
一
四
年
頃
か
ら
翻
訳
の
連
載
を
開
始
し
た
と
考
え
ら
れ
、
一
九

論
説柴

田
天
馬
『
聊
斎
志
異
』
翻
訳
文
体
と
し
て
の
「
正
訳
」
の
変
遷
と
そ
の
特
徴
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
「
正
訳
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な

い
。
天
馬
が
己
の
翻
訳
文
体
を
指
し
て
「
正
訳
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る

の
は
、
こ
れ
か
ら
三
十
二
年
後
、
次
に
掲
げ
る
終
戦
か
ら
六
年
経
っ
た
全

訳
本
（
全
十
巻
）
の
第
一
巻
「
嫦
娥
之
巻
」
の
序
言
に
お
い
て
で
あ
る
。

併
せ
て
例
言
の
一
部
も
引
用
し
て
お
く
。

　

本
巻
を
「
嫦
娥
之
巻
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
所
載
二
十
七
篇
中
正
訳

の
「
嫦
娥
」
一
篇
を
加
へ
て
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
正
訳
と
い
ふ
と

何
か
改
ま
つ
た
感
じ
が
し
ま
す
が
、
要
は
原
文
を
殆
ど
増
減
せ
ず
に
、

振
仮
名
の
効
果
を
極
度
に
利
用
し
、
で
き
る
だ
け
漢
音
を
避
け
、
直
訳

と
意
訳
を
兼
ね
た
平
易
な
文
章
に
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

振
仮
名
か
ら
本
文
へ
、
本
文
か
ら
振
仮
名
へ
、
飛
石
伝
ひ
が
煩
は
し
い

と
云
ふ
人
も
あ
る
の
で
、
一
応
振
仮
名
を
本
文
に
書
き
改
め
已
に
組
版

を
終
わ
つ
て
か
ら
之
を
正
訳
に
較
べ
て
見
る
と
、
意
味
は
全
く
同
じ
な

が
ら
、
原
文
の
妙
字
麗
句
の
代
り
に
当
て
字
な
ど
が
居
坐
つ
て
、
明
珠

を
瓦
礫
に
換
へ
た
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
、
再
び
稿
を
新
に
し
、
再
び

版
を
改
へ
て
、
略
ぼ
正
訳
に
近
い
も
の
に
し
ま
し
た
。
其
の
正
訳
と
異

な
る
と
こ
ろ
は
、
総
振
仮
名
を
部
分
的
振
仮
名
に
し
た
こ
と
、
一
字
の

接
続
詞
や
助
字
な
ど
を
仮
名
に
し
た
こ
と
、
其
の
他
多
少
の
添
竄
を
加

へ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
巻
名
は
仍
ほ
「
嫦
娥
」
と

し
て
お
い
た
の
で
す
。 

（
全
訳
本

：

巻
一

：

序
言

：

五
〜
六
頁
）

後
も
縮
刷
本
や
復
刊
本
が
刊
行
さ
れ
、
今
な
お
評
判
は
高
い
。

　

読
者
の
誰
し
も
が
気
付
く
天
馬
の
個
性
的
な
『
聊
斎
志
異
』
の
翻
訳
文

体
を
、
天
馬
自
身
は
後
年
「
正
訳
」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
天
馬

の
『
聊
斎
志
異
』
翻
訳
研
究
の
端
緒
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
翻
訳
文
体
お
よ

び
「
正
訳
」
の
変
遷
に
つ
い
て
正
確
に
捉
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
に

つ
い
て
も
考
察
し
、「
正
訳
」
の
天
馬
自
身
が
言
う
以
外
の
特
徴
も
明
ら

か
に
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
引
用
は
、
中
国
語
原
文
と
翻
訳
文
を
除
い
て
、
旧
漢

字
を
新
漢
字
に
適
宜
改
め
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
箇
所
に
あ
る
各
種
注
も
、

煩
雑
を
避
け
る
た
め
省
略
し
た（

4
）。

二
　「
正
訳
」
と
は

　

天
馬
は
、
玄
文
社
本
の
序
言
に
て
自
身
の
翻
訳
文
体
に
つ
い
て
、

　

予
は
こ
の
書
を
訳
す
る
に
当
た
つ
て
、
原
文
を
殆
ん
ど
其
儘
直
訳
し

た
。
そ
う
し
て
振
仮
名
を
利
用
し
て
出
来
る
だ
け
の
意
訳
を
試
み
た
。

そ
れ
が
為
め
、
絢
爛
目
を
奪
ふ
が
如
き
原
文
を
、
或
は
生
硬
蠟
を
嚼
む

如
き
も
の
と
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
そ
こ
に
予
の
苦
心
が
存
す
る

こ
と
を
も
諒
と
せ
ら
れ
た
い
も
の
で
あ
る
。 

（
玄
文
社
本

：

三
頁
）
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の
第
一
巻
序
言
に
は
、

　

本
巻
中
に
は
正
訳
の
「
嫦
娥
」
と
「
仙
人
島
」
が
加
え
て
あ
り
ま
す
。

〔
…
…
〕
本
書
中
毎
巻
一
二
篇
の
正
訳
を
加
へ
て
あ
り
ま
す
。
総
振
仮

名
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
容
易
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

（
定
本

：

巻
一

：

六
〜
七
頁
）

　

本
書
中
毎
巻
一
篇
の
正
訳
を
加
え
、
そ
れ
を
巻
名
と
し
た
こ
と
は

「
嫦
娥
」
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。 

（
完
訳
本

：

巻
一

：

六
頁
）

と
あ
り
、「
仙
人
島
」
は
全
訳
本
第
二
巻
の
巻
名
で
あ
る
か
ら
、
正
訳
に

ほ
ぼ
近
い
も
の
が
、
全
訳
本
全
十
巻
の
各
巻
に
一
篇
ず
つ
合
計
十
篇
収
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
「
全
訳
巻
名
十
篇
」
と
名
づ
け
る
。

詳
し
く
は
「
四
」
で
考
察
す
る（

5
）。

　

玄
文
社
本
と
全
訳
本
の
間
に
は
第
二
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
だ
三
十
二
年

の
歳
月
が
あ
り
、
正
字
か
ら
当
用
漢
字
へ
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
か
ら
現
代

仮
名
遣
い
へ
と
、
日
本
語
の
表
記
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
一
度
は
「
振
仮
名
を
本
文
に
書
き
改
め
」
た
の
も
、
そ

う
い
っ
た
事
情
が
関
係
し
て
い
よ
う
。

　

一
般
に
「
正
訳
」
と
い
う
語
は
、「
誤
訳
」
や
「
逐
語
（
字
）
訳
」
の

対
義
語
と
し
て
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
全
訳
本
の
序
言
か
ら
、
天

一
、
本
書
は
原
文
を
増
減
せ
ぬ
や
う
に
心
が
け
、
訳
語
は
な
る
べ
く
漢

音
を
避
け
、
通
俗
平
易
な
和
訓
を
以
て
し
た
が
、
余
り
露
骨
に
訳
し

得
ぬ
や
う
な
章
句
に
は
、
特
に
糢
糊
た
ら
し
め
た
所
も
あ
る
。

 

（
全
訳
本

：

巻
一

：

例
言

：

八
頁
）

　

以
上
よ
り
、「
正
訳
」
に
は
以
下
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
以

下
で
は
正
訳
と
す
る
）。

①
原
文
の
漢
字
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
原
文
に
忠
実
に
文
字
数
を
増
減
し

な
い
よ
う
に
心
が
け
る

②
漢
音
（
※
音
読
み
の
こ
と
）
を
避
け
て
通
俗
平
易
な
和
訓
の
振
仮
名

（
と
送
り
仮
名
）
を
当
て
る

③
原
文
の
直
訳
と
和
訓
の
意
訳
を
同
時
に
成
立
さ
せ
る

④
総
振
仮
名
で
あ
る

　

特
に
④
が
前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
で
、
①
②
③
も
連
動
し
て
活
き
て
く

る
。
和
文
と
原
文
の
両
立
は
も
と
よ
り
、
通
俗
平
易
な
和
訓
は
そ
の
ま
ま

に
、
引
用
さ
れ
た
原
文
に
対
し
て
の
理
解
を
促
す
観
点
か
ら
も
不
可
欠
で

あ
る
（
本
稿
で
は
、
そ
の
顕
著
な
例
と
し
て
助
字
の
扱
い
を
挙
げ
る
）。

　

ま
た
、
一
九
五
五
年
の
定
本
（
全
六
巻
）
お
よ
び
完
訳
本
（
全
八
巻
）
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こ
れ
な
ど
は
あ
の
鹿
爪
ら
し
い
支
那
の
文
語
文
を
「
全
部
平
明
な
現

代
語
に
訳
し
て
い
る
。」「
態
度
と
し
て
は
こ
れ
は
正
し
い
態
度
で
あ

る
。」〔
…
…
〕
私
が
奇
特
に
感
じ
る
の
は
そ
の
原
文
に
徹
し
切
っ
た
語

学
的
（
或
は
翻
訳
者
的
）
良
心
で
あ
る
。〔
…
…
〕
こ
れ
ま
で
に
徹
す

れ
ば
も
は
や
支
那
音
で
読
も
う
と
日
本
流
に
訓
読
し
よ
う
と
、
或
は
只

字
だ
け
を
見
て
翻
訳
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
問
う
所
で
は
な
い
。〔
…
…
〕

文
字
通
り
に
早
合
点
し
、
し
か
も
時
に
は
こ
の
ま
ま
訳
文
に
流
用
し
て

い
る
よ
う
な
心
な
き
現
代
の
翻
訳
者
た
ち
は
、
ま
さ
に
「
愧
死
」
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。 

（
魚
返
一
九
四
一

：

八
二
頁
）

と
述
べ
、
誰
で
も
わ
か
る
平
易
な
和
文
（
振
仮
名
）
に
訳
す
こ
と
に
心
を

砕
い
た
天
馬
を
称
賛
し
て
い
る
。
ま
た
、『
満
蒙
』
へ
の
『
聊
斎
志
異
』

翻
訳
連
載
の
継
続
を
励
ま
し
、
戦
後
は
天
馬
の
生
活
を
助
け
続
け
た
作
家

の
大
佛
次
郎
は
、

　

聊
斎
の
中
に
出
て
来
る
漢
字
の
微
妙
で
複
雑
な
面
白
さ
、
味
い
深
さ

は
、
そ
の
振
り
仮
名
の
磨
き
込
ま
れ
て
極
度
に
単
純
化
さ
れ
た
日
本
語

の
軽
妙
な
味
わ
い
と
並
ん
で
、
他
の
本
で
は
聞
け
な
い
デ
ュ
エ
ッ
ト
を

ひ
び
か
せ
る
。
漢
字
が
制
限
さ
れ
、
仮
名
が
新
ガ
ナ
と
成
り
終
わ
っ
た

日
本
に
、
こ
れ
は
最
後
の
美
し
い
文
章
で
あ
ろ
う
。

馬
は
「
正
訳
」
を
自
分
の
初
期
の
翻
訳
の
文
体
の
呼
称
と
し
て
使
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
翻
訳
文
体
に
強
い
思
い
入
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「
明
珠
を
瓦
礫
に
換
へ
た
や
う
に
思
は
れ
」、
や
は
り
「
正
訳
の
「
嫦
娥
」

一
篇
を
加
え
」、
各
巻
に
も
一
篇
ず
つ
正
訳
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

三
　「
正
訳
」
に
対
す
る
評
価

　

で
は
、
こ
の
正
訳
に
つ
い
て
先
人
は
如
何
な
る
評
価
を
し
て
い
た
の
か
。

　

柴
田
天
馬
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
相
田
洋
に
よ
る
研
究
が

あ
る
。
相
田
は
特
に
全
訳
出
版
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
、
天
馬
本
人
の
エ

ッ
セ
イ
を
中
心
と
し
た
資
料
で
広
範
囲
に
渡
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
相
田
二
〇
一
四
）。
ま
た
、
筆
者
は
、
特
に
天
馬
の
幼
年
時
代
や
学
生
生

活
、
硯
友
社
で
の
同
人
活
動
や
新
聞
記
者
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
相
田

の
取
り
扱
っ
て
い
な
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
等
も
用
い
て
、
日
露
戦
争
時

に
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て
満
洲
渡
航
に
至
っ
た
動
機
を
考
察
し
て
い
る

（
郡
司
二
〇
一
八
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
天
馬
の
翻
訳
文
体
の
独
自
性
や
魅
力
と
い
う

の
は
、
多
く
の
作
家
や
学
者
の
つ
と
に
説
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
代
表
的

な
例
を
挙
げ
る
と
、
中
国
語
学
者
の
魚
返
善
雄
は
、
特
徴
的
な
各
語
単
位

で
の
振
仮
名
を
取
り
上
げ
、
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り
見
当
た
ら
な
い
。

　

だ
が
、
半
世
紀
に
渡
る
天
馬
の
翻
訳
を
一
括
り
に
扱
っ
て
し
ま
う
の
は
、

天
馬
自
身
が
戦
後
に
正
訳
に
対
し
て
拘
り
を
見
せ
て
い
る
以
上
、
適
切
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
正
訳
を
特
に
取
り
上
げ
る
の
も
、
天
馬
が
わ
ざ

わ
ざ
正
訳
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
『
聊
斎
志
異
』
を
翻
訳
し
た
、
そ
の
意

思
を
尊
重
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
先
述
の
四
点
の
特
徴
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
天
馬
の
翻
訳
文

体
の
変
遷
に
注
目
し
な
が
ら
、
天
馬
の
指
摘
し
て
い
な
い
正
訳
の
独
自
性

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
き
た
い
。

四
　「
正
訳
」
の
変
遷
と
そ
の
特
徴

　

こ
こ
で
は
、
天
馬
の
半
生
に
渡
る
『
聊
斎
志
異
』
翻
訳
に
お
い
て
正
訳

が
一
体
ど
の
時
期
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
先
述
の
特
徴
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
特
徴
が

ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
も
併
せ
て
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、「
二
」

で
命
名
し
た
全
訳
巻
名
十
篇
を
中
心
に
、
中
で
も
天
馬
の
翻
訳
初
期
か
ら

比
較
的
多
く
の
版
に
収
録
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、「
成
仙
」
を
軸
に
し
な

が
ら
論
じ
る
。

 

（
大
佛
一
九
六
七

：

一
頁
）

と
述
べ
、
や
は
り
漢
字
列
と
和
文
が
表
現
上
複
層
的
な
効
果
を
生
ん
で
い

る
点
に
注
目
し
、
か
つ
そ
れ
が
漢
字
制
限
や
新
仮
名
遣
い
と
い
う
環
境
下

に
お
い
て
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
を
嘆
き
、
そ
れ
が
逆

に
天
馬
訳
の
特
徴
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
相
田
は
注
に
も
着
目
し
、
日
中
の
親
族
呼
称
の
違
い
、
お
辞

儀
の
区
別
、
語
源
、
風
俗
慣
習
な
ど
、
外
国
人
が
中
国
古
典
を
詠
む
際
の

基
礎
知
識
に
つ
い
て
、
丁
寧
な
説
明
を
加
え
て
い
る
点
を
評
価
し
て
お
り
、

天
馬
訳
の
特
徴
を
多
角
的
に
捉
え
て
い
る
（
相
田
二
〇
一
四
）。
ま
た
、

南
條
竹
則
は
、
科
挙
落
第
生
の
蒲
松
齢
に
よ
っ
て
原
文
に
ふ
ん
だ
ん
に
散

り
ば
め
ら
れ
て
い
る
典
故
を
、
注
と
い
う
形
で
直
接
示
さ
な
い
ま
で
も
、

振
り
仮
名
に
よ
っ
て
暗
示
し
た
も
の
を
「
故
事
ル
ビ
」
と
呼
び
、
天
馬
の

博
識
さ
と
、
そ
れ
を
訳
文
に
展
開
す
る
筆
力
を
称
賛
し
て
い
る
（
南
條
二

〇
一
二
）。
な
お
、
井
伏
鱒
二
、
魚
返
善
雄
、
槌
田
博
文
、
倉
田
卓
次
は
、

正
訳
の
来
源
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

て
論
じ
た
い
。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
、
天
馬
も
指
摘
し
た
振
仮
名
に
よ
る
効
果
的
な
表

現
に
つ
い
て
は
各
者
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
天
馬
訳
に
つ
い
て
引
用
あ
る

い
は
言
及
す
る
際
に
、
正
訳
と
い
う
用
語
に
注
目
し
た
り
、
ま
し
て
時
期

に
よ
る
翻
訳
文
体
の
違
い
な
ど
に
留
意
し
た
り
し
た
も
の
は
、
管
見
の
限
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以と
し
が
う
へ

齒
爲
長
な
の
で
其そ
の

妻つ
ま

を
嫂ね
え

さ
ん
と
呼い

つ
て
大だ
い

事じ

に
し
、
節ひ
が
ら序
に
は

登や
つ
て堂
き
て
一
家か

の
如ご
と

く
に
親し
た
しん
で
居ゐ

た
、
と
こ
ろ
が
周し
う

の
妻つ
ま

は
子こ

供ど
も

を

生う

ん
だ
後の

ち
暴に
は

か
に
卒し

ん
で
了し
ま

つ
た
、
其そ
の

繼あ
と

に
王わ
う

氏し

を
聘い

れ
た
、
勿も
ち

論ろ
ん

成せ
い

は
兄き
や

弟う
だ
いの
や
う
な
間あ
ひ

柄だ
が
らだ
か
ら
早さ
つ

速そ
く

喜よ
ろ
こび
に
來く

る
筈は
ず

で
あ
る
が
、
少す
こ

し
故つ
か
へが
あ
つ
て
王わ
う

氏し

に
は
逢あ

は
ず
に
居ゐ

た
。

　

一あ
る
ひ日
の
こ
と
で
あ
る
。
王わ
う

氏し

の
弟
お
と
う
とが
姊あ
ね

さ
ん
を
省み
ま
ひに
來き

た
の
で
内ゐ

室ま

で
宴
ご
ち
さ
うを
し
て
居ゐ

る
と
こ
ろ
へ
適ひ
よ
つく
り
成せ
い

が
や
つ
て
來き

た
、
家け

人に
ん

が
斯か

く

と
通と
り
つ白
い
だ
か
ら
周し
う

は
喜よ
ろ
こん
で
邀む
か

へ
さ
せ
た
が
、
成せ
い

は
失し
つ

禮れ
い

だ
か
ら
と

い
ふ
の
で
入は
ひ

ら
ず
に
辭か
へ

去つ
て

し
ま
つ
た
、
周し
う

は
席せ
き

を
外お
も
て舎
に
移う
つ

し
て
成せ
い

を

追お
ひ

か
け
、
一
緒し
よ

に
還か
へ

つ
て
來き

て
座ざ

に
就つ

い
た
と
こ
ろ
へ
人ひ
と

が
來き

て
、

「
只た
だ

今い
ま

別べ
つ

業さ
う

の
僕
し
も
べ

が
邑
と
こ
ろ

の
宰
や
く
に
んに
捕つ
か

ま
つ
て
重ひ
ど

く
笞う

た
れ
て
居を

り
ま
す
」

　

と
白つ

げ
た
、
先
こ
れ
よ
り

是さ
き

黃く
わ
うと
い
ふ
吏り

部ぶ

の
役や
く

人に
ん

の
牧う
し

傭か
ひ

が
牛う
し

を
牽ひ
つ

ぱ
つ

て
周し
う

の
田た

を
牛あ

蹊ら

し
周し
う

の
僕し
も
べと
相い
ひ

詬あ
ひ

を
し
た
、
さ
う
し
て
云し
か
ゞ々

と
主し
ゆ

人じ
ん

に
告つ

げ
僕し
も
べを
捉つ
か
まへ
て
官
や
く
し
よに
送お
く

つ
て
了し
ま

つ
た
、
周し
う

は
詰わ
け
を
き
い

得
其
故
て
大た
い
そう
怒お
こ

り
、

「
黃く
わ
うの
牧ぶ
た
か
ひ

猪
奴
、
何
よ
く
も
そ
ん
な
こ
と
を

敢
爾
し
た
ナ
、
先お
や
ぢ世
は
僕ぼ
く

の
大お
ぢ
い
さ
ん父
の
服け
ら
い役
で
あ

つ
た
癖く
せ

に
少す
こ

し
促よ
く
な
つ

得
志
た
と
思お
も

つ
て
人ひ
と

も
無な

げ
な
振ふ
る

舞ま
ひ

を
す
る
」

　

と
気む
ね
に
す
え
か
ね

塡
胸
臆
忿
て
起た

ち
上あ

が
つ
た
、
さ
う
し
て
黃く
わ
うの
家い
へ

に
押お
し

か
け
よ

う
と
し
た
、
成せ
い

は
捺お
し

止と

め
て
、

「
マ
ア
待ま

ち
た
ま
へ
、
强
つ
よ
い

梁も
の
が
ちの
世よ

に
皂く
ろ

い
白し
ろ

い
は
な
い
の
で
あ
る
、

況い
は
んや
今こ
ん

日に
ち

の
官や
く

宰に
ん

は
半な
か

ば
强ど
ろ

寇ぼ
う

で
、
刀か
た
なや
弓ゆ
み

矢や

を
ひ
ね
く
り
廻ま

は
さ
な

四-
一
　
最
初
期
の
翻
訳
　

―
　

和
訓
の
振
仮
名
を
中
心
に

　

先
述
の
通
り
、
天
馬
の
『
聊
斎
志
異
』
翻
訳
は
一
九
一
〇
年
代
の
『
読

書
会
雑
誌
』
に
お
け
る
連
載
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
成
果
が
玄
文
社
本
と
し

て
一
九
一
九
年
に
出
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
後
の
全
訳
巻
名
十
篇
の
「
成

仙
」「
俠
女
」「
鳳
仙
」
が
既
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
代
表
と
し
て
玄
文
社

本
「
成
仙
」
の
冒
頭
部
分
を
挙
げ
る
。
な
お
原
文
も
先
に
掲
げ
て
お
く（

6
）。

　

文
登
周
生
。
與
成
生
少
共
筆
硯
杵
。
遂
訂
為
臼
交
。
而
成
貧
乏
。
故

終
歳
常
周
。
以
齒
則
周
為
長
呼
其
妻
以
嫂
。
節
序
登
堂
。
如
一
家
馬
。

周
妻
生
子
。
産
後
暴
卒
。
繼
聘
王
氏
。
成
以
少
故
。
未
嘗
請
見
之
也
。

一
日
。
王
氏
弟
省
姊
宴
於
内
寢
。
成
適
至
。
家
人
通
白
。
周
命
邀
之
。

成
不
入
。
辭
去
。
周
移
席
外
舎
。
追
之
而
還
。
甫
坐
。
即
有
人
白
別
業

之
僕
。
為
邑
宰
重
笞
者
。
先
是
黃
吏
部
家
牧
傭
。
牛
蹊
周
田
。
以
是
相

詬
。
牧
傭
奔
告
主
。
捉
僕
送
官
。
遂
被
笞
責
。
周
詰
得
其
故
。
大
怒
曰
。

黃
家
牧
猪
奴
。
何
敢
爾
。
其
先
世
為
大
父
服
役
。
促
得
志
乃
無
人
耶
。

気
塡
吭
臆
。
忿
而
起
。
欲
往
尋
黃
。
成
捺
而
止
之
曰
。
强
梁
世
界
。
原

無
皂
白
。
況
今
日
官
宰
半
强
寇
。
有
不
操
矛
弧
者
耶
。

 

（
蒲
一
九
八
一
・
上
・
巻
一

：

一
二
〜
一
三
頁
）

　

文ぶ
ん

登と
う

の
周し
う

生せ
い

は
少ち
ひ
さい
時と
き

か
ら
成せ
い

生せ
い

と
共が
く
い
う

筆
硯
で
杵し
た

臼し
い

交な
か

で
あ
つ
た
が
、

成せ
い

は
貧び
ん

乏ば
ふ

で
あ
つ
た
か
ら
、
終し
よ
つ
ち
う

歳
常
周し
う

の
世せ

話わ

を
受う

け
、
周し
う

の
方は
う

が
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「
成
仙
」
と
「
俠
女
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
修
正
さ
れ
て
再
録
さ
れ
て
い
る
。

比
較
の
た
め
、
発
禁
本
「
成
仙
」
の
同
一
箇
所
を
掲
げ
る
。

　

文ぶ
ん

登と
う

の
周し
う

生せ
い

は
少ち
ひ
さい
時と
き

か
ら
成せ
い

生せ
い

と
共が
く
い
う

筆
硯
で
杵し
た

臼し
い

交な
か

で
あ
つ
た
が
、

成せ
い

は
貧び
ん

乏ば
ふ

だ
つ
た
故の
で

、
終し
よ
つ
ち
う

歳
常
、
周し
う

の
依せ
は

に
な
り
、
周し
う

の
は
う
が

以と
し
が
う
へ

齒
爲
長
な
の
で
周し
う

の
妻つ
ま

を
嫂ね
え

さ
ん
と
呼い

つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
節ひ
が
ら序
に

は
登や
つ
て堂
き
て
一
家か

の
如ご
と

く
に
親し
た
しん
で
居ゐ

た
と
こ
ろ
が
、
周し
う

の
妻つ
ま

が
子こ

供ど
も

を
生う

み
産さ
ん

後ご

暴に
は

か
に
卒し

ん
で
了し
ま

つ
た
の
で
。
其そ
の

繼あ
と

に
王わ
う

氏し

を
聘い

れ
た
。

成せ
い

は
少す
こ

し
故つ
か
へが
あ
つ
て
未ま
だ
あ
は
な
か

嘗
請
見
つ
た
の
で
あ
る
。

　

一あ
る

日ひ

の
こ
と
で
あ
る
。
王わ
う

氏し

の
弟
お
と
う
とが
姊あ
ね

さ
ん
を
省み
ま
ひに
來き

た
の
で
内ゐ

室ま

で
宴
ご
ち
さ
うを
し
て
居ゐ

る
と
こ
ろ
へ
適ひ
よ
つく
り
成せ
い

が
や
つ
て
來き

た
。
家け

人に
ん

が
斯か

く

と
通と
り
つ白
い
だ
か
ら
周し
う

は
邀む
か

へ
る
や
う
に
命い
ひ
つけ
た
が
、
成せ
い

は
失し
つ

禮れ
い

だ
か
ら

と
い
ふ
の
で
入は
ひ

ら
ず
に
辭か
へ

去つ
て

し
ま
つ
た
。
周し
う

は
席せ
き

を
外お
も
て舎
に
移う
つ

し
て
成せ
い

を
追お
ひ

か
け
而て

、
一
緒し
よ

に
還か
へ

り
甫や
つ

と
座す
わ

つ
た
卽と
こ
ろへ
人ひ
と

が
來き

て
、

「
別べ
つ

業さ
う

の
僕
し
も
べ

が
邑
と
こ
ろ

の
宰
や
く
に
んに
捕つ
か

ま
つ
て
重ひ
ど

く
笞う

た
れ
て
居を

り
ま
す
」

　

と
白つ

げ
た
。
先
こ
れ
よ
り

是さ
き

黃く
わ
うと
い
ふ
吏り

部ぶ

の
役や
く

人に
ん

の
牧う
し

傭か
ひ

が
牛う
し

を
牽ひ
つ

ぱ
つ

て
周し
う

の
田た

を
牛あ

蹊ら

し
周し
う

の
僕し
も
べと
相い
ひ

詬あ
ひ

を
し
た
。
さ
う
し
て
奔か
け

だ
し
て
主し
ゆ

人じ
ん

に
告つ

げ
僕し
も
べを
捉つ
か
まへ
て
官
や
く
し
よに
送お
く

つ
て
了し
ま

つ
た
遂の
で

、
被せ
め
う
た
れ

笞
責
た
の
で
あ
る
。

周し
う

は
詰わ
け
を
き
い

得
其
故
て
大た
い
そう
怒お
こ

り
、

「
黃く
わ
うの
牧ぶ
た
か
ひ
め

猪
奴
！

何
よ
く
も
そ
ん
な
こ
と
を

敢
爾
し
た
な
！

其か
れ

の
先お
や
ぢ世
は
僕ぼ
く

の
大お
ぢ
い
さ
ん父
の

服け
ら
い役
だ
つ
た
ん
だ
。
促よ
く
な
つ

得
志
た
乃の
で

人ひ
と

も
無な

げ
な
振ふ
る

舞ま
ひ

を
す
る
」

い
者も
の

は
な
い
の
だ
」〔
…
…
〕 

（
玄
文
社
本

：

一
六
〜
一
七
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
総
振
仮
名
に
加
え
、「
共が
く
い
う

筆
硯
」、「
杵し
た

臼し
い

交な
か

」、「
節ひ
が
ら序
」

な
ど
の
単
語
単
位
の
簡
単
な
意
訳
の
振
り
仮
名
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

「
以と
し
が
う
へ

齒
爲
長
」「
気む
ね
に
す
え
か
ね

塡
胸
臆
忿
て
」
な
ど
、
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
お
け
る

原
文
漢
字
は
そ
の
ま
ま
に
、
和
訓
の
振
り
仮
名
、
送
り
仮
名
の
当
て
方
に

大
き
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
評
者
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

同
時
に
、
文
法
的
順
序
こ
そ
和
文
式
に
並
び
替
え
て
は
て
も
、
原
文
の
漢

字
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
特
徴
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

　

た
だ
、
確
か
に
特
徴
②
③
④
は
既
に
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、

「
與
」「
遂
」「
而
」「
耶
」「
乃
」
な
ど
の
助
字
に
限
ら
ず
、「
未
嘗
請
見
」

「
矛
弧
」「
奔
」「
被
笞
責
」
な
ど
の
原
文
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

上
、「
勿
論
」「
只
今
」「
云
々
」
な
ど
の
和
文
を
新
た
に
足
す
傾
向
も
あ

る
。
特
徴
①
に
関
し
て
、
原
文
を
採
用
す
る
程
度
に
も
翻
訳
時
期
に
よ
っ

て
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
以
下
で
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

四-

二
　『
満
蒙
』
連
載
か
ら
発
禁
本
ま
で
　

―
　

助
字
の
扱
い
を
中
心
に

　

そ
の
後
、
一
九
二
六
年
に
第
一
書
房
よ
り
出
さ
れ
た
『
和
訳
聊
斎
志

異
』
は
玄
文
社
本
の
豪
華
版
で
あ
り
、
紙
型
は
変
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
れ

以
上
言
を
要
さ
な
い
が
、
同
年
満
鉄
を
退
職
し
て
浪
人
生
活
に
入
っ
た
天

馬
は
、『
満
蒙
』
で
の
連
載
を
始
め
る
。
一
九
三
三
年
に
は
発
禁
本
に
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卽で

、
生せ
い

の
弟
を
と
う
とに
從つ
い

て
來き

て
み
る
と
（
卽
從
生
弟
來
…
…
）

嫗ば
あ
さ
んは
仆た
ふ

れ
た
。
ト
、
人ひ
と

皮の
か
わが
劃は

然つ

と
脫と

れ
て
（
嫗
仆
。
人
皮
劃
然
而

脫
…
…
）

陳ち
ん

氏し

が
固ひ
ど

く
哀た

之の

む
乃の
で

、（
陳
固
哀
之
。
乃
曰
…
…
）

乃そ
こ

で
繪き

帛れ

を
裂さ

い
て
、
急い
そ

い
で
之そ
れ

を
束し
ば

り
、（
乃
裂
繒
帛
急
束
之
。）

 

（
発
禁
本
）（
蒲
一
九
八
一
・
上
・
巻
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
卽
」
を
「
か
ら
」「
で
」
と
し
、「
乃
」
に
到
っ
て
は

四
種
も
振
る
な
ど
、
続
く
文
へ
の
接
続
を
し
っ
か
り
と
促
し
、
か
つ
ほ
と

ん
ど
の
漢
字
列
を
残
す
こ
と
で
、
場
面
に
応
じ
た
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

推
測
で
き
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
行
目
の
引
用
文

で
は
、
一
見
特
徴
①
に
反
す
る
よ
う
に
思
え
る
、
原
文
に
は
な
い
和
文
の

接
続
詞
を
補
う
行
為
が
、
却
っ
て
後
続
文
の
「
劃
然
」
と
い
う
語
の
意
外

性
を
さ
ら
に
補
強
す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
、
原
文
の
漢
字

を
た
だ
盲
目
的
に
用
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
表
現
上
ど
う
い
っ
た
形
が
適

切
な
翻
訳
と
な
る
の
か
、
特
に
接
続
を
意
味
す
る
助
字
が
無
け
れ
ば
繫
り

を
取
り
づ
ら
い
部
分
も
多
い
原
文
に
対
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る

こ
と
も
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
助
字
に
対
す
る
翻
訳
態
度
は
、
特
徴

①
に
凖
ず
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
満
蒙
』
の
連
載
か
ら
も
少
し
例
を
挙
げ
て
お
く
。
作
品
は
連

載
初
期
か
ら
「
香
玉
」
で
あ
る
。

　

と
気む
ね
に
す
え
か
ね

塡
胸
臆
忿
て
起た

ち
上あ

が
つ
た
。
さ
う
し
て
黃く
わ
うの
家い
へ

に
尋お
し

か
け
よ

う
と
し
た
。
成せ
い

は
捺お
し

止と

め
て
、

「
マ
ア
待ま

ち
た
ま
へ
、
强
つ
よ
い

梁も
の
が
ちの
世よ
の

界な
か

に
皂く
ろ

い
白し
ろ

い
は
な
い
の
で
あ
る
。

況い
は
んや
今こ
ん

日に
ち

の
官や
く

宰に
ん

は
半な
か

ば
强ど
ろ

寇ぼ
う

で
、
刀か
た
なや
弧ゆ
み
やを
ひ
ね
く
り
廻ま

は
さ
な
い

者も
の

は
な
い
の
だ
」〔
…
…
〕 

（
発
禁
本

：

五
九
〜
六
〇
頁
）

　

太
字
部
分
が
玄
文
社
本
か
ら
修
正
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方

が
特
徴
②
③
④
を
満
た
す
上
、
特
徴
①
に
つ
い
て
も
、
原
文
を
忠
実
に
採

用
し
、
か
つ
「
故
」「
而
」「
卽
」
な
ど
の
助
字
も
採
用
し
て
振
仮
名
を
つ

け
、
さ
ら
に
は
和
文
を
足
し
た
箇
所
も
減
少
し
、
む
し
ろ
天
馬
の
思
い
描

く
正
訳
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

同
じ
く
発
禁
本
に
は
、
青
柯
亭
刻
本
の
巻
一
と
巻
二
巻
に
応
じ
て
、
名

高
い
「
画
皮
」「
聶
小
倩
」
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
画
皮
」
の
助
字

の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、

敞あ
た
し
の
う
ち
廬
は
遠と
ほ

く
な
い
ん
で
す
卽か
ら

、
煩い
ら
つ
し
や
い

枉
顧
な
（
敝
廬
不
遠
。
即
煩
枉

顧
。）

生せ
い

は
諾せ
う
ち之
し
乃て

、
與い
つ
し
ょ
に
や
す

寢
合
ん
だ
。（
生
諾
之
。
乃
與
寢
合
。）

垣か
き

の
垝く
づ
れを
の
り
踰こ

え
る
則と

、
室へ
や

の
門も
ん

も
亦や
は

り
閉し
ま

つ
て
居ゐ

た
。（
心
疑
所

作
。
乃
踰
垝
垣
。
則
室
門
亦
閉
）

乃と

、
蠅ほ
つ
す拂
を
生せ
い

に
授わ
た

し
、（
乃
以
蠅
拂
授
生
…
…
）
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あ
る（

7
）。
何
よ
り
、
中
国
語
を
母
語
と
す
る
者
が
こ
の
漢
字
を
見
て
想
起

す
る
「
一
定
の
間
」
の
感
覚
は
、
正
訳
に
お
い
て
多
彩
な
和
訓
を
用
い
て

忠
実
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

紙
幅
の
関
係
で
例
示
は
省
く
が
、
こ
の
時
期
に
は
他
に
も
、
例
え
ば
全

訳
巻
名
十
篇
に
も
採
用
さ
れ
た
「
仙
人
島
」
で
は
、「
因
」
と
い
う
原
文

の
漢
字
が
単
独
で
は
四
箇
所
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
よ
つ-

て
」「
て-

か
ら
」「
で
」「
の
で
」
と
い
う
具
合
に
、
文
脈
に
応
じ
た
訳

し
分
け
を
丁
寧
に
行
っ
て
い
る
（
柴
田
一
九
三
四
ａ
）。
ま
た
、「
而
」
に

つ
い
て
も
「
け
れ-

ど
」「
そ
し-

て
」「（
〜
し
た
）
ら
」
と
訳
し
分
け

し
て
い
て
、
さ
ら
に
「
而
又
」
に
は
「（
〜
し
た
）
う
へ
」
と
も
当
て
て

い
る
（
同
前
）。「
而
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
「
小
翠
」
に
お
い
て
も

「
し
か-

も
」「
な
が-

ら
」「（
〜
だ
）
が
」
と
い
う
訳
語
ま
で
が
当
て
ら

れ
、
適
切
に
意
味
を
訳
し
分
け
て
い
る
（
柴
田
一
九
三
四
ｂ
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
原
文
の
助
字
に
ま
で
読
み
を
与
え
る
こ
と
は
、
近
世
初

期
の
訓
読
法
の
流
れ
が
あ
る
も
の
の
、
江
戸
後
期
に
は
音
読
化
が
進
行
し
、

よ
り
簡
略
化
し
た
近
代
の
訓
読
文
に
お
い
て
は
、
統
一
さ
れ
た
音
読
み
が

主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
た
め
、
む
し
ろ
場
面
に
応
じ
て
振
仮
名
に
当
た
る

和
訓
と
調
和
す
る
よ
う
に
多
様
に
訳
し
分
け
る
こ
と
は
、
同
時
代
に
お
け

る
天
馬
の
独
自
性
と
言
え
よ
う
。

　

同
時
期
に
『
聊
斎
志
異
』
を
翻
訳
し
た
者
と
し
て
は
田
中
貢
太
郎
が
挙

げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
公
田
連
太
郎
の
訓
点
付
き
原
文
が
収
録
さ

女を
ん
なは
乃す
る

と
止と
ゞ

ま
つ
て
、（
女
乃
止
。
…
…
）

詩し

が
成で
き

た
の
で
、
自じ
ぶ
んで
吟う
た

つ
て
ゐ
る
忽と

、（
詩
成
自
吟
。
忽
…
…
）

於そ
れ
か
ら
さ
び
し
い
と
き

是
無
聊
時
に
至な

る
輒と

、
女を
ん
なが
一や
つ

至て
き

た
。
至く

る
則と

（
於
是
至
無
聊
時
。

女
輒
一
至
。
至
則
…
…
）

乃で

、
二ふ
た
り人
は
穴あ
な

の
と
こ
ろ
へ
往い

臨つ

て
灑な

涕い

た
（
二
人
乃
往
。
臨
穴
灑
涕

…
…
）

俄と

、
背う
し
ろ後
か
ら
終か
う

雪せ
つ

が
出で

て
き
て
、（
俄
見
絳
雪
從
背
後
出
。
…
…
）

遂で

、
い
つ
し
よ
に
室へ
や

に
入は
い

つ
て
（
遂
入
室
…
…
）

 

（
柴
田
一
九
二
七
）（
蒲
一
九
八
一
・
上
・
巻
三
）

　

こ
こ
で
も
「
と
」
と
い
う
振
仮
名
も
四
種
類
の
原
文
漢
字
に
使
う
な
ど
、

文
脈
に
応
じ
た
訳
し
方
を
心
が
け
る
姿
勢
が
見
え
る
が
、
醍
醐
味
と
も
言

え
る
の
は
、
や
は
り
「
乃
」
で
あ
ろ
う
。
時
間
に
関
す
る
意
味
の
時
の

「
乃
」
は
現
代
中
国
語
の
「
然
後
」「
于
是
」「
才
」
に
あ
た
り
、「
そ
の
あ

と
」「
や
っ
と
」「
そ
し
て
」「
そ
こ
で
」
な
ど
、
や
や
時
間
を
置
い
て
次

の
場
面
に
移
る
よ
う
な
訳
語
が
適
当
で
あ
る
が
、
天
馬
の
和
訓
で
は
「
〜

の
で
」「
〜
て
」
と
い
う
順
接
の
接
続
助
詞
の
役
割
だ
け
で
は
な
く
、

「
で
」「
と
」「
す
る
と
」
と
い
う
場
面
転
換
を
示
す
接
続
の
機
能
と
し
て

も
非
常
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
来
の
訓
読
で
は
対
応

す
る
訳
語
が
一
定
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
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成
は
貧
乏
だ
つ
た
の
で
、
終ね
ん
ぢ
う

歳
常
、
周
の
依せ
は

に
な
り
、
周
の
は
う
が

以と
し
が
う
へ

齒
爲
長
だ
つ
た
か
ら
、
周
の
妻
を
嫂ね
え

さ
ん
と
呼い

つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て

節ひ
が
ら序
に
は
登や
つ
て堂
き
て
一
家
の
如
く
に
親
ん
で
居
た
が
、
周
の
妻
が
子
供

を
生
み
産
後
暴に
は

か
に
卒し

ん
で
し
ま
つ
た
の
で
、
其
の
繼あ
と

に
王わ
う

氏
を
聘い

れ

た
の
で
あ
る
が
、
成せ
い

生せ
い

は
少
し
故つ
か
へが
あ
つ
て
未ま

だ
王
氏
に
は
嘗あ
は
な
か

請
見
つ

た
。

　

一あ
る

日
、
王
氏
の
弟
が
姉
を
省み
ま
ひに
來
て
、
内ゐ

室ま

で
宴ち
さ
うを
し
て
居
る
と
こ

ろ
へ
適ひ
よ
つく
り
成せ
い

が
や
つ
て
來
た
。
家け

人に
ん

が
斯そ
れ

を
通と
り
つ白
ぐ
と
、
周
は
邀む
か

へ

る
や
う
に
命い
ひ
つけ
た
が
、
成
は
、
失
禮
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
入
ら
ず
に
辭か
へ

去つ
て

し
ま
つ
た
。
周
は
席
を
外お
も
て舎
に
移
し
、
成
を
追お
ひ

か
け
而て

、
一
緒
に
還か
へ

つ
て
き
た
。
そ
し
て
甫や
つ

と
座す
わ

る
即と

、
人
が
來
て
、

「
別べ
つ

業さ
う

の
僕げ
な
んが
邑ち

宰じ

に
捕
ま
つ
て
、
重ひ
ど

く
笞う

た
れ
て
居
り
ま
す
」

　

と
白つ

げ
た
。
先
こ
れ
よ

是り
さ
き、
黃く
わ
うと
い
ふ
吏り

部ぶ

の
役
人
の
家
の
牧う
し

傭か
ひ

が
、
牛
を

牽ひ

い
て
周
の
田
を
牛あ

蹊ら

し
、
周
の
僕げ
な
んと
相い
ひ

詬あ
ひ

を
し
た
。
そ
し
て
奔か
け

て
い

つ
て
主
人
に
告
げ
、
僕げ
な
んを
捉つ
か
まへ
て
官
や
く
し
よに
送
つ
た
遂の
で

、
僕げ
な
んは
被せ
め
う
た
れ

笞
責
た
の

で
あ
る
。
周
は
詰わ
け
を
き
い

得
其
故
て
大ひ
ど

く
怒
り
、

「
黃
の
牧ぶ
た
か
ひ
め

猪
奴
！

何な
ま
い
き

敢
爾
な
！

其か
れ

の
先お
や
ぢ世
は
僕
の
大お
ぢ
い
さ
ん父の
服け
ら
い役
だ

つ
た
ん
だ
。
促よ
く
な
つ

得
志
た
と
お
も
つ
て
人
も
無
げ
な
こ
と
を
す
る
」

　

と
い
ふ
と
気あ

を

く

な

つ

塡
胸
臆
忿
て
起
ち
上
が
り
、
黃
の
家
に
尋ゆ

か
う
と
す
る

の
を
、
成
は
捺お
し

止と

め
て
、

「
ま
あ
待
ち
た
ま
へ
、
強
つ
よ
い

梁も
の
が
ちの
世
界
に
皂く
ろ

い
白
い
は
な
い
の
だ
。
況ま
し

れ
て
お
り
、
か
つ
振
仮
名
が
振
ら
れ
た
語
も
あ
る
（
田
中
訳
の
多
く
は
天

馬
訳
を
下
地
に
し
て
い
る
）
が
、
原
文
漢
字
は
も
と
よ
り
、
助
字
な
ど
を

残
す
と
い
う
理
念
に
立
脚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
森
鷗
外
の

妹
の
小
金
井
き
み
子
や
国
木
田
独
歩
の
訳
も
あ
る
が
、
前
者
は
潤
色
甚
し

く
、
後
者
も
助
字
ま
で
残
そ
う
と
い
う
気
概
ま
で
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
な
他
の
翻
訳
者
と
の
比
較
の
詳
細
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

以
上
、
玄
文
社
本
以
降
の
特
徴
①
に
関
す
る
修
正
は
、
特
に
『
満
蒙
』

連
載
中
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
は
理
想
的
な
正
訳
の
特
徴

を
十
分
に
持
つ
翻
訳
が
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

四-

三
　
一
九
三
五
年
の
改
変
　

―
　

非
総
振
仮
名
化
に
連
動
し
た
特
徴
の
減
退

　

だ
が
、
そ
の
後
正
訳
が
完
全
な
形
で
使
わ
れ
て
い
た
の
は
『
満
蒙
』
一

九
三
五
年
三
月
号
「
細
柳
」
ま
で
で
あ
る
。
翌
月
号
「
鐘
生
」
か
ら
は
一

部
の
漢
字
（
地
名
、
姓
、「
曰
」
な
ど
）
や
、
人
物
の
呼
称
で
あ
る
「
〜

生
」、
さ
ら
に
二
度
目
の
固
有
名
詞
な
ど
は
振
仮
名
を
廃
し
て
お
り
、
特

徴
④
の
総
振
仮
名
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
予
測
可
能

な
音
読
み
に
あ
た
る
部
分
も
、
ほ
ぼ
振
仮
名
無
し
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、

こ
の
改
変
以
降
、
大
連
か
ら
の
引
揚
時
に
原
稿
を
失
う
不
幸
を
経
た
後
の

全
訳
本
「
成
仙
」
を
引
用
す
る
。

　

文ぶ
ん

登と
う

の
周し
う

生せ
い

は
少わ
か

い
時
か
ら
成せ
い

生せ
い

と
共が
く
い
う

筆
硯
で
杵し
た

臼し
い

交な
か

で
あ
つ
た
が
、
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常い
つ

も
人
に
對む
か

ひ
、

「
僕
の
生し
や

平う
が
いに
二
つ
の
色
は
な
い
」

　

と
い
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

あ
る
と
き
金き
ん

華く
わ

に
赴い

つ
て
、
北
郭く
る
わの
蘭お
て
ら若
に
旅
装
を
解
い
た
。
寺
中

の
本
殿
や
塔
は
大
そ
う
壯り
つ
ぱ麗
で
あ
つ
た
が
、
蓬よ
も
ぎ蒿
が
人
を
沒か
く

す
ほ
ど
に

生
ひ
茂
つ
て
、
行
ゆ
き
き
の
あ
と
蹤
も
な
い
や
う
で
あ
つ
た
。
東
と
西
と
の
僧
舎
は
雙
ふ
た
つ

の
扉と

が
空し
ま
つ淹
て
、
人
あ
り
と
も
見
え
ず
、
惟た

だ
南
の
小
舎
だ
け
は
、
扉と

の
鍵
が
新
し
か
つ
た
。 

（
全
訳
本

：

巻
五

：

二
四
二
頁
）

と
な
っ
て
お
り
、
発
禁
本
で
「
適あ

る
と
き」「
如な
い

絶や
う

」
と
あ
っ
た
原
文
は
、
振
仮

名
の
和
文
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
、「
殿ほ
ん
だ
う」「
新ち
か
ご
ろの
如や
う

」
と
あ
っ
た
振
仮

名
な
ど
は
、「
本
殿
」「
新
ら
し
か
つ
た
」
と
、
振
仮
名
の
必
要
の
な
い
平

易
な
表
記
に
改
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
廉れ
ん

隅ぐ
う

自み
づ
から
重お
も

し
」

「
空む
な

し
く
淹お
ほ

い
」
と
あ
っ
た
振
仮
名
は
、
よ
り
原
文
そ
の
ま
ま
に
引
用
さ

れ
る
と
い
う
修
正
も
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
あ
た
り
は
特
徴
④
以
外
、
正

訳
の
要
素
を
残
し
て
い
る
と
は
言
え
る
。
全
訳
本
に
収
録
さ
れ
た
他
の
作

品
と
全
訳
巻
名
十
篇
「
成
仙
」
と
は
、
翻
訳
文
体
上
差
別
化
し
得
る
も
の

は
ほ
ぼ
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
転
し
て
定
本
と
完
訳
本
の
「
成
仙
」
は
、
全
訳
巻
名
十

篇
の
以
上
の
文
に
総
振
仮
名
を
施
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は

特
徴
④
を
満
た
す
た
め
、「
成
仙
」
の
正
訳
は
定
本
や
完
訳
本
に
到
っ
て

て
今
日
の
官や
く

宰に
ん

は
半な
か

ば
强ど
ろ

寇ぼ
う

で
、
刀か
た
なや
弧ゆ
み
やを
ひ
ね
く
り
廻
は
さ
な
い
者

は
な
い
の
だ
」〔
…
…
〕 

（
全
訳
本

：

巻
三

：

一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）

　

太
字
部
分
は
発
禁
本
か
ら
の
変
更
点
で
あ
る
が
、
最
も
目
立
つ
違
い
は
、

や
は
り
総
振
仮
名
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
少わ
か

い
」

「
斯そ
れ

」「
僕げ
な
ん」「
何な
ま
い
き

敢
爾
な
」「
気あ

を

く

な

つ

塡
胸
臆
忿
て
」
な
ど
、
以
前
と
は
別
の
振

仮
名
に
変
わ
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
確
か
に
、
発
禁
本
に
あ
っ
た

「
了
」「
振
舞
」
な
ど
の
原
文
に
無
い
漢
字
列
が
削
ら
れ
て
い
る
点
は
、

「
当
て
字
な
ど
が
居
坐
つ
」
て
は
お
ら
ず
、
よ
り
正
訳
の
特
徴
に
近
づ
い

て
い
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
な
お
、
特
徴
④
の
「
総
振
仮
名
」
が
、「
絢

爛
目
を
奪
ふ
が
如
き
原
文
」
を
残
す
と
い
う
表
記
上
、
正
訳
の
重
要
な
要

素
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
や
は
り
全
訳
巻
名
十
篇
の
「
成
仙
」
を

完
全
な
正
訳
と
断
定
す
る
こ
と
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
全
訳
本
に
お

け
る
そ
の
他
の
収
録
作
品
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
「
聶
小
倩
」
は
、

　

寧
采
臣
。
浙
人
。
性
慷
爽
。
廉
隅
自
重
。
每
對
人
言
。
生
平
無
二
色
。

適
赴
金
華
。
至
北
郭
。
解
裝
蘭
若
。
寺
中
殿
塔
壯
麗
。
然
蓬
蒿
沒
人
。

似
絕
行
蹤
。
東
西
僧
捨
。
雙
扉
虛
掩
。
惟
南
一
小
舎
。
扃
鍵
如
新
。

 

（
蒲
一
九
八
一
・
上
・
巻
二

：

五
〜
六
頁
）

　

寧ね
い

采さ
い

臣し
ん

は
浙せ
き

の
人
だ
つ
た
。
情き
が
い爽
に
と
ん
だ
、
廉も

の

が

た

隅
自
重
い
性
質
で
、
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だ
け
は
先
述
の
改
変
以
後
の
連
載
が
初
出
で
あ
る
。
前
者
は
初
出
よ
り
も

全
訳
本
の
方
が
総
振
仮
名
化
し
て
い
て
正
訳
に
近
く
、
後
者
は
全
訳
本
で

は
総
振
仮
名
で
は
な
く
微
修
正
が
行
わ
れ
た
の
み
だ
が
、
定
本
・
完
訳
本

で
は
総
振
仮
名
と
な
り
、
よ
り
正
訳
の
形
を
留
め
て
い
た
た
め
、
例
外
と

み
な
す
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
三
五
年
三
月
の
改
変
は
、

天
馬
が
思
い
描
い
て
い
た
正
訳
か
ら
乖
離
し
て
い
く
契
機
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
も
概
ね
こ
の
類
で
、
改
変
以
降
、
細
か
い
訳
の
改
善
は
あ
る
も

の
の
、
原
文
漢
字
を
減
ら
し
て
平
易
な
和
文
を
増
や
す
傾
向
は
、
特
徴
④

の
総
振
仮
名
を
避
け
る
流
れ
か
ら
連
動
し
て
生
じ
て
い
る
と
考
え
て
も
良

い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
改
変
が
起
き
た
の
は
、
翻
訳
者
天
馬
本
人
の
問
題
と
い
う
よ
り

は
、
印
刷
時
に
活
字
を
組
む
際
の
手
間
と
い
う
組
版
の
問
題
に
も
起
因
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
天
馬
訳
が
印
刷
屋
泣
か
せ
で
あ
っ
た
こ

と
を
語
る
資
料
も
あ
る
（
那
迦
一
九
三
三
）。
ま
た
、
三
年
後
の
一
九
三

八
年
で
は
あ
る
が
、
内
務
省
が
眼
科
学
的
に
近
眼
防
止
を
求
め
て
小
活
字

や
振
仮
名
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
繫
が
る
流
れ
と
関
係
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い（

8
）。
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
理
想
の
翻
訳
文
体
を
時
勢
の

都
合
で
改
変
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
、
戦
後
に
正
訳
を
主
張
す
る

よ
う
に
な
っ
た
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

以
上
、
正
訳
の
変
遷
を
整
理
す
る
と
、
最
初
期
の
翻
訳
は
正
訳
と
断
定

完
成
形
に
到
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
は
全
訳
巻
名
十
篇
の
中
に
は
、
天
馬
自
ら
「
ほ
ぼ
正

訳
」
と
謳
い
な
が
ら
も
、
実
態
は
他
の
作
品
と
大
差
な
い
も
の
が
含
ま
れ

て
い
た
。
逐
一
引
用
は
で
き
な
い
が
、
同
じ
く
玄
文
社
本
、
発
禁
本
と
も

に
収
録
さ
れ
た
全
訳
巻
名
十
篇
の
「
俠
女
」
の
場
合
も
、
発
禁
本
に
到
っ

て
特
徴
①
の
原
文
に
忠
実
に
訳
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
増
し
て
い
る
。
し
か

し
、
改
変
後
の
全
訳
本
で
は
、
や
は
り
特
徴
④
の
総
振
仮
名
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
特
徴
①
に
関
し
て
は
、
原
文
に
な
い
会
話
文
に
あ

た
る
箇
所
を
数
箇
所
削
っ
た
り
す
る
な
ど
の
改
良
も
見
え
る
。
そ
し
て
、

こ
ち
ら
も
定
本
と
完
訳
本
で
は
全
訳
本
に
総
振
仮
名
を
つ
け
た
も
の
に
戻

っ
て
い
る
た
め
、「
成
仙
」
と
同
じ
変
遷
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
。

　

で
は
、
他
の
全
訳
巻
名
十
篇
は
ど
う
か
。「
鳳
仙
」
は
、
玄
文
社
本
で

は
既
に
ほ
ぼ
総
振
仮
名
、
全
訳
本
で
は
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
総
振
仮
名
で
は

な
く
な
り
、
文
中
の
五
言
絶
句
三
首
の
み
大
幅
に
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、

定
本
・
完
訳
本
で
は
総
振
仮
名
化
さ
れ
て
い
る
。「
公
孫
九
娘
」「
紅
玉
」

「
天
宮
」
で
も
全
訳
本
で
は
総
振
仮
名
が
消
え
、
振
仮
名
な
ど
の
調
整
が

行
わ
れ
る
も
、
定
本
と
完
訳
本
で
は
い
ず
れ
も
全
訳
本
の
総
振
仮
名
化
と

な
っ
て
い
る
。「
仙
人
島
」「
小
翠
」
に
つ
い
て
は
『
満
蒙
』
連
載
時
か
ら

全
て
の
版
に
お
い
て
微
調
整
の
み
で
あ
る
。
一
方
、「
嫦
娥
」（
一
九
三
五

年
四
月
号
）
と
「
花
神
」（
一
九
四
三
年
七
月
号
※
最
後
の
翻
訳
掲
載
）
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に
し
て
扱
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
、
翻
訳
時
期
に
よ
っ
て
総
振
仮
名

か
否
か
、
お
よ
び
そ
れ
と
も
連
動
し
て
、
原
文
を
ど
の
程
度
忠
実
に
採
用

す
る
か
に
つ
い
て
も
揺
れ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
中
で
も
、
連
載
誌

『
満
蒙
』
に
お
い
て
、
一
九
三
五
年
以
降
は
翻
訳
の
文
体
や
表
記
も
改
変

さ
れ
て
い
た
。
天
馬
が
戦
後
に
な
っ
て
正
訳
を
主
張
し
た
の
は
、
己
の
理

想
と
す
る
翻
訳
体
が
送
り
仮
名
や
仮
名
遣
い
か
ら
具
現
化
し
づ
ら
く
な
っ

て
い
る
こ
と
へ
の
危
惧
と
、
理
想
的
な
翻
訳
を
行
え
た
時
代
へ
の
回
顧
も

多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
昭
和
初
期
の
『
満

蒙
』
連
載
の
頃
が
、
そ
の
理
想
に
最
も
接
近
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に

で
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
馬
は
一
通
り
『
聊
斎
志
異
』
全
訳
を
終
え
た
一
九
四
七

年
に
『
西
遊
記
』（「
詳
訳
西
遊
記
」『
苦
楽
』
第
九
号
）
の
一
部
を
、
ま

た
、
全
訳
刊
行
を
続
け
た
一
九
五
六
年
か
ら
五
七
年
に
は
『
三
国
演
義
』

（『
定
本
三
国
志
』
四
巻
未
完
、
修
道
社
）
を
翻
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
ど
ち
ら
も
正
訳
の
特
徴
は
見
ら
れ
ず
、
天
馬
の
正
訳
は
『
聊
斎
志

異
』
に
用
い
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
な
お
、
翻
訳
以
外
の
天
馬
の
文
学

作
品
に
お
い
て
も
、
正
訳
の
よ
う
な
文
体
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。

　

現
在
、
正
訳
の
よ
う
な
翻
訳
文
体
を
用
い
た
も
の
と
し
て
は
、
同
時
代

の
平
岡
龍
城
（
十
太
郎
、
生
卒
不
詳
）
の
『
国
訳
紅
楼
夢
』（
国
訳
漢
文

大
成
、
文
学
部
十
四
〜
十
六
巻
、
一
九
二
〇
〜
一
九
二
二
年
）
が
知
ら
れ

し
難
い
が
、『
満
蒙
』
連
載
以
降
、
発
禁
本
で
は
よ
り
正
訳
の
特
徴
に
沿

っ
た
修
正
が
施
さ
れ
、
こ
の
傾
向
は
一
九
三
五
年
三
月
の
改
変
ま
で
維
持

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
改
変
後
は
連
載
も
正
訳
の
特
徴
を
完
全
に
満
た

す
こ
と
は
無
く
、
戦
後
、
全
訳
本
に
載
せ
ら
れ
た
巻
名
作
品
の
大
半
も
、

天
馬
の
指
摘
と
は
相
反
し
て
完
全
な
正
訳
で
は
な
い
も
の
が
多
い
。
だ
が

そ
の
後
、
全
訳
本
を
基
盤
に
し
て
再
び
定
本
と
完
訳
本
に
は
巻
名
作
品
の

み
、
完
全
な
正
訳
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
た
だ
し
、「
嫦
娥
」
と
「
花
神
」

の
み
は
、
例
外
と
し
て
全
訳
時
の
方
が
初
出
時
よ
り
も
正
訳
の
特
徴
を
満

た
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
正
訳
の
特
徴
と
し
て
は
、
漢
字
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
、
原
文
の

中
国
語
の
雰
囲
気
が
視
覚
的
に
鑑
賞
で
き
、
振
仮
名
の
部
分
を
追
え
ば
、

平
易
な
日
本
語
の
ま
ま
、
聴
覚
的
な
鑑
賞
が
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
助
字
に
対
す
る
多
彩
な
訳
し
分
け
に
つ
い
て
は
、
原
文
の

文
脈
に
忠
実
に
沿
っ
た
和
訳
を
心
が
け
よ
う
と
い
う
理
念
が
よ
く
現
れ
、

そ
れ
は
正
訳
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
た
例
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五
　
結
び

　

本
稿
で
は
、
正
訳
の
変
遷
を
追
い
な
が
ら
、
正
訳
を
支
え
る
顕
著
な
例

の
一
つ
と
し
て
、
と
り
わ
け
助
字
翻
訳
の
特
徴
も
指
摘
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
天
馬
の
正
訳
を
一
概
に
定
義
す
る
、
あ
る
い
は
一
括
り
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く
る
と
筆
者
は
仮
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

て
い
る
。
正
訳
の
来
源
を
探
る
こ
と
で
、
平
岡
龍
城
と
の
接
点
も
見
え
て

（
1
）
蒲
松
齢
（
山
東
省
、
一
六
四
〇
〜
一
七
一
五
）
撰
。
没
後
半
世
紀
を
経
た

一
七
六
六
年
に
最
初
の
刊
本
が
出
版
さ
れ
た
（
青
柯
亭
刻
本
）。
そ
れ
以

前
の
日
本
に
写
本
が
伝
わ
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
出
版
後
間
も

な
い
一
七
六
八
年
（
明
和
五
年
）
に
は
公
式
に
舶
来
し
て
い
る
（
大
庭
一

九
六
七
）。

（
2
）
満
鉄
読
書
会
発
行
の
月
刊
誌
。
日
本
国
内
の
図
書
館
に
現
存
す
る
も
の
は

一
九
二
〇
年
七
月
号
以
降
で
、
そ
れ
以
前
の
号
は
調
査
で
き
な
か
っ
た
。

創
刊
は
一
九
一
四
年
四
月
な
の
で
、
一
九
一
九
年
の
玄
文
社
本
発
売
ま
で

の
五
年
間
に
天
馬
の
連
載
記
事
も
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
一
九
二
〇
年
七
月
一
日
、
大
連
で
満
蒙
文
化
協
会
が
設
立
さ
れ
、
九
月
一

日
に
は
機
関
誌
『
満
蒙
之
文
化
』
が
創
刊
さ
れ
る
。
こ
の
雑
誌
は
一
九
二

三
年
四
月
か
ら
『
満
蒙
』
と
な
る
。
天
馬
は
編
集
長
の
中
溝
新
一
か
ら
翻

訳
の
連
載
を
求
め
ら
れ
、
一
九
二
六
年
八
月
号
に
て
「
賈
兒
」
の
掲
載
を

皮
切
り
に
、
翌
年
二
月
号
か
ら
一
九
四
三
年
八
月
号
ま
で
ほ
ぼ
毎
月
連
載

し
て
い
た
。

（
4
）
天
馬
の
注
に
つ
い
て
は
相
田
も
南
條
も
注
目
し
て
い
る
が
、
各
版
に
よ
っ

て
大
き
く
変
遷
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
取
り
立
て
て
論

じ
な
い
。

（
5
）
巻
号
順
に
「
嫦
娥
」「
仙
人
島
」「
成
仙
」「
公
孫
九
娘
」「
小
翠
」「
俠
女
」

「
鳳
仙
」「
花
神
」「
紅
玉
」「
天
宮
」
の
十
篇
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
完
訳

本
は
天
馬
没
後
に
四
巻
で
再
版
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
原
文
漢
字
は
大
幅

に
削
ら
れ
、
こ
の
十
篇
に
限
ら
ず
全
く
正
訳
で
は
な
い
。

（
6
）
原
文
に
関
し
て
、
底
本
は
天
馬
に
よ
れ
ば
確
か
に
青
柯
亭
刻
本
系
統
で
は

あ
る
も
の
の
、
具
体
的
な
版
は
断
定
し
難
い
。
よ
っ
て
、『
満
蒙
』
連
載

時
の
各
篇
の
挿
絵
と
同
じ
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
光
緒
十
二
（
一
八
八

六
）
年
上
海
同
文
書
局
石
印
本
の
影
印
本
、『
詳
註
聊
斎
誌
異
図
詠
』（
北

京
市
中
国
書
店
、
一
九
八
一
年
）
を
用
い
る
。

（
7
）
例
え
ば
、
藤
堂
明
保
編
『
学
研
漢
和
大
字
典
』「
乃
」
項
の
古
訓
の
欄
に

は
、「
イ
マ
シ
」「
シ
キ
リ
」「
ス
ナ
ワ
チ
」「
ナ
ム
チ
」「
ミ
ツ
」
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
「
ス
ナ
ワ
チ
」
が
多
用
さ
れ
て
き
た
。

（
8
）
第
一
次
大
戦
以
降
、
近
視
が
国
防
上
の
問
題
と
し
て
浮
上
し
、
厚
生
省
が

一
九
三
八
年
九
月
に
「
視
力
保
健
連
盟
」
を
設
立
し
た
。
同
連
盟
と
近
視

予
防
運
動
に
よ
っ
て
、
少
活
字
・
ル
ビ
は
行
政
と
軍
と
の
共
通
の
問
題
と

さ
れ
、
同
年
、
内
務
省
が
少
活
字
・
ル
ビ
禁
止
政
策
を
制
定
す
る
（
仲
矢

二
〇
〇
〇
）。
視
力
と
文
字
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
大
正
以
降
盛
ん

に
な
っ
た
が
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
近
視
予
防
事
業
は
、
児
童
書
の
ル

ビ
廃
止
や
印
刷
物
に
お
け
る
活
字
の
大
き
さ
な
ど
の
規
定
を
も
た
ら
し
た

（
ア
ス
ト
ギ
ク
二
〇
一
六
）。
こ
の
動
向
と
『
満
蒙
』
改
変
と
の
関
係
は
調

註

査
中
だ
が
、
一
九
三
五
年
九
月
に
刊
行
十
五
周
年
を
記
念
し
た
特
別
号
が

出
て
お
り
、
そ
こ
に
向
け
て
前
年
一
月
号
か
ら
一
九
三
五
年
四
月
号
（
改
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査
中
だ
が
、
一
九
三
五
年
九
月
に
刊
行
十
五
周
年
を
記
念
し
た
特
別
号
が

出
て
お
り
、
そ
こ
に
向
け
て
前
年
一
月
号
か
ら
一
九
三
五
年
四
月
号
（
改

変
開
始
号
）
ま
で
、
総
目
録
が
毎
号
掲
載
さ
れ
て
き
て
い
た
。

日
本
語

ホ
ワ
ニ
シ
ャ
ン
・
ア
ス
ト
ギ
ク
（
二
〇
一
六
）「
戦
争
と
「
眼
」
一
九
三
〇
年
代

か
ら
敗
戦
に
か
け
て
の
日
本
の
近
視
予
防
事
業
」『
言
語
社
会
』
一
橋
大
学
大

学
院
言
語
社
会
研
究
科
、
一
〇
、
二
四
四
〜
二
五
五
頁
。

大
庭
脩
（
一
九
六
七
）『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
関
西
大
学

東
西
学
術
研
究
所
。

魚
返
善
雄
（
一
九
四
一
）「
翻
訳
時
評
（
二
）」『
中
国
文
学
』
中
国
文
学
研
究
会
、

第
七
十
二
号
、
七
六
〜
八
三
頁
。

大
佛
次
郎
（
一
九
六
七
）「『
聊
斎
志
異
』
だ
け
は
き
れ
い
な
豪
華
本
で
」『
定
本

聊
斎
志
異
（
カ
ラ
ー
豪
華
版
）』
第
四
巻
、
月
報
。

郡
司
祐
弥
（
二
〇
一
八
）「『
聊
斎
志
異
』
と
柴
田
天
馬

―
満
洲
渡
航
前
後
を

中
心
に
」『
日
中
翻
訳
文
化
教
育
研
究
』
第
三
号
、
日
中
翻
訳
文
化
教
育
協
会
、

五
四
〜
六
三
頁
。

柴
田
天
馬
（
一
九
一
九
）『
和
訳
聊
斎
志
異
』
玄
文
社
。

　
（
一
九
二
七
）「
牡
丹
と
耐
冬
花
の
女
精
」『
満
蒙
』
第
八
巻
九
月
号
、
日
中
文

化
教
会
、
一
四
一
〜
一
五
九
頁
。

　
（
一
九
三
三
）『
全
訳
聊
斎
志
異
』
第
一
巻
、
第
一
書
房
。

　
（
一
九
三
四
ａ
）「
地
仙
を
妻
と
し
た
秀
才
」『
満
蒙
』
第
十
五
巻
五
月
号
、
満

洲
文
化
教
会
、
一
七
一
〜
一
九
四
頁
。

　
（
一
九
三
四
ｂ
）「
嫁
の
顏
に
化
け
た
嫁
」『
満
蒙
』
第
十
五
巻
十
二
月
号
、
満

洲
文
化
教
会
、
一
二
六
〜
一
四
三
頁
。

　
（
一
九
五
一
〜
五
二
）『
全
訳
決
定
版
聊
斎
志
異
』
全
十
巻
、
創
元
社
。

　
（
一
九
五
五
）『
定
本
聊
斎
志
異
』
全
六
巻
、
修
道
社
。

　
（
一
九
五
五
〜
五
七
）『
完
訳
聊
斎
志
異
』
全
八
巻
、
角
川
文
庫
。

相
田
洋
（
二
〇
一
四
）『
シ
ナ
に
魅
せ
ら
れ
た
人
々
シ
ナ
通
列
伝
』
研
文
出
版
。

那
迦
三
藏
（
一
九
三
三
）「『
聊
斎
』
と
柴
田
さ
ん
の
翻
訳
」『
満
蒙
』
第
十
四
巻

十
二
月
号
（
一
六
四
号
）、
満
洲
文
化
教
会
、
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。

仲
矢
信
介
（
二
〇
〇
〇
）「
ル
ビ
問
題
に
見
る
日
本
語
と
政
治
」『
國
語
學
』
第

五
十
一
号
（
二
）、
一
六
三
頁
。

南
條
竹
則
（
二
〇
一
二
）「
解
説　

柴
田
天
馬
の
『
聊
斎
志
異
』」『
和
訳
聊
斎
志

異
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
三
九
七
〜
四
〇
七
頁
。

中
国
語

淸
・
蒲
松
齡
撰
／
淸
・
呂
湛
恩
注
『
詳
註
聊
斎
誌
異
図
詠
十
六
巻
』（
光
緒
十
二

年
上
海
同
文
書
局
石
印
本
景
印
、
北
京
市
中
国
書
店
出
版
、
上
中
下
三
冊
、

一
九
八
一
年
）。
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