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謫
仙
と
は
、
過
失
を
得
て
罰
と
し
て
神
仙
界
を
追
放
さ
れ
、
俗
界
に
流
謫
さ
れ
た
仙
人
を
い
う
。
俗
世
に
流
さ
れ
て
も
、
仙
人
は
仙
人

で
あ
っ
て
、そ
の
不
死
の
性
が
変
わ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、そ
の
も
つ
仙
術
の
効
験
が
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、二
十
年
、

五
十
年
、
場
合
に
よ
っ
て
は
百
年
と
い
う
長
い
罪
期
を
人
間
界
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

仙
人
が
架
空
の
存
在
で
あ
る
以
上
、
謫
仙
も
ま
た
架
空
の
説
話
と
し
て
流
布
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
単
な
る
物
語
と
し
て
で
は
な

く
、
事
実
と
架
空
と
が
錯
綜
す
る
複
雑
な
状
況
を
現
出
す
る
。
そ
こ
に
は
、
仙
道
に
関
わ
る
修
行
法
や
経
典
な
ど
が
記
さ
れ
て
、
実
際
に

道
士
や
修
行
者
が
行
っ
た
で
あ
ろ
う
修
法
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
謫
仙
の
説
話
に
描
か
れ
た
物
語
の
構
造
と
、
修
法
な
ど
か
ら
当
時
（
唐
代
）
の
神
仙
信
仰
の
状
況
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て

み
る
（
1
（

。
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仙
人
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
人
間
界
に
流
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
一
、二
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。

　

秀
才
権
同
休
、
元
和
中
落
第
、
旅
遊
蘇
湖
間
、　

遇
疾
貧
窘
、
走
使
者
本
村
墅
人
、
顧
已
一
年
矣
、
疾
中
思
甘
豆
湯
、
令
其
市
甘

草
、
顧
者
久
而
不
去
、
但
具
湯
火
来
、
秀
才
且
意
其
怠
於
祗
承
、
復
見
折
樹
枝
盈
握
、
仍
再
三
搓
之
、
微
近
火
上
、
忽
成
甘
草
、
秀

才
心
大
異
之
、
且
意
必
道
者
、
良
久
取
麤
沙
数
坏
、
挼
将
已
成
豆
矣
、
及
湯
成
、
與
常
無
異
、
疾
亦
漸
差
、
秀
才
謂
曰
、
予
貧
迫
若
此
、

無
以
寸
進
、
因
褫
垢
衣
授
之
、
可
以
此
辦
少
酒
肉
、

　

権
同
休
秀
才
は
元
和
年
間
の
科
挙
試
に
落
ち
、
蘇
州
・
洞
庭
湖
あ
た
り
に
遊
覧
し
た
が
、
た
ま
た
ま
病
気
と
な
り
金
を
つ
か
い
は

た
し
て
困
窮
し
た
。
も
と
の
村
か
ら
百
姓
の
男
を
従
者
と
し
て
傭
い
、
す
で
に
一
年
ほ
ど
使
っ
て
い
た
。
病
中
、
甘
豆
湯
（
甘
草

と
豆
の
汁

（
2
（

）
を
食
べ
た
い
と
思
い
、
そ
の
男
に
甘
草
を
買
い
に
行
か
せ
よ
う
と
し
た
が
、
従
者
は
し
ば
ら
く
経
っ
て
も
出
か
け
な
い
。

た
だ
湯
と
火
を
用
意
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
秀
才
は
し
ば
し
言
い
つ
け
を
怠
け
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
男
は
木
の
枝
を
折

っ
て
握
り
二
、三
回
手
で
こ
す
り
、
火
の
上
に
近
づ
け
る
と
、
た
ち
ま
ち
そ
れ
が
甘
草
に
変
化
し
た
。
秀
才
は
大
変
不
思
議
な
こ
と

と
思
い
、
男
が
道
術
を
よ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
や
や
久
し
く
し
て
、
粗
い
砂
を
数
回
手
に
と
り
、
揉
む
と
豆
と
な
っ
た
。

そ
れ
を
用
い
て
甘
豆
湯
が
出
来
あ
が
る
。
普
通
の
甘
豆
湯
と
全
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
病
気
も
少
し
ず
つ
癒
え
て
き
た
。
秀
才

は
、「
私
の
貧
苦
ま
こ
と
に
此
の
如
し
、
一
寸
づ
つ
進
も
う
と
し
て
も
そ
れ
も
出
来
ぬ
。
す
ま
ぬ
が
こ
の
汚
く
な
っ
た
衣
服
を
脱
い

で
お
前
に
や
る
か
ら
、
い
さ
さ
か
の
酒
と
肉
に
換
え
る
が
よ
い
」
と
。
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こ
れ
は
段
成
式
『
酉
陽
雑
爼
』
巻
二
に
採
ら
れ
る
「
権
同
休
友
人
」
の
話
で
あ
る
。
友
人
と
は
い
う
も
の
の
、
も
と
は
こ
こ
に
記
さ
れ

る
田
夫
の
従
者
で
あ
り
、
そ
の
従
者
が
謫
仙
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
人じ

ん
か
ん間

に
謫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仙
人
と

い
え
ど
も
安
閑
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
権
秀
才
の
よ
う
な
困
窮
者
に
従
っ
て
苦
労
し
な
が
ら
、
罪
期
の
明
け
る
の
を
待
つ
、
と

い
う
設
定
に
な
る
が
、
謫
仙
自
身
は
仙
術
を
つ
か
い
、
一
向
に
困
苦
す
る
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
仙
術
を
用
い
て
主
人
や
周
囲
の
者

に
奉
仕
す
る
。
後
半
部
を
続
け
る
。

　

將
會
村
老
、
丐
少
道
路
資
也
、
顧
者
微
笑
曰
、
此
固
不
足
辦
、
某
當
營
之
、
乃
斫
一
枯
桑
樹
、
成
数
筐
扎
、
聚
於
盤
上
、
噀
之
、

遂
成
牛
肉
、
復
汲
数
瓶
水
、
傾
之
、
乃
旨
酒
也
、
村
老
皆
醉
飽
、
獲
束
縑
五
十
、
秀
才
慙
謝
顧
者
曰
、
某
本
驕
稚
、
不
識
道
者
、
今

返
請
為
僕
、
顧
者
曰
、
予
固
異
人
、
有
少
失
謫
於
下
賤
、
合
役
於
秀
才
、
若
限
不
足
、
復
須
力
於
他
人
、
請
秀
才
勿
変
常
、
庶
卒
某

事
也
、

　

そ
こ
で
村
の
老
人
達
に
会
い
旅
の
費
用
を
少
し
ば
か
り
得
よ
う
と
し
た
。
従
者
は
微
笑
し
て
い
う
、「
こ
ん
な
（
汚
い
衣
服
）
も

の
で
足
り
る
わ
け
が
な
い
。
私
に
考
え
が
あ
る
」。
す
な
わ
ち
一
本
の
枯
れ
た
桑
の
木
を
切
り
、い
く
つ
か
の
筐
扎（
札
＝
四
角
い
札
）

を
作
り
、
そ
れ
を
大
皿
の
上
に
集
め
て
並
べ
る
と
、
牛
肉
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
数
本
の
瓶
に
水
を
入
れ
て
注
ぐ
と
、
こ
れ
は
銘
酒
に

な
っ
て
い
た
。
村
の
長
老
た
ち
は
み
な
酔
い
飽
食
し
た
。
こ
れ
で
縑
糸
五
十
束
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
秀
才
は
従
者
に
恥
じ
入
り

な
が
ら
も
、「
自
分
は
も
と
も
と
驕
慢
で
「
道
」
の
こ
と
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
。
い
ま
、私
は
却
っ
て
あ
な
た
様
の
従
僕
と
な
り
た
い
」

と
い
う
。
従
者
が
い
う
「
私
は
も
と
よ
り
常
人
と
異
な
る
が
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
の
過
失
を
犯
し
た
た
め
に
こ
の
下
賤
な
身
に
謫
せ
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ら
れ
、
あ
な
た
様
の
労
役
に
服
し
て
い
る
も
の
。
も
し
謫
仙
の
期
間
が
不
足
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
他
の
人
の
所
で
労
役
す

る
し
か
な
い
。
だ
か
ら
秀
才
様
、
い
つ
も
と
変
わ
り
な
く
私
を
引
き
回
し
て
欲
し
い
」
と
。

　

結
局
、
従
者
の
素
性
を
知
っ
た
秀
才
は
、
恐
れ
多
く
今
ま
で
通
り
に
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
逆
に
従
者
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
自
分
の

謫
期
に
支
障
が
出
る
と
い
わ
れ
る
。
従
者
は
そ
こ
を
去
っ
て
、
い
ず
く
に
行
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。

　

こ
の
話
は
か
な
り
単
純
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
謫
仙
の
あ
り
方
を
典
型
的
に
描
い
て
い
る
の
で
、
ほ
ぼ
全
文
を
録
し
た
。
描
か
れ
る
通

り
、
謫
仙
は
人
間
界
に
流
さ
れ
て
苦
役
に
従
う
。「
人じ

ん
か
ん間

」・「
俗
世
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
俗
世
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

天
上
神
界
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
し
く
混
濁
の
世
界
、
汚
ら
わ
し
い
空
間
で
あ
る
。
清
浄
な
神
仙
の
住
む
所
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
濁
世
の

下
賤
な
身
分
に
あ
っ
て
、
苦
役
に
従
う
。

　

多
く
の
場
合
、
犯
し
た
罪
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
た
だ
「
小
失
」・「
小
過
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
か
ら
あ
ま
り
重
大
な
過
失
と
は
思

わ
れ
な
い
。
通
常
の
場
合
、
謫
と
は
官
位
・
官
職
を
降
格
さ
れ
、
地
方
の
、
そ
れ
も
辺
境
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
か
ら
、
い
わ

ゆ
る
左
遷
に
類
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
配
所
は
俗
世
、
身
分
は
下
男
（
女
）
に
落
と
さ
れ
る
。
も
と
も
と
天
上
界
の
構
成
は
、
現
実

の
宮
廷
の
制
度
に
倣
っ
て
構
想
さ
れ
る
か
ら
（
3
（

、
そ
の
賞
罰
制
度
も
現
実
の
反
映
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
大
過
の
際
に
は
ど

う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
後
漢
書
』
方
術
伝
に
神
符
に
よ
っ
て
邪
鬼
を
調
伏
す
る
費
長
房
が
記
さ
れ
る
が
、
あ
る

時
こ
の
神
符
を
亡
失
す
る
。
た
ち
ま
ち
邪
鬼
の
殺
す
と
こ
ろ
と
な
る
。
神
勅
の
符
を
失
う
こ
と
は
、
皇
帝
の
勅
書
を
失
う
こ
と
と
同
等
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
邪
鬼
に
と
り
殺
さ
れ
た
の
は
死
刑
に
値
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
重
大
な
過
失
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
仙

人
（
方
士
）
の
死
刑
譚
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
い
。
仙
人
伝
の
性
格
か
ら
い
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

六
朝
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
『
漢
武
内
伝
』
に
、
後
漢
の
方
士
東
方
朔
の
話
が
あ
る
（
4
（

。
地
気
に
通
達
し
た
東
方
朔
は
、「
山
水
の
遊
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戯
に
務
め
る
の
み
に
し
て
、
共
に
気
を
和
す
る
を
図
ら
ず
。
雷
電
を
擅
弄
し
て
波
を
激
し
風
を
揚
げ
風
雨
時
を
失
う
。
陰
陽
錯
遷
す
」
と

あ
る
か
ら
、
水
害
、
風
害
共
に
至
っ
た
。
山
水
の
遊
覧
に
呆
け
て
職
務
を
忘
れ
た
こ
と
か
ら
謫
せ
ら
れ
た
。
失
策
に
よ
っ
て
人
間
世
界

に
大
災
害
が
及
ん
で
も
流
謫
で
す
ん
だ
。
神
符
を
亡
く
す
よ
う
な
神
に
対
す
る
失
策
は
死
、
民
に
対
す
る
失
策
は
謫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
現
実
の
皇
帝
に
対
す
る
過
失
と
人
民
に
対
す
る
過
失
を
示
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　

も
う
一
つ
、
生
ま
れ
た
子
供
が
謫
仙
で
あ
っ
た
と
い
う
特
異
な
例
を
挙
げ
て
お
く
。
日
本
の
『
竹
取
物
語
』
は
、
竹
か
ら
出
た
女
子
が

成
人
し
て
天
上
界
に
帰
る
と
い
う
構
成
を
採
る
が
、
こ
の
場
合
は
人
か
ら
生
ま
れ
た
女
子
が
、
謫
期
満
ち
て
天
上
界
に
帰
る
と
い
う
筋
立

に
な
る
。

　

黄
観
福
者
、雅
州
百
丈
県
民
女
也
、幼
不
茹
葷
血
、好
清
静
、家
貧
無
香
、以
柏
葉
柏
子
焚
之
、毎
凝
然
静
坐
、無
所
営
為
、経
日
不
捲
、

或
食
柏
葉
、
飲
水
自
給
、
不
嗜
五
穀
、
父
母
憐
之
、
率
任
其
意
、
既
笄
欲
嫁
之
、
忽
謂
父
母
曰
、
門
前
水
中
極
有
異
物
、
女
常
時
多

與
父
母
説
奇
事
先
兆
、
往
往
信
験
、
聞
之
因
以
為
然
、
随
往
看
之
、
水
果
來
洶
涌
、
乃
自
投
水
中
、
良
久
不
出
、
漉
之
得
一
古
木
天

尊
像
、
金
彩
既
駁
、
状
貎
與
女
無
異
、
水
即
澄
清
、
便
以
木
像
置
道
路
上
、
號
泣
而
帰
、
其
母
時
來
視
之
、
憶
念
不
已
、
忽
有
綵

雲
仙
楽
、
引
衛
甚
多
、
與
女
子
三
人
、
下
其
庭
中
、
謂
父
母
曰
、
女
本
上
清
仙
人
也
、
有
小
過
謫
在
人
間
、
年
限
既
畢
、
復
帰
天
上
、

無
至
憂
念
也
、
…
…
（『
集
仙
伝
』）

　

黄
観
福
は
雅
州
百
丈
県
民
の
娘
で
あ
る
。
幼
児
よ
り
葷
菜
な
ど
の
な
ま
臭
野
菜
や
肉
な
ど
を
食
べ
ず
、
清
静
な
る
行
い
を
好
ん
だ
。

家
は
貧
し
か
っ
た
た
め
香
な
ど
は
無
く
、
た
だ
柏
の
葉
や
そ
の
実
を
焚
い
て
替
り
と
し
た
。
つ
ね
に
じ
っ
と
し
て
静
坐
し
他
に
な
す

こ
と
な
し
。
数
日
を
経
て
も
倦
き
ず
、
あ
る
い
は
柏
の
葉
を
食
べ
水
を
飲
ん
で
足
り
た
。
五
穀
も
食
べ
ず
に
い
る
こ
と
か
ら
、
父
母
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は
大
変
に
心
配
し
た
が
、
つ
い
に
自
分
自
身
の
意
志
に
ま
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
成
人
し
て
髪
を
改
め
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
嫁
に
出

す
決
心
を
し
た
。
す
る
と
急
に
父
母
に
向
か
っ
て
い
う
。「
門
前
に
あ
る
池
の
中
に
非
常
な
異
物
が
あ
る
」
と
。
娘
は
常
日
頃
か
ら

父
母
と
奇
怪
な
話
し
、
何
事
か
の
前
兆
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
効
験
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
、
こ
の
娘
の
話
し

を
聞
い
て
、
真
実
と
思
っ
た
。
娘
と
と
も
に
行
っ
て
み
る
と
、
は
た
し
て
門
前
に
は
水
が
湧
き
出
し
て
池
と
な
っ
て
い
た
。
娘
は
や

お
ら
水
中
に
飛
び
込
み
、
し
ば
ら
く
し
て
も
出
て
こ
な
い
。
池
を
さ
ら
っ
て
み
る
と
、
一
体
の
古
い
天
尊
の
木
像
が
あ
っ
た
。
金
彩

は
す
で
に
ま
ば
ら
に
残
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
表
情
は
娘
と
瓜
二
つ
、
何
の
異
な
る
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
。
木
像
を
道
端
に
置
き
、

号
泣
し
て
家
に
入
る
。
そ
の
母
は
時
お
り
や
っ
て
来
て
は
、
こ
れ
を
見
て
娘
を
思
う
情
つ
い
に
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、

色
ど
り
鮮
や
か
な
仙
雲
と
神
仙
の
音
楽
が
響
き
、
衛
士
を
沢
山
引
き
つ
れ
た
三
人
の
女
子
が
天
上
よ
り
庭
に
降
り
立
ち
、
父
母
に
い

う
、「
娘
は
も
と
上
清
の
仙
人
で
あ
っ
た
が
、
小
過
が
あ
っ
た
の
で
人じ

ん
か
ん間

に
謫
せ
ら
れ
た
も
の
。
年
限
が
き
た
の
で
天
上
に
帰
っ
た
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
く
悲
し
む
こ
と
は
な
い
」
と
。

　

こ
の
あ
と
、三
人
の
玉
女
は
、こ
の
地
に
悪
疫
が
襲
う
。
死
者
多
数
が
出
る
。
よ
ろ
し
く
家
を
益
州
に
移
せ
と
て
、黄
金
を
与
え
て
去
る
。

父
母
は
そ
の
言
葉
に
従
い
、
家
を
蜀
に
移
し
た
が
、
果
た
せ
る
か
な
そ
の
歳
に
悪
疫
来
た
り
死
者
は
十
人
の
う
ち
三
・
四
人
。
唐
の
麟
徳

年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
す
。
題
は
「
黄
観
福
」
と
す
る
が
、
今
は
俗
に
「
黄
冠
仏
」
と
も
い
う
。
天
尊
が
道
教
神
像
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
ら
ず
、
語
り
伝
え
る
う
ち
に
「
黄
冠
福
」
を
「
黄
冠
仏
」
と
誤
り
伝
え
た
と
も
記
す
。
そ
う
な
る
と
「
黄
観
福
」
と
は
ど
う
し
た
訳

で
あ
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
れ
は
胎
児
と
し
て
謫
さ
れ
た
わ
け
で
、
生
み
育
て
た
父
母
の
恩
に
対
す
る
奉
謝
と
し
て
、
疫
疾
を
避
け
さ
せ
た
こ
と
が

書
か
れ
る
。
実
際
に
、
唐
の
麟
徳
年
間
に
雅
州
を
中
心
に
人
口
の
三
・
四
割
が
死
没
す
る
程
の
毒
疫
が
流
行
し
た
の
か
否
か
、
精
査
す
る
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余
裕
を
持
た
な
い
が
、
そ
う
し
た
伝
承
を
背
景
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
が
虚
実
錯
綜
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

黄
観
福
は
、
男
子
の
謫
仙
と
異
り
、
苦
役
に
従
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
離
別
の
悲
し
み
に
耐
え
る
こ
と
も
な
い
。
淡
々
と
成
人
し
婚
姻

の
話
が
出
た
の
を
契
機
に
去
っ
た
。
す
で
に
し
て
常
人
と
は
異
な
る
、
人
情
を
異
に
し
た
世
界
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

２

　

謫
仙
は
謫
さ
れ
て
も
仙
人
で
あ
る
か
ら
、
黄
観
福
の
よ
う
に
、
俗
世
の
食
物
に
は
見
向
き
も
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
柏
葉
の
よ
う
な
仙
薬
を

食
べ
た
り
、
清
静
無
為
の
日
常
を
お
く
る
も
の
も
出
て
く
る
。
特
に
婚
姻
の
一
件
が
出
た
の
を
期
と
し
て
去
っ
た
が
、
こ
れ
は
俗
人
と
結

ぶ
の
を
避
け
た
の
か
、
あ
る
い
は
後
に
触
れ
る
理
由
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
謫
仙
同
士
が
結
婚
し
て
し
ま
う
こ
と
が
『
仙
伝
拾
遺
』
に

載
せ
ら
れ
る
。

　

陽
平
謫
仙
、
不
言
姓
氏
、
初
九
隴
人
張
守
珪
、
仙
君
山
有
茶
園
、
毎
歳
召
採
茶
人
力
百
餘
人
、
男
女
傭
功
者
雑
處
園
中
、
有
一
少

年
、
自
言
無
親
族
、
賃
為
摘
茶
、
甚
勤
愿
了
慧
、
守
珪
憐
之
、
以
為
義
児
、
又
一
女
子
、
年
二
十
、
亦
云
無
親
族
、
願
為
義
児
之
妻
、

孝
義
端
恪
、
守
珪
甚
善
之
、

　

陽
平
の
謫
仙
は
姓
名
を
云
わ
な
か
っ
た
。
始
ま
り
は
九
隴
の
張
守
珪
と
い
う
人
が
お
り
仙
君
山
に
茶
園
を
も
っ
て
い
た
。
毎
歳
そ

の
時
期
に
な
る
と
茶
摘
み
の
人
々
百
人
余
り
を
傭
い
入
れ
た
。
男
女
の
摘
み
手
は
園
内
に
雑
居
し
て
、
そ
の
時
期
を
過
す
。
中
に
一

少
年
あ
り
。
親
族
な
し
と
い
う
。
茶
摘
に
従
事
し
た
が
、
非
常
に
勤
勉
で
あ
り
賢
い
。
守
珪
は
こ
れ
を
あ
わ
れ
ん
で
、
養
子
と
し
た
。
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す
る
と
も
う
一
人
の
娘
が
あ
ら
わ
れ
、
年
は
二
十
ば
か
り
、
こ
れ
も
親
族
な
し
と
い
う
。
そ
し
て
養
子
の
妻
に
な
り
た
い
と
言
う
。

孝
心
、
義
理
い
ず
れ
も
正
し
く
、
守
珪
は
甚
だ
こ
れ
を
喜
ん
だ
。

　

一
旦
山
水
泛
溢
、
市
井
路
隔
、
塩
酪
既
欠
、
守
珪
甚
憂
之
、
新
婦
曰
、
此
可
買
耳
、
取
銭
出
門
数
十
歩
、
置
銭
於
樹
下
、
以
杖
叩
樹
、

得
塩
酪
而
帰
、
後
或
有
所
需
、
但
令
叩
樹
取
之
、
無
不
得
者
、
其
術
夫
亦
能
之
、
…
…
守
珪
問
其
術
受
於
何
人
、
少
年
曰
、
我
陽
平

洞
中
仙
人
耳
、
因
有
小
過
、
謫
人
間
、
不
久
當
去
、

　

あ
る
と
き
洪
水
が
起
り
市
中
と
の
道
路
は
水
没
し
て
、
途
絶
し
た
。
た
め
に
塩
や
酪
（
チ
ー
ズ
）
な
ど
が
欠
乏
し
（
5
（

、
守
珪
は
非
常

に
こ
れ
を
心
配
し
て
い
た
。
そ
こ
で
新
婦
が
、
買
い
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
て
、
お
金
を
持
っ
て
門
を
出
て
数
十
歩
進
ん
だ
。

そ
こ
で
お
金
を
木
の
下
に
置
い
て
杖
を
も
っ
て
そ
の
木
を
た
た
く
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
塩
と
酪
を
得
て
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
求

め
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
木
を
た
た
い
て
品
物
を
出
し
、
そ
れ
を
取
ら
せ
た
。
得
ら
れ
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
術
は
夫
も
よ
く
行
う

こ
と
が
で
き
た
。
…
…
守
珪
は
そ
の
術
を
誰
か
ら
受
け
た
の
か
と
問
う
。
少
年
が
い
う
「
私
は
陽
平
洞
天
の
仙
人
で
あ
る
。
小
過
あ

っ
て
人じ

ん
か
ん間

に
謫
せ
ら
れ
た
が
、
近
く
こ
こ
を
去
る
こ
と
に
な
る
」
と
。

　

こ
の
後
、
守
珪
が
洞
天
の
様
子
を
聞
き
、
少
年
が
詳
し
く
そ
の
状
を
説
明
す
る
。
文
末
に
至
っ
て
、「
旬
日
之
間
、
忽
失
其
夫
婦
」
と

記
す
。
夫
婦
と
も
に
天
上
界
に
帰
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
素
性
を
知
ら
れ
た
た
め
、
他
に
移
っ
た
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
夫
婦
が
謫
仙

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
本
来
、
人
間
の
欲
望
を
去
り
、
清
静
で
あ
る
べ
き
仙
人
が
、
配
匹
を
得
て
夫
婦
と
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
こ
に
は
房
中
術
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
る
が
、
神
仙
道
あ
る
い
は
道
教
に
お
け
る
こ
れ
の
評
価
は
ほ
ぼ
二
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
世
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紀
初
期
の
寇
謙
之
は
道
教
の
清
整
を
図
っ
て
こ
れ
を
禁
絶
し
た
（
6
（

。
こ
れ
に
対
し
、
同
じ
五
世
紀
後
半
の
南
方
道
教
を
指
導
し
た
陸
修
静
は
、

夫
婦
の
間
で
の
一
法
の
み
を
認
め
、
そ
の
施
用
を
許
し
た
（
7
（

。
し
か
し
、
上
清
派
は
、『
真
誥
』
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ

に
否
定
的
で
、禁
欲
無
為
を
主
と
し
た
（
8
（

。
同
じ
道
教
で
あ
り
な
が
ら
、肯
定
と
否
定
と
が
相
い
雑
る
。
こ
れ
に
は
仏
教
側
の
批
判
も
あ
る
し
、

上
清
派
の
よ
う
に
、
仏
教
々
理
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
も
よ
る
。
た
だ
し
、
道
教
の
修
法
と
し
て
で
は
な
く
、
養
生
法
と
し
て
房
中
術

は
水
面
下
で
用
い
ら
れ
る
。

　

陽
平
謫
仙
の
説
法
は
、
房
中
術
を
表
面
に
は
出
さ
ず
、
夫
婦
と
し
て
配
匹
す
る
こ
と
で
こ
れ
を
暗
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
陸
修
静

の
立
場
に
通
ず
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

権
同
休
・
黄
観
福
・
陽
平
謫
仙
の
三
者
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
仕
え
た
主
人
や
両
親
の
危
急
あ
る
い
は
辛
苦
を
救
う
と
こ
ろ

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
権
同
休
謫
仙
の
場
合
は
、
主
人
か
ら
恩
を
受
け
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
全
て
謫
仙
が
主
人
権
同
休
を

助
け
る
こ
と
に
終
始
す
る
。「
小
過
」
に
対
す
る
罰
は
俗
世
に
謫
さ
れ
た
こ
と
自
体
で
贖
わ
れ
る
が
、
人
の
急
を
救
う
の
は
功
、
す
な
わ

ち
善
行
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
が
黄
観
福
で
あ
る
。
黄
観
福
は
水
中
に
没
し
て
天
上
に
帰
っ
た
が
、
そ
の
後
に
玉
女
三
人

が
降
っ
て
そ
の
顛
末
を
知
ら
せ
、
さ
ら
に
悪
疫
流
行
の
こ
と
を
述
べ
て
両
親
を
救
う
。
天
上
に
復
帰
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
贖
罪
の
一
方
法

と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
こ
れ
は
復
帰
の
後
の
こ
と
に
な
る
。
両
親
に
対
す
る
報
恩
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
こ
れ
も
ま
た

修
善
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
贖
罪
と
し
て
の
人じ

ん
か
ん間

に
お
け
る
流
謫
と
は
別
に
、
善
功
を
た
て
る
修
善
の
行
為
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
修
善
建
功
の
思
想
が
、
か
な
り
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
も
と
も
と
『
抱
朴
子
』
に
も
記
さ
れ

る
よ
う
に
、
例
え
ば
三
尸
説
（
そ
れ
を
記
し
た
と
さ
れ
る
『
易
内
誡
』『
赤
松
子
経
』）
は
止
悪
の
思
想
で
あ
り
、
悪
行
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
寿
命
を
削
ら
れ
る
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
奪
算
の
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
勧
善
の
思
想
は
、
利
他
行
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て

い
て
、
道
教
（
霊
宝
経
）
の
中
で
は
陸
修
静
以
後
の
経
典
（『
霊
宝
斎
説
燈
祝
願
儀
』）
に
明
示
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
斗
米
道
の
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記
録
（『
三
国
志
』
魏
書
・
張
魯
伝
注
）
に
よ
れ
ば
、
三
官
手
書
に
よ
る
罪
過
の
告
白
（
止
悪
）
と
義
舎
・
義
米
に
よ
る
勧
善
の
思
想
が

見
ら
れ
る
。
悪
を
犯
さ
な
い
こ
と
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
善
を
施
す
の
を
加
算
の
一
方
法
と
し
た
の
か
。
天
寿
を
全
う
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
寿
を
加
え
る
と
い
う
理
解
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
る
。

　

謫
仙
の
善
行
が
加
算
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
多
い
し
、
謫
期
を
短
縮
す
る
方
法
で
あ
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

黄
観
福
の
場
合
は
明
ら
か
に
謫
期
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
報
恩
に
な
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
罪
を
贖
う
こ
と
、
善
功
を
建
て
る
こ
と
が
、
謫
仙
説
話
の
基
本
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
構
造
は
、

六
朝
末
頃
か
ら
の
道
教
信
仰
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3

　

如
上
の
三
人
（
陽
平
謫
仙
の
婦
を
加
え
れ
ば
四
人
）
の
説
話
は
、
き
わ
め
て
平
明
で
分
り
易
い
。
道
教
の
経
典
や
教
理
に
か
か
わ
る
記

述
も
な
く
、特
別
な
知
識
を
必
要
と
す
る
内
容
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
伝
奇
』
に
記
さ
れ
た
許
棲
巌
の
謫
仙
譚
は
い
さ
さ
か
複
雑
で
あ
る
。

少
し
長
文
に
な
る
の
で
要
約
を
摘
記
し
て
お
く
。

　

許
棲
巌
は
岐
陽
の
人
、
進
士
に
挙
げ
ら
れ
た
。
神
仙
の
業
を
昊
天
観
で
修
行
し
、
毎
朝
夕
必
ず
老
子
の
真
像
を
礼
拝
し
て
長
生
を
得
る

福
運
を
祈
願
し
て
い
た
。
許
棲
巌
は
蜀
に
行
こ
う
と
し
て
、
市
に
出
か
け
馬
を
求
め
て
金
が
足
り
ず
、
や
む
を
得
ず
西
の
市
に
行
っ
て
異

民
族
の
引
く
痩
せ
馬
を
買
っ
た
。
こ
れ
に
乗
っ
て
蜀
に
行
く
。
途
中
き
ち
ん
と
糧
秣
を
与
え
て
い
る
が
、
馬
は
日
々
に
痩
せ
て
い
く
。
は

た
し
て
蜀
に
着
け
る
か
、
易
者
に
占
っ
て
も
ら
う
と
、
こ
の
馬
は
龍
馬
な
り
、
よ
ろ
し
く
宝
と
せ
よ
と
い
う
。
い
よ
い
よ
難
所
の
蜀
の
棧

道
に
か
か
る
と
、
棲
巌
は
馬
も
ろ
と
も
崖
の
下
に
落
ち
た
。
幸
い
枯
葉
が
厚
く
積
っ
て
怪
我
は
な
か
っ
た
が
出
口
も
見
つ
か
ら
な
い
。
崖
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下
に
一
洞
穴
の
あ
る
の
を
見
つ
け
、
馬
と
と
も
に
そ
れ
に
入
る
と
、
中
は
洞
天
に
通
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
太
乙
真
君
に
出
会
い
問
わ
れ
る
。

「
俗
世
で
神
仙
の
道
を
修
め
た
の
か
」
と
。
答
え
て
い
う
、「
老
子
、荘
子
、黄
庭
経
の
三
つ
を
読
ん
だ
だ
け
で
す
」。
ま
た
聞
か
れ
る
、「
三

景
の
書
の
ど
の
文
句
を
会
得
し
た
か
」
と
。
答
え
て
い
う
、「
老
子
で
は
「
そ
の
精
は
甚
だ
真
な
り
」
の
句
、
荘
子
で
は
「
こ
れ
を
息
す

る
に
踵
を
も
っ
て
す
」
の
句
、
黄
庭
経
で
は
但
だ
「
卻
寿
無
窮
を
思
う
の
み
」
の
句
で
す
」
と
。
こ
う
し
た
問
答
の
後
に
何
人
か
の
神
仙

と
会
い
話
す
う
ち
に
、
棲
巌
は
六
朝
の
道
士
許
長
史
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
あ
た
え
ら
れ
た
石
髄
を
飲
ん
だ
こ
と
で
、
千
歳
の
寿

命
を
得
た
。
帰
る
に
際
し
乗
っ
て
き
た
馬
に
乗
っ
て
送
ら
れ
た
が
、別
れ
に
際
し
て
太
乙
君
が
い
う
。「
こ
の
馬
は
わ
が
洞
天
中
の
龍
な
り
。

怒
っ
て
と
り
入
れ
た
穀
物
を
損
っ
た
の
で
、
荷
役
の
作
業
に
謫
さ
れ
た
も
の
」
と
。

　

許
長
史
は
晋
の
道
士
許
謐
で
あ
る
。
上
清
経
の
構
造
に
関
わ
り
、
上
清
教
三
代
教
主
と
さ
れ
る
。
許
棲
巌
は
そ
の
名
家
の
出
で
あ
る
。

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仙
骨
を
有
す
る
が
、『
老
子
』『
荘
子
』『
黄
庭
経
』を
学
習
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
、ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。『
黄
庭
経
』

は
家
祖
許
長
史
が
得
た
上
清
経
典
の
中
枢
で
あ
る
。『
黄
庭
内
景
経
』『
黄
庭
外
景
経
』『
黄
庭
中
景
経
』
の
三
景
経
に
分
れ
る
。
真
人
が

棲
巌
に
、「
三
景
中
ど
の
文
句
を
会
得
し
た
か
」
と
問
う
の
は
、
そ
こ
を
ふ
ま
え
て
の
話
に
な
る
の
だ
が
、
実
は
『
中
景
経
』
は
隋
唐
頃

の
作
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
本
来
の
『
黄
庭
経
』
と
は
異
な
る
（
9
（

。
内
容
的
に
は
『
内
景
経
』『
外
景
経
』
の
要
を
採
っ
た
も
の
と
い
わ

れ
る
。
た
だ
し
、
許
棲
巌
の
答
え
は
『
老
子
』『
荘
子
』『
黄
庭
経
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
少
し
違
う
。『
伝
奇
』
の
作

者
の
誤
り
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
許
棲
巌
の
述
べ
た
『
黄
庭
経
』
の
一
句
「
但
思
以
卻
寿
無
窮
」
は
、
道
蔵
本
『
黄
庭
内
景

経
』
に
「
但
思
一
部
寿
無
窮
」
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
句
の
前
に
は
「
泥
丸
九
真
皆
有
房
、
方
圓
一
寸
處
此
中
、
同
服
紫
衣
飛
羅
裳
、

但
思
一
部
寿
無
窮
・
・
・
」
と
あ
り
、
脳
内
の
九
宮
に
住
む
九
真
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、「
泥
丸
（
脳
部
）
の
九
真
人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ

房
室
を
も
ち
、
方
円
と
も
に
一
寸
の
と
こ
ろ
に
住
む
。
九
真
は
い
ず
れ
も
紫
衣
を
着
て
う
す
絹
の
裳
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
九
真
の
一
体

で
も
存
思
す
れ
ば
寿
命
は
無
窮
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
泥
丸
の
洞
房
存
思
の
方
法
と
そ
の
効
能
を
記
し
た
部
分
。
上
清
経
の
根
本
経
典
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『
大
洞
真
経
』
と
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
大
洞
真
経
』
は
全
篇
身
体
神
の
冥
想
（
存
思
）
を
説
く
。
そ
の
中
で
最
も
効
果
の
あ
る
の

が
こ
の
洞
房
神
の
存
思
で
あ
る
。『
伝
奇
』
の
作
者
は
字
を
誤
っ
て
引
用
し
て
い
る
が
、こ
の
洞
房
神
存
思
の
部
分
を
引
い
た
の
は
正
し
い
。

こ
れ
こ
そ
が
上
清
教
の
長
生
の
要
点
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
が
に
許
長
史
の
孫
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
『
老
子
』
の
「
其
精
甚
真
」
は
第
二
一
章
の
言
で
あ
る
。
道
の
形
態
に
ふ
れ
て
、
道
の
中
に
精
あ
り
、
そ
の
精
は
は
な
は
だ
真
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
拡
大
敷
衍
さ
れ
て
、
養
生
的
解
釈
が
始
ま
る
が
、
こ
こ
で
は
「
道
は
精
に
充
た
さ
れ
る
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
。『
荘
子
』
の
「
真
人
之
息
以
踵
」
の
言
も
、「
真
人
の
呼
吸
は
踵
で
息
を
吸
う
ご
と
く
に
す
る
」
と
い
う
意
で
、『
荘
子
』
大
宗
師

篇
の
文
は
、「
古
之
真
人
、
‥
‥
其
息
深
深
、
其
人
之
息
以
踵
、
衆
人
之
息
以
喉
」
と
あ
る
。「
古
の
真
人
（
古
仙
人
）
の
呼
吸
は
深
く
長

く
行
い
、
気
を
充
分
に
身
体
に
巡
ら
せ
る
。
し
た
が
っ
て
真
人
呼
吸
法
は
、
踵
か
ら
息
を
す
る
よ
う
に
す
る
が
、
常
人
の
呼
吸
は
喉
で
す

る
だ
け
」
と
い
う
。
調
息
法
、
導
引
法
の
表
現
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
許
棲
巌
の
修
行
法
は
上
清
経
に
も
と
づ
く
導
引
行
気
、
存
思
法
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
許
棲
巌
の
修
行
は
ほ

ぼ
完
了
し
か
か
っ
て
い
た
。
太
乙
真
人
は
、
こ
の
許
棲
巌
の
説
明
を
聞
き
、「
道
を
去
る
こ
と
近
し
」
と
い
う
。
す
ぐ
に
道
と
一
体
に
な

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

許
棲
巌
は
謫
仙
で
は
な
い
。
許
棲
巌
の
買
っ
た
痩
せ
馬
が
謫
さ
れ
た
龍
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
仙
人
以
外
に
、
仙
界
の
霊
獣
さ

え
も
過
失
が
あ
れ
ば
謫
さ
れ
る
。
主
題
は
許
棲
巌
で
あ
る
が
、
脇
役
と
し
て
出
た
痩
せ
馬
が
謫
龍
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
物
語
り
で
は

あ
る
が
、
こ
の
物
語
り
か
ら
は
二
つ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
許
棲
巌
と
許
長
史
を
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
る
上
清
教
の

教
派
性
が
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
『
黄
庭
経
』
を
信
仰
す
る
系
統
の
仙
法
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
謫
仙
（
謫
龍
）
に
出
会
う
こ
と
が
得
仙
・
得
道
へ
の
運
命
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
太
乙
真
君
が
別
れ
ぎ
わ
に

許
棲
巌
に
「
貴
君
に
仙
骨
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
馬
を
買
っ
た
の
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
こ
の
太
白
山
洞
天
に
来
る
こ
と
が
で



五
五

謫
仙
の
構
造

き
た
だ
ろ
う
」、
と
い
っ
た
言
葉
の
中
に
そ
の
運
命
的
な
設
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
二
つ
の
特
徴
は
、
上
清
教
あ
る
い
は
『
黄
庭
経
』
信
奉
者
た
ち
の
間
に
あ
る
許
長
史
信
仰
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
そ
の
子
孫
に

投
影
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
許
棲
巌
と
同
姓
の
許
碏
と
い
う
謫
仙
が
い
る
。
同
姓
で
あ
る
が
姻
戚
関
係
は
不
明
。
端
正
な
性
格
の
許
棲
巌
と
は
全
く
反
対
の
飄

逸
な
仙
人
で
あ
る
。

　

許
碏
、
自
称
高
陽
人
也
、
少
為
進
士
、
累
挙
不
第
、
晩
学
道
於
王
屋
山
、
周
遊
五
山
名
洞
府
…
…
無
不
遍
歴
、
到
處
皆
于
石
厓
峭

壁
、
人
不
及
處
、
題
曰
、
許
碏
自
峨
眉
山
尋
偃
月
子
到
此
、
覩
筆
蹤
者
、
莫
不
歎
其
神
異
、
…
…
常
醉
吟
曰
、
今
閬
苑
花
前
是
酔
郷
、

踏
翻
王
母
九
霞
觴
、
群
仙
拍
手
嫌
軽
薄
、
謫
向
人
間
作
酒
狂
、・
・
・（『
續
仙
傳
』）

　

許
碏
は
自
ら
高
陽
の
人
と
い
う
、
若
く
し
て
進
士
に
進
ん
だ
が
結
局
科
挙
に
は
合
格
し
な
か
っ
た
。
晩
年
に
道
を
玉
屋
山
で
学
び
、

五
岳
や
名
山
洞
天
を
周
遊
し
て
遍
歴
し
な
い
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
行
っ
た
場
所
の
断
崖
絶
壁
に
よ
く
「
許
碏
峨
眉
山
よ
り
偃
月
子

を
尋
ね
て
こ
こ
に
到
る
」
と
書
き
、
そ
の
筆
蹟
を
見
る
も
の
は
、
そ
の
神
異
の
業
に
驚
か
な
い
も
の
は
い
な
い
。
‥
‥
常
に
醉
っ
て

は
吟
じ
て
い
う
「
朗
ら
か
な
苑
中
の
花
の
前
に
設
け
ら
れ
た
宴
会
、
西
王
母
の
九
霞
の
酒
杯
を
踏
ん
で
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
仙
人
た

ち
は
拍
手
し
て
お
も
し
ろ
が
っ
た
が
、
王
母
は
そ
の
軽
薄
な
行
い
を
嫌
い
、
人
間
に
謫
さ
れ
て
酒
狂
と
な
っ
た
」
と
。
‥
‥

　

こ
れ
は
珍
し
く
犯
し
た
過
失
が
記
さ
れ
る
。
酒
宴
で
西
王
母
の
酒
杯
を
足
げ
に
し
て
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
お
調
子
も
の
の
仙
人
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
洞
天
を
歴
巡
し
た
と
あ
る
の
は
、
三
十
六
洞
天
を
全
て
巡
っ
た
の
か
。
進
士
と
な
り
洞
天
で
の
修
行
。
謫
さ
れ
て
俗
界
で
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は
好
き
な
酒
に
お
ぼ
れ
、
自
ら
を
酒
狂
と
称
し
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
謫
仙
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
遊
仙
で
あ
り
、
流
謫
の
意
味
が
な
い
。

人
が
登
れ
な
い
絶
壁
に
大
き
な
文
字
を
書
い
て
そ
の
足
跡
を
遺
し
、
見
る
人
を
驚
か
す
。
俗
世
を
楽
し
ん
で
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

４

　

先
に
謫
仙
同
士
の
婚
姻
に
ふ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
俗
人
の
女
と
結
婚
し
た
謫
仙
が
い
る
。
李
仙
人
と
い
い
名
は
明
か
さ
れ
な
い
。
要
約
の

み
を
記
す
。

　

洛
陽
の
高
家
の
五
女
は
非
常
に
美
人
で
あ
っ
た
。
李
仙
人
と
再
婚
し
た
が
、
李
仙
人
は
天
上
の
謫
仙
で
あ
っ
た
。
高
氏
の
娘
と
好
縁
を

結
ん
で
よ
り
、
洛
陽
に
住
み
、
黄
白
術
（
錬
金
術
）
に
よ
っ
て
金
や
銀
を
購
う
の
を
業
と
し
た
。
夫
人
に
も
そ
の
秘
術
を
教
え
た
。
開
元

年
間
の
末
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
夜
、
空
中
よ
り
李
を
呼
ぶ
声
が
聞
え
門
に
出
て
誰
か
と
話
す
。
語
り
終
っ
て
も
ど
っ
て
来
て
、
夫
人

に
い
う
、「
私
は
天
仙
で
あ
る
が
、
微
罪
を
も
っ
て
人
間
に
譴
謫
さ
れ
た
。
そ
の
謫
期
が
終
り
天
上
に
呼
び
も
ど
さ
れ
た
。
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
…
…
私
が
去
っ
た
あ
と
は
、
金
銀
錬
金
の
法
に
よ
っ
て
生
活
せ
よ
。
た
だ
し
、
他
人
に
伝
え
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
術
が
広
ま
っ

て
は
な
ら
な
い
。
お
前
に
害
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
私
に
も
不
利
と
な
る
。」
こ
こ
ま
で
言
っ
て
飛
び
去
っ
た
。
夫
人
は
初
め
は
そ
の
通

り
に
し
て
い
た
が
、
後
に
な
る
と
銀
を
商
う
こ
と
多
く
、
と
う
と
う
坊
司
（
町
役
）
に
告
発
さ
れ
た
。
河
南
の
知
事
李
斉
な
る
も
の
そ
の

こ
と
を
知
っ
た
が
、
黙
認
し
て
不
問
に
付
し
て
い
た
。
密
か
に
使
い
を
出
し
て
夫
人
を
呼
び
出
す
。
そ
の
前
後
十
床
あ
ま
り
の
銀
は
す
べ

て
焼
け
、
李
斉
は
朝
廷
に
報
告
し
た
。
一
年
た
ら
ず
し
て
、
李
斉
と
李
仙
人
夫
人
も
死
ん
だ
。（『
廣
異
記
』）

　

謫
仙
が
俗
人
と
結
婚
し
、
夫
人
に
錬
金
術
を
教
え
、
天
界
に
去
っ
た
後
も
夫
人
は
そ
の
業
を
続
け
た
が
、
町
役
に
知
ら
れ
て
最
後
に
は

死
ぬ
。
知
事
李
斉
は
李
仙
人
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
自
ら
決
着
を
つ
け
て
死
ん
だ
。
謫
仙
と
俗
人
の
結
婚
は
、
こ
う
し
た
悲
劇
を
も
た
ら
す
。
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そ
れ
は
、
神
仙
と
俗
人
の
も
つ
価
値
観
の
違
い
に
あ
る
。
俗
人
は
無
欲
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
来
、
自
ら
の
得
仙
の
た
め
の

錬
金
が
、
こ
こ
で
は
俗
界
の
な
り
わ
い
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
考
え
み
れ
ば
、
そ
の
罪
の
原
因
を
作
っ
た
の
は
謫
仙
自
身
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
す
で
に
謫
仙
の
別
れ
の
言
葉
の
中
に
あ
っ
て
、
罰
は
自
分
に
及
ぶ
と
い
う
。

　

こ
の
二
人
の
間
に
、
子
供
は
い
な
い
。
神
仙
は
子
孫
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
こ
れ
は
少
し
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。

　
『
太
平
広
記
』
六
七
巻
に
崔
少
玄
と
い
う
女
仙
を
記
録
す
る
。
そ
の
母
は
あ
る
夜
、
う
す
絹
の
衣
服
を
着
て
赤
龍
に
乗
り
、
紫
色
の
函

を
も
つ
神
人
を
夢
に
見
た
。
そ
し
て
妊
娠
し
て
十
四
ヶ
月
目
に
崔
少
玄
を
生
ん
だ
。
実
は
少
玄
は
玉
華
君
と
い
う
女
神
で
あ
っ
た
が
、
か

つ
て
過
失
あ
っ
て
人
間
に
謫
さ
れ
た
も
の
。
廬
陲
な
る
も
の
と
結
婚
し
て
二
十
三
歳
、
天
上
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
夫
が
俗
人
、
妻
が
女
仙
、
子
供
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
但
し
こ
の
崔
少
玄
の
母
は
、
神
仙
と
夢
に
感
応
し
て
子
を
宿
し
た
。

こ
れ
は
漢
代
頃
か
ら
の
神
異
を
記
し
た
説
話
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
伝
統
的
な
感
応
譚
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
謫
仙
を
身
ご
も
っ
た
黄
観
福

の
母
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
感
応
譚
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
玉
女
の
言
に
よ
れ
ば
黄
福
観
は
「
上
清
仙
人
」
の
謫
身
と
い
う
。
男
の
神

仙
で
あ
る
。
も
と
が
女
神
で
あ
る
催
少
玄
は
女
子
と
し
て
生
ま
れ
、
結
婚
し
た
が
、
も
と
が
男
の
神
仙
で
あ
る
黄
観
福
は
、
結
婚
の
話
が

出
た
途
端
天
上
に
帰
っ
た
。「
生
む
」
能
力
、
あ
る
い
は
再
生
と
い
う
こ
と
を
託
し
た
設
定
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
男
の
神
仙
の
場

合
も
得
仙
自
体
が
再
生
で
あ
り
、
得
仙
以
前
に
生
活
し
た
俗
界
を
離
れ
、
神
仙
界
に
再
生
す
る
構
図
が
描
か
れ
る
。
そ
の
時
に
は
す
で
に

無
欲
静
清
と
い
う
新
た
な
性
を
身
に
つ
け
た
仙
人
で
あ
り
、
俗
界
に
暮
し
た
と
き
の
人
物
と
は
異
な
る
。

　

謫
仙
に
か
か
わ
る
文
献
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外
に
も
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
得
仙
し
た
経
緯
を
見
る
と
、
洞
天
で
道
を
学
び
修

業
し
た
と
い
う
記
事
は
少
な
く
な
い
。
得
仙
を
再
生
と
し
て
考
え
た
と
き
洞
天
は
ま
さ
し
く
母
の
子
宮
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
洞
天
で
の
修
業
期
間
は
、
い
わ
ば
胎
児
の
時
代
で
、
得
仙
は
神
仙
界
へ
の
出
生
と
な
る
。
得
仙
す
る
に
は
一
旦
母
の
胎
内
に
も
ど
り
、

生
れ
変
っ
て
神
仙
と
し
て
出
発
す
る
。
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さ
て
、
謫
仙
で
あ
る
。
謫
さ
れ
か
た
に
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
胎
児
と
し
て
、
一
つ
は
そ
の
ま
ま
の
仙
人
の
性
を
も
っ
て
で
あ
る
。
後

者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
世
が
異
境
・
流
謫
の
辺
境
と
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
中
で
苦
役
に
従
事
す
る
と
い
う
現
実
の
投
影
で
あ
る
。
前

者
は
、
例
え
ば
黄
観
福
の
場
合
、
幼
児
か
ら
神
仙
の
修
行
を
継
続
し
て
い
た
。
家
は
貧
し
か
っ
た
が
苦
役
に
従
事
す
る
こ
と
も
な
く
、
修

行
を
続
け
て
つ
い
に
帰
っ
た
。
現
世
で
の
再
び
の
修
養
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
ろ
う
。
崔
少
玄
の
場
合
は
、
あ
る
い
は
結
婚
と
い
う
俗
世

の
縁
が
夫
の
廬
陲
を
好
道
の
高
士
に
育
て
る
。
そ
れ
は
、
生
れ
た
時
か
ら
廬
陲
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
前
提
が
あ
り
、

こ
の
夫
と
の
生
活
が
崔
少
玄
の
謫
期
の
全
て
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
結
婚
と
い
う
俗
世
の
し
が
ら
み
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
課
せ
ら

れ
た
罰
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
説
話
は
伝
奇
小
説
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
た
形
態
で
あ
り
、
詩
文
の
応
酬
な

ど
読
者
を
意
識
し
た
設
定
が
処
々
に
お
か
れ
る
。
崔
少
玄
の
父
が
刺
史
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
廬
陲
も
同
等
以
上
の
官
職
に
あ
っ

た
と
み
て
よ
い
。
非
常
な
美
女
と
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
結
婚
で
あ
る
。
こ
う
し
た
設
定
自
体
が
す
で
に
唐
代
伝
奇
の
一
つ
の
典
型
と
い
え
よ

う
。

　

謫
仙
の
状
況
を
分
析
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
資
料
の
羅
列
に
紙
数
を
費
や
し
た
。
慙
愧
に
堪
え
な
い
が
、
援
引
し
た
文
献
を
読
む
と
、

当
時
の
神
仙
信
仰
の
一
斑
が
鮮
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
贅
言
を
必
要
と
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
資
料
に
救
わ
れ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
取
り
敢
え
ず
こ
こ
で
擱
く
。

註

（
１
）
謫
仙
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
「
謫
仙
考
」（『
中
国
宗
教
史
研
究
―
第
一
―
』
同
朋
舎
、
一
九
八
一
年
）
が
専
論
と
し
て
初
期
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
後
、

李
豊
楙
『
誤
入
與
謫
降
』（
臺
湾
学
生
書
局
、
一
九
九
五
年
）
が
出
て
、
ほ
ぼ
主
要
な
資
料
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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謫
仙
の
構
造

（
２
）
甘
豆
湯
が
単
な
る
食
物
か
薬
湯
か
は
不
明
。
た
だ
し
、
文
中
に
あ
る
よ
う
に
甘
草
と
豆
を
煮
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
豆
が
小
豆
で
あ
れ
ば
汁
粉
の
原
形
に

近
い
が
、
こ
の
あ
た
り
も
不
明
。

（
３
）
神
界
の
パ
ン
テ
オ
ン
を
視
覚
的
に
描
い
た
も
の
に
、
唐
の
呉
道
玄
の
「
神
界
図
」（
道
子
墨
寶
）
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
そ
れ
が
全
て
宮
廷
の
模
倣
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
元
始
天
尊
を
頂
点
と
す
る
神
階
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
。

（
４
）
東
方
朔
に
つ
い
て
は
『
漢
書
』
卷
六
五
に
伝
あ
り
。

（
５
）
篠
田
統
『
中
国
食
物
史
』（
柴
田
書
店
・
一
九
七
七
年
）
に
、
唐
代
に
は
北
方
民
族
と
の
交
流
が
盛
ん
と
な
り
、
乳
製
品
が
普
及
し
た
旨
の
所
論
が
あ
る
。

（
６
）『
老
君
音
誦
誡
経
』（
新
文
豊
本
三
〇
卷
）

（
７
）『
陸
先
生
道
門
科
略
』（
新
文
豊
本
四
一
卷
）

（
８
）
例
え
ば
『
真
誥
』
卷
十
に
、「
道
士
求
仙
、
勿
與
女
子
交
、
一
交
而
傾
一
年
之
薬
力
、
若
無
所
服
而
行
房
内
、
減
算
三
十
年
」
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。

（
９
）『
黄
庭
経
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
王
羲
之
書
写
の
『
黄
庭
外
景
経
』
の
摹
本
が
あ
り
、『
外
景
経
』
が
す
で
に
四
世
紀
末
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。『
内
景
経
』
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
宗
教
性
を
加
え
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
麦
谷
邦
夫
「
黄
庭
内
景
経
試
論
」（『
東
洋
文
化
』

六
二
、一
九
八
二
年
。
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
）


