
四
一

　

は
じ
め
に

　
『
紅
楼
夢
』続
作
部
分
の
第
八
十
二
回
、
賈
宝
玉
が
八
股
文
を
罵
倒
し
た
際
に
、
林
黛
玉
が
反
論
し
、
八
股
文
の
修
練
を
勧
め
る
、
と
い
う

く
だ
り
が
あ
る
。

　
　

�

黛
玉
道
「
我
們
女
孩
兒
家
雖
然
不
要
這
個
、
但
小
時
跟
着
你
們
雨
村
先
生
念
書
也
曾
看
過
。
内
中
也
有
近
情
近
理
的
、
也
有
清
微
淡
遠

的
。
那
時
候
雖
不
大
懂
、
也
覺
得
好
。
不
可
一
槩
抹
倒
。
况
且
你
要
取
功
名
、
這
個
也
清
貴
些
。」

　
　

�

黛
玉
は
、「
私
達
女
の
子
に
こ
れ
（
八
股
文
を
指
す
）
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
小
さ
い
頃
あ
な
た
方
の
雨
村
先
生
に
就
い
て
勉

強
し
て
い
た
折
に
、
か
つ
て
読
ん
だ
事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
も
の
の
中
に
は
情
に
も
理
に
も
か
な
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た

し
、
い
さ
さ
か
清
新
で
淡
雅
か
つ
深
遠
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
頃
は
あ
ま
り
よ
く
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
立
派
な
も

の
だ
と
思
い
ま
し
た
わ
。
全
て
を
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ま
し
て
あ
な
た
は
こ
れ
か
ら
（
科
挙
に
及
第
し
て
）
功
名

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

船
　
越
　
達
　
志
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四
二

を
得
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
清
貴
な
も
の
で
す
わ
よ
。」
と
言
い
ま
す
。（「
程
甲
本
」）

し
か
し
前
八
十
回
中
で
は
、
黛
玉
が
宝
玉
に
科
挙
の
学
習
（
以
下
「
挙
業
」
と
称
す
）
を
勧
め
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。「
立
身
揚
名
」

を
口
に
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
宝
玉
は
そ
ん
な
黛
玉
を
「
知
己
」
と
称
し
て
深
く
敬
愛
し
、
黛
玉
の
方
も
又
そ
ん
な
宝
玉
を
「
知
己
」
と

見
做
し
て
心
を
寄
せ
て
い
た
（
第
三
十
二
回
等
）。「
挙
業
」
や
「
立
身
揚
名
」
を
軽
視
す
る
考
え
は
、
二
人
の
信
頼
関
係
の
前
提
で
あ
り
、

そ
の
信
頼
が
二
人
の
恋
愛
感
情
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
黛
玉
の
発
言
は
、
前
八
十
回
中
の
設
定
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
と
言

え
る
。

　

従
来
こ
の
場
面
は
、「
黛
玉
勧
学
」⑴
、「
黛
玉
賛
美
八
股
文
字
」⑵
等
と
称
さ
れ
、
早
く
か
ら
研
究
者
の
間
で
問
題
視
さ
れ
て
き
た
（
以
下
、

こ
の
く
だ
り
を
「
黛
玉
勧
学
」
と
略
称
す
る
）。
例
え
ば
つ
と
に
一
九
二
三
年
、
兪
平
伯
氏
は
後
四
十
回
の
「
欠
点
」
の
一
つ
と
し
て
こ
の

場
面
を
指
摘
し
、「
太
可
笑
」
と
一
笑
に
付
し
て
「
続
作
者
」⑶
の
粗
忽
を
非
難
し
た
（
注
２
前
掲
兪
論
文
）。
又
周
汝
昌
氏
も
『
紅
楼
夢
新
証

（
増
訂
本
）』
の
「
后
記
」
中
で
こ
の
一
節
に
言
及
し
、
続
作
者
と
曹
雪
芹
の
思
想
の
相
違
を
指
摘
し
た
⑷
。
馮
其
庸
氏
も
こ
の
場
面
に
「
與

前
不
接
」、「
與
前
八
十
回
完
全
相
反
」
と
繰
り
返
し
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
、
違
和
感
を
露
わ
に
し
た
⑸
。
新
紅
学
を
代
表
す
る
三
氏
を
例
に

掲
げ
た
が
、そ
の
他
に
も
こ
の
場
面
を
例
に
掲
げ
て
続
作
者
の
思
想
が
曹
雪
芹
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
事
を
述
べ
る
研
究
者
は
多
い
⑹
。
後

四
十
回
が
前
八
十
回
と
一
貫
し
て
い
な
い
事
を
示
す
代
表
的
な
一
例
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
太
可
笑
」

「
混
帳
話
」
等
と
一
笑
に
付
し
、
後
四
十
回
が
前
八
十
回
と
一
貫
し
て
い
な
い
事
を
批
判
す
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
歩
踏
み
込
ん

で
、「
黛
玉
勧
学
」
に
込
め
ら
れ
た
続
作
者
の
意
図
を
考
察
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

一
方
逆
に
少
数
派
で
は
あ
る
が
、「
黛
玉
勧
学
」
に
は
何
の
問
題
も
な
い
、
と
す
る
立
場
の
研
究
者
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
林
語
堂
氏
は
、

兪
氏
に
反
論
す
る
立
場
か
ら
、
黛
玉
の
こ
の
言
葉
は
賈
政
に
挙
業
を
強
い
ら
れ
気
を
腐
ら
せ
て
い
る
宝
玉
を
宥
め
る
目
的
で
発
せ
ら
れ
た

「
安
慰
」「
勧
慰
語
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
何
も
違
和
感
は
な
い
、
と
述
べ
る
⑺
。
王
永
氏
も
同
様
に
、
黛
玉
は
た
だ
単
に
宝
玉
を
宥
め

る
た
め
に
こ
の
発
言
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
れ
は
彼
女
の
本
心
と
は
言
え
な
い
、
と
推
測
す
る
⑻
。
胡
文
煒
氏
は
、
黛
玉
は
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四
三

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

宝
釵
と
の
和
解
（
第
四
十
五
回
）
を
契
機
に
考
え
を
改
め
た
の
だ
ろ
う
、
と
解
釈
す
る
⑼
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
見
解
は
い
ず
れ
も
、
黛
玉

を
あ
た
か
も
「
生
き
た
人
間
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
て
、
そ
の
心
情
を
あ
と
か
ら
想
像
で
推
し
量
ろ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
紙
面
に
あ
ら
わ
れ
た
林
黛
玉
の
裏
に
は
必
ず
作
者
（
こ
の
場
合
は
続
作
者
）
が
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
作
者
」
の
意

図
や
構
想
を
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
文
学
研
究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
は
、
十
分
な
考
察
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

筆
者
は
、「
黛
玉
勧
学
」
に
は
続
作
者
の
強
い
意
図
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
続
作
後
四
十
回
全
体
を
貫
く
方
向
性
と
関
わ
っ
て
い

る
、
と
考
え
る
。
本
稿
は
こ
の
点
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
原
作
者
（
曹
雪
芹
）
の
原
意
を
考
察
す
る
際
に
は
「
八
十
回

本
（「
庚
辰
本
」⑽
を
使
用
）」
を
用
い
、
続
作
者
の
意
を
考
察
す
る
際
に
は
「
百
二
十
回
本
（「
程
甲
本
」
を
使
用
）」
を
用
い
る
。

　

一　

後
四
十
回
前
半
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
描
か
れ
方

　

続
作
者
の
「
黛
玉
勧
学
」
設
定
に
対
す
る
意
図
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
後
四
十
回
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
描
か
れ
方
、
及
び
後
四
十
回
に

お
け
る
林
黛
玉
の
描
か
れ
方
、
こ
の
双
方
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
前
八
十
回
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
描
か
れ
方
を
確
認
し
た

上
で
、
後
四
十
回
前
半
部
分
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
描
か
れ
方
を
見
て
い
く
。

（
１
）
前
八
十
回
の
賈
宝
玉
（
曹
雪
芹
の
設
定
）

　

後
四
十
回
の
賈
宝
玉
を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
前
八
十
回
に
お
け
る
描
か
れ
方
を
確
認
し
て
お
く
。
前
八
十
回
に
お
い
て
、
宝
玉
は
特
異

な
価
値
観
の
持
ち
主
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
幼
い
頃
か
ら
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
、
人
々
を
驚
か
せ
て
い
る
の
だ
。

　
　
「
女
兒
是
水
作
的
骨
肉
、
男
人
是
泥
作
的
骨
肉
。
我
見
了
女
兒
、
我
便
清
爽
、
見
了
男
子
、
便
覺
濁
臭
逼
人
。」
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四
四

　
　

�「
女
の
子
は
水
で
出
来
た
身
体
で
あ
り
、
男
は
泥
で
出
来
た
身
体
で
あ
る
。
僕
は
女
の
子
を
見
る
と
爽
快
な
気
分
に
な
る
が
、
男
を
見
る

と
濁
臭
を
感
じ
る
の
だ
。」（
第
二
回
）

こ
こ
に
は
極
端
な
ま
で
の
男
性
蔑
視
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
毛
嫌
い
し
て
い
る
の
が
、「
挙
業
」に
励
み
名
を
上
げ
よ
う

と
す
る
男
達
で
あ
る
。
例
え
ば
第
十
九
回
に
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
「
祿
蠹
」（
禄
盗
人
の
意
）
の
言
葉
で
罵
倒
し
て
い
る
様
が
語
ら
れ
て
い

る
。
更
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
も
あ
る
。

　
　

�

或
如
寶
釵
輩
有
時
見
機
導
勸
、
反
生
起
氣
來
、
只
説「
好
好
的
一
個
清
淨
潔
白
女
兒
、
也
學
的
釣
名
沽
譽
、
入
了
國
賊
祿
鬼
之
流
。
…
…
」

…
…
獨
有
林
黛
玉
自
幼
不
曾
勸
他
去
立
身
揚
名
等
話
、
所
以
深
敬
黛
玉
。

　
　

�

も
し
も
宝
釵
な
ど
が
時
に
機
を
見
て
い
さ
め
た
り
す
る
と
、
か
え
っ
て
怒
り
だ
し
、
た
だ
「
申
し
分
の
な
い
清
浄
潔
白
な
少
女
ま
で
も

が
、
名
誉
を
求
め
る
よ
う
な
ま
ね
を
し
て
、『
国
賊
禄
鬼
』
の
仲
間
入
り
を
す
る
と
は
。
…
…
」
と
言
い
ま
す
。
…
…
た
だ
林
黛
玉
だ

け
が
幼
い
頃
よ
り
宝
玉
に
立
身
揚
名
な
ど
の
言
葉
で
諌
め
た
り
し
た
事
が
な
か
っ
た
の
で
、
深
く
黛
玉
を
敬
っ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。（
第
三
十
六
回
）

「
國
賊
祿
鬼
」
も
「
祿
蠹
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
先
に
は
「
水
で
出
来
た
身
体
」
と
賛
美
し
て
い
た
は
ず
の
清
浄
潔
白
な
女
性
（
こ
こ
で
は

宝
釵
を
指
す
）
に
対
し
て
も
、「
立
身
揚
名
」
等
の
言
葉
で
「
挙
業
」
を
勧
め
た
り
す
る
と
、
憎
ら
し
い
「
祿
蠹
」・「
國
賊
祿
鬼
」
の
価
値
観

に
染
ま
っ
た
者
と
し
て
、
嫌
悪
の
対
象
に
な
る
の
だ
（
黛
玉
は
唯
一
の
例
外
と
記
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
後
四
十
回

に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
は
問
題
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
）。
こ
の
考
え
を
発
展
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
な
見
解
に
到
る
。

　
　

�「
女
孩
兒
未
出
嫁
是
顆
無
價
的
寳
珠
、
出
了
嫁
、
不
知
怎
麼
就
變
出
許
多
的
不
好
的
毛
病
來
。
雖
是
顆
珠
子
、
卻
没
有
光
彩
寳
色
、
是
顆

死
珠
了
。
再
老
了
、
更
變
的
不
是
珠
子
、
竟
是
魚
眼
睛
了
。
分
明
一
個
人
、
怎
麼
變
出
三
樣
來
。」

　
　

�「
女
の
子
は
ま
だ
結
婚
し
な
い
時
は
値
の
つ
け
ら
れ
ぬ
宝
の
玉
だ
け
れ
ど
、
結
婚
す
る
と
ど
う
い
う
わ
け
か
よ
く
な
い
所
を
た
く
さ
ん

持
つ
よ
う
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
玉
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
光
彩
も
立
派
な
色
合
も
失
せ
、
死
ん
だ
玉
に
な
っ
て
し
ま
う
の
さ
。
更
に
老
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四
五

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

い
る
と
、
も
は
や
玉
で
は
な
く
な
っ
て
、
魚
の
眼
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
間
違
い
な
く
一
個
の
人
間
だ
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
三
通
り

に
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。」（
第
五
十
九
回
）

女
性
の
結
婚
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
次
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。

　
　

�（
寳
玉
）
指
着
恨
道
「
奇
怪
、
奇
怪
。
怎
麼
這
些
人
只
一
嫁
了
漢
子
、
染
了
男
人
的
氣
味
、
就
這
樣
混
帳
起
來
。
比
男
人
更
可
殺
了
。」

　
　

�（
宝
玉
は
）
指
さ
し
な
が
ら
憎
ら
し
そ
う
に
「
不
思
議
だ
、
不
思
議
だ
。
ど
う
し
て
こ
う
い
っ
た
連
中
は
一
旦
男
に
嫁
ぐ
と
、
男
の
臭

い
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
て
こ
ん
な
ふ
う
に
で
た
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
男
よ
り
も
も
っ
と
ひ
ど
い
ぞ
。」
と
言
い
ま
す
。

（
第
七
十
七
回
）

既
婚
女
性
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
元
来
清
浄
潔
白
で
あ
っ
た
女
性
も
結
婚
す
る
と
男
の
価
値
観
に
染
ま
っ
て
し
ま
い
、
男
よ

り
も
い
っ
そ
う
憎
ら
し
く
な
る
と
言
う
の
だ
。
宝
玉
は
女
性
の
結
婚
そ
の
も
の
に
否
定
的
な
考
え
を
抱
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

前
八
十
回
に
お
け
る
宝
玉
は
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
価
値
観
を
抱
く
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
⑾
。

（
２
）
後
四
十
回
前
半
の
賈
宝
玉
（
続
作
者
の
設
定
）

　

で
は
賈
宝
玉
の
こ
の
特
異
な
価
値
観
は
、
後
四
十
回
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、

後
四
十
回
冒
頭
部
分
（
第
八
十
一
回
）
で
あ
る
。
曹
雪
芹
原
作
の
末
尾
（
第
八
十
回
）
は
、
孫
家
に
嫁
い
だ
賈
迎
春
が
一
次
帰
省
を
し
、
孫

家
で
の
虐
待
を
訴
え
る
と
い
う
深
刻
な
場
面
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
後
四
十
回
の
冒
頭
、宝
玉
は
こ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。

　
　

�

寳
玉
道「
我
昨
兒
夜
裡
倒
想
了
一
個
主
意
。
咱
們
索
性
回
明
了
老
太
太
、
把
二
姐
姐
接
回
來
、
還
叫
他
紫
菱
洲
住
着
。
…
…
等
他
來
接
、

偺
們
硬
不
叫
他
去
。
由
他
接
一
百
回
、
咱
們
留
一
百
回
、
只
說
是
老
太
太
的
主
意
。
這
個
豈
不
好
呢
。」
王
夫
人
聽
了
、
又
好
笑
又
好

惱
、
說
道
「
你
又
發
了
獃
氣
了
。
混
說
的
是
什
麼
。
…
…
」

　
　

�

宝
玉
は
言
い
ま
す
。「
僕
は
昨
夜
あ
る
考
え
を
思
い
つ
い
た
の
で
す
。
僕
達
い
っ
そ
の
こ
と
、大
奥
様
に
事
の
次
第
を
は
っ
き
り
と
ご
報
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四
六

告
し
て
、
二
番
目
姉
様
（
迎
春
）
を
こ
ち
ら
に
お
迎
え
し
て
、
そ
し
て
ま
た
紫
菱
洲
に
住
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
…
…
奴
が
迎
え

に
来
て
も
、
僕
達
は
決
し
て
彼
女
を
渡
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
す
。
奴
が
百
回
迎
え
に
来
て
も
、
僕
達
は
百
回
引
き
留
め
て
、『
大

奥
様
の
お
指
図
だ
か
ら
』
と
の
み
返
答
す
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
は
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
王
夫
人
は
こ
の
話
を
聞
く
と
、

可
笑
し
く
も
あ
り
又
腹
立
た
し
く
も
あ
り
、「
お
前
は
又
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
。
何
を
で
た
ら
め
言
う
の
か
。
…
…
」
と
言
い
ま
す
。

嫁
ぎ
先
の
孫
家
か
ら
迎
春
を
連
れ
戻
し
て
、
も
う
二
度
と
孫
家
に
は
渡
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と
言
う
の
だ
。
非
常
識
で
無
茶
な
提
案
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
八
十
回
の
宝
玉
の
特
異
な
価
値
観
（
即
ち
、
女
性
の
結
婚
に
否
定
的
な
考
え
）
に
一
脈
通
じ
て
い
る
。
前
八
十
回
の

価
値
観
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
宝
玉
の
言
葉
に
対
す
る
母
王
夫
人
の
反
応
で
あ
る
。

　
　

�（
王
夫
人
）
嗤
的
一
笑
。
賈
政
道
「
笑
什
麼
。」
王
夫
人
道
「
我
笑
寳
玉
今
兒
早
起
、
特
特
的
到
這
屋
裡
來
、
說
的
都
是
些
孩
子
話
。」
賈

政
道
「
他
說
什
麼
。」
王
夫
人
把
寳
玉
的
言
語
笑
述
了
一
遍
。
賈
政
也
忍
不
住
的
笑
。

　
　

�（
王
夫
人
は
）
ク
ス
っ
と
笑
い
ま
す
。
賈
政
が
「
何
を
笑
っ
て
い
る
の
だ
ね
。」
と
言
う
と
、
王
夫
人
は
「
宝
玉
が
今
朝
、
わ
ざ
わ
ざ
こ

の
部
屋
に
や
っ
て
き
て
、
そ
の
話
す
内
容
が
み
ん
な
子
供
っ
ぽ
い
の
よ
。」
と
言
い
ま
す
。
賈
政
が
「
あ
の
子
は
何
と
言
っ
た
の
か
ね
。」

と
言
う
と
、
王
夫
人
は
宝
玉
の
発
言
を
一
通
り
笑
い
な
が
ら
述
べ
ま
し
た
。
賈
政
も
こ
ら
え
き
れ
ず
に
笑
い
ま
す
。

王
夫
人
は
こ
の
夜
、
夫
賈
政
に
向
か
っ
て
宝
玉
の
先
の
発
言
を
報
告
す
る
の
だ
が
、
完
全
に
子
供
の
戯
言
（
孩
子
話
）
と
し
て
笑
い
話
に
し

て
い
る
。
話
を
聞
い
た
賈
政
も
又
同
様
に
、
そ
の
幼
稚
さ
に
苦
笑
し
て
い
る
。
迎
春
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
宝
玉
の
提
案
は
、
思
想
と
し

て
は
前
八
十
回
の
価
値
観
を
引
き
継
い
で
は
い
る
も
の
の
、
真
顔
で
母
親
に
提
案
し
て
い
る
様
子
に
は
滑
稽
さ
が
漂
う
。
こ
こ
が
前
八
十
回

と
異
な
る
点
で
あ
る
。
続
作
者
は
宝
玉
を
殊
更
に
子
供
っ
ぽ
く
描
き
、
彼
の
特
異
な
価
値
観
を
「
子
供
の
戯
言
（
孩
子
話
）」
と
い
う
枠
の
中

に
封
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
賈
政
は
苦
笑
し
な
が
ら
も
、
こ
の
子
供
っ
ぽ
い
宝
玉
に
対
し
て
「
挙
業
」
を
強
制
し
よ
う
と
の
強
い
決
意
を
王
夫
人
に
告
げ
る
。

　
　

�

…
…
（
賈
政
）
因
又
說
道
「
你
提
寳
玉
、
我
正
想
起
一
件
事
來
。
這
小
孩
子
天
天
放
在
園
裡
也
不
是
事
。
…
…
我
想
寳
玉
閒
着
總
不
好
。
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四
七

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

不
如
仍
舊
叫
他
家
塾
中
讀
書
去
罷
了
。」

　
　

�
…
…
（
賈
政
は
）
そ
こ
で
又
「
宝
玉
の
事
と
言
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
思
い
出
し
た
。
あ
の
子
を
毎
日
園
の
中
に
置
い
て
お
く
の
は
や
は
り

適
当
な
事
で
は
な
い
。
…
…
宝
玉
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
て
お
く
の
は
ど
う
み
て
も
よ
く
な
い
と
思
う
。
以
前
の
よ
う
に
家
塾
で
勉
強
さ
せ

る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。」
と
言
い
ま
す
。

こ
ん
な
幼
稚
な
「
孩
子
話
」
を
口
に
す
る
の
は
、「
挙
業
」
に
励
ま
ず
い
つ
ま
で
も
遊
ん
で
ば
か
り
で
成
長
し
な
い
か
ら
だ
、
と
言
わ
ん
ば
か

り
だ
。
そ
し
て
翌
日
、
賈
政
は
宝
玉
に
「
挙
業
」
を
強
く
命
じ
る
。

　
　
（
賈
政
）
因
道
「
…
…
你
也
該
學
些
人
功
道
理
。
別
一
味
的
貪
玩
。
…
…
」

　
　

�（
賈
政
は
）
そ
こ
で
「
…
…
お
前
（
宝
玉
を
指
す
）
も
少
し
は
人
情
や
道
理
に
つ
い
て
学
ば
な
く
て
は
な
ら
ん
。
い
つ
ま
で
も
遊
ん
で
ば

か
り
い
て
は
い
か
ん
…
…
」
と
言
い
ま
す
。（
第
八
十
二
回
）

宝
玉
に
対
す
る
こ
の
賈
政
の
言
葉
に
は
、「
挙
業
」を
修
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
人
情
や
道
理
を
わ
き
ま
え
、
人
と
し
て
成
長
で
き

る
の
だ
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
賈
母
は
、賈
政
と
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
宝
玉
を
一
人
前
に
し
よ
う
と
考
え
る
。
賈
母
は
宝
玉
に
妻
を
娶
っ
て
や
ろ
う
と
す
る
の
だ
。

　
　

�（
賈
母
）
回
頭
瞅
着
邢
夫
人
合
王
夫
人
笑
道
「
想
他
那
年
輕
的
時
候
、
那
一
種
古
怪
脾
氣
比
寳
玉
還
加
一
倍
呢
。
直
等
娶
了
媳
婦
纔
畧
畧

的
懂
了
些
人
事
兒
。
如
今
只
抱
怨
寳
玉
、
這
會
子
我
看
寳
玉
比
他
還
略
體
些
人
情
兒
呢
。」

　
　

�（
賈
母
は
）
振
り
返
っ
て
邢
夫
人
と
王
夫
人
を
見
や
っ
て
笑
い
な
が
ら
「
こ
の
人
（
賈
政
）
が
か
つ
て
若
か
っ
た
頃
は
、
そ
の
奇
怪
な
気

質
は
宝
玉
よ
り
も
倍
も
ひ
ど
か
っ
た
く
ら
い
だ
よ
。
お
嫁
さ
ん
を
娶
っ
て
、
や
っ
と
い
く
ら
か
物
事
の
道
理
を
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
今
は
た
だ
宝
玉
の
事
を
と
が
め
て
ば
か
り
い
る
が
、
今
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
宝
玉
の
ほ
う
が
こ
の
人
（
賈
政
）
よ
り
も
い
さ

さ
か
人
情
を
わ
き
ま
え
て
い
る
よ
う
で
す
よ
。」
と
言
い
ま
す
。（
第
八
十
四
回
）

賈
母
は
、
結
婚
さ
え
す
れ
ば
物
事
の
道
理
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
、「
奇
怪
な
気
質
」も
改
ま
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
あ
の
賈
政
で
す
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四
八

ら
も
同
じ
道
を
歩
ん
で
き
た
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
続
作
者
は
、
宝
玉
の
特
異
な
価
値
観
が
あ
り
き
た
り

の
も
の
で
あ
り
、
騒
ぐ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
と
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

幼
さ
の
抜
け
な
い
宝
玉
に
対
し
て
、
父
（
賈
政
）
は
、
成
長
す
る
た
め
に
は
「
挙
業
」
の
修
練
が
必
要
で
あ
る
と
説
き
、
一
方
祖
母
（
賈

母
）
は
、「
結
婚
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
前
節
で
見
た
如
く
、
前
八
十
回
の
宝
玉
は
、「
挙
業
」
と
「
結
婚
」
を
嫌
悪
し
否
定
し

て
い
た
。
後
四
十
回
に
お
い
て
は
、
恰
も
そ
の
「
挙
業
」
と
「
結
婚
」
こ
そ
が
、
成
長
に
必
要
な
要
素
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
年
長
者

の
見
解
と
し
て
提
示
）。
即
ち
続
作
者
は
、
前
八
十
回
に
見
ら
れ
た
宝
玉
の
「
挙
業
」「
結
婚
」
に
対
す
る
嫌
悪
は
、
両
者
に
対
す
る
理
解
不

足
が
招
く
偏
見
で
あ
り
、
将
来
「
挙
業
」
に
対
す
る
修
練
が
進
み
成
長
す
れ
ば
（
或
い
は
、
結
婚
し
て
成
長
す
れ
ば
）、
そ
の
偏
見
は
解
消

す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
の
余
地
を
設
定
し
て
い
る
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
こ
の
他
に
も
第
八
十
九
回
に
、
侍
女
達
（
侍
書
、
雪
雁
）
が

宝
玉
の
子
供
っ
ぽ
さ
を
話
題
に
す
る
場
面
が
あ
る
。
後
四
十
回
前
半
に
お
け
る
宝
玉
は
、
子
供
っ
ぽ
さ
が
随
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
続
作
者
は
宝
玉
を
殊
更
に
子
供
っ
ぽ
く
描
き
、
彼
の
特
異
な
価
値
観
（
前
八
十
回
の
価
値
観
）
を
「
子
供
の
戯
言
（
孩
子
話
）」
と
い
う

枠
の
中
に
封
じ
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

二　

後
四
十
回
に
お
け
る
林
黛
玉
の
描
か
れ
方

　

次
に
本
章
で
は
、
後
四
十
回
に
お
け
る
林
黛
玉
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
黛
玉
は
、
宝
玉
と
は
逆
に
、
成
長
し
た
姿
が
強
調
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

（
１
）
時
間
経
過
の
強
調

　

第
八
十
七
回
に
は
、
以
下
の
場
面
が
あ
る
。
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四
九

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

　
　

�

黛
玉
手
中
自
拿
着
兩
方
舊
帕
、
上
邊
寫
着
字
跡
。
在
那
裡
對
着
滴
淚
。
…
…
紫
鵑
見
了
這
樣
、
知
是
他
觸
物
傷
情
、
感
懷
舊
事
。
料
道

勸
也
無
益
、
只
得
笑
着
道
「
姑
娘
還
看
那
些
東
西
作
什
麼
。
那
都
是
那
幾
年
寳
二
爺
和
姑
娘
小
時
、
一
時
好
了
、
一
時
惱
了
、
閙
出
來

的
笑
話
兒
。
…
…
」
紫
鵑
這
話
原
給
黛
玉
開
心
、
不
料
這
幾
句
話
更
提
起
黛
玉
初
来
時
和
寳
玉
的
舊
事
來
、
一
發
珠
淚
連
綿
起
來
。

　
　

�

黛
玉
は
手
の
中
に
二
枚
の
古
い
ハ
ン
カ
チ
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
書
き
付
け
ら
れ
た
文
字
の
跡
が
あ
り
ま
す
。（
黛
玉
は
）

こ
れ
に
向
か
い
合
っ
て
涙
を
垂
ら
し
て
お
り
ま
し
た
。
…
…
紫
鵑
は
こ
の
様
を
見
る
と
、黛
玉
が
こ
れ
ら
の
物
を
見
て
感
傷
的
に
な
り
、

旧
事
を
思
い
返
し
て
い
る
の
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
黛
玉
を
宥
め
て
も
無
益
だ
ろ
う
と
推
し
量
り
、
そ
こ
で
た
だ
笑
い
な
が
ら
、「
お
嬢

様
、
ま
だ
そ
ん
な
物
を
御
覧
に
な
っ
て
ど
う
な
さ
る
の
で
す
か
。
そ
れ
ら
は
み
ん
な
宝
玉
様
と
お
嬢
様
が
小
さ
か
っ
た
頃
の
あ
の
何
年

か
に
、
時
に
は
仲
直
り
し
た
か
と
思
え
ば
、
ま
た
時
に
は
仲
た
が
い
し
て
、
そ
う
し
た
大
騒
ぎ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
笑
い
話
で
す
わ
。

…
…
」
と
言
い
ま
す
。
紫
鵑
の
こ
の
言
葉
は
、
元
々
黛
玉
を
元
気
づ
け
よ
う
と
思
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、
思
い
が

け
ず
こ
れ
ら
の
言
葉
が
い
っ
そ
う
、
黛
玉
が
初
め
て
（
賈
家
に
）
来
た
頃
と
宝
玉
と
の
旧
事
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、（
黛
玉

は
）
ま
す
ま
す
玉
の
涙
を
ぽ
ろ
ぽ
ろ
流
し
続
け
る
の
で
し
た
。

二
枚
の
「
古
い
ハ
ン
カ
チ
（
舊
帕
）」
と
は
、
第
三
十
四
回
に
宝
玉
が
黛
玉
に
贈
っ
た
ハ
ン
カ
チ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、

宝
玉
が
「
立
身
揚
名
」
を
口
に
し
な
い
黛
玉
を
称
賛
し
た
頃
（
第
三
十
二
、
三
十
六
回
等
）
と
一
致
す
る
。
第
三
十
四
回
と
第
八
十
七
回
の

時
間
差
は
、
僅
か
に
三
年
で
あ
る
⑿
。
三
年
前
の
事
に
対
し
て
「
舊
帕
」「
舊
事
」「
小
時
」
な
ど
の
語
を
繰
り
返
す
の
は
、
や
や
大
げ
さ
な

表
現
と
言
え
よ
う
。
続
作
者
は
あ
え
て
こ
れ
ら
の
語
を
連
用
し
、
第
三
十
四
回
と
第
八
十
七
回
の
間
に
断
絶
が
あ
る
事
を
、
読
者
に
強
調
し

よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
賈
母
の
次
の
言
葉
も
注
目
し
う
る
。

　
　

�

賈
母
聽
了
、
自
是
心
煩
、
因
説
道
「
偏
是
這
兩
個
玉
兒
多
病
多
灾
的
。
林
丫
頭
一
來
二
去
的
大
了
、
他
這
個
身
子
也
要
緊
。
我
看
那
孩

子
太
是
個
心
細
。」

　
　

�

賈
母
は
聞
く
と
、
と
て
も
気
が
も
め
て
、
そ
こ
で
「
あ
い
に
く
な
こ
と
に
こ
の
二
人
の
玉
児
（
宝
玉
と
黛
玉
を
指
す
）
は
多
病
多
災
だ
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五
〇

ね
。
林
の
御
嬢
さ
ん
は
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
っ
て
き
た
け
ど
、
あ
の
子
は
あ
の
身
体
が
肝
心
だ
よ
。
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
あ
の
子
は

気
を
使
い
す
ぎ
る
よ
う
だ
ね
。」
と
言
い
ま
す
。（
第
八
十
三
回
）

黛
玉
の
病
状
悪
化
を
聞
い
た
際
の
賈
母
の
言
葉
で
あ
る
。
黛
玉
は
成
長
す
る
に
つ
れ
万
事
に
気
を
使
い
す
ぎ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
を
壊
し

て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。
賈
母
が
こ
こ
で
、
黛
玉
の
成
長
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
宝
玉
が
年
長
者
（
父
母

や
祖
母
）
か
ら
い
つ
ま
で
も
子
供
っ
ぽ
い
と
見
ら
れ
て
い
る
の
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
続
作
者
は
意
識
的
に
「
成
長
し
な
い
宝
玉
」
と
「
成

長
し
た
黛
玉
」
の
対
比
を
、
読
者
に
強
調
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）
林
黛
玉
の
成
長

　

で
は
続
作
者
が
描
こ
う
と
す
る
「
成
長
し
た
黛
玉
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
像
で
あ
る
か
。
後
四
十
回
の
黛
玉
は
成
長
し

て
年
頃
に
な
り
自
ら
の
結
婚
を
真
剣
に
思
い
詰
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
黛
玉
は
、
宝
玉
と
の
関
係
ま
で
も
変
化
さ
せ
て
い
く
。

　
　

�

寳
玉
下
學
時
也
常
抽
空
問
候
。
只
是
黛
玉
雖
有
萬
千
言
語
、
自
知
年
紀
已
大
、
又
不
便
似
小
時
可
以
柔
情
挑
逗
、
所
以
滿
腔
心
事
只
是

說
不
出
來
。

　
　

�

宝
玉
も
塾
の
学
習
が
終
わ
る
と
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
時
間
を
見
つ
け
て
（
黛
玉
の
）
見
舞
い
に
や
っ
て
来
ま
す
。
し
か
し
黛
玉
は
幾
千
も

の
話
し
た
い
言
葉
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
は
や
年
齢
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
小
さ
い
頃
の
よ
う

に
優
し
い
心
で
気
を
引
い
て
思
わ
せ
ぶ
り
な
態
度
を
示
す
事
も
で
き
ず
、
胸
い
っ
ぱ
い
の
想
い
を
口
に
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
お
り

ま
す
。（
第
八
十
九
回
）

年
齢
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
黛
玉
は
自
重
す
る
よ
う
に
な
り
、
以
前
の
よ
う
に
（
前
八
十
回
の
よ
う
に
）
気
ま
ま
に
宝
玉
に
話
し
か
け

る
事
が
な
く
な
る
。
宝
玉
を
結
婚
相
手
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
前
八
十
回
と
は
異
な
る
こ
と
を
、
続
作
者
は
読

者
に
強
調
し
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
中
、
注
目
し
う
る
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。
第
九
十
四
回
、
冬
（
十
一
月
）
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
怡
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五
一

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

紅
院
の
海
棠
が
突
然
花
開
く
。
季
節
外
れ
の
開
花
で
あ
る
（
通
常
は
三
月
開
花
）。
賈
母
、
王
夫
人
ら
の
年
長
者
が
、
こ
れ
は
宝
玉
に
「
喜
事

（
お
め
で
た
）」
が
訪
れ
る
前
兆
で
は
な
い
か
、
等
と
噂
し
て
い
る
の
を
見
て
、
黛
玉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�
…
…
獨
有
黛
玉
聽
說
是
喜
事
、
心
裡
觸
動
、
便
高
興
說
道
「
當
初
田
家
有
荊
樹
一
棵
、
三
個
弟
兄
因
分
了
家
、
那
荊
樹
便
枯
了
。
後
来

感
動
了
他
弟
兄
們
仍
舊
歸
在
一
處
、
那
荊
樹
也
就
榮
了
。
可
知
草
木
也
隨
人
的
。
如
今
二
哥
哥
認
眞
念
書
、
舅
舅
喜
歡
、
那
棵
樹
也
就

發
了
。」
賈
母
王
夫
人
聽
了
喜
歡
、
便
說
「
林
姑
娘
比
方
得
有
理
、
很
有
意
思
。」

　
　

�

…
…
た
だ
黛
玉
だ
け
は
「
喜
事
」
と
聞
く
と
、
心
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
心
中
嬉
し
く
な
っ
て
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
昔
、
田

家
に
は
荊
の
樹
が
一
株
あ
り
ま
し
た
が
、
三
人
の
兄
弟
が
分
家
を
し
た
た
め
に
、
そ
の
荊
の
樹
は
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
後
に
な
っ

て
そ
れ
に
感
じ
た
彼
ら
兄
弟
が
元
通
り
に
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
荊
の
樹
も
ま
た
繁
茂
し
た
と
の
こ
と
で
す
。
草
木
も
ま

た
人
に
随
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
わ
。
今
、
二
番
目
お
兄
様
（
宝
玉
）
が
ま
じ
め
に
学
問
を
な
さ
っ
て
、
伯
父
様

（
賈
政
）
が
お
喜
び
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
の
樹
（
海
棠
）
も
咲
い
た
の
で
す
。」
賈
母
や
王
夫
人
は
こ
の
言
葉
を
聞
く
と
喜
ん

で
、「
林
の
お
嬢
さ
ん
の
こ
の
喩
え
は
道
理
が
あ
る
し
、
面
白
い
わ
ね
。」
と
言
う
の
で
し
た
。

「
喜
事
」と
は
自
ら
と
宝
玉
と
の
結
婚
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
早
合
点
し
た
黛
玉
が
、
弾
ん
だ
気
持
ち
の
ま
ま
、
賈
母
や
王
夫
人

の
意
に
沿
う
よ
う
な
故
事
を
披
露
し
、
二
人
を
喜
ば
せ
た
場
面
で
あ
る
。
自
重
し
て
い
た
は
ず
の
黛
玉
が
思
わ
ず
発
し
た
発
言
で
あ
り
、
彼

女
の
日
頃
の
考
え
（
本
音
）
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
林
語
堂
や
王
永
氏
ら
の
言
う
「
宝
玉
を
宥
め
る
た
め
」
等
で
は
な
く
、
彼

女
の
本
音
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
黛
玉
の
「
挙
業
」
に
対
す
る
見
方
で
あ
る
。
賈
政
の
厳
命
以

降
、
宝
玉
は
、
嫌
々
で
は
あ
る
が
、
家
塾
で
「
挙
業
」
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
黛
玉
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
こ
の
事
で
あ
る
。
黛
玉

は
、
宝
玉
が
「
挙
業
」
に
励
ん
で
い
る
事
を
、
喜
ば
し
い
こ
と
と
し
て
嬉
し
そ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
八

十
二
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
が
孤
立
し
た
一
場
面
で
は
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
後
四
十
回
に
お
け
る
黛
玉
像
は
一
貫
し
た
形
象
で

あ
り
、
宝
玉
と
は
逆
に
「
挙
業
」
や
「
結
婚
」
に
肯
定
的
な
考
え
を
本
音
で
抱
く
、「
成
長
し
た
」
人
物
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
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五
二

（
３
）
第
七
十
回
末
異
文

　

後
四
十
回
に
お
け
る
「
成
長
し
た
黛
玉
」
に
つ
い
て
、
一
点
補
足
し
て
お
き
た
い
。
続
作
者
は
、
前
八
十
回
中
の
文
章
に
も
補
筆
を
加
え
、

後
四
十
回
に
お
け
る
黛
玉
像
の
布
石
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
個
所
が
あ
る
の
だ
。

　

第
七
十
回
、
姉
妹
一
同
が
詩
社
の
活
動
再
開
を
決
定
し
た
そ
の
直
後
、
賈
政
が
近
く
赴
任
地
か
ら
帰
京
す
る
と
の
連
絡
が
入
る
。
日
々
遊

び
呆
け
て
い
た
宝
玉
は
、
父
親
に
日
頃
の
勉
強
不
足
を
叱
責
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
慌
て
て
俄
か
勉
強
を
始
め
る
。
賈
政
に
提
出

で
き
る
「
日
頃
の
勉
強
の
痕
跡
」
を
少
し
で
も
多
く
揃
え
て
お
く
為
で
あ
る
。
そ
の
際
黛
玉
は
、
宝
玉
の
気
が
散
る
事
を
心
配
し
、
意
識
的

に
詩
社
の
開
催
を
控
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
宝
玉
の
筆
跡
を
真
似
て
代
筆
を
し
、
可
能
な
限
り
宝
玉
の
勉
強
を
手
伝
う
。
宝
玉
が
父
親
に
叱

ら
れ
な
い
よ
う
に
と
心
配
し
て
の
心
尽
く
し
で
あ
る
。
緊
迫
感
漂
う
日
々
が
続
く
が
、
結
局
賈
政
は
任
務
が
で
き
て
帰
京
で
き
な
く
な
る
。

宝
玉
は
安
心
し
て
再
び
遊
び
呆
け
る
よ
う
に
な
り
、
元
通
り
の
緊
迫
感
の
無
い
生
活
に
戻
る
。「
八
十
回
本
」で
は
、
こ
の
話
題
は
以
上
数
行

の
記
述
の
み
で
終
わ
る
の
だ
が
、「
百
二
十
回
本
」
の
同
回
末
尾
に
は
、
更
に
又
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

從
此
寳
玉
的
工
課
、
也
不
敢
像
先
竟
撂
在
脖
子
後
頭
了
。
有
時
寫
寫
字
、
有
時
念
念
書
。
悶
了
也
出
來
、
合
姐
妹
們
頑
笑
半
天
、
或
往

瀟
湘
館
去
閒
話
一
回
。
衆
姐
妹
都
知
他
工
課
虧
欠
、
大
家
自
去
吟
詩
取
樂
、
或
講
習
針
黹
之
事
、
也
不
肯
去
擾
他
。
便
是
黛
玉
更
怕
賈

政
回
來
寳
玉
受
氣
、
毎
毎
推
睡
、
不
大
兜
攬
他
。
寳
玉
也
只
得
在
自
己
屋
裡
、
隨
便
用
些
工
課
。

　
　

�

こ
れ
よ
り
以
後
宝
玉
の
学
業
も
、
以
前
の
よ
う
に
す
っ
か
り
放
っ
た
ら
か
し
に
し
て
お
く
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
ま
し
た
。

時
に
は
習
字
を
し
た
り
、
時
に
は
書
物
を
読
ん
だ
り
し
ま
す
。
気
が
滅
入
る
と
外
に
出
て
き
て
、
姉
妹
た
ち
と
し
ば
し
ふ
ざ
け
あ
っ
た

り
、
或
い
は
瀟
湘
館
へ
行
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
し
ま
す
。
姉
妹
た
ち
は
み
な
彼
の
勉
強
量
が
足
り
な
い
の
を
知
っ
て
い
ま
す
の

で
、
皆
は
自
分
た
ち
だ
け
で
詩
を
吟
じ
て
楽
し
ん
だ
り
、
或
い
は
相
互
に
針
仕
事
に
つ
い
て
探
求
し
あ
っ
た
り
し
て
、
彼
の
邪
魔
に
な

ら
な
い
よ
う
に
と
気
を
使
い
ま
す
。
黛
玉
は
な
お
さ
ら
、
賈
政
が
帰
っ
た
後
に
宝
玉
が
怒
ら
れ
る
の
を
心
配
し
、
い
つ
も
眠
っ
た
ふ
り

を
し
て
、
あ
ま
り
彼
の
相
手
を
し
よ
う
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
宝
玉
も
仕
方
な
く
自
分
の
部
屋
で
、
い
い
か
げ
ん
に
勉
強
す
る
ほ
か
あ
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五
三

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

り
ま
せ
ん
。（「
程
甲
本
」
第
七
十
回
）

以
上
の
文
は
、「
百
二
十
回
本
」
に
の
み
見
え
る
描
写
で
あ
り
、
続
作
者
が
特
に
加
え
た
文
字
と
考
え
ら
れ
る
（
以
下
「
第
七
十
回
末
異
文
」

と
称
す
）。
こ
の
「
第
七
十
回
末
異
文
」
は
、
基
本
的
に
は
す
で
に
「
八
十
回
本
」
の
同
回
に
見
ら
れ
た
黛
玉
の
行
為
を
踏
襲
し
た
形
に
な
っ

て
い
る
。
読
者
と
し
て
は
や
や
重
複
の
感
を
覚
え
る
が
、
一
見
特
に
大
き
な
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し
両
者
を
仔
細
に
比
較
し
て
み
る
と
、

微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
元
々
黛
玉
の
行
為
は
、
急
な
賈
政
の
帰
京
と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
下
で
、
宝
玉
の

習
字
を
代
筆
し
た
り
、
詩
社
開
催
を
控
え
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
黛
玉
の
行
為
は
、
慌
て
る
宝
玉
の
意
を
汲
ん
で
彼
を
助
け
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
百
二
十
回
本
」
の
「
第
七
十
回
末
異
文
」
で
は
、
元
通
り
遊
び
呆
け
る
宝
玉
が
黛
玉
の
元
を
訪
れ
た
際
に
、

寝
た
ふ
り
を
し
て
彼
を
「
拒
絶
」
し
、
勉
強
を
さ
せ
よ
う
と
促
し
て
い
る
。
緊
迫
感
の
無
い
状
況
下
に
お
い
て
、
日
常
の
学
習
を
促
す
こ
の

黛
玉
の
行
為
は
、「
黛
玉
勧
学
」
に
一
脈
通
じ
る
。
そ
も
そ
も
「
八
十
回
本
」
に
お
け
る
黛
玉
の
「
代
筆
」
な
ど
の
行
為
は
、
宝
玉
の
学
力
向

上
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
逆
効
果
で
す
ら
あ
る
。
両
者
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

続
作
者
は
元
来
「
八
十
回
本
」
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
た
黛
玉
の
行
為
を
な
ぞ
る
と
同
時
に
、
そ
の
行
為
が
持
つ
意
味
合
い
を
微
妙
に

ず
ら
し
て
、
黛
玉
の
変
化
（「
挙
業
」
に
対
す
る
考
え
の
変
化
）
の
「
兆
し
」
を
さ
り
げ
な
く
こ
こ
で
読
者
に
提
示
し
、「
黛
玉
勧
学
」
の
布

石
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
続
作
者
が
後
四
十
回
中
に
「
成
長
し
た
黛
玉
」
の
姿
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
読
者
の
違
和
感
を
か

わ
そ
う
と
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
様
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
問
題
の
「
黛
玉
勧
学
」
は
、「
成
長
し
な
い
宝
玉
」
と
「
成
長
し
た
黛
玉
」
と
い
う
対
比
の
中
で
設
定
さ
れ
た

一
場
面
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
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五
四

　

三　

後
四
十
回
後
半
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
覚
醒
と
「
一
歩
先
行
く
知
己
」

　
「
成
長
し
な
い
宝
玉
」
と
「
成
長
し
た
黛
玉
」
と
い
う
対
比
を
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
の
対
比
に
込
め
ら
れ
た
続
作
者
の
意
図
は
何
な
の

か
。
そ
れ
を
読
み
解
く
鍵
は
後
四
十
回
の
後
半
、
特
に
第
一
百
十
六
回
以
降
の
展
開
に
あ
る
。
以
下
、
本
章
で
は
後
四
十
回
後
半
の
展
開
に

つ
い
て
見
て
い
く
（
な
お
後
半
の
賈
宝
玉
は
祖
母
（
賈
母
）
の
命
に
よ
り
薛
宝
釵
と
結
婚
し
て
い
る
）。

（
１
）
甄
宝
玉
と
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
の
構
想

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
後
四
十
回
に
お
け
る
甄
宝
玉
（
賈
宝
玉
の
分
身
）
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
二
人
の
宝
玉
（
賈
宝
玉
と
甄
宝
玉
）

は
、
第
一
百
十
五
回
に
初
の
対
面
を
果
た
す
事
に
な
る
が
、
対
面
の
直
前
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

　
　

且
說
寳
玉
自
那
日
見
了
甄
寳
玉
之
父
、
知
道
甄
寳
玉
來
京
、
朝
夕
盼
望
。
今
兒
見
面
、
原
想
得
一
知
已
。

　
　

�

さ
て
宝
玉
は
あ
の
日
甄
宝
玉
の
父
親
に
会
っ
て
、
甄
宝
玉
が
来
京
す
る
と
知
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
朝
か
ら
晩
ま
で
待
ち
望
ん
で
お

り
ま
し
た
。
今
日
対
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
人
の
知
己
を
得
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

こ
こ
に
は
甄
宝
玉
を
「
知
己
」
と
見
做
し
、
彼
と
の
対
面
を
心
待
ち
に
す
る
賈
宝
玉
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
（
こ
の
「
知
己
」
の
語
は
、

前
八
十
回
に
お
い
て
宝
玉
と
黛
玉
の
信
頼
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
っ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
）。
し
か
し
実
際
に
対
面
を
果
た
す
と
、賈
宝

玉
は
大
い
に
失
望
す
る
。

　
　

�

寳
玉
道
「
他
說
了
半
天
、
並
沒
個
明
心
見
性
之
談
、
不
過
說
些
什
麼
文
章
經
濟
、
又
說
什
麼
爲
忠
爲
孝
。
這
樣
人
可
不
是
個
祿
蠧
麼
。

只
可
惜
他
也
生
了
這
樣
一
個
相
貌
。
我
想
來
有
了
他
、
我
竟
要
連
我
這
個
相
貌
都
不
要
了
。」

　
　

�

宝
玉
（
賈
宝
玉
）
は
、「
奴
（
甄
宝
玉
）
は
長
い
間
話
を
し
て
い
た
け
ど
、
本
心
が
現
れ
る
話
は
全
く
せ
ず
に
、「
文
章
」「
経
済
」
と

か
、
或
い
は
ま
た
「
忠
」
と
か
「
孝
」
と
か
言
う
ば
か
り
。
こ
ん
な
奴
は
「
祿
蠧
（
禄
盗
人
）」
じ
ゃ
な
い
か
。
た
だ
惜
し
い
か
な
、
奴
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五
五

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

も
又
こ
の
よ
う
な
同
じ
容
貌
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
と
は
。
奴
が
い
る
の
か
と
思
う
と
、
私
は
い
っ
そ
こ
ん
な
容
貌
な
ん
て
い
ら
な
い

と
思
う
よ
。」
と
言
い
ま
す
。（
第
一
百
十
五
回
）

甄
宝
玉
は
、「
文
章
」「
経
済
」
等
の
話
ば
か
り
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
賈
宝
玉
が
「
祿
蠧
」
の
語
を
用
い
て
罵
倒
し
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
前
八
十
回
中
で
「
挙
業
」
に
励
む
男
達
を
罵
倒
し
た
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
知
己
」
と
思
い
込
ん
で
い
た

は
ず
の
相
手
が
、「
祿
蠧
」
だ
っ
た
と
言
う
の
だ
。

　

だ
が
そ
ん
な
賈
宝
玉
自
身
に
も
変
化
が
訪
れ
る
。
第
一
百
十
六
回
、
宝
玉
は
夢
で
太
虚
幻
境
を
訪
れ
る
が
、
夢
か
ら
醒
め
た
後
に「
悟
り
」

の
境
地
に
達
し
、
全
て
を
達
観
す
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
去
る
。
拒
絶
し
て
い
た
は
ず
の
「
挙
業
」
に
対
し
て
も
、

宝
釵
の
説
得
を
受
け
入
れ
、
身
を
入
れ
て
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
の
だ
⒀
。
そ
の
際
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

…
…
兩
個
談
了
一
回
文
、
不
覺
喜
動
顏
色
。
…
…
（
賈
蘭
）
又
說
了
一
會
子
下
場
的
規
矩
並
請
甄
寳
玉
在
一
處
的
話
、
寳
玉
也
甚
似
愿

意
。

　
　

�

…
…
二
人
（
賈
宝
玉
と
賈
蘭
を
指
す
）
は
暫
く
文
章
に
つ
い
て
話
し
ま
す
が
、
思
わ
ず
喜
び
が
顔
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
し
た
。

…
…（
賈
蘭
は
）又
し
ば
ら
く
科
挙
試
験
の
規
則
に
つ
い
て
話
し
、
ま
た
甄
宝
玉
さ
ん
も
呼
ん
で
ご
い
っ
し
ょ
に（
勉
強
し
ま
し
ょ
う
）、

と
言
い
ま
す
と
、
宝
玉
の
方
も
頗
る
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
見
せ
ま
す
。（
第
一
百
十
八
回
）

甥
の
賈
蘭
と
と
も
に
作
文
（
八
股
文
）
や
科
挙
試
験
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、「
不
覺
喜
動
顏
色
（
思
わ
ず
喜
び
が
顔
に

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
）」
と
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
心
か
ら
嬉
し
そ
う
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
注
目
す
べ
き

は
、
甄
宝
玉
に
対
す
る
賈
宝
玉
の
態
度
の
変
化
で
あ
る
。
甄
宝
玉
を
呼
ん
で
三
人
で
研
鑽
を
積
も
う
、
と
の
賈
蘭
の
提
案
に
対
し
て
、
賈
宝

玉
は
積
極
的
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。「
祿
蠧
」
と
罵
倒
し
て
い
た
は
ず
の
甄
宝
玉
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
「
祿
蠧
」
の
言
葉
で

非
難
し
て
い
た
男
た
ち
（
即
ち
、「
挙
業
」
に
励
み
身
を
立
て
よ
う
と
す
る
男
た
ち
）
全
体
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
示
し
て
い
る
、
と
も
言

え
よ
う
。
賈
宝
玉
は
、
甄
宝
玉
と
同
じ
価
値
観
の
人
間
に
「
変
化
」
し
た
の
で
あ
る
。
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五
六

　

実
は
甄
宝
玉
の
方
も
又
以
前
、
こ
の
賈
宝
玉
と
全
く
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
た
。
甄
宝
玉
も
元
来
は
「
挙
業
」
を
毛
嫌
い
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
夢
で
「
太
虚
幻
境
」
を
訪
れ
た
後
に
、「
悟
り
」
の
境
地
に
達
し
、
女
性
に
対
す
る
執
着
を
捨
て
去
る
と
同
時
に
、「
挙
業
」

に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
第
九
十
三
回
）。
甄
宝
玉
が
辿
っ
た
こ
の
一
連
の
体
験
と
変
化
の
過
程
は
、
第
一
百
十
六

回
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
体
験
と
変
化
に
完
全
に
一
致
す
る
。
即
ち
甄
宝
玉
は
、
賈
宝
玉
の
変
化
を
「
一
歩
先
に
」
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
甄
宝
玉
は
「
一
歩
先
行
く
賈
宝
玉
」
と
も
言
え
る
存
在
だ
っ
た
の
だ
⒁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
付
言
す
れ
ば
、
王
夫

人
は
甄
宝
玉
と
対
面
し
た
際
、「
我
が
家
の
宝
玉
（
賈
宝
玉
）
よ
り
ず
っ
と
大
人
び
て
い
る
よ
う
だ
（
覺
得
比
自
己
家
的
寳
玉
老
成
些
）」
と

の
感
想
を
抱
い
て
い
る
（
第
一
百
十
五
回
）。
こ
れ
も
甄
宝
玉
が
「
一
歩
先
行
く
」
存
在
で
あ
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
続
作
者
は
や
は
り

二
人
を
一
心
同
体
の
「
分
身
」
と
し
て
設
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
百
十
五
回
に
お
け
る
二
人
宝
玉
の
対
面
は
、「
変
化
す
る
前
の
宝

玉
（
賈
宝
玉
【
即
ち
、
假
の
宝
玉
】）」
が
「
変
化
し
た
後
の
宝
玉
（
甄
宝
玉
【
即
ち
、
真
の
宝
玉
】）」
に
対
面
し
た
、
と
い
う
意
味
合
い
の

場
面
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
甄
宝
玉
は
や
は
り
賈
宝
玉
の
「
知
己
」（
言
わ
ば
、
一
歩
先
行
く
知
己
）
で
あ
っ
た
の
だ
。
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の

二
人
に
見
ら
れ
る
関
係
を
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
称
す
る
事
に
す
る
。

（
２
）「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
し
て
の
林
黛
玉

　

本
題
の
林
黛
玉
に
戻
ろ
う
。
実
は
林
黛
玉
に
も
こ
の
甄
宝
玉
と
全
く
同
じ
設
定
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
注
目
し
う
る

の
は
、
問
題
の
「
黛
玉
勧
学
」（
第
八
十
二
回
）
に
対
す
る
賈
宝
玉
の
反
応
で
あ
る
。

　
　

�

寳
玉
聽
到
這
裡
、
覺
得
不
甚
入
耳
。
因
想
黛
玉
從
來
不
是
這
樣
人
、
怎
麼
也
這
樣
勢
慾
薫
心
起
來
。
又
不
敢
在
他
跟
前
駁
回
、
只
在
鼻

子
眼
裡
笑
了
一
聲
。

　
　

�

宝
玉
は
（
黛
玉
の
話
を
）
こ
こ
ま
で
聞
く
と
、
堪
え
が
た
い
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
黛
玉
さ
ん
は
、
以
前
は
こ
ん
な
人
で
は
な
か
っ
た

の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
名
誉
欲
で
理
性
を
迷
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
思
う
の
で
し
た
。
し
か
し
ま
た
面
と
向
か
っ
て
反
駁
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五
七

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
た
だ
フ
フ
ン
と
鼻
の
中
で
せ
せ
ら
笑
う
ば
か
り
で
し
た
。（
第
八
十
二
回
）

「
挙
業
」
を
勧
め
る
黛
玉
の
言
葉
を
聞
い
た
宝
玉
は
、
そ
の
言
動
を
訝
し
み
、
露
骨
に
不
快
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
あ
ろ
う
こ
と
か
最
愛
の

黛
玉
に
対
し
て
、
鼻
で
せ
せ
ら
笑
う
よ
う
な
冷
淡
な
反
応
す
ら
見
せ
て
い
る
。
信
頼
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
は
ず
の
二
人
に
す
れ
違
い
が
描

か
れ
て
い
る
の
だ
。「
知
己
」
で
あ
る
は
ず
の
黛
玉
が
「
挙
業
」
を
勧
め
る
発
言
を
し
、
そ
れ
に
対
し
て
賈
宝
玉
が
嫌
悪
感
を
露
わ
に
す
る
、

と
い
う
こ
の
流
れ
は
、
先
の
甄
宝
玉
と
の
対
面
と
全
く
同
じ
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
科
挙
受
験
直
前
に
は
以
下
の
描
写
が
あ
る
。

　
　

�（
寳
玉
）
走
過
来
給
王
夫
人
跪
下
、
滿
眼
流
淚
、
磕
了
三
個
頭
、
說
道
「
母
親
生
我
一
世
、
我
也
無
可
答
報
。
只
有
這
一
入
場
用
心
作
了

文
章
、
好
好
的
中
個
舉
人
出
來
。
…
…
」

　
　

�（
宝
玉
は
）
王
夫
人
の
元
へ
進
む
と
跪
い
て
、
目
い
っ
ぱ
い
に
涙
を
流
し
な
が
ら
、
三
度
叩
頭
の
礼
を
行
な
っ
て
、「
母
上
は
私
を
生
ん

で
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
私
は
何
も
恩
返
し
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
今
回
、
一
た
び
試
験
場
に
入
り
ま
し
た
ら
心
を
込
め
て
文

章
を
作
り
、
立
派
に
挙
人
に
及
第
し
て
出
て
ま
い
り
ま
す
。
…
…
」
と
言
う
の
で
し
た
。（
第
一
百
十
九
回
）

母
（
王
夫
人
）
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
心
を
込
め
て
文
章
（
八
股
文
）
を
作
り
、
見
事
挙
人
に
及
第
し
て
み
せ
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
の
宝

玉
の
宣
言
は
、
先
に
確
認
し
た
「
成
長
し
た
黛
玉
」
の
言
動
と
一
致
す
る
。
一
度
は
嫌
悪
感
を
抱
い
た
は
ず
の
黛
玉
の
発
言
で
あ
る
が
、「
悟

り
」
後
の
宝
玉
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
も
又
、
甄
宝
玉
と
賈
宝
玉
の
関
係
に
一
致
し
て
い
る
。
林

黛
玉
と
甄
宝
玉
は
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
と
も
に
「
知
己
」
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
も
両
者
の
相
似
が
窺
え
よ

う
。
林
黛
玉
は
先
の
甄
宝
玉
同
様
に
、「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
「
黛
玉
勧
学
」
は
、
こ
の
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
い
う
構
想
の
一
端
だ
っ
た
事
が
見

て
取
れ
る
。
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五
八

　

四　

二
人
の
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
役
割
の
相
違

　

し
か
し
こ
の
二
人
（
林
黛
玉
と
甄
宝
玉
）
の
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
に
は
、
最
後
の
最
後
に
到
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
割
が
付
与
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
本
章
で
は
そ
の
点
を
考
察
す
る
。

（
１
）
林
黛
玉
と
賈
宝
玉
の
関
係

　

ま
ず
林
黛
玉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
黛
玉
は
第
九
十
八
回
に
他
界
し
舞
台
か
ら
退
場
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
賈
宝
玉
自
身
の
動
き

に
注
目
す
る
。
前
章
で
確
認
し
た
如
く
、
太
虚
幻
境
帰
還
後
の
賈
宝
玉
は
熱
心
に
「
挙
業
」
に
励
む
よ
う
に
な
り
、
第
一
百
十
九
回
に
は
甥

の
賈
蘭
と
と
も
に
受
験
に
赴
き
、
第
七
席
の
好
成
績
で
挙
人
に
及
第
す
る
。
だ
が
宝
玉
本
人
は
、
試
験
終
了
と
同
時
に
失
踪
し
て
し
ま
う
。

そ
の
後
、
賈
政
は
道
中
江
南
に
て
、
僧
侶
と
道
士
に
連
れ
ら
れ
た
宝
玉
を
見
か
け
る
が
、
そ
の
ま
ま
宝
玉
は
い
ず
こ
か
へ
去
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
っ
た
。
で
は
宝
玉
は
ど
こ
へ
去
っ
た
の
か
。
宝
玉
の
行
き
先
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
末
回
末
尾
に
お
け
る
甄
士
隠
の
次
の
言
葉
で

あ
る
（
聞
き
手
は
賈
雨
村
）。

　
　

士
隠
笑
道
「
…
…
仙
草
歸
眞
、
焉
有
通
靈
不
復
原
之
理
呢
。」

　
　

�

士
隠
は
笑
っ
て
、「
…
…
仙
草
が
真
に
帰
し
た
（
本
来
の
姿
に
戻
っ
た
）
か
ら
に
は
、
通
霊
が
元
の
姿
に
戻
ら
な
い
道
理
が
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。」
と
言
い
ま
す
。（
第
一
百
二
十
回
）

こ
こ
で
言
う
「
仙
草
」
と
は
絳
珠
草
（
即
ち
、
林
黛
玉
）、「
通
靈
」
と
は
通
霊
宝
玉
（
即
ち
、
賈
宝
玉
）
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
帰
着
点
で
あ
る
「
歸
眞
」「
復
原
」
と
は
、
第
一
回
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
た
「
神
仙
世
界
」
へ
の
帰
還
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
即
ち
甄
士
隠
は
、
通
霊
宝
玉
（
賈
宝
玉
）
が
絳
珠
仙
草
（
林
黛
玉
）
の
後
を
追
い
掛
け
る
よ
う
に
し
て
「
神
仙
世
界
」
へ
と
帰

還
し
た
、
と
解
説
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
林
黛
玉
は
、「
神
仙
世
界
へ
の
帰
還
」と
い
う
最
終
局
面
を
も
含
め
て
、
宝
玉
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五
九

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

に
と
っ
て
「
一
歩
先
行
く
」
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
林
黛
玉
は
「
一
歩
先
に
」
成
長
し
、「
一
歩
先
に
」
神
仙
世
界
へ
帰

還
し
た
の
だ
。

　

で
は
、
こ
の
「
神
仙
世
界
へ
の
帰
還
」
と
い
う
最
終
局
面
に
込
め
ら
れ
た
続
作
者
の
意
図
は
何
か
。
続
作
者
は
例
え
ば
、
賈
宝
玉
を
現
世

に
留
め
お
く
展
開
を
描
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
賈
宝
玉
が
挙
人
及
第
後
、
科
挙
官
僚
と
し
て
賈
家
を
復
興
す
る
、
と
い
う

展
開
の
選
択
肢
も
あ
り
え
た
。
し
か
し
そ
の
選
択
肢
は
あ
え
て
と
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。
こ
こ
で
注
目
し
う
る
の
は
、
宝
玉
の
失
踪
に
対

す
る
妻
・
宝
釵
の
感
想
で
あ
る
。

　
　

�

那
寳
釵
却
是
極
明
理
、
思
前
想
后
、
寳
玉
原
是
一
種
竒
異
的
人
、
夙
世
前
因
自
有
一
定
、
原
無
可
怨
天
尤
人
。

　
　

�

と
こ
ろ
が
宝
釵
は
極
め
て
道
理
が
わ
か
る
人
で
、
前
後
の
事
を
考
え
て
み
る
と
、
宝
玉
は
も
と
も
と
不
思
議
な
人
物
で
、
前
世
の
因
縁

が
自
ず
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
を
怨
ん
だ
り
人
を
咎
め
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
、
と
悟
り
ま
し
た
。（
第
一
百
二
十

回
）

宝
玉
は
元
々
不
思
議
な
因
縁
を
担
っ
た
人
な
の
だ
か
ら
、
本
来
の
神
仙
世
界
に
戻
る
べ
き
運
命
だ
っ
た
の
だ
、
と
納
得
し
て
い
る
の
だ
。
こ

れ
と
同
様
の
感
想
は
、
賈
政
、
探
春
、
皇
帝
等
多
く
の
作
中
人
物
の
発
言
中
に
も
見
ら
れ
る
。
続
作
者
の
意
図
は
正
に
こ
こ
に
あ
る
。
続
作

者
は
、
原
作
第
一
回
冒
頭
の
「
神
話
」
の
発
端
に
呼
応
さ
せ
、
末
回
で
主
人
公
を
神
仙
世
界
に
帰
還
さ
せ
る
と
い
う
展
開
に
拘
っ
て
い
る
の

だ
。「
首
尾
一
貫
」
の
展
開
を
強
く
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
回
の
い
わ
ゆ
る
「
還
涙
姻
縁
譚
」
に
お
け
る
、
林
黛
玉
（
絳
珠
草
）

が
賈
宝
玉
（
神
瑛
侍
者
）
の
後
を
追
っ
て
現
世
に
謫
仙
し
た
、
と
い
う
「
発
端
」
に
合
わ
せ
て
、
末
回
で
は
逆
に
賈
宝
玉
が
林
黛
玉
の
後
を

追
っ
て
神
仙
世
界
に
帰
還
す
る
、
と
い
う
「
結
末
」
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
首
尾
一
貫
を
整
え
、「
前
八
十
回
と
の
整
合
性
」
を
つ
け
よ

う
と
意
図
す
る
続
作
者
の
強
い
意
図
が
見
て
取
れ
よ
う
。
又
も
う
一
点
、
こ
れ
に
は
「
賈
宝
玉
像
の
統
一
」
と
い
う
意
図
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
賈
宝
玉
は
前
半
で
科
挙
官
僚
を
「
祿
蠹
」「
國
賊
祿
鬼
」
と
痛
烈
に
罵
倒
し
て
い
た
。
科
挙
に
及
第
し
た
も
の
の
、

官
に
は
就
か
ず
神
仙
世
界
に
帰
還
し
た
、
と
い
う
結
末
に
す
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
前
半
の
宝
玉
像
と
も
あ
る
程
度
統
一
が
保
て
よ
う
。
賈
宝
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六
〇

玉
の
神
仙
世
界
帰
還
は
、
こ
の
よ
う
に
「
前
八
十
回
と
の
整
合
性
（
即
ち
首
尾
一
貫
）」
と
「
前
八
十
回
の
賈
宝
玉
像
と
の
統
一
」
の
一
石
二

鳥
を
狙
っ
て
考
え
抜
か
れ
た
、
続
作
者
苦
心
の
措
置
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
⒂
。「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
し
て
の
林
黛
玉
は
、
最
終
的
に

こ
の
構
想
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
２
）
甄
宝
玉
と
賈
宝
玉
の
関
係

　

で
は
、
も
う
一
人
の
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
で
あ
る
甄
宝
玉
は
ど
う
か
。
賈
宝
玉
失
踪
の
翌
日
、
賈
蘭
は
謝
恩
会
に
赴
き
、
甄
宝
玉
と
出

会
う
が
、
そ
の
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

明
日
賈
蘭
只
得
先
去
謝
恩
、
知
道
甄
寳
玉
也
中
了
。
大
家
序
了
同
年
。
提
起
賈
寳
玉
心
迷
走
失
、
甄
寳
玉
嘆
息
勸
慰
。

　
　

�

明
く
る
日
、
賈
蘭
は
や
む
な
く
ま
ず
謝
恩
会
に
出
向
き
ま
す
と
、
甄
宝
玉
も
及
第
し
た
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
二
人
は
同
期
で
及
第
し

た
こ
と
を
祝
っ
て
、
挨
拶
を
交
わ
し
ま
す
。（
賈
蘭
が
）
賈
宝
玉
が
心
迷
っ
て
失
踪
し
た
こ
と
を
持
ち
出
す
と
、
甄
宝
玉
は
嘆
息
し
て

（
賈
蘭
を
）
慰
め
ま
す
。（
第
一
百
十
九
回
）

甄
宝
玉
も
挙
人
に
及
第
す
る
が
、
賈
宝
玉
の
失
踪
に
つ
い
て
は
嘆
息
し
て
い
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
甄
宝
玉
は
賈
宝
玉
と
は
異
な
り
、
将
来
現

世
に
残
っ
て
科
挙
官
僚
の
道
を
歩
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
分
身
で
あ
る
は
ず
の
甄
宝
玉
が
、
賈
宝
玉
と
は
異
な
る
道
を

歩
む
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
こ
の
点
に
こ
そ
、「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
し
て
の
甄
宝
玉
が
担
う
真
の
役
割
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
続
作
者
は
、
賈
宝
玉
を
神
仙
世
界
に
帰
還
さ
せ
、
物
語
の
舞
台
か
ら
退
場
さ
せ
る
一
方
で
、
彼
が
本
来
舞
台
上

（
現
世
）
に
お
い
て
な
す
べ
き
姿
を
、
そ
の
分
身
・
甄
宝
玉
（
真
の
宝
玉
）
の
身
に
委
ね
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。【「
挙
業
」
に
対
す
る
熱

心
な
取
り
組
み
→
受
験
→
及
第
】
と
い
う
流
れ
そ
の
も
の
に
は
、
科
挙
に
対
す
る
肯
定
的
な
立
場
を
明
確
に
し
よ
う
、
と
い
う
配
慮
が
あ
る

に
違
い
な
い
。
統
制
の
厳
し
い
乾
隆
時
代
に
あ
っ
て
、
主
人
公
が
科
挙
を
否
定
し
た
ま
ま
物
語
を
終
了
さ
せ
る
の
は
、
穏
当
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
、
及
第
す
る
と
同
時
に
主
人
公
が
失
踪
し
た
の
で
は
、
せ
っ
か
く
の
こ
の
配
慮
が
や
や
希
薄
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
科
挙
受
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六
一

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

験
本
来
の
目
的
は
、
及
第
後
「
科
挙
官
僚
」
と
な
っ
て
世
の
た
め
、
国
の
た
め
に
、
尽
力
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
嘗
て
主
人
公

が
科
挙
官
僚
を
「
祿
蠹
」「
國
賊
祿
鬼
」
と
罵
倒
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
、
と
い
う
小
説
の
立
場
を
最
後
に
明
確
に
示
し
て
お

い
た
方
が
無
難
で
あ
る
⒃
。
そ
こ
で
主
人
公
の
分
身
で
あ
る
甄
宝
玉
に
、
将
来
科
挙
官
僚
と
し
て
活
躍
す
る
余
地
を
残
し
た
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
同
様
の
設
定
が
賈
宝
玉
の
「
遺
腹
子
」
に
も
施
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
な
の
だ
。
末
回
、
薛
宝

釵
は
宝
玉
の
子
を
妊
娠
し
た
事
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
子
が
将
来
科
挙
に
及
第
し
、
官
僚
と
し
て
活
躍
し
て
賈
家
を
復
興
す
る
こ
と
が

ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
（
甄
士
隠
の
言
葉
）。
続
作
者
は
、
主
人
公
の
分
身
甄
宝
玉
（
真
の
宝
玉
）
と
主
人
公
の
実
子
（
遺
腹
子
）
が
、
そ

れ
ぞ
れ
科
挙
官
僚
と
な
る
（
で
あ
ろ
う
）
事
を
ほ
の
め
か
す
事
に
よ
っ
て
、
科
挙
及
び
科
挙
官
僚
に
対
す
る
肯
定
的
な
立
場
を
明
確
に
し
よ

う
と
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
こ
そ
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
し
て
の
甄
宝
玉
が
担
う
最
終
的
な
役
割
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
（
架
空
の
神
仙
世
界
へ
帰
還
す
る
假
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
宝
玉
【
賈
宝
玉
】
に
対
し
て
、
現
実
世
界
に
残
る
真
の
宝
玉
【
甄
宝
玉
】
と

い
う
対
比
で
あ
る
）。

　

結
び

　

本
稿
で
は
後
四
十
回
に
お
け
る
「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
い
う
構
想
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
従
来
か
ら
批
判
さ
れ
る
事
の
多
い
「
黛
玉
勧

学
」
は
、
こ
の
構
想
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。「
一
歩
先
行
く
知
己
」
と
い
う
構
想
は
結
局
の
所
、
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
（
或
い

は
主
人
公
と
分
身
）
と
の
間
に
、
成
長
に
対
す
る
「
時
差
」
を
設
け
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
最
後
に
そ
の
意
味
（
続
作
者
の
意
図
）
に
つ
い

て
考
え
結
び
に
代
え
た
い
。

　

続
作
者
は
、
続
作
構
想
の
当
初
か
ら
後
四
十
回
の
末
尾
に
「
科
挙
及
第
」⒄
の
一
場
面
を
設
け
る
予
定
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
前

八
十
回
中
の
賈
宝
玉
像
と
の
間
に
は
大
き
な
溝
が
あ
る
。
前
半
か
ら
の
読
者
に
違
和
感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
、ど
う
整
合
性
を
つ
け
る
か
、
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六
二

こ
れ
は
続
作
者
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
し
後
四
十
回
の
は
じ
め
か
ら
「
挙
業
」
に
積
極
的
な
賈
宝
玉
を
強
引
に

描
い
た
な
ら
、
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
際
立
っ
て
し
ま
い
、
読
者
は
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。「
時
差
」設
定
の
意
図
は
正
に
こ
こ
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
（
ま
た
は
分
身
）
と
の
間
に
成
長
の
時
差
を
設
け
る
事
に
よ
っ
て
、
続
作
者
は
い
っ
た
ん
前
八
十
回
と

同
じ
価
値
観
を
持
つ
賈
宝
玉
（
即
ち
「
成
長
し
な
い
宝
玉
」）
の
姿
を
読
者
の
前
に
提
示
し
、
そ
の
後
、
彼
が
成
長
し
て
「
変
化
」
す
る
過
程

を
読
者
に
示
す
事
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
続
作
者
は
、
賈
宝
玉
「
科
挙
及
第
」
に
対
す
る
読
者
の
違
和
感
を
か
わ
そ
う
（
前
半
と

整
合
性
を
つ
け
よ
う
）
と
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
⒅
。
前
八
十
回
の
流
れ
と
一
致
し
な
い
と
し
て
非
難
・
罵
倒
さ
れ
て
き
た
「
黛
玉

勧
学
」
で
あ
る
が
、
続
作
者
の
意
図
は
逆
に
「
前
八
十
回
と
の
整
合
性
」
に
こ
そ
あ
っ
た
の
だ
。

　

更
に
又
二
つ
目
の
意
図
と
し
て
、「
知
己
」
と
の
対
立
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
宝
玉
の
思
想
を
い
っ
た
ん
読
者
に
強
調
し
、
そ
の
後
の
彼

の
「
変
化
」
を
よ
り
鮮
明
に
読
者
に
印
象
付
け
よ
う
と
の
「
効
果
」
を
も
狙
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
こ
の
点
は
「
前
稿
」⒆
に
て
考
察

し
た
「
五
児
復
活
」
に
込
め
ら
れ
た
意
図
と
も
重
な
る
）。

　

後
四
十
回
は
『
紅
楼
夢
』
の
結
末
を
な
る
べ
く
（
続
作
者
が
そ
う
考
え
た
と
思
わ
れ
る
）
肯
定
的
な
方
向
へ
近
づ
け
よ
う
と
構
想
さ
れ
て

い
る
⒇
。
写
本
の
形
で
密
か
に
読
み
継
が
れ
て
い
た
こ
の
小
説
を
、「
出
版
」
と
い
う
形
で
世
に
広
め
よ
う
と
す
る
続
作
者
に
と
っ
て
、
こ
れ

は
極
め
て
重
要
な
点
で
あ
っ
た
。「
こ
の
小
説
は
科
挙
批
判
の
書
で
は
な
い
」と
い
う
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
必

要
不
可
欠
な
措
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
又
一
方
で
、
そ
れ
が
為
に
前
半
か
ら
読
ん
で
き
た
読
者
に
違
和
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
は
よ
く

な
い
。
前
八
十
回
と
の
整
合
性
に
も
気
を
配
る
必
要
が
あ
る
。「
肯
定
的
な
結
末
へ
導
く
事
」
と
「
前
半
と
の
整
合
性
」、
こ
の
二
つ
の
配
慮

が
後
四
十
回
全
体
の
方
向
性
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本
稿
第
四
章
で
考
察
し
た
林
黛
玉
と
甄
宝
玉
の
最
終
的
な
役
割
も
、
前
者
（
林

黛
玉
）
は
「
首
尾
一
貫
」（
或
い
は
「
賈
宝
玉
像
の
統
一
」）
と
い
う
「
前
八
十
回
と
の
整
合
性
」
の
配
慮
に
関
わ
り
、
後
者
（
甄
宝
玉
）
は

科
挙
（
官
僚
）
肯
定
と
い
う
配
慮
に
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
点
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
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六
三

『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
黛
玉
勧
学
」
考

（
注
）

⑴　

労
楊
「
関
於
〝
黛
玉
勧
学
〟
公
案
」（
貴
州
省
紅
楼
夢
学
会
『
紅
楼
』
二
〇
〇
四
―
二
）
参
照
。

⑵　

兪
平
伯
「
後
四
十
回
底
批
評
」（
上
海
亜
東
図
書
館
『
紅
楼
夢
辨
』
上
巻
所
収
、
一
九
二
三
）。

⑶　

後
四
十
回
の
作
者
を
高
鶚
（
蘭
墅
）
と
み
る
学
者
が
多
か
っ
た
が
、
近
年
で
は
異
論
も
多
い
。
本
稿
で
は
「
続
作
者
」
と
称
す
る
に
と
ど
め
る
。

⑷　

周
汝
昌
『
紅
楼
夢
新
証
（
増
訂
本
）』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
）「
后
記
」
参
照
。

⑸　

馮
其
庸
重
校
評
批
『
瓜
飯
楼
重
校
評
批
《
紅
楼
夢
》』（
遼
寧
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。

⑹�　

例
え
ば
近
年
の
論
文
で
は
、
蔡
義
江
「《
紅
楼
夢
》
原
作
与
続
作
的
落
差
」、
段
启
明
「
試
説
〝
后
四
十
回
〟」（
と
も
に
曹
立
波
・
周
文
業
『
一
百
二
十
回
本
《
紅

楼
夢
》
版
本
研
究
和
数
字
化
論
文
集
』
首
都
師
範
大
学
出
版
社
二
〇
一
一
年
所
収
）
等
参
照
。

⑺　

林
語
堂
「
平
心
論
高
鶚
」（
一
九
五
七
）。
陝
西
師
範
大
学
出
版
社
刊
行
『
平
心
論
高
鶚
』（
二
〇
〇
四
年
刊
行
）
を
参
照
。

⑻　

王
永
「
論
高
鶚
続
書
的
功
過
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
八
五
―
一
）
参
照
。

⑼　

胡
文
煒
「
評
《
紅
楼
夢
》
后
四
十
回
的
宝
黛
形
象
」（『
遼
東
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
九
巻
第
六
期
、
二
〇
〇
七
）
参
照
。

⑽�　

影
印
本
『
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
』（
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
七
七
）
の
他
に
、
鄧
遂
夫
校
訂
『
脂
硯
斎
重
評
石
頭
記
庚
辰
校
本
』（
作
家
出
版
社
、
二
〇
〇

六
）
も
参
照
す
る
。

⑾　

こ
の
節
の
引
用
文
は
全
て
「
庚
辰
本
」
に
拠
っ
た
が
、
百
二
十
回
本
（「
程
甲
本
」）
に
お
い
て
も
、
論
旨
に
か
か
わ
る
よ
う
な
異
同
は
な
い
。

⑿　

松
枝
茂
夫
「
紅
楼
夢
年
表
（
第
八
十
一
回
―
第
百
二
十
回
）」（
同
氏
訳
『
紅
楼
夢
』
第
十
二
巻
所
収
、
岩
波
文
庫
）
参
照
。

⒀�　

厳
密
に
言
え
ば
、
太
虚
幻
境
帰
還
直
後
の
宝
玉
は
ま
だ
挙
業
に
積
極
的
で
は
な
く
、
専
ら
隠
遁
に
の
み
関
心
を
向
け
て
い
る
が
、
宝
釵
の
説
得
を
受
け
て（
第
一

百
十
八
回
）、
挙
業
に
身
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
展
開
は
本
論
中
で
後
述
す
る
「
神
仙
世
界
へ
の
帰
還
」
の
伏
線
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿

で
は
煩
雑
を
避
け
詳
述
し
な
い
。

⒁�　

甄
宝
玉
が
先
行
す
る
形
の
「
分
身
」
に
な
っ
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
五
児
〝
復
活
〟」
と
太
虚
幻
境
」（『
東
方
学
』

第
一
三
四
輯
、
二
〇
一
七
）
で
も
言
及
し
た
。
ま
た
池
間
里
代
子
「
甄
宝
玉
論
―
物
語
の
時
間
軸
と
空
間
軸
を
手
が
か
り
に
―
」（『
東
京
紅
学
レ
ポ
ー
ト
』
八
、
二

〇
一
八
）
に
も
「
こ
こ
で
の
甄
宝
玉
の
役
割
と
は
、「
精
神
的
成
長
」
を
賈
宝
玉
よ
り
先
行
さ
せ
て
賈
宝
玉
と
読
者
に
示
す
こ
と
」
と
の
見
解
が
見
え
る
が
、
本
稿

が
問
題
に
し
て
い
る
「
続
作
者
の
構
想
」
と
い
う
視
点
は
見
ら
れ
な
い
。

⒂�　

な
お
曹
雪
芹
の
原
作
に
お
い
て
も
賈
宝
玉
の
失
踪
（
出
家
）
と
い
う
結
末
は
用
意
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
（
例
え
ば
第
二
十
一
回
「
庚
辰
本
」「
王
府
本
」「
有
正
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六
四

本
」
各
本
に
見
ら
れ
る
脂
硯
斎
評
参
照
）。
続
作
者
は
こ
う
い
っ
た
伏
線
も
正
確
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。
た
だ
し
曹
雪
芹
の
構
想
（
宝
玉
の
出
家
）
は
後
四
十

回
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『『
紅
楼
夢
』
成
立
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
）
第
三
章
等
参
照
。

⒃�　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
つ
と
に
文
雷
「
程
偉
元
与
《
紅
楼
夢
》」（『
文
物
』
一
九
七
六
―
一
〇
）
等
に
、
続
作
者
が
封
建
主
義
思
想
に
合
致
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
て

い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

⒄�　

後
四
十
回
に
お
け
る
賈
宝
玉
科
挙
及
第
に
関
し
て
論
じ
た
専
論
に
は
、
張
惠
「《
紅
楼
夢
》
后
四
十
回
的
宝
玉
中
挙
正
読
」（『
武
漢
大
学
学
報(

人
文
科
学
版)�

』

二
〇
一
二
―
九
）、
張
同
勝
「
従
前
八
十
回
与
后
四
十
回
教
育
叙
事
的
不
同
看
《
紅
楼
夢
》
的
作
者
問
題
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
三
―
四
）
等
が
あ
る
が
、

本
稿
の
よ
う
な
視
点
は
な
い
。

⒅�　

村
松
暎
「『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
の
評
価
」（『
慶
應
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
』、
一
九
五
八
）
は
、「
第
八
二
回
に
宝
玉
に
八
股
文
を
罵
倒
さ
せ
て
い
る
の
は
、

ま
ん
ざ
ら
曹
雪
芹
の
受
売
り
ば
か
り
で
も
あ
る
ま
い
」と
述
べ
て
続
作
者
の
思
想
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
は
前
八
十
回
と
同
じ
価

値
観
を
持
つ
賈
宝
玉
を
読
者
の
前
に
提
示
し
、
そ
の
後
の
彼
の
「
変
化
」
を
読
者
に
印
象
付
け
る
、
と
い
う
点
に
こ
そ
続
作
者
の
「
意
図
」
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え

る
。

⒆　

拙
稿
「『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
五
児
〝
復
活
〟」
と
太
虚
幻
境
」（
注
⒁
前
掲
）
参
照
。

⒇�　

拙
稿
「
巧
姐
の
「
忽
大
忽
小
」
と
林
黛
玉
の
死
―
『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
の
構
想
考
―
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
一
集
、
二
〇
〇
九
）、
同
「『
紅
楼
夢
』
後

四
十
回
に
お
け
る
林
黛
玉
の
悪
夢
」（『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
六
三
・
六
四
合
併
号
、
二
〇
一
四
）、
同
「『
紅
楼
夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
賈
宝
玉
の
病
と
通
霊

宝
玉
―
神
瑛
侍
者
来
歴
の
改
編
を
端
緒
と
し
て
―
」（『
富
永
一
登
先
生
退
休
記
念
論
集
中
国
古
典
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
』
研
文
出
版
、
二
〇
一
五
）、
同
「『
紅
楼

夢
』
後
四
十
回
に
お
け
る
「
五
児
〝
復
活
〟」
と
太
虚
幻
境
」（
注
⒁
前
掲
）
参
照
。
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