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東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

て

序

本
稿
は
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性
に
関
す
る
研
究
」
の
一
環

と
し
て
古
代
日
本
と
韓
国
の
詩
歌
に
お
け
る
死
の
叙
情
性
を
考
察
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
は
『
古
事
記
』
の
「
大
御
葬
歌
」
や

『
万
葉
集
』
所
収
の
挽
歌
群
か
ら
『
古
今
集
』
以
降
の
哀
傷
歌
に
至
る
ま
で
、

豊
富
な
和
歌
資
料
を
基
盤
と
し
た
着
実
な
研
究
の
進
捗
を
見
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
韓
国
側
に
お
い
て
は
日
本
の
よ
う
な
研
究
基
盤
が
形
成
さ
れ
て

い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
古
代
文
献
資
料
の
不
足
が
一
因
で
は
あ
る
も
の

の
、
死
者
を
偲
ぶ
表
現
情
緒
や
文
学
研
究
の
視
点
が
日
本
の
そ
れ
と
は
異

な
る
こ
と
に
も
大
き
な
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

韓
国
に
は
日
本
の
「
挽
歌
」
の
よ
う
に
人
間
の
死
を
哀
悼
す
る
詩
歌
を

一
つ
の
分
類
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
な
い
が
、
「
挽
歌
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

が
あ
る
。
「
挽
歌
」
は
早
く
『
晋
書
』
に
見
え
る
が
、
同
一
箇
所
を
「
挽
歌
」

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

村具

廷

鏑

田

右

富

実

と
す
る
テ
キ
ス
ト
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
『
一
切
経
音
義
』
の
、
「
挽

出
」
、
「
挽
住
」
の
記
述
か
ら
も
「
執
」
と
「
挽
」
と
に
弁
別
的
差
異
が
存

在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
内
容
面
か
ら
見
た
時
、
両
者
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
韓
国
の
「
挽
歌
」
は
い
ま
現
在
も
伝
統
的
な
葬
儀
の
中

に
生
き
て
お
り
、
積
所
か
ら
葬
地
へ
枢
を
運
ぶ
人
た
ち
に
よ
っ
て
実
際
に

歌
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
韓
国
の
「
挽
歌
」
は
昔
か
ら
各
地
方
に
口
伝
と
し

て
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
内
容
や
詠
歌
ぶ
り
に
お
い
て
基
本
的
に
は
大
同
小

異
で
あ
り
、
そ
の
形
式
は
枢
を
載
せ
た
輿
の
前
に
立
っ
て
行
列
を
指
揮
す

る
人
が
「
挽
歌
」
の
一
節
を
先
唱
す
る
と
、
輿
を
担
い
で
い
く
者
同
士
が

そ
の
合
間
に
「
エ
エ
、
エ
ヘ
ヘ
ヤ
、
エ
ヘ
、
エ
ヘ
、
オ
ホ
ホ
ヤ
」
と
繰
り

返
し
て
後
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
珍
島
地
域
に
伝
わ
っ
て
く

る
「
韓
歌
」
を
、
先
唱
者
の
歌
詞
の
み
訳
し
て
記
す
。



ど
こ
へ
行
こ
う
か
、
ど
こ
へ
行
こ
う
か
、
深
山
険
路
を
ど
う
や
っ

て
行
こ
う
か
、
古
老
の
話
を
聞
く
と
、
黄
泉
へ
の
路
は
速
い
と
い
う

が
、
今
日
そ
の
道
に
立
っ
て
み
る
と
、
家
の
前
の
山
が
北
町
な
の
ね
、

三
千
甲
子
東
方
朔
は
三
千
甲
子
を
生
き
た
が
、
今
日
行
か
れ
た
亡

者
は
、
百
年
も
生
き
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
ね
、
遊
ん
で
行
こ
う
、
休

ん
で
行
こ
う
、
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
い
道
、
ど
う

や
っ
て
行
け
る
か
、
行
け
な
い
行
か
な
い
、
ど
う
し
て
も
悲
し
く
て

行
け
な
い
、
愛
す
る
人
を
置
い
て
は
行
け
な
い
、
行
く
行
く
わ
た
し

は
行
く
、
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
戻
っ
て
こ
ら
れ
な
い
道
、
友
よ
、
さ

よ
う
な
ら
、
わ
が
子
等
も
さ
よ
う
な
ら
、
私
は
い
く
、
こ
の
道
を
。

内
容
の
上
で
「
今
日
行
か
れ
た
亡
者
は
百
年
も
生
き
て
い
ら
れ
な
か
っ

た
」
と
い
う
個
所
は
解
釈
に
よ
っ
て
死
者
以
外
の
第
三
者
を
主
体
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
死
者
の
立
場
で
歌
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
娩
歌
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
珍
島
は
韓
国
の
中
で

も
さ
ま
ざ
ま
な
無
形
の
文
化
財
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
俗
学
価
値

が
重
視
さ
れ
る
地
方
で
あ
る
。
就
中
、
上
掲
の
歌
は
一
九
八
七
年
八
月
に

全
羅
南
道
の
無
形
文
化
財
第
十
九
号
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
例
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
韓
国
の
「
暁
歌
」
は
運
枢
の
際
に
詠

ま
れ
る
葬
送
儀
礼
的
な
要
素
が
強
い
。
韓
国
の
「
執
歌
」
は
実
際
儀
礼
に

お
い
て
歌
わ
れ
る
点
に
重
き
が
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
「
挽
歌
」
は
そ

の
叙
情
性
に
中
心
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
韓
国
の
「
挽

歌
」
は
「
労
働
謡
」
に
分
類
さ
れ
る
に
対
し
て
日
本
の
挽
歌
は
『
万
葉
集
』

巻
二
の
一
四
五
番
歌
「
山
上
巨
億
良
追
和
歌
一
首
」
の
左
注
に
「
右
の
件

の
歌
ど
も
は
、
枢
を
挽
く
時
に
作
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
歌

の
意
を
な
ず
ら
ふ
。
こ
の
故
に
挽
歌
の
類
に
載
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
枢

を
引
く
時
の
歌
」
以
外
で
あ
っ
て
も
挽
歌
の
類
に
分
類
し
て
お
り
、
韓
国

の
「
韓
歌
」
と
日
本
の
「
挽
歌
」
と
の
差
異
は
大
き
い
。

し
た
が
っ
て
、
両
国
の
古
代
詩
歌
に
お
い
て
「
死
の
叙
情
性
」
と
い
う

共
通
性
を
導
出
す
る
た
め
に
、
韓
国
の
「
挽
歌
」
と
日
本
の
「
挽
歌
」
を

同
一
線
上
に
あ
げ
て
比
較
考
察
す
る
こ
と
そ
れ
相
応
の
困
難
が
つ
き
ま
と

お
う
。
し
か
し
、
「
挽
歌
」
、
「
娩
歌
」
と
い
う
固
定
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
に

縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
万
葉
集
の
一
四
五
番
歌
の
左
注
が
い
う
よ
う
に
、

「
枢
を
引
く
時
の
歌
」
で
な
く
て
も
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
ま
で
視
野
の
帽
を

広
げ
て
両
国
の
古
代
歌
稲
に
お
け
る
叙
情
性
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
は
、

方
法
論
的
有
効
性
は
確
保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
「
公
無
渡
河
歌
」
は
注
目
に
値
す
る
。

後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
の
歌
は
死
の
叙
情
性
と
い
う
側
面
に
お
い
て
孝
徳

紀
・
斉
明
紀
の
歌
謡
や
武
烈
紀
の
影
媛
を
め
ぐ
る
歌
謡
と
、
あ
る
共
通
性

を
持
つ
と
同
時
に
異
質
性
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
述



べ
る
な
ら
ば
、
孝
徳
紀
・
斉
明
紀
の
挽
歌
が
中
国
の
挽
歌
詩
の
影
響
を
受

け
つ
つ
、
万
葉
挽
歌
を
経
由
し
て
後
世
の
哀
傷
歌
へ
と
流
れ
て
い
く
に
よ

う
に
、
「
公
無
渡
河
歌
」
を
韓
国
の
叙
情
執
歌
の
始
発
と
捉
え
た
い
の
で
あ

る。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
聞
に
は
共
通
性
と
異
質
性
が
存
在
す
る
の
は
確
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
共
異
性
の
問
題
は
あ
る
程
度
相
対
化
で
き
る
と

考
え
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の
挽
歌
詩
と
い
う
同
じ
根
源
か
ら
出
発
し
た
故

に
生
じ
た
共
通
性
が
変
容
し
、
異
質
性
と
し
て
現
出
し
た
と
把
握
し
た
い

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
い
て
本
稿
は
「
公
無
渡
河
歌
」
を
初
め
と
す
る

「
死
の
歌
」
と
日
本
の
初
期
挽
歌
を
考
察
対
象
と
し
、
そ
れ
に
漢
籍
の
用
例

も
視
野
に
入
れ
て
特
に
韓
国
の
娩
歌
と
日
本
の
挽
歌
を
挽
歌
史
の
流
れ
の

上
で
追
究
し
て
み
た
い
。

一一、

「
公
無
渡
河
歌
」

の
典
拠

「
公
無
渡
河
歌
」
は
韓
国
の
数
少
な
い
古
代
歌
謡
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ

の
歌
は
、
早
く
後
漢
の
蕪
邑
撰
の
『
琴
操
』
と
普
の
雀
豹
著
の
『
古
今
注
』

に
見
え
る
が
、
前
者
は
逸
文
に
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
管
見

に
よ
る
か
ぎ
り
現
存
す
る
『
古
今
注
』
に
は
歌
に
か
か
わ
る
説
話
的
記
述

の
み
で
歌
は
収
録
し
て
い
な
い
。
歌
を
含
ん
だ
説
話
を
確
認
で
き
る
文
献

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

と
し
て
早
い
も
の
は
『
楽
府
詩
集
』
で
あ
ろ
う
。
『
楽
府
詩
集
』
巻
二
十
六

の
「
相
和
六
引
」
の
「
笠
筏
引
」
に
は
雀
豹
の
『
古
今
注
』
を
引
用
す
る

形
で
歌
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
よ
う
。

公
無
渡
河
は
雀
豹
の
古
今
注
に
日
く
、
筆
筏
引
は
朝
鮮
の
津
卒
、
富
里

子
高
の
妻
、
麗
玉
の
作
で
あ
る
。
子
高
が
船
に
い
る
時
、
一
人
の
白
髪

狂
夫
が
散
髪
を
し
て
酒
瓶
を
下
げ
て
乱
流
を
渡
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
妻

が
つ
い
て
き
て
制
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
及
ぱ
ず
、
遂
に
河
に
堕
ち
て

死
ん
だ
。
妻
は
塑
筏
を
引
き
な
が
ら
、

君
河
を
渡
る
こ
と
な
か
れ
君
敢
へ
て
渡
り
き
河
に
堕
ち
て
死
に

た
り
あ
あ
、
ま
さ
に
君
を
如
何
に
せ
む

と
歌
っ
た
。
そ
の
声
は
甚
だ
懐
切
で
あ
っ
た
。
曲
が
終
わ
る
と
亦
、
自
ら

河
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。
子
高
は
鹿
玉
に
語
っ
た
。
腿
玉
は
悼
み
、
筆

筏
を
引
い
て
そ
の
歌
を
倣
っ
て
歌
っ
た
。
聞
く
者
は
誰
も
が
涙
ぐ
ま
な
い

者
は
な
い
。
麗
玉
は
そ
の
歌
を
隣
の
麗
容
に
伝
え
た

元
来
「
笠
筏
引
」
は
古
楽
府
の
題
名
で
、
始
め
は
後
漢
の
「
公
無
渡
河

云
々
」
と
い
う
歌
詞
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
「
笠

筏
引
」
を
「
公
無
渡
河
歌
」
と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
(
以
下
、
「
公

無
渡
河
歌
』
と
す
る
)



「
公
無
渡
河
歌
」
が
古
代
朝
鮮
の
作
品
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
の
は
十
六

世
紀
頃
で
あ
る
。
当
時
の
学
者
で
あ
る
権
文
海
(
一
五
三
四
1
九
二
が
元

の
陰
時
夫
著
『
韻
府
群
玉
』
の
体
裁
を
模
倣
し
た
百
科
事
典
『
大
同
韻
府

群
玉
』
で
『
古
今
注
』
を
引
用
し
た
こ
と
が
そ
の
契
機
と
な
る
。
こ
の
橿

里
子
高
の
物
語
は
当
時
の
朝
鮮
の
知
識
人
の
聞
に
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た

ら
し
い
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
朝
鮮
の
仁
祖
朝
の
文
人
で
あ
る
張
維
(
一

五
八
七
1
二
ハ
三
八
)
が
一
六
四
一
ニ
(
仁
祖
二
一
)
年
刊
行
し
た
詩
文
集
の
『
鱗

谷
集
』
所
収
五
言
古
詩
に
「
黄
兄
悦
之
の
死
を
悼
む
」
と
い
う
漢
詩
が
あ

る
。
平
素
、
呼
兄
呼
弟
と
付
き
合
っ
て
い
た
知
人
の
溺
死
に
心
を
悼
ん
で

詠
み
杷
ら
れ
た
作
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
関
連
個
所
の
み
を
読
み
下

す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

(
前
略
)
河
川
は
増
水
し
て
天
に
届
く
ほ
ど
で
あ
り
、
飛
ぶ
大
蛇
も

引
つ
く
り
返
す
ほ
ど
の
暴
風
の
中
を
、
劉
剖
樹
引
制
リ
削
剥
刈
で
も

な
い
の
に
、
ど
う
し
て
兄
は
そ
れ
を
渡
ろ
う
と
し
た
の
か
(
中
略
)

慈
父
は
天
に
向
か
っ
て
痛
突
し
て
河
の
ほ
う
へ
狂
走
し
、
か
弱
い
妻

は
幼
な
い
子
供
を
抱
え
て
例
剥
川
廿
劉
倒
測
を
詠
ん
だ
(
後
略
)

(
傍
線
筆
者
)

傍
線
部
の
表
現
か
ら
み
て
、
こ
の
漢
詩
は
「
公
無
渡
河
歌
」
の
本
説
取

四

り
と
さ
え
い
え
よ
う
。
死
者
を
傷
む
詩
歌
に
「
公
無
渡
河
歌
」
を
め
ぐ
る

物
語
を
本
説
と
し
て
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
公
無
渡
河
歌
」
か
ら

挽
歌
的
要
素
を
受
容
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
ほ
ぽ
閉
じ
時
期
を

生
き
た
朝
鮮
中
期
の
代
表
的
な
学
者
の
一
人
と
さ
れ
る
李
陣
光
(
一
五
六
三

3
一
六
二
八
)
は
著
書
『
芝
峯
類
設
三
六
一
三
)
』
巻
十
の
「
古
楽
府
」
の

個
所
で
、筆

筏
引
。
亦
、
公
無
渡
河
と
い
う
。
楽
府
序
に
云
く
朝
鮮
津
卒
、
種

子
高
の
妻
、
麗
玉
が
作
っ
た
。
此
の
詞
は
古
楽
府
に
載
せ
で
あ
っ
て

我
が
国
に
伝
わ
ら
な
い
の
は
、
惜
む
可
き
こ
と
で
あ
る
。

と
説
き
、
古
代
朝
鮮
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
所
収
典
籍
を
中
国
に
依
る
し

か
な
い
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。
朝
鮮
の
資
料
と
し
て
当
該
歌
を
物
語
と

と
も
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
朴
陛
源
の
『
熱
河
日
記
』
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
熱
何
日
記
』
は
朝
鮮
後
期
の
実
学
者
で
あ
っ
た
著

者
の
四
十
四
歳
の
時
(
一
七
八
O
年
)
、
消
国
の
乾
隆
帝
の
七
旬
祝
い
の
使

節
の
一
員
と
し
て
北
京
を
訪
問
し
た
後
に
著
し
た
一
種
の
見
聞
録
で
あ
る
。

そ
の
中
の
「
銅
蘭
捗
筆
」
と
い
う
個
所
に
、
『
太
平
御
覧
』
を
引
用
す
る
形

で
、
公
無
渡
河
歌
を
紹
介
し
て
い
る
。



太
平
御
覧
云
。
漢
時
橿
里
子
高
。
朝
鮮
人
也
。
展
起
刺
船
。
見
一

白
首
狂
夫
。
被
髪
携
査
。
飢
流
而
渡
。
其
妻
止
之
不
及
。
遂
溺
死
。

妻
乃
携
笠
筏
鼓
之
。
歌
目
。
公
無
渡
河
。
公
終
渡
河
。
公
掩
而
死
。

嘗
奈
公
何
。
音
甚
棲
切
。
曲
終
亦
投
河
而
死
。
子
高
還
。
以
其
聾

語
妻
鹿
玉
傷
之
。
引
笠
筏
寓
其
撃
。
震
笠
筏
引
。

前
掲
の
『
楽
府
詩
集
』
と
比
べ
て
み
て
の
相
違
す
る
点
は
、
『
楽
府
詩
集
』

は
、
「
朝
鮮
津
卒
、
種
里
子
高
」
と
し
る
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
熱
河

日
記
』
に
は
富
里
子
高
が
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ

と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
歌
の
第
三
句
が
『
楽
府
詩
集
』
に
は
「
堕

河
市
死
」
と
あ
り
、
『
熱
河
日
記
』
に
は
「
公
掩
而
死
」
と
あ
る
が
、
詩
句

の
意
味
内
容
に
は
そ
れ
ほ
ど
変
り
は
な
い
。

従
来
、
「
公
無
渡
河
歌
」
に
関
す
る
韓
国
内
の
研
究
は
数
少
な
い
古
代
歌

謡
で
あ
る
と
い
う
、
文
学
史
的
意
義
か
ら
多
数
の
研
究
者
が
論
じ
て
き
た
。

そ
し
て
そ
の
研
究
の
傾
向
は
歌
自
体
よ
り
背
景
説
話
に
関
わ
る
問
題
に
重

点
が
置
か
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
た
と
え
ば
白
髪
狂
夫
説
話
の
典
拠
が
漢

籍
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
を
果
し
て
古
代
韓
国
の
歌
話
と
す
る
こ
と

は
可
能
な
の
か
、
そ
れ
と
も
中
国
の
も
の
と
す
べ
き
か
と
い
う
作
品
の
国

籍
に
か
か
わ
る
問
題
が
議
論
さ
れ
て
来
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
成
基
玉

が
述
べ
る
よ
う
に
、
漢
四
郡
時
代
、
今
の
北
朝
鮮
の
大
同
江
流
域
で
発
生

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

し
た
当
該
歌
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
て
楽
府
に
編
入
さ
れ
た
と
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
論
究
の
中
で
最
も
頻
繁
に
論
争
さ
れ
た
こ
と

は
説
話
の
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
説
話
中
に
登
場
す
る
散
髪

の
白
髪
狂
夫
を
酒
神
と
見
、
夫
の
死
を
目
に
し
て
歌
を
歌
っ
た
妻
を
川
の
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妖
精
(
楽
神
)
と
見
る
説
や
白
髪
狂
夫
を
枕
惚
の
境
地
に
陥
っ
た
亙
子
と

見
る
説
も
あ
る
。
一
方
こ
れ
ら
の
よ
う
な
、
神
話
や
祭
儀
的
な
側
面
か
ら

の
接
近
で
な
く
、
「
公
無
渡
河
歌
」
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
説
話
を
歌
稲
発
生

期
の
特
性
と
し
て
見
る
べ
し
と
す
る
主
張
も
提
起
さ
れ
た
。

ま
た
本
稿
の
よ
う
に
「
死
の
叙
情
性
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
挽
歌
的
な

観
点
か
ら
追
究
し
よ
う
と
し
た
論
も
あ
る
。
李
完
衡
は
、
挽
歌
の
属
性
を

「
亡
者
と
生
者
が
と
も
に
帯
び
て
い
る
死
に
対
す
る
不
安
・
恐
怖
や
恨
み
を

解
消
さ
せ
る
と
同
時
に
亡
者
が
感
じ
ら
れ
る
あ
の
世
に
対
す
る
葛
藤
を
解

消
さ
せ
る
た
め
の
役
割
を
担
う
も
の
」
と
し
、
「
公
無
渡
河
歌
」
は
そ
の
よ

う
な
属
性
を
持
つ
も
の
と
見
た
最
初
の
論
で
あ
る
。
李
餌
淑
は
、
「
公
無
渡

河
歌
」
は
そ
の
内
容
か
ら
み
て
呪
術
性
や
儀
礼
的
性
格
を
持
つ
と
は
い
え

な
い
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
叙
情
的
で
私
的
な
歌
、
一
回
的
な
叙
情
挽
歌

で
あ
る
と
性
格
づ
け
た
。
李
氏
の
い
う
ご
図
的
な
叙
情
挽
歌
」
と
い
う

言
辞
は
も
う
少
し
説
明
を
要
す
る
部
分
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
「
公
無

渡
河
歌
」
を
叙
情
挽
歌
と
見
な
す
点
に
つ
い
て
は
首
肯
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
「
公
無
渡
河
歌
」
か
ら
求
め
ら
れ
る
叙
情
挽
歌
的
な
性
格
は

五



ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
章
を
変
え
て
具
体
的
な
論
を
進
め
て
い
き

た
い
。

一一一、
「
公
無
渡
河
歌
」

の
挽
歌
性

『
古
今
注
』
所
収
の
公
無
渡
河
歌
に
関
す
る
事
項
を
あ
た
っ
て
み
る
と
、

ひ
と
つ
興
味
深
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
日
本
の
挽
歌
に
影
響
し
た
と

「
麓
館
前
里
歌
」
の
項
目
に
近
接
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
古

今
注
』
を
も
と
に
し
た
後
唐
の
『
中
華
古
今
注
』
に
は
「
笠
筏
引
」
と
い

う
項
目
に
続
い
て
二
行
に
わ
た
っ
て
「
悲
歌
」
と
い
う
項
目
内
容
を
載
せ

て
か
ら
「
麓
露
首
里
歌
」
の
項
目
を
設
け
て
い
る
。
『
古
今
注
』
や
『
楽
府

詩
集
』
が
あ
る
程
度
類
来
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
勘
案
す

る
な
ら
ば
、
「
笠
筏
引
」
と
「
麓
露
首
里
歌
」
の
類
似
性
を
こ
こ
か
ら
読
み

取
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
「
公
無
渡
河
歌
」
は
溺
死
し
た
夫
の
死
を
悼
む

妻
が
哀
悼
の
歌
を
歌
っ
た
後
、
夫
に
つ
づ
い
て
溺
れ
る
。
そ
の
光
景
を
目

に
し
た
子
高
の
目
撃
談
を
聞
い
た
子
高
の
妻
が
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
公

無
渡
河
歌
」
を
め
ぐ
る
説
話
と
武
烈
紀
所
収
の
鮪
と
影
媛
を
め
ぐ
る
歌
謡

物
語
や
孝
徳
紀
の
野
中
川
原
史
満
の
歌
謡
と
の
聞
に
は
通
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

皇
太
子
の
画
策
に
よ
っ
て
乃
楽
山
で
殺
さ
れ
た
鮪
臣
を
葬
っ
て
帰
途
に

臨
み
、
涙
を
そ
そ
い
で
「
青
丹
よ
し
乃
楽
の
は
さ
ま
に
し
し
じ
も
の
水
漬

.... 司

/、

く
辺
隠
り
水
濯
ぐ
鮪
の
若
子
を
漁
り
出
な
猪
の
子
」
と
歌
っ
た
影
媛
の
歌

は
夫
の
溺
死
を
悼
み
悲
し
ん
で
そ
の
妻
が
歌
っ
た
「
公
無
渡
河
歌
」
と
そ

の
状
況
に
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
。
不
帰
の
客
に
な
っ
た
夫
の
鮪
臣
を
偲

び
、
「
乃
楽
山
の
谷
間
で
鹿
や
猪
の
よ
う
に
こ
も
っ
た
鮪
を
漁
り
だ
さ
な

い
で
お
く
れ
猪
よ
」
と
叫
ぶ
心
底
に
は
先
に
な
く
な
っ
た
夫
に
対
す
る
残

さ
れ
た
人
の
痛
恨
が
あ
る
。
そ
の
情
は
「
公
無
渡
河
歌
」
に
お
い
て
も
同

様
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
河
を
渡
ら
な
い
で
」
と
叫
ぶ
懇
切
な
妻
の
制
止

も
空
し
く
、
結
局
河
を
渡
ろ
う
と
し
て
溺
れ
て
し
ま
っ
た
夫
。
後
ろ
か
ら

つ
い
て
き
て
河
に
落
ち
て
死
ん
で
ゆ
く
夫
の
姿
を
目
の
前
に
し
た
妻
が
、

「
あ
あ
、
ま
さ
に
君
を
知
何
に
せ
ん
」
と
絶
叫
す
る
「
公
無
渡
河
歌
」
の
最

終
句
は
「
鮪
を
漁
り
だ
さ
な
い
で
お
く
れ
猪
よ
」
と
い
う
表
現
と
相
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
と
も
に
戻
れ
な
い
道
に
足
を
踏
み
出
し

た
夫
の
安
否
を
心
配
す
る
「
残
さ
れ
た
人
の
痛
恨
」
が
伝
わ
り
、
村
田
の

言
辞
を
借
り
れ
ば
、
「
逢
え
な
い
男
(
男
の
生
死
は
別
と
し
て
)
を
追
い
求
め

る
女
性
の
姿
」
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
「
公
無
渡
河
歌
」
に
は
孝
徳
紀
の
挽
歌
と
も
共
通
す
る
要
素
が
あ

る
。
今
仮
に
孝
徳
紀
の
歌
と
「
公
無
渡
河
歌
」
の
物
語
的
設
定
を
記
述
の

順
序
に
そ
っ
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
表
を
見
る
と
、
こ
こ
に
も
一
定
の
共
通
性
が
看
取
で
き
よ
う
。
ま

ず
状
況
と
し
て
両
方
の
歌
は
死
人
と
直
接
関
係
の
な
い
、
第
三
者
に
よ
る

作
で
あ
る
。
内
田
氏
は
孝
徳
紀
の
挽
歌
が
庚
信
詩
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ

と
を
述
べ
て
「
不
帰
の
人
と
な
っ
た
若
い
女
と
そ
こ
に
残
さ
れ
た
夫
君
と

い
う
状
況
下
で
そ
の
夫
君
に
代
っ
て
傷
む
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
状

況
的
な
面
に
注
意
し
て
内
田
氏
の
言
辞
を
援
用
し
て
「
公
無
渡
河
歌
」
に

代
入
し
て
み
る
と
、
「
不
帰
の
人
と
な
っ
た
白
髪
狂
夫
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た

妻
、
(
そ
の
妻
も
間
も
な
く
不
帰
の
客
に
な
る
。
)
残
さ
れ
た
狂
夫
の
妻
の
立
場

で
第
三
者
の
麗
玉
が
歌
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
孝
徳
紀
の
挽

歌
と
比
べ
て
「
公
無
渡
河
歌
」
の
ほ
う
が
よ
り
複
雑
な
状
況
設
定
に
は
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
孝
徳
紀
の
歌
話
二
首
が
庚
信
の
代
人
傷
往
二
首
と
楽
府

挽
歌
二
首
が
孝
徳
紀
の
挽
歌
と
緊
密
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
挽
歌
の
「
代
作
」
と
い
う
図
式
に
公
無
渡
河
歌
も
見
事
に
あ
て
は
め
ら

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

れ
よ
う
。

以
上
、
公
無
渡
河
歌
に
も
万
葉
挽
歌
の
始
原
と
目
さ
れ
る
紀
の
歌
謡
と

通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
「
公
無
渡
河
歌
」
も
武
烈
紀
や

孝
徳
紀
に
見
え
る
叙
情
的
挽
歌
の
属
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
「
公
無
渡
河
歌
」
は
韓
国
の
叙
情
挽
歌
の
最
初
の
も
の
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
、
韓
国
に
お
け
る
死
の
叙
情
性
の
な
が
れ

こ
こ
で
し
ば
ら
く
挽
歌
に
関
連
す
る
漢
籍
の
言
辞
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

『
古
今
注
』
の
「
蓮
露
」
と
「
荷
里
」
は
喪
歌
で
あ
っ
て
田
棋
の
門
人
よ
り

出
た
も
の
で
あ
り
、
回
械
の
自
殺
を
悼
む
門
人
た
ち
が
詠
ん
だ
悲
歌
で
あ

る
。
ま
た
、
武
帝
の
時
、
李
延
年
が
そ
れ
を
二
曲
に
わ
け
で
、
「
麓
路
」
は

王
公
貴
人
に
送
り
、
「
帯
里
」
は
士
大
夫
庶
人
に
送
っ
て
枢
を
挽
く
も
の
に

そ
れ
を
歌
わ
せ
、
世
の
中
は
そ
れ
を
挽
歌
と
呼
ん
だ
も
の
と
す
る
。
そ
の

ほ
か
『
晋
番
』
に
は
「
漢
貌
の
故
事
に
大
喪
及
び
大
臣
の
喪
に
締
を
執
る

Am} 

こ
と
を
執
歌
と
い
い
、
漢
武
帝
の
時
、
役
人
の
労
歌
と
す
る
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
『
左
伝
』
哀
公
十
一
年
条
の
、
「
将
戦
，
公
孫
夏
命
其
徒
歌
虞
破
」

の
注
の
「
虞
摘
は
即
ち
葬
送
の
挽
歌
、
唱
を
以
て
必
ず
死
ぬ
こ
と
を
示
す
」

と
い
う
例
を
見
て
も
、
挽
歌
は
も
と
も
と
労
働
を
と
も
な
っ
て
歌
わ
れ
た

歌
で
あ
り
、
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ
た
挽
歌
詩
の
内
容
か
ら
も
葬
儀
の
儀
礼

七



が
連
想
さ
れ
る
。
孝
徳
紀
の
初
期
挽
歌
か
ら
は
葬
儀
の
儀
式
を
恩
わ
せ
る

個
所
は
見
つ
か
ら
な
い
も
の
の
、
歌
の
内
容
に
お
い
て
も
『
文
選
』
に
見

え
る
挽
歌
詩
が
「
死
者
主
体
」
の
歌
に
対
し
て
日
本
の
挽
歌
は
「
麓
路
」

や
「
荷
里
」
の
歌
の
影
響
を
受
け
た
「
代
作
」
を
へ
て
万
葉
集
に
お
け
る

挽
歌
に
至
り
、
後
世
の
哀
傷
歌
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
、
日
本
の

挽
歌
は
漢
籍
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
行
動
を
伴
う
方
向
で
な
く
、
歌
自
体
の

叙
情
的
変
容
の
道
程
を
歩
ん
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
韓
国
側
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
前
章
の
末
尾
で
述
べ

た
よ
う
に
、
「
公
無
渡
河
歌
」
を
韓
国
の
叙
情
挽
歌
の
最
初
の
も
の
と
し
て

認
め
た
う
え
で
韓
国
の
「
轍
歌
」
も
し
く
は
挽
歌
は
「
東
ア
ジ
ア
の
死
の

叙
情
性
」
の
流
れ
と
い
う
面
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
韓
国
の
「
死
の
歌
」
に
は
葬
送
儀
礼
を

と
も
な
う
中
国
の
挽
歌
詩
の
面
影
を
忍
ば
せ
る
一
つ
の
流
れ
と
日
本
の
挽

歌
の
よ
う
に
「
代
作
」
か
ら
「
非
代
作
」
へ
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
流
れ

が
併
存
す
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

ま
ず
、
前
者
の
、
葬
送
儀
礼
を
と
も
な
う
「
挽
歌
」
か
ら
検
討
し
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
序
の
部
分
に
あ
げ
た
珍
島
執
歌
を
も
う
一
度

想
起
し
て
ほ
し
い
。
韓
国
で
は
今
は
ほ
と
ん
ど
現
代
的
な
儀
礼
に
従
っ
て

葬
儀
を
行
っ
て
い
る
が
、
地
方
へ
行
く
と
稀
に
伝
統
的
な
祭
儀
を
お
こ
な

)¥. 

う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
は
全
国
ど
こ
で
も
珍
島
挽
歌
に
類
似
し
た
内
容

の
歌
を
歌
っ
て
枢
を
運
ぶ
。
勿
論
、
葬
儀
の
儀
礼
も
大
同
小
異
で
あ
る
。

珍
島
挽
歌
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
「
ど
こ
へ
行
こ
う
か
、
ど
こ
へ
行
こ

う
か
」
と
始
ま
る
こ
の
歌
は
現
在
で
も
運
枢
時
に
実
際
歌
わ
れ
る
。
枢
を

乗
せ
た
輿
の
先
頭
に
立
っ
て
葬
儀
の
行
列
を
指
揮
っ
て
い
る
人
が
先
唱
す

る
と
、
枢
の
載
せ
た
輿
に
繋
が
っ
て
い
る
紐
を
執
っ
て
い
る
人
た
ち
が
後

唱
す
る
の
で
あ
る
。
歌
の
内
容
か
ら
み
る
と
、
確
か
に
死
者
自
身
が
歌
う

よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
生
前
住
み
慣
れ
た
家
を
去
っ
て
遠
く
も
な
い
す
ぐ

そ
こ
に
あ
る
山
に
葬
ら
れ
る
空
し
さ
や
百
年
に
も
満
た
な
い
短
い
寿
命
の

も
ど
か
し
さ
、
も
う
二
度
と
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
旅
に
向
か
う
切
な
さ
が

淡
々
と
歌
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
ま
さ
に
「
死
者
主
体
」
と
さ
れ
る
中
国

の
挽
歌
詩
の
よ
う
な
傾
向
を
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
し

一
方
、
「
公
無
渡
河
歌
」
系
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
公
無
渡
河
歌
」
に
次

ぐ
も
の
と
し
て
「
祭
亡
妹
歌
」
と
い
う
作
品
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
祭
亡
妹
歌
」
は
新
羅
の
郷
歌
で
あ
る
。
歌
の
内
容
は
そ
の
名
が
示
す
よ
う

に
亡
者
の
兄
で
あ
る
月
明
師
が
亡
き
妹
を
祭
っ
た
際
に
歌
っ
た
歌
で
あ
る
。

万
葉
仮
名
に
当
た
る
新
羅
の
「
吏
読
」
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
高
麗
の
僧

一
然
が
著
し
た
『
三
国
遣
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
祭
亡
妹
歌
」
の
作

者
月
明
師
は
新
羅
の
景
徳
玉
時
の
僧
侶
文
人
で
あ
る
。
『
三
国
遣
事
』
の
記



述
に
よ
る
と
、
七
六

O
(景
徳
王
一
九
)
年
四
月
一
日
、
天
に
太
陽
が
ふ
た

つ
現
れ
て
十
日
間
も
な
く
な
ら
な
い
異
変
が
起
き
た
。
そ
の
時
、
「
兜
卒

歌
」
と
い
う
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
異
変
を
解
決
し
た
人
物
と
し
て
登

場
す
る
。
そ
の
後
妹
が
亡
く
な
る
こ
と
が
あ
り
、
妹
の
魂
を
慰
め
る
た
め

に
「
祭
亡
妹
歌
」
を
作
っ
て
把
っ
た
が
、
急
に
狂
風
が
起
こ
り
、
紙
銭
(
葬

送
の
際
鬼
神
を
ま
つ
る
た
め
に
作
る
紙
の
銭
。
こ
と
が
お
わ
る
と
焼
い
て

捨
て
る
)
が
飛
ん
で
西
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
記
述
と
と
も
に
歌
が
載
せ
て
あ
る
。
当
該
箇
所
の
日
本
語
訳
は
次
の
よ

う
で
あ
る
。月

明
は
又
嘗
て
亡
く
な
っ
た
妹
の
た
め
に
斎
を
営
み
、
郷
歌
を

作
っ
て
そ
れ
を
祭
る
。
忽
ち
つ
む
じ
風
が
吹
い
て
き
て
紙
銭
を
西
の

ほ
う
へ
飛
ば
し
て
無
く
な
る
よ
う
に
し
た
。
歌
日
く
、

生
死
の
路
は
と
ど
め
え
ず
往
く
と
も
言
は
で
逝
く
な
ら
め

秋
告
ぐ
風
に
こ
こ
か
し
こ
枝
よ
り
落
つ
る
木
の
葉
は
も
い

づ
ち
行
く
や
は
知
り
が
た
し
さ
あ
れ
、
行
き
つ
く
果
て
は
弥

k
き

{

明

品

}

陀
浄
土
ま
た
逢
ふ
日
も
あ
ら
め
道
を
修
め
て
期
待
た
ん

『
三
国
遣
事
』
の
記
述
を
鵜
呑
み
す
れ
ば
、
右
の
歌
は
七
六

O
年
以
後
に

作
ら
れ
た
歌
な
の
で
、
ち
ょ
う
ど
『
万
葉
集
』
編
纂
時
期
同
時
代
の
作
と

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

な
る
。
作
者
月
明
師
は
僧
侶
文
人
だ
け
あ
っ
て
、
歌
全
般
に
わ
た
っ
て
仏

教
の
色
彩
が
つ
よ
い
。
誰
し
も
と
ど
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
生
死
の
道
で
、

閉
じ
枝
か
ら
出
て
き
た
木
の
葉
で
も
い
つ
散
る
か
分
か
ら
な
い
う
ち
に

散
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
表
現
は
亡
き
妹
に
対
す
る
哀
悼
の
情
を
比
喰
的

に
表
現
し
て
い
る
。
後
半
で
西
方
の
極
楽
で
ま
た
逢
え
る
こ
と
を
願
っ
て

精
進
す
る
と
い
う
、
残
さ
れ
た
人
と
し
て
の
覚
悟
が
こ
も
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
歌
が
葬
送
儀
礼
の
一
部
を
な
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
引
用
文
は
亡
く
な
っ
た
妹
の
た
め
に
仏
教
慣
習
に
よ
る

斎
を
営
み
、
郷
歌
を
作
っ
て
そ
れ
を
祭
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
挽
歌
の
持

つ
「
枢
を
引
く
も
の
が
歌
う
歌
」
と
い
う
本
来
の
定
義
領
域
を
す
こ
し
拡

大
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
祭
亡
妹
歌
」
も
挽

歌
の
本
来
の
領
域
か
ら
変
容
し
た
仏
教
的
儀
礼
を
と
も
な
っ
た
挽
歌
と
み

な
す
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
公
無
渡
河
歌
」
か
ら
「
祭
亡
妹
歌
」

へ
の
繋
が
り
は
、
孝
徳
紀
・
斉
明
紀
の
挽
歌
が
万
葉
挽
歌
へ
つ
な
が
る
挽

歌
史
的
繋
が
り
と
等
質
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
古
朝
鮮
の
白
髪
狂

夫
の
死
を
め
ぐ
る
「
公
無
渡
河
歌
」
か
ら
は
「
死
者
を
悼
む
者
の
発
想
を

起
点
と
し
て
哀
傷
歌
的
な
叙
情
挽
歌
を
志
向
し
つ
つ
も
、
そ
の
個
別
の
歌

(
お
)

の
成
立
に
は
第
三
者
が
介
在
し
て
い
る
」
と
い
う
万
葉
挽
歌
の
側
面
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
祭
亡
妹
歌
」
か
ら
は
葬
儀
に
伴

う
行
為
と
と
も
に
、
「
残
さ
れ
た
者
が
死
者
を
悼
む
」
と
い
う
哀
傷
歌
的
要

九



素
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
の
和
歌
史
に
即
し
て
い

う
な
ら
ば
、
祭
亡
妹
歌
は
万
葉
の
挽
歌
が
後
世
の
哀
傷
歌
へ
と
定
着
す
る

過
程
の
一
面
を
推
量
さ
せ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
い
と
考
え
ら

れ
る
。万

葉
挽
歌
以
後
、
文
学
史
に
お
い
て
挽
歌
の
後
を
つ
い
で
「
哀
傷
歌
」

が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
韓
国
側
で
は
「
祭
亡
妹
歌
」
を
次
ぐ
も
の

と
し
て
、
「
悼
二
将
歌
」
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
悼
二
将
歌
」
は

高
麗
王
朝
第
二
ハ
代
の
主
で
あ
る
容
宗
一
五
(
二
二
(
)
)
年
、
玉
の
容
宗

が
西
京
(
今
の
平
壊
)
で
聞
い
た
八
開
会
に
御
幸
し
た
時
、
開
国
功
臣
で
あ

る
「
申
崇
謙
」
と
「
金
楽
」
と
い
う
こ
人
の
人
物
を
追
悼
す
る
劇
を
見
て

心
を
打
た
れ
、
自
ら
追
悼
の
情
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。
八
関
会
は
高
腿
時

代
に
行
わ
れ
た
国
家
的
重
要
行
事
で
、
蓮
灯
会
と
と
も
に
高
腿
二
大
国
家

儀
式
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
十
月
十
五
日
は
西
京
で
、
十
一
月
十
五
日
に
は

首
都
の
開
京
(
今
の
開
城
)
で
行
わ
れ
た
祭
天
儀
式
で
あ
っ
た
。
二
人
の
将

軍
は
九
二
七
年
、
今
の
大
郎
付
近
で
高
腿
開
国
の
祖
で
あ
る
王
建
が
瓢
萱

が
率
い
る
後
百
済
の
軍
に
包
囲
た
と
き
、
自
分
た
ち
の
命
を
捨
て
て
主
建

を
救
っ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。
歌
を
現
代
語
訳
を
次
に
あ
げ
る
。

危
い
時
に
君
を
安
全
に
守
っ
た
忠
誠
の
志
は
天
上
ま
で
と
ど

き
、
魂
は
去
ら
れ
た
が
君
が
賜
っ
た
位
の
重
要
さ
も

劇
を
見
て

。

わ
か
っ
た

そ
の
時
の
二
人
の
功
臣
よ
遠
い
昔
の
こ
と
だ
が
、
そ

今
も
現
れ
る
(
筆
者
澗
匂
}

の
忠
誠
心
は

こ
の
歌
は
高
麗
時
代
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
新
羅
の
郷
歌
の
後
を

継
ぐ
最
後
の
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
歌
全
般
に
わ
た
っ
て
約
二
百
年

前
に
自
分
た
ち
の
命
を
捨
て
て
ま
で
高
麗
の
太
祖
に
な
る
主
建
の
命
を

救
っ
た
二
人
の
将
軍
の
忠
義
を
悼
ん
で
い
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
歌
は

も
は
や
儀
礼
的
な
行
為
か
ら
離
れ
て
た
だ
残
さ
れ
た
人
が
幽
明
境
を
異
に

し
た
人
に
対
し
て
哀
惜
の
情
を
述
べ
る
哀
傷
歌
と
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
。

紙
幅
の
都
合
上
こ
れ
以
上
言
及
は
省
く
こ
と
に
す
る
が
、
見
て
き
た
よ
う

に
、
こ
の
「
悼
二
将
歌
」
の
流
れ
は
二
章
で
述
べ
た
「
黄
兄
悦
之
の
死
を

悼
む
」
の
よ
う
な
朝
鮮
の
漢
詩
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
え
よ
う
。

五
、
結
び

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性
」
を
考
え
る
時
、
「
挽
歌
」
や
「
税

歌
」
と
い
っ
た
従
来
の
分
類
意
識
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
望
ま

し
く
な
か
ろ
う
。
既
存
の
分
類
の
カ
テ
ゴ
リ
を
克
服
し
て
よ
り
広
い
視
野

か
ら
「
死
の
詩
」
の
問
題
に
接
近
し
て
、
そ
こ
か
ら
共
通
性
な
い
し
異
質

性
を
考
え
る
ほ
う
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
い
う
観
点
に
立
脚
し
て
本
稿
で
は
韓
国
の
「
死
の
歌
」
を
日
本
の



挽
歌
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
の
中
で
、

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
ょ
う
か
を
考
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
韓

国
に
お
け
る
死
の
歌
は
二
通
り
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
つ
は
今
も

韓
国
の
伝
統
葬
儀
礼
の
中
に
生
き
て
い
て
、
「
執
歌
」
と
い
う
分
類
に
属
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
前
に
引
用
し
た
『
晋
書
』
の
、
「
漢
貌
の
故
事
に
大
喪

及
び
大
臣
の
喪
に
緋
を
執
る
こ
と
を
韓
歌
と
い
い
、
漢
武
帝
の
時
、
役
人

の
勢
歌
と
す
る
」
と
い
う
言
辞
の
よ
う
な
葬
礼
儀
式
と
と
も
に
鶏
晋
の
挽

歌
詩
が
志
向
し
た
「
死
者
主
体
」
の
趣
を
持
つ
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
類
で

あ
る
。一

方
、
韓
国
の
叙
情
挽
歌
系
と
い
う
べ
き
「
公
無
渡
河
歌
」
や
「
祭
亡

妹
歌
」
、
「
悼
二
将
歌
」
の
よ
う
な
も
の
は
孝
徳
紀
・
斉
明
紀
の
初
期
挽
歌

か
ら
万
葉
挽
歌
を
経
由
し
、
王
朝
時
代
の
哀
傷
歌
へ
至
る
日
本
の
挽
歌
史

の
図
式
に
当
て
は
め
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
残
念
な
の
は
韓

国
側
の
資
料
が
わ
ず
か
の
数
に
し
か
存
在
し
な
い
た
め
に
、
あ
る
程
度
は

推
量
の
域
を
出
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
側
の
挽
歌
資

料
の
豊
富
さ
が
本
稿
の
推
論
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る

一
つ
の
は
っ
き
り
し
た
判
断
基
準
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
判
断
基
準
の
軸
に

し
て
周
辺
事
項
を
推
考
す
る
と
い
う
方
法
論
が
日
韓
中
と
い
う
東
ア
ジ
ア

の
死
の
叙
情
性
を
考
え
る
に
は
効
果
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で

論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
細
部
に
つ
い
て
は
後
稿
に
期
し
た
い
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
の
叙
情
性

〔注〕(
i
)
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謀
説
故
事
、
大
喪
及
大
臣
之
喪
、
執
緋
者
執
歌
。
新
穂
以
馬
挽
歌
出
於
漢

武
帝
役
人
之
勢
歌
、
聾
哀
切
、
遂
以
矯
送
終
之
斑
(
巻
二
十
・
志
第
十
・

礼
中
二
百
主
て
北
京
日
中
華
書
局
・
匂
-
s
g
。
『
二
十
四
史
全
訳
・
晋

書
』
(
N
o
s
-
-
・
上
海
一
漢
語
大
調
典
出
版
社
-
u
・
2
N
)
で
は
「
娩
」
の

箇
所
を
「
挽
」
と
表
記
す
る
。

(
3
)

『
正
鍛
一
切
経
音
義
』
一
附
索
引
雨
種
・
(
唐
)
慧
琳
，
(
遼
)
希
麟
撰
・

上
海
日
上
海
古
籍
出
版
社
・
E
g
-
-
0
・
巻
五
九
・
十
二
・
ウ

(
4
)

注
3
の
本
、
巻
二
0
・
七
・
オ

(
5
)

『
珍
島
暁
歌
』
一
ナ
・
ギ
ヨ
ン
ス
・
国
立
南
島
国
楽
院
-
M
O
S

(
6
)

一
日
公
無
渡
河
。
握
豹
古
今
注
目
。
筆
筏
引
者
、
朝
鮮
棒
卒
雷
里
子
高
妻

腿
玉
所
作
也
。
子
高
船
。
有
一
白
首
狂
夫
。
被
髪
提
壷
。
乱
流
而
渡
。
其

妻
随
而
止
之
。
不
及
。
遂
堕
河
而
死
。
於
是
援
笠
筏
歌
目
。
公
無
渡
河
。

公
寛
渡
河
。
堕
河
耐
死
。
蛍
奈
公
何
。
聾
甚
懐
惨
。
作
愉
。
曲
終
。
亦
投

何
而
死
。
子
高
語
臨
玉
。
臨
玉
傷
之
。
乃
引
塑
筏
腐
其
聾
。
問
者
英
不
堕

涙
飲
泣
。
腿
玉
傭
都
女
鹿
容
。
『
楽
府
詩
集
』
・
郭
茂
情
編
・
台
北
台
湾
商

務
印
書
館
・
-
S
∞
・
@

(
7
)

楽
府
上
、
楽
府
四
首
、
塑
筏
引
の
題
意
・
新
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』
下
・

明
治
書
院

-zg・3
・お-

(

8

)

(

前
略
)
様
水
怒
蹴
天
黒
風
翻
鮫
蛸
不
是
被
繋
史
兄
何
苦
渡
之

(
中
略
)
慈
父
央
呼
天
狂
走
長
江
澗
弱
妻
領
群
雛
腸
断
筆
筏
詞

(
後
略
)
『
鶏
谷
先
生
集
』
第
二
五
巻
「
五
言
古
詩
〈
央
黄
兄
悦
之
ご

筆
筏
引
。
亦
日
公
無
渡
河
。
集
府
序
云
朝
鮮
津
卒
種
子
高
妻
鹿
玉
所
作
。
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此
詞
載
於
古
嫌
府
。
而
我
国
無
侍
者
。
可
惜
。
『
芝
崎
類
説
』
(
上
)
、
世

界
思
想
教
義
全
集
統
十
、
乙
酉
文
化
社
・
5
a
・
N
・

『
熱
何
日
記
』
大
東
印
制
所
・
昭
和
七
年
五
月

成
基
玉
「
号
ロ
T
E
d
吋
井
叫
を
号
斗
司
ペ
祖
号
(
公
無
渡
河
歌
と
純
国

の
叙
情
詩
の
伝
統
)
」
・

2
祖
ペ
井
唱
叶
剖
汁
A
0
・
N
O
S
-
∞
・
太
学
社
・

匂官・】
@
t品

鄭
病
理
、
「

Z
T
4
4
司
卒
(
酒
神
の
最
後
)
」
『
自
由
文
学
』
ぉ
・
5
8

趨
東
一
・
『
韓
国
文
学
通
史
』
で
知
識
産
業
社
・
N
o
g
-
3
・
-
E
S
E
m
-

成
基
玉
・
前
掲
論
文

「
公
無
漉
河
歌
」
と
「
祭
亡
妹
歌
」
の
綾
歌
的
性
格
に
つ
い
て
(
語
文
研

究
泊
、
語
文
研
究
会
-
E
S
-
-
0
・
匂
・
8

(
路
)
注
『
韓
日
古
代
文
学
研
究
』
、
「
韓
日
古
代
挽
歌
の
性
絡
』
℃
-
S
-
N
O
O
N
-
@
・

叶
叶
司

「
献
口
五
挽
歌
」
、
『
柿
本
人
麻
日
と
和
歌
史
』
N
g品
L
・同v
・g・

「
孝
徳
記
挽
歌
二
首
」
『
万
葉
の
知
|
|
成
立
と
以
前
』
塙
遺
書
倒
・

戸∞∞
N

・d
u
・ωω

串

「
麗
露
首
里
並
喪
歌
也
。
出
回
横
門
人
横
自
殺
、
門
人
傷
之
爵
之
悲
歌
。

言
人
命
知
謹
上
之
露
、
易
晴
滅
世
。
亦
調
人
死
魂
焼
蹄
平
高
里
。
(
略
)

至
孝
武
時
、
李
延
年
乃
分
爵
二
曲
、
産
露
送
王
公
貴
人
、
首
里
送
士
大
夫

庶
人
、
使
挽
枢
者
歌
之
、
世
呼
為
挽
歌
」
申
聖
・
意
林
・
古
今
注
・
華
北
一
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M
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(
時
)
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選
鴻
中
華
書
局
・
5
2
・
@

前
掲
の
注

(
l
)
と
閉
じ
。

「
虞
破
即
送
葬
之
挽
歌
、
唱
之
以
示
必
死
」
『
春
秋
左
伝
注
』
・
北
京
日
中

華
書
局
、
3
2
・
ω
b・
5
S

三
国
遣
事
の
原
文
日
明
又
嘗
属
亡
妹
普
賢
。
作
郷
歌
祭
之
。
忽
有
鷲

臆
吹
紙
銭
、
飛
畢
向
西
市
浪
。
歌
日
生
死
路
隠
此
央
有
阿
米
次
府
伊

遺
吾
隠
去
内
知
酔
叱
都
毛
如
云
遣
去
内
尼
叱
古
於
内
秋
察
早
隠
風

来
此
央
彼
央
浮
良
落
戸
葉
知
一
一
等
隠
枝
良
出
古
去
奴
隠
慮
毛
冬

乎
丁
阿
也
輔
陀
剃
良
逢
乎
吾
道
修
良
待
是
古
知
。
原
文
お
よ
び
歌
の

日
本
語
訳
は
『
完
訳
三
国
遣
事
』
(
一
一
然
著
・
金
恩
埠
訳
、
E
a
-
P
朝

日
新
聞
社
、
古
-
S
S
に
よ
る
。

(
沼
)
『
柿
本
人
麻
日
と
和
歌
史
』
第
二
章
第
一
節
「
挽
歌
の
始
発
」
、
村
田
右
宮

実
、
和
泉
書
院
、
N
O
S
-品
-u
・
2

歌
本
文
日
主
乙
完
乎
白
乎
心
開
際
天
乙
及
昆
魂
是
去
賜
喪
中
三

烏
賜
敬
識
麻
又
欲
望
輔
阿
里
刺
及
彼
可
二
功
臣
良
久
乃
直
隠

跡
烏
隠
現
平
賜
丁
。
『
平
山
申
氏
系
譜
』
状
節
公
行
状

21 a 泣24 

「
く
ち
ょ
う
ほ
・
韓
国
中
央
大
教
授
-

(
む
ら
た
み
ぎ
ふ
み
・
本
学
教
授
」


