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二
○
二
年
、
二
○
一
二
年
に
遠
藤
耕
太
郎
等
と
雲
南
省
白
族
に
伝
わ

る
大
本
曲
、
本
子
曲
の
調
査
を
し
た
。
大
本
曲
、
本
子
曲
は
、
い
ず
れ
も

白
族
の
間
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
語
り
芸
で
あ
り
、
白
族
の
各
村
に
い
る
芸

人
も
し
く
は
歌
手
に
よ
っ
て
朗
唱
さ
れ
る
。
両
者
は
地
域
に
よ
る
呼
び
方

の
違
い
で
あ
り
、
基
本
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
り
芸
は
、
も

と
も
と
中
国
に
広
く
伝
播
し
て
い
た
物
語
が
多
く
、
そ
れ
ら
が
少
数
民
族

で
あ
る
白
族
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

大
本
曲
、
本
子
曲
の
違
い
は
、
地
域
に
よ
る
呼
び
方
の
違
い
で
あ
っ
て
、

曲
調
の
違
い
は
あ
る
が
、
も
と
と
な
る
物
語
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
調
査
を
通
し
て
、
本
子
曲
の
地
域
で
あ
る
剣
川
で
は
、
本
子

曲
の
物
語
を
問
答
形
式
で
歌
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
本
子
曲
は
、

大
本
曲
と
同
じ
よ
う
に
、
叙
事
的
な
物
語
で
あ
る
。
三
人
称
に
よ
る
叙
述

も
当
然
あ
る
。
そ
れ
を
問
答
形
式
で
歌
う
こ
と
に
注
目
し
た
。

本
稿
で
は
、
叙
事
的
な
物
語
を
問
答
形
式
で
歌
う
こ
と
に
着
目
し
、
表

現
態
と
し
て
の
問
答
に
つ
い
て
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た

い０そ
の
前
に
、
ま
ず
大
本
曲
、
本
子
曲
の
調
査
を
通
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
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に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
こ
の
調
査
の
目
的
は
、
実
は
、
大
本
曲
、
本
子

曲
そ
の
も
の
を
調
べ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
歌
曲
の
表
記
を
調
べ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
芸
人
や
歌
手
は
、
大
本
曲
、
本
子
曲
の
テ
キ
ス
ト
を

所
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
書
き
記
し
た
も
の
も
あ
れ

ば
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
文
字
は
漢
字
だ
が
、
実
は
、
漢
字
を
利

用
し
た
白
語
の
表
記
で
あ
り
、
こ
れ
を
ぺ
-
文
と
呼
ん
で
い
る
。
ぺ
-
文

の
歴
史
は
古
く
、
南
詔
国
の
時
代
に
す
で
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

明
代
初
期
に
ぺ
-
文
で
書
か
れ
た
詩
の
石
碑
が
残
っ
て
い
る
。
「
山
花

碑
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
作
者
は
白
族
の
学
者
で
あ
り
詩
人
で
あ
る
楊

儲
で
あ
る
。
こ
の
「
山
花
碑
」
の
表
記
に
よ
っ
て
、
古
い
時
代
の
ぺ
-
文

表
記
を
あ
る
程
度
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
山
花
碑
」
は
漢
字
を
中

国
語
の
発
音
や
語
順
で
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
白
語
の
発
音
や
意
味
に

変
換
し
な
が
ら
表
記
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
変
体
漢
文
で
あ
る
。
変
体
漢

文
に
お
け
る
漢
字
表
記
の
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、

中
国
語
と
白
語
は
近
似
し
た
言
語
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
表
記
漢

字
に
お
け
る
六
・
七
割
は
、
漢
字
の
意
味
と
音
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
借

字
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
表
意
漢
字
を
白
語
の
発
音
で
よ
む
訓
字
、
そ
し
て
、

表
音
漢
字
を
白
語
の
発
音
に
用
い
る
音
仮
名
、
さ
ら
に
白
語
の
意
味
を
表

岡
部
隆
志

-１６-



｢芸能と問答態」論

す
た
め
に
漢
字
を
新
し
く
作
ら
れ
た
造
字
が
あ
る
。
こ
の
表
記
漢
字
の
種

類
は
基
本
的
に
日
本
の
「
古
事
記
」
な
ど
の
変
体
漢
文
と
同
じ
で
あ
る
が
、

ペ
-
文
は
、
借
字
が
六
・
七
割
を
占
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

ペ
-
文
表
記
は
、
白
族
社
会
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
文
字
表
記
で
は
な

い
。
と
い
う
よ
り
は
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
大
本
曲
、

本
子
曲
の
表
記
に
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
本
曲
、
本
主
曲
の
表
記
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
山
花
碑
」

の
表
記
に
比
べ
て
、
音
仮
名
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
山
花
碑
」
の
表
記
が
詩
的
な
表
現
と
し
て
「
読
む
」

性
格
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
漢
字
の
表
意
性
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

の
に
対
し
て
、
大
本
曲
、
本
子
曲
で
は
、
芸
人
、
歌
手
に
と
っ
て
の
備
忘

録
的
性
格
や
、
伝
承
目
的
の
記
録
と
い
っ
た
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
声
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
歌
曲
を
音

を
示
す
記
号
で
表
記
出
来
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
表

記
の
意
味
性
に
文
芸
的
な
価
値
を
付
与
す
る
と
い
う
意
識
は
な
い
し
、
ま

た
、
テ
キ
ス
ト
を
正
本
と
し
て
権
威
づ
け
る
よ
う
な
発
想
も
な
い
。
声
の

こ
と
ば
を
表
記
す
る
芸
人
、
歌
手
そ
れ
ぞ
れ
ご
と
に
テ
キ
ス
ト
が
成
立
す

る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
意
味
や
発
音
の
レ
ベ
ル
で
表
記
を
統
一
し

よ
う
と
す
る
こ
と
も
起
こ
ら
な
い
。
音
仮
名
の
多
さ
は
、
こ
う
い
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
音
仮
名
の
割
合
は
、
地
域
に
よ
っ

て
も
差
が
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
本
曲
は
、
か
つ
て
都
が
あ
っ
た

泪
海
周
辺
の
人
口
も
多
く
開
け
た
地
域
で
流
通
し
て
い
る
が
、
一
方
本
子

曲
は
地
方
の
や
や
閉
ざ
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
剣
川
で
盛
ん
で
あ
る
。
調
査

に
よ
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
白
族
社
会
で
も
白
族
の
文
化
的
中
心
と
も

言
え
る
泪
海
地
域
の
音
仮
名
の
割
合
と
地
方
の
剣
川
で
の
音
仮
名
の
割
合

に
違
い
が
あ
り
、
剣
川
地
域
の
本
子
曲
の
音
仮
名
の
割
合
が
圧
倒
的
に
高

い
の
で
あ
る
。

調
査
に
よ
る
聞
き
書
き
で
は
、
剣
川
よ
り
訓
字
の
多
い
泪
海
周
辺
地
域

で
、
「
何
故
訓
字
を
使
う
の
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
白
族
の
地
域
で
は

方
言
が
多
く
音
仮
名
で
は
意
味
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
生
じ
る
か
ら
、
と

い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
剣
川
よ
り
訓
字
を
多
く
用
い
る
泪

海
周
辺
で
は
、
大
本
曲
を
表
記
す
る
理
由
に
、
地
域
を
越
え
て
普
及
さ
せ

た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
相
対
的
に
だ
が
、

剣
川
か
ら
比
べ
れ
ば
、
沮
海
周
辺
で
は
、
表
記
に
お
け
る
普
遍
性
へ
の
欲

求
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
字
言
語
と
し
て

白
族
全
体
に
広
げ
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
幾

つ
か
の
地
域
で
「
大
本
曲
」
を
共
有
し
た
い
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
あ
る

と
し
て
も
だ
。

一
方
、
剣
川
の
本
子
曲
の
歌
い
手
た
ち
に
は
、
地
域
を
越
え
て
普
及
さ

せ
た
い
と
い
う
意
識
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
備
忘
録
と
い
っ

た
記
録
重
視
の
実
用
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
剣
川
と
い
う
地
域
内
で
の
表

音
を
優
先
す
る
表
記
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
表
記
へ
の
意
識
の
違
い
が
、

地
域
差
と
し
て
の
音
仮
名
の
割
合
の
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

剣
川
地
域
で
は
本
子
曲
を
問
答
形
式
で
歌
う
場
合
が
あ
る
と
述
べ
た

が
、
こ
の
こ
と
も
、
剣
川
地
域
が
特
に
音
仮
名
が
多
い
こ
と
に
か
か
わ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
問
答
形
式
で
歌
う
の
は
剣
川
地
域
だ
け
で
あ
り
、
泪
海

地
域
で
の
大
本
曲
で
は
問
答
形
式
で
は
歌
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
問
答
形

式
で
の
表
現
方
法
が
、
地
域
を
越
え
て
共
有
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
剣
川
地
域
に
大
本
曲
の
よ
う
な
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剣
川
地
域
に
お
い
て
、
本
来
叙
事
的
な
物
語
で
あ
る
本
子
曲
が
、
問
答

と
い
う
表
現
態
で
演
じ
ら
れ
る
の
は
、
歌
掛
け
（
日
本
で
の
歌
垣
）
が
盛

ん
な
地
域
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。
一
九
九
八
年

に
泪
源
県
の
ツ
ー
ビ
ー
湖
畔
で
の
歌
掛
け
を
取
材
し
そ
の
歌
の
内
容
を
記

録
し
活
字
化
し
た
が
、
そ
の
と
き
、
男
が
女
に
名
前
を
き
い
た
と
こ
ろ
、

女
は
「
李
桂
香
」
と
答
え
た
。
男
は
あ
な
た
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
、

と
応
じ
た
。
最
初
は
こ
の
や
り
と
り
に
疑
問
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
よ
く

考
え
て
み
る
と
初
対
面
で
あ
る
は
ず
の
男
が
何
故
よ
く
知
っ
て
い
る
と
答

え
た
の
か
不
思
議
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
「
李
桂

香
」
は
大
本
曲
・
本
子
曲
の
恋
愛
物
語
と
し
て
白
族
の
あ
い
だ
で
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
「
月
里
桂
花
」
と
い
う
歌
曲
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌
の
掛
け
合
い
で
女
性
は
自
分
の
名
前
で
な
く
歌

曲
の
中
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
を
答
え
、
男
は
そ
れ
を
承
知
で
あ
な
た
の
名

前
を
知
っ
て
い
る
、
と
答
え
た
の
で
あ
る
（
『
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査

全
記
録
１
９
９
８
』
二
○
○
○
年
）
。

こ
の
こ
と
は
、
実
際
の
即
興
の
歌
掛
け
の
中
で
、
歌
曲
の
引
用
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
泪
源
県
ツ
ー
ビ
ー
湖
畔
の
歌
掛
け
は
剣
川
地
域
の

隣
で
あ
り
、
人
々
は
ど
ち
ら
の
地
域
の
歌
垣
に
も
出
か
け
る
。
い
わ
ば
同

語
り
芸
が
入
っ
て
き
て
、
歌
の
掛
け
合
い
が
盛
ん
な
剣
川
の
歌
文
化
と
融

合
し
、
剣
川
独
特
の
問
答
形
式
で
の
表
現
態
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
大
本
曲
・
本
子
曲
と
い
っ
た
語
り
芸
が
、
も
と
も
と
流
動
的

な
も
の
で
地
域
の
歌
文
化
と
融
合
し
変
化
し
て
い
く
性
格
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

じ
歌
掛
け
文
化
範
囲
内
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
子
曲
の
歌
は
固
定
し

た
詞
章
で
あ
っ
て
、
即
興
で
歌
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
即
興
の
歌
掛

け
の
中
で
自
在
に
引
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す

れ
ば
、
歌
曲
を
歌
う
際
に
も
、
特
に
恋
愛
物
語
で
、
男
女
の
や
り
と
り
が

続
く
よ
う
な
詞
章
で
は
、
即
興
的
な
歌
掛
け
の
体
裁
で
演
じ
て
い
く
、
と

い
う
こ
と
が
当
然
起
こ
り
え
る
。
剣
川
地
域
で
、
本
子
曲
が
問
答
態
で
歌

わ
れ
る
の
は
、
歌
掛
け
形
式
と
の
親
近
性
が
当
然
あ
る
か
ら
だ
が
、
そ
れ

は
、
本
子
曲
の
表
現
形
態
が
、
地
域
や
演
じ
手
に
よ
っ
て
可
変
的
で
あ
り

得
る
、
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
よ
う
。

た
だ
、
や
は
り
叙
事
的
な
物
語
を
問
答
形
式
で
歌
う
に
は
そ
れ
な
り
の

条
件
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
中
国
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
有
名
な
悲
恋

物
語
「
梁
山
伯
と
祝
英
台
」
は
問
答
態
で
は
演
じ
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
、

登
場
人
物
が
多
い
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
男
女
の

会
話
中
心
で
進
め
ら
れ
る
物
語
で
な
い
と
な
か
な
か
問
答
態
で
は
演
じ
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
三
人
称
に
よ
る
説
明
的
な
内
容
が

多
く
て
も
問
答
態
に
は
向
か
な
い
。
む
ろ
ん
、
二
人
の
男
女
に
よ
る
会
話

の
多
い
物
語
で
も
、
三
人
称
の
詞
章
は
あ
る
が
、
そ
う
い
う
場
合
で
は
、

や
は
り
問
答
形
式
の
中
で
歌
い
込
ん
で
い
く
の
だ
と
い
う
。

大
本
曲
・
本
子
曲
も
本
来
は
一
人
で
演
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
二
人
の
歌
い
手
に
よ
る
問
答
で
演
じ
ら
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
即
興
で
繰
り
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
固
定
し
た
叙
事
的
詞
章
を
即

興
的
な
問
答
で
歌
う
ケ
ー
ス
は
、
実
は
、
白
族
、
葬
族
の
神
話
の
表
現
態

に
も
見
ら
れ
る
。
剣
川
地
域
に
隣
接
し
た
白
族
の
西
山
地
区
の
歌
文
化
は
、

県
西
地
域
や
沮
海
地
域
の
歌
文
化
と
は
違
う
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

西
山
地
区
に
よ
る
歌
の
表
現
は
、
打
歌
と
呼
ば
れ
る
問
答
形
式
の
表
現
態

-１８-
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である。
打
歌
は
主
に
祭
り
や
結
婚
式
で
歌
わ
れ
る
が
、
歌
い
手
は
質
問
側
と
回

答
側
に
別
れ
、
少
な
く
と
も
五
、
六
人
、
多
け
れ
ば
二
十
人
あ
ま
り
が
参

加
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
「
歌
頭
」
を
出
し
て
、
歌
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
、

そ
の
他
の
歌
い
手
は
リ
ー
ダ
ー
に
従
っ
て
歌
う
。
た
き
火
を
囲
み
、
歌
っ

た
り
、
踊
っ
た
り
す
る
。
人
々
は
手
に
手
に
酒
や
茶
を
持
ち
、
飲
ん
で
は

歌
う
。
二
句
を
質
問
と
し
、
二
句
を
回
答
と
す
る
形
式
を
持
つ
が
、
歌
形

に
決
ま
っ
た
形
式
や
押
韻
な
ど
の
厳
格
な
決
ま
り
は
な
く
、
簡
素
、
無
伴

奏
で
あ
る
、
と
い
う
（
『
泪
源
西
山
白
族
文
化
」
二
○
○
○
年
）
。
こ
の
問

答
態
で
あ
る
打
歌
形
式
で
白
族
の
創
世
神
話
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

こ
ん
な
風
に
で
あ
る
。

太
古
の
太
陽
と
月
は
い
ま
だ
在
る
か
？

太
古
の
大
地
は
い
ま
だ
あ
る
か
？

あ
あ
！
い
ま
だ
在
る

大
地
は
今
も
在
る

大
地
は
世
の
中
に
在
る

大
地
は
世
の
中
に
在
る

太
古
の
天
は
い
ま
だ
あ
る
か
？

あ
あ
！
天
は
今
も
在
る

わ
れ
わ
れ
は
毎
日
見
て
い
る

そ
れ
は
ま
っ
た
く
昔
の
ま
ま
だ

そ
れ
は
ま
っ
た
く
昔
の
ま
ま
だ

雲
南
省
楚
雄
地
区
の
葬
族
に
は
〃
梅
葛
″
と
呼
ば
れ
る
神
話
が
伝
承
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
神
話
も
ま
た
問
答
形
式
で
歌
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
域
の
少
数
民
族
で
は
叙
事
的
物
語
を
問
答
形
式
で

歌
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
神
話
を
問
答

で
歌
う
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
著
「
問
答
論
」
三
○
一
二
年
）
で
論
じ
て

い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

「
問
答
論
」
で
論
じ
た
こ
と
は
、
一
人
の
宗
教
者
に
よ
る
神
話
叙
事
の

朗
謂
は
、
神
話
的
時
間
に
属
し
て
い
て
、
聞
き
手
は
そ
の
神
話
の
起
源
の

世
界
に
ひ
き
い
ら
れ
る
。
が
、
問
答
と
い
う
掛
け
合
い
で
演
じ
ら
れ
る
と
、

聞
き
手
は
、
い
わ
ば
即
興
の
掛
け
合
い
を
聴
く
よ
う
に
、
そ
の
現
在
的
な

時
間
を
共
有
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
話
叙
事
は
一
人
の
宗

教
者
に
よ
る
朗
謂
に
よ
る
も
の
が
先
行
し
、
複
数
の
歌
い
手
に
よ
る
問
答

形
式
の
表
現
態
は
そ
れ
よ
り
は
後
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
と
い
う

あ
あ
Ｉ
太
陽
と
月
は
今
も
在
る

今
も
在
る

い
ま
だ
昔
の
ま
ま
だ

私
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

そ
の
他
に
山
河
は
い
ま
だ
在
る
か
？

あ
あ
！
山
河
は
皆
い
ま
だ
在
る

山
河
は
い
ま
だ
在
る

確
か
に
昔
の
ま
ま
だ

昔
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

（
二
○
○
五
年
雲
南
省
大
理
に
て
取
材
。
取
材
者
は
筆
者
）
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と
こ
ろ
で
、
日
本
文
学
の
発
生
に
お
い
て
、
何
故
問
答
と
い
う
表
現
形

式
を
と
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
本
質
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た
の

は
折
口
信
夫
で
あ
る
。

折
口
は
、
日
本
の
文
学
の
始
ま
り
は
神
の
一
人
称
の
語
り
に
よ
る
叙
事
、

つ
ま
り
、
神
が
シ
ャ
ー
マ
ン
の
口
を
通
し
て
自
ら
の
由
来
を
語
る
神
話
の

語
り
が
文
学
の
起
源
で
あ
り
、
そ
の
語
り
は
韻
律
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
と

す
る
。
そ
の
最
初
の
叙
事
を
「
一
人
称
式
に
発
想
す
る
叙
事
詩
」
（
第
一
稿
）

と
も
「
呪
言
」
（
第
四
稿
）
と
も
言
う
。
こ
の
叙
事
の
中
の
神
意
を
直
接

現
す
詞
の
部
分
、
あ
る
い
は
杼
情
の
強
い
詞
の
部
分
が
、
説
明
的
な
地
の

文
か
ら
独
立
し
「
う
た
」
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の
「
う
た
」
の
最
初
の
形

の
は
、
問
答
形
式
に
よ
る
表
現
形
態
は
芸
能
的
な
要
素
が
強
く
、
共
同
体

も
し
く
は
国
家
の
儀
礼
に
主
に
朗
調
さ
れ
る
神
話
叙
事
の
朗
調
よ
り
先
ん

じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
歌
い
手
と
聴
き
手
が
現

在
的
な
時
間
を
共
有
す
る
と
は
、
演
じ
手
と
観
客
が
共
時
的
に
一
体
化
す

る
芸
能
の
場
が
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
、
即
興
の
歌
を
掛
け
合
う
男
女
と

そ
れ
を
聰
く
観
客
が
ま
た
共
時
的
な
場
を
形
成
す
る
歌
垣
の
場
も
そ
う
で

あ
る
。
万
葉
集
に
は
問
答
の
歌
が
交
わ
さ
れ
る
宴
の
場
が
想
定
さ
れ
る
が

（
例
え
ば
巻
一
・
二
○
～
二
二
、
こ
う
い
っ
た
宴
に
よ
る
問
答
態
が
、
仮

に
神
婚
と
い
う
儀
礼
的
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
た
と
し
て
も
、
神
話
的
世

界
に
回
帰
さ
せ
る
ほ
ど
の
強
い
神
話
的
時
間
を
持
つ
と
は
言
え
な
い
。
や

は
り
、
問
答
が
交
わ
さ
れ
る
そ
の
場
の
現
在
を
、
歌
の
遊
び
と
し
て
共
時

的
に
楽
し
む
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
。
神
事
の
あ
と
に

宴
と
い
う
一
般
的
な
儀
礼
の
順
序
を
考
え
れ
ば
、
問
答
態
は
神
事
の
後
の

宴
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
式
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

式
は
「
片
歌
」
と
い
い
、
問
答
で
掛
け
合
わ
れ
る
も
の
だ
と
、
折
口
は
問

答
形
式
の
発
生
を
説
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
問
答
は
、
自
ら
の
来
歴

を
語
る
外
来
神
で
あ
る
「
ま
れ
ぴ
と
」
と
土
地
の
精
霊
と
の
間
の
問
答
で

あ
る
と
す
る
。

何
故
問
答
な
の
か
、
と
は
、
こ
の
折
口
信
夫
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
叙

事
的
な
詞
章
の
中
の
、
杼
情
の
強
い
部
分
、
あ
る
い
は
呪
性
の
強
い
部
分

が
、
説
明
的
な
地
の
文
か
ら
独
立
す
る
と
き
、
問
答
の
形
態
を
と
る
か
ら
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
体
と
し
て
は
、
「
ま
れ
ぴ
と
」
と
土
地
の
精

霊
と
の
間
の
問
答
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
こ
の
問
答
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

実
は
、
折
口
が
芸
能
を
ヒ
ン
ト
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

折
口
は
、
大
正
十
二
年
夏
、
沖
縄
か
ら
宮
古
・
八
重
山
を
経
て
台
湾

に
渡
る
採
訪
旅
行
を
す
る
が
、
沖
縄
で
「
あ
ん
が
ま
あ
」
を
見
る
。
そ
の

と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

此
の
行
事
は
「
あ
ん
が
ま
あ
」
と
言
う
。
語
源
は
知
れ
ぬ
が
、
や

は
り
他
界
の
国
土
の
名
か
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
あ
る
夜
此
の
行
列

に
つ
い
て
歩
い
て
、
人
い
き
れ
に
蒸
さ
れ
な
が
ら
考
え
た
。
有
名
な

「
千
葉
笑
い
」
京
都
五
条
天
神
の
「
巾
祭
り
」
の
悪
口
、
河
内
野
崎

祭
り
の
水
陸
の
口
論
。
各
地
に
あ
っ
た
あ
く
た
い
祭
り
は
、
皆
こ
う

し
た
と
こ
ろ
に
本
源
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
中
略
）
其
れ

が
其
の
他
の
要
素
を
含
ん
で
、
あ
く
た
い
の
掛
け
合
い
が
生
ま
れ
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
「
古
代
生
活
の
研
究
」
大
正
十
四
年
四
月
全
集
第
二
巻
）
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こ
の
文
章
が
「
か
け
あ
ひ
」
の
初
出
で
あ
る
（
鈴
木
宏
昌
「
折
口
信
夫

事
典
』
）
。
折
口
は
大
正
十
五
年
一
月
に
三
河
の
花
祭
り
・
新
野
の
雪
祭
り

を
初
め
て
見
学
し
、
以
後
毎
年
の
よ
う
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
年
の
五
月
に
「
万
葉
集
の
解
題
」
（
全
集
第
一
巻
）
を
書
く
。
こ
の

論
が
「
ま
れ
び
と
」
と
土
地
の
精
霊
と
の
間
の
問
答
と
い
う
折
口
問
答
論

の
始
発
に
な
る
と
い
う
（
鈴
木
宏
昌
「
折
口
信
夫
事
典
」
）
。
こ
の
よ
う
に

見
て
い
け
ば
、
折
口
が
祭
の
中
の
芸
能
的
場
面
を
ヒ
ン
ト
に
問
答
の
基
本

的
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
み
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
文
学
の
発
生
の
問
題
（
「
国

文
学
の
発
生
乞
へ
と
遡
及
さ
せ
た
の
が
、
折
口
の
問
答
論
だ
と
言
え
る

だろう。
問
答
と
い
う
表
現
形
態
は
日
本
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
的
な
範
囲
で
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
意
味
で
問
答
の
発
生
を
本
質

的
に
論
じ
て
い
る
折
口
信
夫
の
問
答
論
は
、
今
改
め
て
ア
ジ
ア
的
な
規
模

に
お
い
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
場
合
、
折
口

の
問
答
論
は
果
た
し
て
ア
ジ
ア
的
な
範
囲
で
の
問
答
論
と
し
て
そ
の
ま
ま

適
用
出
来
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
少
数
民
族
の
歌
掛
け
の
事
例
を
見
て
い
く
と
、
折
口
の
問
答
論
が

必
ず
し
も
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
歌
垣
的
歌
掛
け
で
も
、
神
婚

儀
礼
的
な
意
味
合
い
の
強
い
折
口
論
の
よ
う
に
は
理
解
出
来
な
い
と
異

論
を
唱
え
て
き
た
が
、
具
体
的
に
、
問
答
論
の
ど
こ
に
違
和
感
が
あ
る
の

か
、
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
例
に
あ
げ
た
白
族
の
西

山
地
区
で
の
打
歌
に
よ
る
創
世
神
話
の
掛
け
合
い
は
、
折
口
の
問
答
論
で

は
う
ま
く
説
明
出
来
な
い
。
神
話
叙
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
片
歌
の
よ
う
に

問
答
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
広
西
省
壮
族
の
歌
掛
け
を
研
究
し
て

い
る
手
塚
恵
子
は
、
壮
族
の
歌
掛
け
に
も
人
と
霊
と
の
掛
け
合
い
が
あ
る

が
、
そ
の
掛
け
合
い
は
対
等
な
や
り
と
り
で
あ
っ
て
水
平
的
で
あ
る
と
す

る
。
折
口
の
言
う
マ
レ
ビ
ト
と
土
地
の
精
霊
の
問
答
は
支
配
・
被
支
配
と

し
て
の
垂
直
的
関
係
で
あ
り
、
そ
の
点
が
少
数
民
族
の
歌
掛
け
理
解
と
は

違
っ
て
来
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
手
塚
恵
子
「
中
国
少
数
民
族
の
掛
け
歌
」

二
○
二
年
）
。

問
答
を
水
平
的
に
と
ら
え
る
か
垂
直
的
に
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
観
点

は
、
問
答
と
い
う
表
現
態
の
発
生
や
機
能
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

歌
の
掛
け
合
い
が
水
平
的
で
あ
る
の
は
、
掛
け
合
い
と
い
う
形
式
を
取

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
よ
う
な
超
越
性
を
い
っ
た

ん
解
除
す
る
（
も
し
く
は
後
景
に
退
か
せ
る
）
か
ら
だ
と
考
え
る
。
折
口

が
ヒ
ン
ト
と
し
た
芸
能
に
お
け
る
も
ど
き
芸
に
し
て
も
、
本
当
は
超
越
性

を
い
っ
た
ん
解
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
折
口
は
「
も
ど
き
」
は
、

「
精
霊
が
神
に
逆
ら
い
な
が
ら
、
遂
に
服
従
す
る
過
程
」
（
「
国
文
学
の
発
生
」

第
三
稿
）
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
過
程
に
抵
抗
も
し
く
は
抗
争
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
排
除
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
十
分
に
水
平
的
な
掛
け
合
い
の
レ

ベ
ル
で
と
ら
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
関
係
を
、
天
皇
に
よ

る
支
配
と
服
従
の
関
係
に
ま
で
敷
桁
し
、
王
権
秩
序
の
構
造
に
ま
で
貫
か

れ
る
論
理
と
し
て
設
定
す
る
。

天
皇
の
仰
つ
し
や
る
の
り
と
ご
と
に
対
す
る
御
返
事
は
、
即
返
し

祝
詞
・
返
り
申
し
を
古
い
言
葉
で
、
壽
詞
と
い
う
。
毎
年
、
初
春
に

奏
す
る
壽
詞
は
、
約
束
を
き
り
か
へ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
服
従
を
誓

う
こ
と
は
、
実
は
、
一
度
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
を
確
実

に
す
る
為
に
、
い
つ
と
な
く
毎
年
繰
り
返
す
よ
う
に
な
っ
て
、
後
の

朝
賀
式
に
ま
で
発
達
し
た
含
民
俗
学
』
全
集
第
三
巻
）

-２１-



特集・書物

こ
こ
ま
で
来
る
と
折
口
の
言
う
問
答
は
垂
直
的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
垂
直
的
な
論
理
で
例
え
ば
歌
垣
に
お
け
る
掛
け
合
い
で
も
「
日

本
の
結
婚
は
戦
争
で
あ
る
。
詞
で
戦
争
を
す
る
。
女
の
精
霊
を
屈
服
し
て

し
ま
え
ば
、
自
分
の
恋
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
含
日
本
文

学
史
１
「
歌
垣
」
』
全
集
ノ
ー
ト
編
第
二
巻
）
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
少
数
民
族
の
実
際
の
歌
掛
け
を
調
査
し
て
い
る
と
、
折
口
の
こ
の
よ

う
な
論
理
に
手
塚
恵
子
と
同
じ
よ
う
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
歌

掛
け
の
背
後
の
理
念
と
し
て
仮
に
支
配
・
被
支
配
（
垂
直
的
）
の
神
婚
が

あ
っ
た
と
し
て
、
実
際
の
男
女
の
掛
け
合
い
で
は
、
そ
う
い
う
垂
直
的
関

係
を
い
っ
た
ん
解
除
し
て
水
平
的
な
関
係
に
な
る
の
だ
と
い
う
理
解
の
方

が
し
っ
く
り
す
る
の
で
あ
る
。
折
口
の
論
理
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。
折
口

は
、
水
平
的
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
王
権
の
構
造
そ
し
て
文
学

の
発
生
ま
で
を
説
明
す
る
基
幹
構
造
と
し
て
問
答
を
普
遍
化
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
問
答
に
か
か
わ
る
全
て
の
表
現
態
を
垂
直
的
な

論
理
で
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
。

問
答
と
い
う
表
現
態
は
た
と
え
垂
直
的
な
構
造
の
中
に
置
か
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
垂
直
性
を
い
っ
た
ん
解
除
し
て
水
平
的
に
あ
ら
わ
れ
得

る
も
の
だ
と
考
え
る
。
白
族
や
葬
族
の
神
話
叙
事
の
問
答
態
に
お
け
る
掛

け
合
い
で
も
、
垂
直
性
を
い
っ
た
ん
解
除
す
る
か
ら
こ
そ
、
儀
礼
的
な
場

の
厳
粛
さ
か
ら
解
き
放
た
れ
人
々
に
広
く
共
有
さ
れ
る
も
の
に
な
る
の
で

あ
る
。
折
口
が
、
水
平
的
な
関
係
に
よ
っ
て
歌
を
掛
け
合
う
中
国
少
数
民

族
の
歌
垣
を
実
見
し
た
な
ら
、
水
平
性
を
も
っ
と
前
面
に
出
す
問
答
論
を

展
開
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
た
だ
、
折
口
の
問
答
論
が
ア
ジ
ア

的
な
範
囲
で
の
問
答
論
と
し
て
有
効
で
は
な
い
と
は
思
わ
な
い
。
問
答
と

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
い
て
、
叙
事
的
な
物
語
が
そ
の
表
現
態
に
お
い

て
問
答
形
式
を
と
る
例
と
い
う
の
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
実
は
、

「
平
家
物
語
」
が
掛
け
合
い
の
形
式
で
演
じ
ら
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
を
兵

頭
裕
己
が
述
べ
て
い
る
。
「
平
家
物
語
」
は
白
族
の
大
本
曲
・
本
子
曲
の

よ
う
に
、
声
で
主
に
伝
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
文
字
テ
キ
ス
ト
と

し
て
書
物
化
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
ろ
う
が
、
兵
藤
裕
己
は
平
家
物
語
の
文

字
テ
キ
ス
ト
が
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
朗
唱
さ
れ
る
過
程
で
流
動
的
に
変

わ
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
平
家
物
語
が
掛
け
合
い
形
式
で
語
ら

れ
る
場
合
と
し
て
「
ツ
レ
平
家
」
を
あ
げ
て
い
る
。
中
世
の
琵
琶
法
師
は

ふ
つ
う
二
人
づ
れ
で
遊
行
し
て
い
て
、
こ
の
二
人
の
琵
琶
法
師
が
交
互
に

シ
テ
と
ワ
キ
の
よ
う
に
掛
け
合
い
で
語
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
「
お
お

ま
か
に
い
え
ば
、
一
句
（
「
平
家
」
語
り
の
一
章
段
）
の
語
り
だ
し
部
分
は
、

導
師
が
う
け
も
ち
、
脇
（
助
音
）
は
歌
謡
的
部
分
の
か
け
あ
い
に
参
加
し
、

ま
た
内
容
的
、
曲
節
的
に
高
揚
し
た
部
分
は
導
師
と
脇
と
ツ
レ
語
り
で
語

ら
れ
る
」
（
「
平
家
物
語
の
読
み
方
」
二
○
二
）
。

文
字
化
さ
れ
た
平
家
物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
こ
そ
物
語
の
正
統
性
の

保
証
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
芸
能
者
に
よ
っ
て
実
際
に
演

じ
ら
れ
て
い
る
時
は
、
そ
の
よ
う
な
正
統
性
は
解
除
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
二
人
に
よ
る
掛
け
合
い
の
表
現
態
で
演
じ
ら

れ
る
例
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
白
族
に
お
い
て
、
一
人
の
芸
能
者
に

よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
大
本
曲
・
本
子
曲
の
物
語
が
、
剣
川
地
域
で
は
掛
け

合
い
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
と
重
ね
て
理
解
す
れ
ば
、
物
語
の
表
現
態
と
し

い
う
表
現
態
を
芸
能
か
ら
文
学
の
発
生
論
に
ま
で
遡
及
さ
せ
た
論
理
に

は
、
問
答
を
考
え
る
上
で
汲
み
取
る
べ
き
点
も
多
い
の
で
あ
る
。

-２２-



｢芸能と問答態」論

以
上
、
問
答
態
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
掛
け
合
い
と
し
て
の
問
答

の
特
徴
は
、
「
現
在
的
で
あ
る
こ
と
」
「
超
越
性
を
い
っ
た
ん
解
除
す
る
こ

と
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
問
答
態
は
そ
の

表
現
態
の
な
か
に
叙
事
的
詞
章
す
ら
飲
み
込
む
許
容
力
を
持
っ
て
い
る
、

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
折
口
は
、
叙
事
の
中
か
ら
問
答
の
表
現
形
式
が

分
離
独
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
た
が
、
そ
の
問
答
が
神
話
叙
事
そ
の
も

の
を
掛
け
合
い
で
歌
っ
て
し
ま
う
様
を
想
定
し
な
か
っ
た
。
つ
く
づ
く
、

折
口
が
神
話
叙
事
を
問
答
で
歌
う
様
子
を
実
見
し
て
い
た
ら
、
ど
う
い
う

論
理
を
展
開
し
た
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

卜季泄『ノ０

て
の
掛
け
合
い
の
懐
の
深
さ
と
、
そ
の
ア
ジ
ア
的
な
広
が
り
を
確
認
出
来
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