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固
有
名
を
も
つ
器
物
の
一
代
記

　
　
　
　
　

―
『
蘭
亭
記
』
を
め
ぐ
っ
て

成
田　

健
太
郎
*

*

な
り
た
・
け
ん
た
ろ
う
、
埼
玉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
准
教
授
、
中
国
古
典
学
・
書
学
書
道
史
。

唐
の
何
延
之
の
著
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
『
蘭
亭
記
』
は
、
王
羲
之
の
代
表
作
と
さ
れ
る
書
跡
『
蘭
亭
』
の
履
歴
を
伝
え
る
文
献
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
信
憑
性
に
は
疑
問
も
あ
り
、

む
し
ろ
伝
奇
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。
『
蘭
亭
記
』
は
、
個
別
の
器
物
を
主
題
と
し
、
そ
の
固
有
名
と
「
記
」
の
組
み
合
わ
せ
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
点
が
独
特
で
、

そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
実
現
し
た
環
境
と
し
て
、
出
来
事
を
叙
述
す
る
「
伝
」
と
「
記
」
の
存
在
、
な
か
で
も
漢
訳
仏
典
の
写
本
を
主
題
と
し
た
「
記
」
の
存
在
、
そ
し
て

伝
奇
テ
ク
ス
ト
『
古
鏡
記
』
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
蘭
亭
記
』
は
異
な
る
物
語
を
書
跡
の
名
の
下
に
包
摂
し
た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
は
そ
の
よ

う
な
構
造
へ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
王
羲
之
、
蘭
亭
、
何
延
之
、
伝
奇
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一

　

唐
末
の
張
彦
遠
が
編
ん
だ
書
論
叢
輯
『
法
書
要
録
』1

巻
三
に
は
、
唐
の
何
延
之
の

著
と
し
て
『
蘭
亭
記
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
順
を
追
っ
て
そ
の
内
容
を
確
認
す
れ

ば
、
ま
ず
東
晉
の
永
和
九
年
（
三
五
三
）
春
三
月
、
王
羲
之
が
会
稽
山
陰
の
景
勝
地

蘭
亭
に
当
時
の
名
士
を
招
い
て
禊
ぎ
の
儀
式
を
催
し
、
そ
の
折
に
詩
序
を
書
写
す
る
。

そ
の
書
跡
『
蘭
亭
』2

は
羲
之
の
裔
孫
智
永
へ
伝
え
ら
れ
、
さ
ら
に
智
永
の
弟
子
辯
才

へ
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
次
の
、
唐
太
宗
が
『
蘭
亭
』
の
存
在
を
知
っ
て
、
監
察
御
史

の
蕭
翼
を
遣
わ
し
て
辯
才
か
ら
だ
ま
し
取
ら
せ
る
く
だ
り
は
、
「
賺
蘭
亭
」
（
賺
は
だ

ま
し
取
る
意
）
の
故
事
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
太
宗
は
、
手
に
入
れ
た
『
蘭

亭
』
を
搨
書
人
に
複
製
さ
せ
、
の
ち
太
宗
が
崩
ず
る
と
、
そ
の
真
本
は
つ
い
に
昭
陵

に
副
葬
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
一
段
は
、
何
延
之
が
『
蘭
亭
記
』
を
著
し
た
経
緯

を
自
ら
述
べ
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
『
蘭
亭
記
』
は
、
王
羲
之
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
書
跡
『
蘭
亭
』
の

誕
生
か
ら
消
失
に
至
る
ま
で
の
全
履
歴
を
記
す
も
の
で
、
後
世
の
多
く
の
人
々
が
そ

の
記
載
を
通
し
て
『
蘭
亭
』
の
人
文
的
価
値
を
理
解
し
ま
た
享
受
し
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
『
蘭
亭
記
』
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
南
宋
の
趙
彦
衛

が
多
く
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
信
ず
る
に
足
り
な
い
と
論
難
し
て
い
る3

。
さ
ら
に
小
川

環
樹
は何

延
之
の
記
は
文
体
が
小
説
伝
奇
に
類
似
し
、
こ
と
ば
づ
か
い
は
や
や
平
俗
で

あ
る
。
単
な
る
記
録
者
の
態
度
で
は
な
く
て
、
か
り
に
そ
う
い
う
話
の
核
に
な

る
こ
と
は
伝
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
よ
ほ
ど
の
小
説
的
潤
色
を
加
え
て
作
ら

れ
た
と
の
印
象
は
拭
い
難
い
。4
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と
い
う
。
事
実
の
記
録
と
し
て
の
当
否
を
論
う
こ
と
に
終
始
せ
ず
、
伝
奇
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
性
質
を
指
摘
し
た
こ
と
は
卓
見
と
い
え
る
。
以
下
本
稿
で
は
「
伝
奇
」
の

語
を
、
あ
る
特
定
の
珍
奇
な
出
来
事
を
叙
述
す
る
こ
と
と
し
て
使
用
す
る
。

　

こ
の
『
蘭
亭
記
』
の
伝
奇
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
福
本
雅
一
が

王
羲
之
の
蘭
亭
叙
は
、
唐
の
太
宗
が
策
略
を
弄
し
て
詐
取
し
た
と
い
う
、
「
賺

蘭
亭
」
の
故
事
に
よ
り
、
帝
王
無
価
の
宝
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
更

に
昭
陵
殉
葬
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
評
判
は
い
や
ま

し
た
と
い
っ
て
よ
い
。5

と
、
さ
ら
に
萩
信
雄
が

『
蘭
亭
記
』
に
は
、
「
…
…
監
察
御
史
蕭
翼
な
る
者
は
、
梁
元
帝
の
曾
孫
」
、
「
辨

才
は
俗
姓
袁
氏
、
梁
の
司
空
昂
の
玄
孫
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る

と
、
登
場
人
物
の
配
置
の
妙
に
、
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
梁
・
元
帝
、
名
は
蕭
繹
。

博
学
な
ら
び
な
き
文
人
皇
帝
、
武
帝
蕭
衍
の
第
七
子
。
司
空
の
袁
昂
は
、
書
を

も
っ
て
武
帝
の
側
近
と
な
り
、
そ
の
勅
命
に
よ
っ
て
『
古
今
書
評
』
を
撰
し
た
。

こ
う
し
た
書
史
上
の
人
物
に
連
な
る
後
裔
が
、
互
い
に
だ
ま
す
側
と
だ
ま
さ
れ

る
側
に
分
か
れ
、
一
場
の
奇
し
き
物
語
を
演
ず
る
の
は
、
何
と
も
巧
妙
な
舞
台

仕
立
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。6

と
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
論
及
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
蘭
亭
記
』
に
対
し
て
は
、
書
道
史
の
史

料
と
し
て
の
信
憑
性
を
検
証
す
る
以
外
に
も
、
そ
れ
が
伝
奇
テ
ク
ス
ト
と
し
て
い
か

に
書
か
れ
て
い
る
か
を
文
学
研
究
の
方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
さ
し

あ
た
っ
て
取
り
組
む
べ
き
作
業
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で

は
そ
の
作
業
の
端
緒
と
し
て
、『
蘭
亭
記
』
の
よ
う
な
伝
奇
テ
ク
ス
ト
が
可
能
に
な
っ

た
文
学
史
的
条
件
を
検
討
し
、
も
っ
て
そ
の
文
学
と
し
て
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　

二

　

そ
も
そ
も
『
蘭
亭
記
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、
『
蘭
亭
』
と
い
う

書
跡
を
主
題
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
書
跡
を
主
題
と
し
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
ば
、

唐
よ
り
前
で
は
、『
法
書
要
録
』
巻
二
に
、
陳
の
智
永
の
著
と
し
て
『
題
右
軍
楽
毅
論
後
』

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
王
羲
之
の
書
跡
『
楽
毅
論
』
に
対
し
て
従
た
る
テ

ク
ス
ト
と
い
え
る
。
『
蘭
亭
記
』
が
同
様
に
『
蘭
亭
』
に
対
し
て
従
た
る
テ
ク
ス
ト

で
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
タ
イ
ト
ル

は
「
序
」
や
「
題
」
で
は
な
く
、
他
へ
の
従
属
を
前
提
と
し
な
い
「
記
」
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
『
蘭
亭
記
』
は
、
上
述
の
よ
う
に
伝
奇
的
性
格
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
書
跡
『
蘭
亭
』
に
対
す
る
単
な
る
コ
メ
ン
ト
の
域
を
出
て
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
書
跡
を
主
題
と
す
る
テ
ク
ス
ト
は
唐
よ
り
前
に
は
少
な
か
っ

た
と
い
え
る
。

　

範
囲
を
や
や
広
げ
る
と
す
れ
ば
、
書
跡
は
文
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
広
げ
れ
ば
そ
れ

は
器
物
で
あ
る
。
器
物
を
主
題
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
様
式
と
し
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る

の
は
、
賦
で
あ
ろ
う
。
賦
の
主
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
広
汎
に
わ
た
る
が
、
そ
の
な

か
に
は
身
の
回
り
の
器
物
を
主
題
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
賦
は
、

基
本
的
に
あ
る
種
類
の
器
物
に
つ
い
て
全
般
的
な
叙
述
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、

個
体
差
を
話
題
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
た
と
え
ば
後
漢
末
建
安
年
間
の
曹
丕
、
王
粲
、
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陳
琳
に
よ
る
一
連
の
『
馬
瑙
勒
賦
』7

は
、
曹
丕
の
所
有
す
る
瑪
瑙
製
の
馬
具
を
主
題

に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
序
に
よ
っ
て
知
れ
る
が
、
本
文
は
や
は
り
「
馬
瑙

勒
」
と
い
う
種
類
の
器
物
全
般
に
つ
い
て
叙
述
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
、

賦
は
個
別
の
器
物
を
主
題
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ク
ス
ト
様
式
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
賦
が
個
別
の
こ
と
が
ら
を
叙
述
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
、
京
師
な
ど
個

別
の
地
点
を
主
題
と
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
後
漢
の
王
延
寿
『
魯
霊
光
殿
賦
』
の
よ

う
に
個
別
の
建
築
物
を
主
題
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
建
築
物
と
も
な
れ
ば
か
な
り
器

物
に
近
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
移
転
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不

動
産
で
あ
っ
て
、
容
易
に
移
動
で
き
る
器
物
と
は
な
お
一
線
を
劃
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
賦
は
存
在
物
と
し
て
あ
る
い
は
知
識
と
し
て
公
有
さ
れ
、
衆
人
に
認
知
さ
れ
て

い
る
も
の
ご
と
に
つ
い
て
叙
述
す
る
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
が
私
有
し
て
公
開

せ
ず
に
い
ら
れ
る
よ
う
な
個
別
の
特
色
あ
る
器
物
は
、
賦
の
主
題
に
な
り
え
な
い
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、
西
晉
の
楊
泉
『
草
書
賦
』8

や
南
斉
の
王
僧
虔
『
書
賦
』9

は
、
書
を
主
題
と

し
た
賦
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
書
」
や
「
草
書
」
と
い
う
技
能
な
い
し
そ
の
成
果
物

の
全
般
が
主
題
に
な
っ
て
い
て
、
右
に
述
べ
た
賦
の
主
題
に
つ
い
て
の
見
地
に
違
わ

な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
賦
の
存
在
か
ら
、
当
時
「
書
」
や
「
草
書
」
が
知
識
と
し

て
十
分
に
公
有
さ
れ
て
い
た
と
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、

個
別
の
書
跡
を
主
題
と
し
た
賦
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し

て
、
個
別
の
書
跡
を
と
り
た
て
て
話
題
に
し
よ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
じ
な

か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
か
り
に
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
て
も
、

賦
と
い
う
様
式
は
そ
の
受
け
皿
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
賦
以
外
の
テ
ク
ス
ト
様
式
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
個
別
性
と
い
う

こ
と
で
い
え
ば
、
個
別
の
人
物
に
つ
い
て
叙
述
す
る
伝
と
い
う
様
式
が
あ
る
。
人
物

の
伝
は
、
通
常
個
別
の
人
物
の
生
誕
か
ら
世
を
去
る
ま
で
の
経
緯
を
遺
漏
な
く
叙
述

す
る
。
『
蘭
亭
記
』
は
、
『
蘭
亭
』
と
い
う
個
別
の
器
物
の
誕
生
か
ら
消
失
ま
で
の
経

歴
を
記
す
も
の
で
、
い
わ
ば
「
器
物
の
伝
」
に
相
当
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

個
別
の
器
物
に
つ
い
て
、
そ
の
経
歴
を
述
べ
る
言
説
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
和
氏
之
璧
」
と
い
う
名
の
玉
璧
に
つ
い
て
、
『
韓
非
子
』
和

氏
篇10

に
は
そ
の
発
見
か
ら
楚
王
に
献
上
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
が
語
ら
れ
、
『
史
記
』

廉
頗
藺
相
如
列
伝11

で
は
、
こ
の
玉
璧
の
存
在
が
趙
と
秦
と
の
間
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

た
政
治
劇
を
彩
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
の
物
語
に
見
え
る
「
和
氏
之
璧
」

が
同
一
の
器
物
で
あ
る
保
証
は
な
い
が
、
同
じ
固
有
名
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
別
の
器
物
「
和
氏
之
璧
」
に
つ
い
て
、
そ
の
数
あ

る
物
語
を
総
合
し
、
首
尾
一
貫
し
た
「
器
物
の
伝
」
に
仕
立
て
る
こ
と
は
、
決
し
て

不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
見
あ
た
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
個
別
の
器
物
に
つ
い
て
そ
の
全
履
歴
を
記
す
と
い
う
ア
イ

デ
ィ
ア
も
、
そ
れ
を
許
容
す
る
テ
ク
ス
ト
様
式
も
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
知
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

三

　

右
に
述
べ
た
と
お
り
、
『
蘭
亭
記
』
は
個
別
の
器
物
の
全
履
歴
を
記
す
点
で
、
個

別
の
人
物
の
全
履
歴
を
記
す
伝
と
相
似
形
を
な
す
わ
け
だ
が
、
そ
の
主
題
が
器
物
で

あ
る
以
上
「
伝
」
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
記
」
と
い
う
名
乗
り
が
選
択
さ
れ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

記
と
は
、
記
載
、
記
録
の
義
で
あ
り
、
古
く
は
『
礼
記
』
『
史
記
』
等
の
書
名
に

見
え
る
ほ
か
、
魏
晉
以
後
に
は
西
晉
の
潘
岳
『
関
中
記
』
や
陸
機
『
洛
陽
記
』
の
よ

う
に
、
地
名
と
「
記
」
を
組
み
合
わ
せ
て
書
名
と
し
た
地
理
書
が
あ
る
。
こ
う
し
た
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地
理
書
の
形
式
は
、
伝
奇
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
の
揺
籃
で
も
あ
り
、
た
と
え
ば
『
西
京

雑
記
』
は
、
地
理
書
ら
し
い
書
名
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
実
は
伝
奇
集
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
『
陶
淵
明
集
』
に
収
め
る
『
桃
花
源
記
』
は
、
周
知
の
と
お
り
六
朝
を
代

表
す
る
傑
出
し
た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
篇
名
に
「
記
」
を
用
い
た
早

い
例
で
あ
り
、
「
桃
花
源
」
も
や
は
り
地
名
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

唐
代
伝
奇
に
な
る
と
、「
記
」
は
地
名
に
限
ら
ず
、
陳
玄
祐
『
離
魂
記
』
の
よ
う
に
、

叙
述
対
象
た
る
出
来
事
を
代
表
す
る
語
と
の
組
み
合
わ
せ
で
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、
沈
既
済
『
任
氏
伝
』
の
よ
う
に
、
人
名
を
タ
イ
ト
ル
に

用
い
る
場
合
は
や
は
り
「
伝
」
が
選
択
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
出
来
事
を
叙
述
し
た

テ
ク
ス
ト
に
適
し
た
名
乗
り
と
し
て
は
、
唐
ま
で
に
「
伝
」
と
「
記
」
が
準
備
さ
れ

て
い
た
と
い
え
る
。

　

た
だ
し
、
『
蘭
亭
記
』
は
出
来
事
を
叙
述
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
タ
イ
ト
ル
中

の
「
蘭
亭
」
が
そ
の
出
来
事
を
代
表
す
る
語
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

出
来
事
な
ら
ば
、
そ
の
一
部
が
現
に
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
「
賺
蘭
亭
」
な
ど

の
語
句
を
用
い
る
の
が
よ
り
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
や
は
り
『
蘭
亭
記
』
の

タ
イ
ト
ル
は
、
器
物
の
固
有
名
「
蘭
亭
」
と
「
記
」
の
組
み
合
わ
せ
と
見
る
の
が
ふ

さ
わ
し
い
。

　

器
物
の
固
有
名
と
「
記
」
の
組
み
合
わ
せ
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
古
い
例
と
し
て
は
、

梁
の
僧
祐
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
七
に
、
漢
訳
仏
典
の
序
お
よ
び
記
が
集
中
し
て
収
め

ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
な
か
の
一
篇
『
普
曜
経
記
』
に
は

普
曜
經
、
永
嘉
二
年
太
歳
在
戊
辰
五
月
本
齋
、
菩
薩
沙
門
法
護
、
在
天
水
寺
、

手
執
胡
本
、
口
宣
晉
言
。
時
筆
受
者
、
沙
門
康
殊
・
帛
法
巨
。12

『
普
曜
経
』
は
、
（
西
晉
の
）
永
嘉
二
年
戊
辰
（
三
〇
八
）
の
五
月
の
本
法
会
の

お
り
に
、
菩
薩
沙
門
の
（
竺
）
法
護
が
、
天
水
寺
に
て
、
手
に
は
胡
語
の
本
を

執
り
、
口
か
ら
は
晉
言
（
漢
語
）
を
講
じ
た
。
そ
の
時
筆
受
し
た
者
は
、
沙
門

の
康
殊
と
帛
法
巨
（
炬
）
で
あ
る
。

と
あ
り
、
西
域
出
身
の
竺
法
護
が
胡
語
の
『
普
曜
経
』
の
テ
ク
ス
ト
を
見
な
が
ら
漢

語
に
翻
訳
し
、
そ
れ
を
康
殊
と
帛
法
巨
の
二
人
が
書
写
す
る
と
い
う
、
漢
訳
写
本
誕

生
の
あ
り
さ
ま
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

序
は
、
主
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
従
た
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
主
テ
ク
ス
ト
が
生
成

さ
れ
た
経
緯
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
生
成
は
、

著
作
と
し
て
の
発
生
と
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
定
着
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
出
来
事
を

含
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
は
通
常
あ
ま
り
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
漢
訳
仏
典

に
お
い
て
は
、
翻
訳
と
い
う
工
程
の
介
在
に
よ
っ
て
、
他
言
語
に
よ
る
著
作
と
し
て

の
発
生
と
漢
語
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
定
着
と
の
間
に
顕
著
な
時
間
差
が
生
じ
る
し
、
一

つ
の
著
作
が
複
数
回
翻
訳
さ
れ
て
異
な
る
テ
ク
ス
ト
に
定
着
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
テ
ク
ス
ト
を
メ
デ
ィ
ア
に
定
着
す
る
書
写
行
為
に
新
た
に
注
意
が
払
わ

れ
、
そ
の
結
果
「
序
」
の
ほ
か
に
、
よ
り
広
汎
な
出
来
事
を
記
述
す
る
「
記
」
の
名

乗
り
が
選
択
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
『
蘭
亭
記
』
の
主
題
た
る
『
蘭
亭
』
は
、
珍
重
さ
れ
る
書
跡
で
あ
る
が
、

同
時
に
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
つ
の
写
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、
写
本
を
書
跡
と
し
て
鑑
賞

す
る
場
合
、
著
作
行
為
で
は
な
く
書
写
行
為
が
焦
点
化
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
つ
ま
り
、
『
蘭
亭
記
』
に
「
記
」
の
名
乗
り
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、

右
に
見
た
漢
訳
仏
典
の
記
の
事
例
と
共
通
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
『
蘭
亭
記
』
に
は

其
時
廼
有
神
助
、
及
醒
後
、
他
日
更
書
數
十
百
本
、
無
如
祓
禊
所
書
之
者
。

そ
の
時
は
神
秘
的
な
力
に
助
け
ら
れ
て
書
い
た
が
、
醒
め
て
か
ら
後
日
ま
た
あ
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ら
た
め
て
数
十
本
数
百
本
と
書
い
た
の
に
、
禊
ぎ
の
儀
式
の
と
き
に
書
い
た
作

に
及
ぶ
も
の
が
な
か
っ
た
。

と
い
い
、
書
の
再
現
不
可
能
性
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
実
は
、
書
人
が
ひ

と
り
ひ
と
り
異
な
る
書
風
を
も
つ
こ
と
は
、
南
朝
の
書
論
に
す
で
に
言
わ
れ
て
い
た

け
れ
ど
も
、
書
跡
の
個
別
性
を
か
く
ま
で
強
調
し
た
言
説
は
、
唐
よ
り
前
に
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
、
唐
代
に
書
跡
を
主
題
と
し
て
著
さ
れ
た
記
と
し
て
は
、
『
法
書
要
録
』

巻
三
に
『
蘭
亭
記
』
の
ほ
か
に
、
武
平
一
『
徐
氏
法
書
記
』
、
徐
浩
『
古
蹟
記
』
、
褚

遂
良
『
搨
本
楽
毅
記
』
、
崔
備
『
壁
書
飛
白
蕭
字
記
』
、
張
弘
靖
『
蕭
斎
記
』
の
五
篇

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
記
に
つ
い
て
は
検
討
せ
ず
に
お
く
が
、

『
蘭
亭
記
』
の
よ
う
な
伝
奇
的
性
格
は
そ
れ
ら
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　

「
記
」
と
い
う
名
乗
り
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
系
譜
を
、
以
上
の
ご
く

初
歩
的
な
観
察
に
よ
っ
て
正
確
に
た
ど
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
個
別
の

器
物
を
主
題
と
す
る
「
記
」
が
著
さ
れ
る
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
定
着
な

い
し
書
写
行
為
の
個
別
性
が
発
見
さ
れ
、
個
別
の
写
本
な
い
し
書
跡
へ
の
注
目
が
高

ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

四

　

『
古
鏡
記
』
は
、
唐
代
伝
奇
の
な
か
で
も
成
立
が
最
も
早
い
と
み
ら
れ
る
作
品
の

一
つ
で
あ
る
。
『
太
平
広
記
』
巻
二
三
〇
（
器
玩
二
）
は
晩
唐
の
陳
翰
の
著
『
異
聞
集
』

か
ら
の
引
用
と
し
て
載
せ
、「
王
度
」
と
題
す
る13

。
ま
た
『
太
平
御
覧
』
巻
九
一
二
（
獣

部
二
四
・
狸
）
に
も
節
録
さ
れ
、
そ
ち
ら
は
「
王
度
古
鏡
記
」
と
題
す
る14

。
『
太
平
広
記
』

は
原
則
と
し
て
物
語
の
中
心
人
物
の
名
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
か
ら
、
「
王
度
」
は
そ

の
原
則
に
よ
り
改
め
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
、「
古
鏡
記
」
が
本
来
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

『
古
鏡
記
』
の
物
語
は
、
一
つ
の
古
鏡
を
王
度
と
そ
の
弟
王
勣
が
前
後
し
て
携
帯
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
怪
異
を
体
験
す
る
。
臨
終
に
際
し
て
古
鏡
を
王
度
に
贈
与
し
た
「
隋
の

汾
陰
の
侯
生
」
に
よ
れ
ば
、
古
鏡
は
黄
帝
が
鋳
た
十
五
鏡
の
う
ち
の
第
八
鏡
で
あ
る

と
い
う
。
兄
弟
が
古
鏡
を
ど
こ
へ
携
え
て
い
っ
て
も
、
そ
の
地
で
必
ず
怪
異
が
起
こ

る
の
だ
が
、
兄
弟
は
生
活
上
特
に
大
き
な
影
響
を
蒙
ら
な
い
し
、
つ
ね
に
受
動
的
に

振
る
舞
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
『
古
鏡
記
』
は
こ
の
古
鏡
の
物
語
で
あ
り
、

器
物
を
主
役
に
据
え
た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
記
」
を
名
乗
り
、
物
語
の
中
心
に
衆
多
と
異
な
る
突
出
し
た
特
徴
を
有
し
た
唯

一
無
二
の
器
物
を
据
え
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
々
が
数
奇
な
出
来
事
を
体
験
す
る
点

は
、
『
古
鏡
記
』
と
『
蘭
亭
記
』
に
共
通
す
る
。
以
下
、
個
別
の
器
物
を
主
題
に
し

た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
の
事
例
と
し
て
『
古
鏡
記
』
を
参
照
し
、
比
較
検
討
を
加
え
て
お

き
た
い
。

　

ま
ず
『
蘭
亭
記
』
は
『
太
平
広
記
』
巻
二
〇
八
（
書
三
）15

に
節
録
さ
れ
て
い
る
が
、

タ
イ
ト
ル
の
処
理
は
『
古
鏡
記
』
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
古
鏡
記
』
は
王
度
一

人
が
終
始
古
鏡
に
関
わ
る
た
め
、
す
で
に
述
べ
た
原
則
に
し
た
が
っ
て
「
王
度
」
と

改
題
さ
れ
て
い
る
が
、
『
蘭
亭
記
』
は
『
蘭
亭
』
に
関
わ
る
人
物
が
次
々
に
交
替
し
、

一
人
に
限
定
し
が
た
い
た
め
、
「
購
（
賺
の
誤
写
か16

）
蘭
亭
序
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
『
蘭
亭
記
』
は
よ
り
明
確
に
『
蘭
亭
』
を
物
語
の
中
心
に
置
い

て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
『
蘭
亭
記
』
は
、
冒
頭
「
蘭
亭
者
、
晉
右
將
軍
會
稽
内
史
瑯
琊
王
羲
之
字

逸
少
所
書
之
詩
序
也
」
と
『
蘭
亭
』
の
出
自
か
ら
説
き
起
こ
し
、
そ
の
誕
生
か
ら
消

失
ま
で
の
全
履
歴
を
、
さ
な
が
ら
人
物
の
伝
の
ご
と
く
叙
述
す
る
。
一
方
で
『
古
鏡

記
』
は
、
冒
頭
で
古
鏡
に
は
言
及
せ
ず
、
ま
ず
元
の
持
主
で
あ
る
侯
生
を
紹
介
し
て

い
て
、
形
式
上
『
蘭
亭
記
』
ほ
ど
に
は
器
物
へ
の
焦
点
化
を
徹
底
し
て
い
な
い
。
ま
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た
『
古
鏡
記
』
の
古
鏡
は
、
黄
帝
に
由
来
す
る
と
は
言
う
が
、
物
語
中
「
鏡
」
と
呼

ば
れ
る
ば
か
り
で
特
に
は
命
名
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
『
蘭
亭
記
』
の
『
蘭
亭
』
は
、

確
乎
た
る
固
有
名
を
も
ち
、
や
は
り
器
物
へ
の
焦
点
化
の
度
合
に
差
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

　

二
つ
の
器
物
が
そ
の
持
主
に
体
験
さ
せ
る
出
来
事
も
ま
た
あ
い
異
な
る
。
古
鏡
の

周
囲
で
起
こ
る
の
は
す
べ
て
超
自
然
的
な
怪
異
で
あ
り
、
最
後
に
忽
然
と
消
え
去
っ

て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
、
そ
の
存
在
じ
た
い
が
怪
異
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一

方
『
蘭
亭
記
』
の
特
に
「
賺
蘭
亭
」
の
一
段
で
は
、
『
蘭
亭
』
を
だ
ま
し
取
っ
た
蕭

翼
は
太
宗
に
褒
賞
さ
れ
華
々
し
い
出
世
を
遂
げ
、
辯
才
は
『
蘭
亭
』
を
失
っ
た
シ
ョ
ッ

ク
の
た
め
に
死
に
至
る
。
『
蘭
亭
』
は
二
人
に
両
極
端
の
数
奇
な
命
運
を
も
た
ら
し

て
は
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
出
来
事
と
し
て
は
人
事
の
あ
り
う
べ
き
範
囲
の
中
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
『
蘭
亭
』
が
最
後
太
宗
の
遺
命
に
よ
っ
て
地
上
か
ら
消
え
去
る
こ

と
も
、
そ
れ
ま
で
の
出
来
事
が
す
べ
て
人
為
に
帰
因
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
『
蘭
亭
』

は
決
し
て
霊
物
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
『
古
鏡
記
』
は
器
物
へ
の
焦
点
化
に
お
い
て
な
お
初
歩
の
段

階
に
あ
り
、
同
時
に
志
怪
の
文
脈
に
依
拠
し
た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
。
一
方
『
蘭

亭
記
』
は
、
器
物
へ
の
焦
点
化
を
徹
底
し
、
よ
り
整
っ
た
形
式
で
器
物
の
履
歴
を
叙

述
し
、
人
事
の
範
囲
内
で
実
現
さ
れ
た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
。

　

附
言
す
る
と
、
『
古
鏡
記
』
は
、
古
鏡
が
隋
末
の
大
業
十
三
年
（
六
一
七
）
に
消

え
去
っ
た
こ
と
を
記
し
、
そ
の
成
立
時
期
は
一
般
に
初
唐
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
『
蘭

亭
記
』
は
、
開
元
二
年
（
七
一
四
）
に
何
延
之
が
記
録
し
た
も
の
と
明
言
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の
言
は
必
ず
し
も
事
実
と
し
て
信
頼
で
き
な
い
が
、『
蘭

亭
記
』
の
成
立
時
期
は
早
く
て
開
元
年
間
ご
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
『
古

鏡
記
』
の
成
立
が
『
蘭
亭
記
』
に
先
行
す
る
可
能
性
は
高
く
、
そ
の
こ
と
は
、
右
に

述
べ
た
よ
う
に
器
物
へ
の
焦
点
化
に
お
い
て
『
古
鏡
記
』
が
よ
り
初
歩
の
段
階
を
示

し
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

五

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
特
定
の
書
跡
を
主
題
と
し
た
伝
奇
テ
ク
ス
ト
『
蘭
亭
記
』
が

実
現
し
た
環
境
と
し
て
考
慮
す
べ
き
三
つ
の
状
況
が
見
え
て
き
た
。
第
一
に
は
、
出

来
事
を
叙
述
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
伝
」
と
「
記
」
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
は
、
固
有
名
を
も
つ
器
物
で
あ
る
漢
訳
仏
典
の
個
別
の
写
本
を
主
題

と
し
た
「
記
」
が
す
で
に
著
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
蘭
亭
記
』

に
直
接
影
響
し
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
も
の
の
、
書
写
行
為
の
個
別
性
が
注
意

さ
れ
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
に
も
表
れ
て
い
る
こ
と
は
、
物
語
に
お
け
る

書
跡
へ
の
焦
点
化
を
可
能
に
し
た
条
件
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
や

は
り
直
接
の
影
響
が
あ
っ
た
か
は
知
れ
な
い
が
、
個
別
の
器
物
を
主
題
と
し
た
伝
奇

テ
ク
ス
ト
『
古
鏡
記
』
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
、
上
述
の
よ
う
に
『
古
鏡
記
』
に
お
い
て
主
題
た
る
器
物
は
固
有
名
を
も
た
ず
、

そ
の
伝
奇
的
性
格
は
志
怪
の
文
脈
に
よ
り
多
く
負
っ
て
い
る
。
他
方
『
蘭
亭
記
』
は
、

主
題
た
る
器
物
に
固
有
名
を
与
え
て
、
器
物
へ
の
焦
点
化
を
よ
り
徹
底
し
、
さ
ら
に

志
怪
の
文
脈
を
も
脱
し
て
、
『
古
鏡
記
』
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
段
階
を
示
し
て
い
る
。

以
下
、
『
蘭
亭
記
』
の
こ
の
よ
う
な
飛
躍
を
可
能
に
し
た
条
件
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
『
蘭
亭
記
』
は
『
蘭
亭
』
の
誕
生
か
ら
消
失
ま
で
の
全
履

歴
を
叙
述
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
叙
述
の
全
部
が
同
時
に
成
立
し
た
と
は
考
え
が
た

く
、
複
数
の
物
語
を
『
蘭
亭
』
と
い
う
器
物
の
下
に
包
摂
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
生
成
の
手
法
は
、
複
数
の
物
語
を
一
人
の
人
物

の
名
の
下
に
包
摂
し
て
、
首
尾
一
貫
し
た
一
代
記
に
仕
立
て
る
と
い
う
、
史
書
の
列

伝
編
纂
の
常
道
に
よ
く
似
て
い
る
。
『
蘭
亭
記
』
は
、
か
か
る
手
法
を
器
物
に
応
用
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し
て
生
成
さ
れ
た
、
器
物
の
一
代
記
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

『
蘭
亭
記
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
包
摂
の
痕
跡
が
見
て
と
れ
る
。

た
と
え
ば
、
王
羲
之
が
『
蘭
亭
』
を
書
写
し
た
経
緯
を
述
べ
た
直
後
に
は

右
軍
亦
自
珍
愛
寶
重
、
此
書
留
付
子
孫
傳
掌
、
至
七
代
孫
智
永
。

右
軍
（
王
羲
之
）
も
自
ら
〔
書
い
た
『
蘭
亭
』
を
〕
珍
重
愛
惜
し
、
こ
の
書
は

子
孫
に
留
め
お
い
て
伝
承
さ
れ
、
七
世
の
孫
智
永
に
至
っ
た
。

と
い
い
、
そ
の
次
に
は
智
永
の
出
自
か
ら
臨
終
に
至
る
ま
で
詳
し
く
語
っ
て
お
り
、

『
真
草
千
字
文
』
を
三
十
年
間
臨
書
し
つ
づ
け
て
、
そ
の
う
ち
の
佳
作
八
百
余
本
を

浙
東
の
諸
寺
に
寄
贈
し
た
こ
と
な
ど
を
記
す
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
そ
の
な
か
に

肝
腎
の
『
蘭
亭
』
は
姿
を
見
せ
な
い
。
臨
終
に
際
し
て
智
永
が
そ
の
「
遺
書
」
す
な

わ
ち
旧
蔵
書
を
弟
子
の
辯
才
に
与
え
た
こ
と
は
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
に
『
蘭
亭
』

が
含
ま
れ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
『
蘭
亭
記
』
に
先
ん
じ
て
「
智
永
伝
」
と
い
う
べ
き
物

語
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
『
蘭
亭
』
は
登
場
し
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
『
蘭
亭
記
』
は
、
王
羲
之
か
ら
智
永
へ
、
智
永
か
ら
辯
才
へ
と
い
う
『
蘭
亭
』

逓
伝
の
系
譜
を
述
べ
る
な
か
で
、
既
存
の
「
智
永
伝
」
を
包
摂
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
包
摂
は
、
構
造
上
『
蘭
亭
』
を
智
永
よ
り
も
上
位
に
置
き
、
さ
ら
に

い
え
ば
書
跡
を
書
人
よ
り
も
上
位
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
書
論
史
に
照

ら
し
て
も
特
に
注
意
す
べ
き
現
象
と
い
え
る
。
南
朝
に
お
い
て
は
、
宋
の
王
愔
『
文

字
志
』（
今
佚
、『
法
書
要
録
』
巻
一
に
目
録
の
み
存
す
）
、
宋
あ
る
い
は
斉
に
成
っ
た
『
古

来
能
書
人
名
』（
『
法
書
要
録
』
巻
一
）
、
斉
の
王
僧
虔
『
論
書
』（
『
法
書
要
録
』
巻
一
）
等
、

書
に
関
す
る
言
説
を
書
人
ご
と
に
整
理
し
た
著
作
が
陸
続
と
現
れ
た
。
か
く
発
達
し

た
書
人
列
伝
の
体
裁
は
、
唐
の
張
懐
瓘
に
よ
る
綜
合
的
書
論
『
書
断
』（
七
二
七
成
書
、

『
法
書
要
録
』
巻
七
―
九
）
の
巻
中
・
下
「
三
品
優
劣
」
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
『
蘭
亭
記
』
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
書
に
関
す
る

言
説
を
書
人
単
位
で
ま
と
め
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
り
、
右
に
見
た
「
智
永
伝
」
が

こ
の
時
期
に
発
生
し
た
こ
と
は
自
然
に
み
え
る
。
『
蘭
亭
記
』
は
、
そ
の
よ
う
な
手

法
に
お
け
る
書
人
を
書
跡
に
置
き
か
え
、
構
造
を
組
み
直
す
こ
と
で
成
立
し
た
テ
ク

ス
ト
と
い
え
る
。
か
か
る
組
み
直
し
が
可
能
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
「
記
」
を
名

乗
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
個
別
の
器
物
へ
の
焦
点
化
が
兆
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
が
、
さ
ら
に
『
蘭
亭
』
と
い
う
強
い
個
別
性
を
有
す
る
書
跡
が
現
れ
た
こ
と

も
見
の
が
せ
な
い
。

　

た
だ
こ
こ
で
再
び
注
意
す
べ
き
は
、
『
蘭
亭
』
に
そ
の
よ
う
な
強
い
個
別
性
を
認

め
る
わ
れ
わ
れ
の
観
念
も
、
実
の
と
こ
ろ
『
蘭
亭
記
』
の
伝
え
る
物
語
に
大
き
く
負
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
蘭
亭
』
と
『
蘭
亭
記
』
は
、
書
跡
が
物
語
を
生
み

だ
し
、
物
語
も
ま
た
書
跡
に
個
別
性
を
付
与
す
る
と
い
う
相
互
関
係
の
な
か
で
成
立

し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
蘭
亭
』
の
成
立
を
詳
ら
か
に
す
る
に
は
、『
蘭
亭
記
』

に
見
え
る
よ
う
な
物
語
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

六

　

『
蘭
亭
』
の
名
の
下
に
異
な
る
物
語
を
包
摂
し
て
、
『
蘭
亭
記
』
は
開
元
よ
り
唐
末

ま
で
の
間
に
成
立
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
法
書
要
録
』
に
録
さ
れ
る
ば
か
り
で
な

く
、
北
宋
の
太
平
興
国
年
間
（
九
七
六
―
九
八
四
）
に
官
撰
さ
れ
た
大
型
類
書
『
太

平
御
覧
』
お
よ
び
『
太
平
広
記
』
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
『
御
覧
』
『
広
記
』
と
略
記
）
に

も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
『
法
書
要
録
』
の
収
め
る
全
篇
を
引
用

す
る
こ
と
な
く
、
出
来
事
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
切
り
取
っ
て
節
録
し
て
い
る
。

　

ま
ず
『
御
覧
』
巻
七
四
八
（
工
芸
部
・
書
中
）
は
、
「
何
延
之
蘭
亭
記
」
を
二
条
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引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
条
は
王
羲
之
が
『
蘭
亭
』
を
書
写
し
そ
れ
が
智
永
に

伝
え
ら
れ
る
ま
で
を
載
せ
、
の
ち
蕭
翼
が
そ
れ
を
だ
ま
し
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

「
爲
蕭
翼
紿
而
取
之
」
と
末
尾
に
ご
く
簡
単
に
記
す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二

条
に
は
、
智
永
が
『
真
草
千
字
文
』
を
臨
書
し
た
こ
と
を
載
せ
る17

。

　

な
お
、
同
巻
の
内
容
は
す
べ
て
『
法
書
要
録
』
所
収
著
作
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
何
延
之
蘭
亭
記
」も
『
法
書
要
録
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、『
御

覧
』
の
編
者
は
『
蘭
亭
記
』
か
ら
王
羲
之
と
智
永
、
あ
る
い
は
『
蘭
亭
』
と
『
真
草

千
字
文
』
に
関
す
る
言
説
を
抽
出
し
て
載
せ
た
と
推
定
で
き
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は

『
蘭
亭
記
』
の
テ
ク
ス
ト
生
成
手
法
の
ち
ょ
う
ど
逆
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

先
に
確
認
し
た
包
摂
の
痕
跡
を
、『
御
覧
』
の
編
者
は
し
か
と
認
め
、
ま
た
彼
ら
に
と
っ

て
よ
り
便
利
で
適
切
な
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
た
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
『
広
記
』は
、
太
宗
が
『
蘭
亭
』を
手
に
入
れ
る
企
て
を
起
こ
す
と
こ
ろ
か
ら
、

『
蘭
亭
』
が
太
宗
と
と
も
に
地
上
か
ら
消
え
去
る
ま
で
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
部
分

は
『
御
覧
』
で
は
右
に
示
し
た
よ
う
に
簡
単
に
処
理
さ
れ
て
い
て
、
一
方
で
『
御
覧
』

の
載
せ
る
王
羲
之
と
智
永
の
く
だ
り
は
『
広
記
』
に
引
か
れ
な
い
。
こ
こ
に
二
書
の

役
割
分
担
が
見
え
て
く
る
。
そ
も
そ
も
『
御
覧
』
一
千
巻
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
北

宋
太
宗
の
閲
覧
に
供
さ
れ
た
格
式
の
高
い
書
物
で
あ
る
が
、
一
方
『
広
記
』
五
百
巻
は
、

志
怪
を
中
心
と
す
る
小
説
集
で
あ
っ
て
、
書
物
の
格
と
し
て
は
一
等
下
る
。
つ
ま
り

「
賺
蘭
亭
」
の
く
だ
り
は
『
御
覧
』
に
載
せ
る
に
は
不
適
と
さ
れ
、
『
広
記
』
に
回
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
小
川
、
福
本
、
萩
三
氏
は
『
蘭
亭
記
』
の
伝
奇
的
性

格
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
右
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
『
御
覧
』
『
広
記
』
の
編
者
も
そ
の

よ
う
な
性
格
を
意
識
し
て
い
て
、
な
お
か
つ
そ
の
全
篇
に
で
は
な
く
、
「
賺
蘭
亭
」

の
部
分
に
対
し
て
特
に
強
い
そ
れ
を
認
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
福
本
、
萩
両
氏

が
具
体
例
と
し
て
「
賺
蘭
亭
」
の
部
分
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
『
御
覧
』
『
広

記
』
の
編
者
と
感
覚
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
今
後
の
研
究
を
展
望
す
る
な
ら
ば
、
『
蘭
亭
記
』
に
限
ら
ず
テ
ク
ス
ト
を

利
用
し
て
よ
り
明
ら
か
な
知
見
を
得
る
た
め
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
感
覚
を
さ

ら
に
磨
い
て
テ
ク
ス
ト
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
個
々
の
物
語
や
テ
ク
ス
ト
の
生
成
過
程
が
、

ど
の
時
代
の
ど
の
よ
う
な
人
々
の
書
跡
や
書
人
に
対
す
る
見
方
を
反
映
し
て
い
る
の

か
、
洞
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
を
始
め
る
た
め

の
予
備
的
考
察
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

〔
附
記
〕
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費J

P
1
9
K
1
3
0
8
6

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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叙
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』
巻
一
二
六
に
曹
丕
、
陳
琳
の
、
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
四
に
曹
丕
、
王
粲
の
、
『
太
平

御
覧
』
巻
三
五
八
及
び
八
〇
八
に
曹
丕
、
王
粲
、
陳
琳
の
作
が
そ
れ
ぞ
れ
録
さ
れ
て
い
る
。
『
全
後

漢
文
』
巻
九
一
及
び
九
二
、
『
全
三
国
文
』
巻
四
を
参
照
。

8
『
藝
文
類
聚
』
巻
七
四
。

9
同
右
。

10
『
韓
非
子
集
解
』
巻
四
、
『
諸
子
集
成
』
所
収
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
五
四
年
、
六
六
頁
。

11
『
史
記
』
巻
八
一
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
第
二
版
、
二
四
三
九
―
二
四
四
一
頁
。

12
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』T

5
5
n
2
1
4
5
-
0
0
7
-
0
0
4
8
b
2
8

。

13
『
太
平
広
記
』
巻
二
三
〇
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
、
一
七
六
一
―
一
九
六
七
頁
。

14
『
太
平
御
覧
』
巻
九
一
二
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
、
四
〇
四
一
頁
。
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15
『
太
平
広
記
』
巻
二
〇
八
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
、
一
五
八
八
―
一
五
九
一
頁
。

16
銭
鍾
書
は
、
「
購
」
は
「
賺
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
銭
鍾
書
『
管
錐
編
』
、
北
京
、

生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
二
〇
頁
。

17
『
太
平
御
覽
』
巻
七
四
八
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
、
三
三
一
九
―
三
三
二
〇
頁
。




