
16

は
︑燈
謎
の
勝
ち
抜
き
戦
を
行
う
﹁
燈
謎
擂
台
﹂
と
︑﹁
台

湾
省
城
隍
廟
﹂
と
称
さ
れ
る
ス
ペ
ー
ス
で
の
燈
謎
会
が
行

わ
れ
て
い
た
︒
大
陸
に
お
い
て
も
︑
台
湾
に
お
い
て
も
︑

イ
ベ
ン
ト
用
の
燈
謎
を
提
供
し
︑
燈
謎
会
を
仕
切
る
の
は

基
本
謎
社
で
あ
る
︒
た
だ
︑
作
品
の
ス
タ
イ
ル
や
︑
謎
社

の
メ
ン
バ
ー
構
成
︑
活
動
場
所
︑
活
動
形
式
な
ど
に
お
い

て
は
︑
組
織
ご
と
に
異
な
る
点
が
多
い
︒

ち
な
み
に
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
文
人
の
遊
戯
﹂
で
あ
る
謎

を
指
す
の
に
﹁
燈
謎
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
名
が
定
着
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
比
較
的
近
年

の
こ
と
で
あ
る
︒
代
表
的
な
例
と
し
て
︑
一
九
八
六
年
に

出
版
さ
れ
た
陸
滋
源
の
﹃
中
華
燈
謎
研
究
﹄
に
は
︑﹁
燈

謎
と
謎め
い

語ご

の
分
岐
点
﹂﹁
燈
謎
と
謎
語
の
区
別
﹂
を
説
明

す
る
節
が
あ
る
︒
陸
は
︑
ま
ず
︑
謎
を
文ぶ
ん

義ぎ

謎め
い

︵
漢
字
・

漢
文
の
特
性
を
利
用
し
た
文
学
的
な
謎
︶
と
事じ

物ぶ
つ
謎め
い

︵
事
物
の
性

質
や
特
徴
な
ど
を
述
べ
て
そ
の
名
称
を
当
て
さ
せ
る
比
較
的
文
学

性
の
低
い
謎
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
な
ぞ
な
ぞ
﹂︶
の
二
種
類
に
分
け
︑

そ
こ
か
ら
論
を
展
開
し
て
い
る
︒
明
代
の
謎
集
や
日
用
類

書
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
も
と
も
と
燈
謎
イ
ベ
ン
ト

図 2、3　中国浙江省湖州市の燈謎場（2015 年 2月 22 日筆者撮影）

図 4、5　台北燈節の燈謎イベント（2015 年 3月 5日筆者撮影）



17

序章　謎解きに集う人々

に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
謎
に
は
文
義
謎
と
事
物
謎
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
清
代
以
降
に
な
る
と
︑﹁
燈
謎
﹂
と
い
う
こ

と
ば
は
徐
々
に
文
義
謎
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
陸
は
指
摘
す
る
︒
一
方
︑﹁
謎
語
﹂
と
い
う
こ
と
ば
も
本
来
︑
文

義
謎
と
事
物
謎
の
両
方
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
現
代
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
事
物
謎
を
指
す
用
語
と
な
っ
て
い
る﹈

17
﹇

︒﹃
中
華
燈
謎

研
究
﹄の
中
で
は
︑燈
謎
と
謎
語
の
区
別
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
︑作
例
を
挙
げ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑答
え
が
同
じ
く﹁
蚕
﹂

と
な
る
謎
を
︑
謎
語
で
あ
れ
ば
︑﹁
可
愛
い
女
の
子
︑
肉
や
魚
は
食
べ
ず
に
葉
っ
ぱ
を
食
べ
︑
一
日
中
働
い
て
糸
を
紡
ぐ
の
は
︑
人
に

い
い
服
を
あ
げ
る
た
め
な
の
だ
︹
一
個
姑
娘
真
可
愛
︑
不
吃
葷
腥
吃
樹
叶
︒
成
天
労
動
紡
絲
線
︑
為
了
別
人
好
穿
戴
︒︺﹂
と
な
る
の
に

対
し
︑
燈
謎
の
ほ
う
は
﹁
石
頭
老
虎
﹂
と
な
る﹈

18
﹇

︒
こ
れ
は
︑﹁
石
﹂
と
い
う
漢
字
の
﹁
頭
﹂
で
あ
る
﹁
一
﹂
を
取
り
︑
そ
の
﹁
一
﹂
を

﹁
老
虎
︵
と
ら
︶﹂
の
別
称
で
あ
る
﹁
大
虫
﹂
と
縦
に
組
み
合
わ
せ
る
と
︑﹁
蚕
﹂
と
い
う
漢
字
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の

例
が
示
す
よ
う
に
︑
燈
謎
と
謎
語
の
区
別
は
︑
単
に
文
学
的
価
値
の
高
低
と
い
う
よ
り
︑
漢
字
の
性
質
を
利
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
謎
語
の
答
え
と
な
る
﹁
蚕
﹂
は
動
物
の
名
称
だ
が
︑
燈
謎
の
ほ
う
の
答
え
は
︑﹁
蚕
﹂
と

い
う
漢
字
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
線
引
き
に
よ
っ
て
︑
燈
謎
は
漢
字
文
化
圏
に
特
有
な
謎
と
認
識
さ
れ
︑
世
界
中
に
見
ら
れ

る
普
遍
的
な
こ
と
ば
遊
び
で
あ
る
謎
語
︵
な
ぞ
な
ぞ
︶
と
一
線
を
画
し
た
の
で
あ
る
︒

二
　
燈
謎
研
究
の
現
状
と
問
題
点

そ
も
そ
も
︑な
ぜ
燈
謎
と
謎
語
を
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︒
少
な
く
と
も
︑﹃
謎
史
﹄
の
中
で
銭
南
揚
は
︑両
者
を
﹁
謎
﹂

と
通
称
し
︑
連
綿
と
し
た
民
俗
的
事
象
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
ま
え
が
き
の
中
で
は
︑
銭
は
両
者
の
違
い
に
つ
い

て
こ
う
書
い
て
い
る
︒
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中
学
時
代
︑休
み
の
日
に
な
る
と
︑よ
く
先
生
や
友
人
ら
と
謎
解
き
で
遊
ん
で
い
た
︒
私
は
謎
を
作
る
の
も
当
て
る
の
も
苦
手
だ
っ

た
が
︑
そ
れ
で
も
興
味
は
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
唐
・
宋
の
人
の
筆
記
︹
筆
記
小
説
︺
で
た
く
さ
ん
の
謎
語
を
見
か
け
て
︑
よ
う
や

く
謎
語
は
長
い
歴
史
を
も
つ
も
の
だ
と
知
っ
た
︒
し
か
し
︑
古
人
の
謎
語
と
い
え
ば
︑

だ
い
た
い
一
尺
ほ
ど
の
長
さ
で
︑
上
に
は
節
だ
ら
け
︒
両
端
は
と
て
も
寒
く
︑
真
ん
中
は
非
常
に
暑
い
︹
都
来
一
尺
長
︑
上

面
都
是
節
︒
両
頭
非
常
冷
︑
中
間
非
常
熱
︺︒

か
ら
﹁
暦
書
︹
カ
レ
ン
ダ
ー
︺﹂
と
解
答
す
る
も
の
は
︑す
な
わ
ち
︑い
ま
民
間
で
行
う
な
ぞ
な
ぞ
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
謎
語
は
︑

現
在
の
い
わ
ゆ
る
燈
謎
︑
た
と
え
ば
︑

我
が
家
の
隣
に
住
む
東
家
の
娘
は
す
で
に
三
年
間
私
を
盗
み
見
て
い
る
︹
臣
東
隣
有
女
︑
窺
臣
已
三
年
矣
︵
先
秦
・
宋
玉
﹃
登

徒
子
好
色
賦
﹄
よ
り
︶︺︒

か
ら
唐
詩
の
一
句
﹁
総す
べ

て
是こ
れ

玉ぎ
ょ
く
か
ん

関
の
情
︹
唐
・
李
白
﹃
子
夜
呉
歌
﹄
か
ら
の
こ
の
一
句
を
﹁
す
べ
て
は
宋
玉
に
関
わ
る
恋
情
に
よ

る
も
の
﹂
と
解
読
す
れ
ば
︑
謎
面
の
意
味
と
つ
な
が
る
︺﹂
を
当
て
る
も
の
と
は
︑
全
く
違
う
も
の
で
あ
る﹈

19
﹇

︒

明
ら
か
に
︑
銭
南
揚
は
燈
謎
の
異
質
性
に
気
付
い
て
い
た
︒
謎
語
と
の
違
い
を
説
明
す
る
際
に
使
わ
れ
る
﹁
燈
謎
﹂
は
︑
も
は
や
燈

籠
の
周
り
に
集
ま
っ
て
謎
解
き
を
興
じ
る
イ
ベ
ン
ト
を
指
す
の
で
は
な
く
︑﹁
文
人
の
遊
戯
﹂
と
し
て
さ
ら
に
精
緻
化
し
た
文
義
謎
の

代
名
詞
と
な
っ
て
い
る
︒
概
念
と
用
語
が
繁
雑
に
な
っ
て
き
た
た
め
︑
図
式
で
整
理
し
て
み
よ
う
︒

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
本
書
で
扱
う
燈
謎
は
主
に
︑
図
6
左
下
に
位
置
す
る
﹁
燈
謎
︵
今
体
謎
︶﹂
で
あ
る
︒﹁
今
体
﹂
と
呼
ば
れ
る

こ
の
ス
タ
イ
ル
の
成
立
過
程
を
遡
っ
て
み
る
と
︑
避
け
て
通
れ
な
い
と
こ
ろ
に
﹁
謎め
い
話わ

﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
︒
謎
話
と
は
︑
謎

人
の
活
動
状
況
や
燈
謎
作
品
に
対
す
る
評
価
︑
燈
謎
の
創
作
理
論
な
ど
を
主
な
内
容
と
す
る
文
章
で
︑
清
末
・
民
国
期
の
近
代
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
と
と
も
に
︑
様
々
な
出
版
物
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
燈
謎
を
漢
字
文
化
の
一
分
野
と
し
て
独
立
さ
せ
る
風
潮
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の
発
展
は
し
ば
ら
く
﹁
長
い
冬
﹂
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
燈
謎
が
再
び
大
衆
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
で
あ
る
︒
当

時
の
文
化
論
ブ
ー
ム
を
背
景
に
︑
中
国
の
各
地
で
新
し
い
謎
社
が
結
成
さ
れ
︑
愛
好
家
の
交
流
が
一
気
に
盛
ん
に
な
っ
た
︒
現
在
︑
大

陸
で
は
︑
中
華
燈
謎
学
会
と
い
う
全
国
的
な
燈
謎
愛
好
家
団
体
が
あ
り
︑
ま
た
︑
福
建
省
漳
州
市
を
代
表
と
す
る
漳
汕
地
方
で
は
︑
燈

謎
芸
術
記
念
館
が
開
設
さ
れ
︑
不
定
期
に
国
際
的
な
燈
謎
大
会
を
開
催
し
て
い
る
︒
謎
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
は
︑
清
末
・

民
国
期
に
比
べ
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
っ
て
更
に
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
が
︑
活
動
の
ほ
と
ん
ど
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
離

れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
各
章
で
論
述
し
て
い
く
が
︑
も
っ
と
も
彼
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
資
料
集
や
燈
謎
専
門
誌
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ

た
も
の
の
︑
学
術
的
研
究
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
着
手
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
先
行
研
究
が
少
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
︒

海
外
で
燈
謎
を
取
り
上
げ
た
極
く
少
数
の
研
究
の
中
で
は
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・
C
・
ル
ド
ル
フ
︵
一
九
〇
九
︱
二
〇
〇
三
︶
が
一
九
四
二

年
に
発
表
し
たN

otes on the Riddle in C
hina

﹈
20
﹇

の
参
照
価
値
が
高
い
︒
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
自
体
は
︑
中
国
に
見
ら
れ
る
事
物
謎
・

図 6　燈謎に関係する諸概念

は
︑
清
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
書
か
れ
た
多
く
の
謎
話
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
謎
話
を
と
お
し
て
︑
近
代
の
謎
人
が
い
か
に
そ
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
得
︑
ど
の
よ
う
に
活
動
を
展
開
し
︑
交
流
し
て
い
た
か
︑

燈
謎
に
対
す
る
理
解
が
ど
う
変
容
し
て
き
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
︒
ゆ
え
に
︑
謎
話
は
︑
燈
謎
作
品
と
同
じ
く
ら
い
に
燈
謎
研
究
に
と
っ
て
不
可

欠
な
一
次
資
料
と
い
え
よ
う
︒

中
国
に
お
い
て
︑
科
挙
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
二
年
後
の
一
九
〇
七
年
か
ら
︑
日

中
戦
争
が
始
ま
る
一
九
三
七
年
ま
で
の
三
〇
年
間
︑
数
多
く
の
謎
話
が
新
聞
・
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
︑
燈
謎
ブ
ー
ム
に
拍
車
を
か
け
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
降
は
戦
乱

や
文
化
大
革
命
︑
社
会
主
義
的
文
化
政
策
な
ど
に
よ
っ
て
︑
中
国
大
陸
で
の
燈
謎
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文
義
謎
お
よ
び
蔵
頭
詩
な
ど
の
文
字
遊
戯
に
関
し
て
お
お
ま
か
な
紹
介
し
か
行
っ
て
い
な
い
が
︑
時
代
的
に
民
国
末
期
に
発
表
さ
れ
た

た
め
︑
引
用
し
た
参
考
文
献
に
は
清
末
民
初
の
も
の
が
多
い
︒
ノ
ー
ト
で
は
中
国
語
の
文
献
の
み
な
ら
ず
︑
清
末
民
初
に
外
国
人
研
究

者
が
中
国
の
﹁
謎
﹂
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
に
も
触
れ
て
い
る
︒
外
国
語
に
よ
る
文
献
は
分
量
的
に
さ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
い
が
︑

燈
謎
も
当
時
に
お
い
て
︑シ
ノ
ロ
ジ
ー
︵
中
国
学
︶
の
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
事
実
は
興
味
深
い
︒
鈴
木
虎
雄
の
﹁
支

那
文
学
に
お
け
る
語
戯
﹂
や
那な

ば波
利と
し

貞さ
だ

︵
一
八
九
〇
︱
一
九
七
〇
︶﹁
元
宵
観
燈﹈

21
﹇

﹂
な
ど
︑
日
本
人
研
究
者
の
文
章
も
ル
ド
ル
フ
の
ノ
ー
ト

に
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
近
藤
杢も
く

︵
一
八
八
四
︱
一
九
六
五
︶
の
﹃
支
那
學
藝
大
辭
彙
﹄
で
は
燈
謎
の
二
四
種
の
﹁
謎
格
︵
作

謎
に
使
わ
れ
る
特
殊
な
ル
ー
ル
︶﹂
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る﹈

22
﹇

こ
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る
︒﹁
謎
は
中
国
で
も
古
く
か
ら
あ
り
︑
広
く
知
ら

れ
て
い
る
が
︑
中
国
の
人
々
は
最
近
に
な
る
ま
で
あ
ま
り
謎
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
放ネ
グ
レ
ク
ト置は
︑
中
国
の
学
問
の
伝
統

が
﹃
俗
﹄
文
学
を
低
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
一
因
で
あ
ろ
う﹈

23
﹇

﹂
と
ル
ド
ル
フ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
燈
謎
が
近
代
に
な
っ
て
よ
う

や
く
独
立
し
た
分
野
と
し
て
見
出
さ
れ
た
の
は
︑
学
問
の
伝
統
に
よ
る
﹁
放
置
﹂
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︒

ル
ド
ル
フ
の
指
摘
に
触
発
さ
れ
︑
本
書
は
︑
清
末
・
民
国
期
の
謎
人
が
特
に
意
識
し
て
い
た
﹁
書し
ょ

家か

︵
雅
︶・
江こ
う

湖こ

︵
俗
︶
の
別
﹂
に

注
目
し
た
︒
謎
集
の
序
文
や
謎
話
を
読
ん
で
と
く
に
印
象
深
か
っ
た
の
は
︑
近
代
の
謎
人
ら
が
自
分
の
創
作
に
対
し
︑
明
確
な
理
念
・

主
張
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑謎
聖
と
呼
ば
れ
る
張
起
南
︵
一
八
七
八
︱
一
九
二
四
︶
は
﹁
橐た
く
え
ん
し
ゅ
ん
と
う
わ

園
春
燈
話
﹂
の
中
で
﹁
作

謎
に
関
し
て
︑
私
は
典
雅
な
作
風
を
主
張
す
る
︒
な
る
べ
く
謎
底
と
謎
面
が
天
成
の
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
合
う
も
の
を
追
い
求
め
る
︒
古

人
の
い
わ
ゆ
る
﹃
玉
製
の
器
に
玉
製
の
蓋
を
か
け
る
﹄
よ
う
な
謎
こ
そ
が
秀
作
で
あ
り
︑
謎
面
に
成
句
を
使
う
の
は
と
く
に
い
い
︹
余

作
謎
主
張
典
雅
一
派
︑
必
底
面
天
然
配
合
︑
如
古
所
謂
玉
合
子
蓋
玉
合
子
底
者
︑
乃
為
上
品
︒
面
貴
成
語
︺﹂
と
書
い
て
い
る﹈

24
﹇

︒
ま
た
︑

薛せ
つ
鳳ほ
う
昌し
ょ
う︵

一
八
七
六
︱
一
九
四
四
︶
の
﹁
邃す
い
漢か
ん
斎さ
い
謎め
い
話わ

﹂
に
も
﹁
書
家・江
湖
の
別
﹂
に
つ
い
て
の
議
論
が
見
ら
れ
る
が
︑﹁
書
家
﹂﹁
江
湖
﹂

の
分
け
方
は
光
緒
三
四
年
︵
一
九
〇
八
︶
に
創
刊
し
た
雑
誌
﹃
国
学
萃
編
﹄
の
燈
謎
投
稿
要
項
に
あ
る
﹁
書
家
的
構
想
の
謎
の
み
掲
載
し
︑

江
湖
的
な
謎
は
掲
載
で
き
な
い
こ
と
を
ご
寛
恕
く
だ
さ
い︹
書
家
意
者
方
能
照
登
︑江
湖
意
者
恕
不
登
録
︺﹈

25
﹇

﹂と
い
う
注
意
書
き
か
ら
取
っ
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
主
張
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
謎
人
と
自
認
し
た
作
者
た
ち
は
自
ら
の
作
品
を
俗
っ
ぽ
い
謎
語
と

一
線
を
画
す
る
意
欲
が
か
な
り
強
く
︑ゆ
え
に
儒
家
的
教
養
を
あ
ま
り
反
映
し
な
い﹁
古
体
﹂を
避
け
︑作
品
の﹁
書
家
意︵
文
人
ら
し
さ
︶﹂

を
こ
と
ご
と
く
追
い
求
め
て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
今
体
謎
﹂
を
創
作
す
る
た
め
の
材
料
で
あ
る
儒
家
経
典
に
は
限
り
が
あ
る
︒
そ
の

こ
と
に
限
界
を
感
じ
は
じ
め
た
彼
ら
は
︑
西
洋
伝
来
の
学
問
を
新
た
な
沃
土
と
み
な
し
︑
積
極
的
に
作
謎
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

探
し
求
め
よ
う
と
し
た
︒﹁
今
体
﹂
へ
の
執
着
は
︑
学
問
の
主
流
に
寄
り
付
こ
う
と
し
た
姿
勢
と
も
理
解
で
き
よ
う
︒

作
者
の
主
体
性
が
先
行
し
て
文
体
の
変
化
を
促
し
た
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
︑
燈
謎
の
場
合
は
︑
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
構
図
で
は
捉

え
き
れ
な
い
部
分
が
多
い
︒
そ
れ
は
︑
広
義
で
の
﹁
燈
謎
﹂
が
大
衆
に
熟
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
︑
謎
人
が
主
体
性
を
持
っ

て
も
っ
ぱ
ら
今
体
謎
を
創
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
と
の
間
に
︑
数
百
年
も
の
時
間
差
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑
謎

人
の
作
家
性
よ
り
も
先
に
︑燈
謎
の
文
体
分
化
が
現
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
数
百
年
の
間
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
︑﹁
今
体
﹂﹁
古

体
﹂
と
い
う
文
体
の
差
は
何
を
き
っ
か
け
に
出
現
し
︑
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
い
ま
ま
で
の
﹁
謎
史
﹂
ま
た
は
﹁
燈
謎
史
﹂

に
お
い
て
は
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
︒﹁
放
置
﹂
さ
れ
る
境
遇
を
免
れ
て
も
︑
ま
だ
欠
落
し
て
い
る
部
分
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
︒

な
ら
ば
︑
こ
の
欠
落
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
︒
ま
ず
︑
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
謎
史
／
燈
謎
史
﹂
は
近
代

に
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
︒
前
文
で
紹
介
し
た
中
山
大
学
民
俗
学
会
叢
書
の
一
つ
と
し
て
出
版
さ
れ
た
﹃
謎
史
﹄
が
そ

の
典
型
例
で
あ
る
︒
燈
謎
を
知
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
本
の
中
で
は
︑
先
秦
時
代
の
隠
語
か
ら
清
代
の

市
語
︵
市
井
で
使
わ
れ
る
隠
語
︶
ま
で
︑﹁
謎
﹂
に
関
わ
る
中
国
の
こ
と
ば
遊
び
・
文
字
遊
び
に
幅
広
く
言
及
し
︑
時
代
順
に
並
べ
る
と
い

う
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
作
業
は
︑﹃
謎
史
﹄
よ
り
一
四
年
ほ
ど
早
く
刊
行
し
た
﹁
燈
謎
源
流
考﹈

26
﹇

﹂
と
い
う
文
章
の
中
に
も
見

ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
謎
﹂
と
い
う
漢
字
の
語
源
か
ら
出
発
し
︑
先
秦
の
隠
語
︑
漢
代
の
離
合
詩
︑
唐
宋
筆
記
小
説
か
ら
見
ら
れ
る

謎
に
関
す
る
記
述
︑
明
清
の
燈
謎
と
い
う
流
れ
で
書
か
れ
て
い
る
︒
近
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
中
華
燈
謎
史
:
先
秦
至
民
国
﹄
に
至
る
ま

で
︑﹁
謎
史
／
燈
謎
史
﹂
と
称
さ
れ
る
も
の
は
基
本
的
に
同
じ
大
筋
を
沿
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
ほ
か
の
民
国
初
期
に
量
産
さ
れ
る
文
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学
史
と
同
じ
く
︑
進
化
史
観
と
い
う
底
流
を
共
有
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
自
ら
が
立
っ
て
い
る
﹁
現
在
﹂
を
﹁
近
代
﹂
と
し
︑
語
源
と

い
う
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
か
ら
ゴ
ー
ル
と
し
て
の
﹁
近
代
﹂
ま
で
︑
そ
の
間
を
連
ね
る
予
定
調
和
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
と
い
う
こ
と

で
あ
る﹈

27
﹇

︒

そ
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
と
し
て
︑ま
ず
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑﹁
謎
﹂以
外
の
も
の
を
見
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒﹁
謎
﹂

の
語
源
か
ら
敷
衍
し
︑
な
る
べ
く
多
く
の
関
連
項
目
を
取
り
入
れ
た
つ
も
り
で
も
︑﹁
謎
﹂
と
そ
れ
が
実
際
に
載
っ
て
い
る
日
常
類
書

や
新
聞
雑
誌
な
ど
の
書
誌
媒
体
︑
筆
記
小
説
や
章
回
小
説
な
ど
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
係
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
︒
も
う
一
つ

は
︑
謎
人
不
在
の
燈
謎
史
に
な
っ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
︒﹁
謎
史
／
燈
謎
史
﹂
の
編
纂
者
が
掻
き
集
め
た
謎
の
中
に
は
︑
名
高
い
文
士

が
作
者
と
さ
れ
る
も
の
も
数
多
く
存
在
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
多
く
は
筆
記
小
説
に
記
さ
れ
た
逸
聞
の
類
に
す
ぎ
ず
︑
事
実
の
裏
付
け

が
取
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
伝
○
○
作
﹂
の
謎
を
喧
伝
す
る
一
方
︑
清
代
以
降
の
個
人
謎
集
に
関
し
て
は
︑
作
者
名
が
明
記
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ま
る
で
集
団
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
民
間
文
学
の
よ
う
に
取
り
扱
い
︑
作
者
性
に
触
れ
よ
う
と
し
な
い
現
象

が
起
き
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
謎
﹂
と
い
う
大
き
な
括
り
に
放
り
投
げ
ら
れ
た
燈
謎
は
︑
そ
の
性
質
と
輪
郭
が
曖
昧
な
ま
ま
︑
文
学

と
民
俗
学
両
方
に
と
っ
て
周
縁
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
二
一
世
紀
の
今
に
な
っ
て
も
︑こ
の
現
状
を
脱
却
で
き
な
い
で
い
る
︒

本
書
は
︑
燈
謎
に
お
け
る
﹁
今
体
﹂﹁
古
体
﹂
の
差
を
文
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
紐
解
き
︑﹁
書
家
﹂﹁
江
湖
﹂
の
別
を
社
会
文
化
論

の
視
座
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
︑
謎
人
と
い
う
創
作
主
体
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
い
︒
こ
の
燈
謎
と
い
う
︑
い
ろ
い
ろ
な
意
味

で
狭
間
に
位
置
す
る
文
字
遊
戯
の
諸
相
を
と
お
し
て
︑
漢
字
文
化
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
す
︒

注﹇1
﹈
日
本
語
に
訳
す
と
︑﹁
孔
融
い
わ
く
︵
外
国
の
地
名
一
つ
当
て
よ
う
︶﹂
と
な
る
︒
陳
雨
門
編
著
﹃
燈
謎
大
観
﹄
第
二
輯
︑
河
南
:
中
州
書
画
社
︑

一
九
八
二
年
︑
八
五
頁
︒
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﹇
2
﹈﹃
図
画
日
報
﹄
第
百
八
十
七
号
︑
上
海
:
環
球
社
︑
一
九
〇
九
年
︑
七
頁
︒

﹇
3
﹈
鈴
木
虎
雄
﹁
支
那
文
学
に
於
け
る
語
戯
﹂︑
同
﹃
支
那
文
学
研
究
﹄︑
東
京
:
弘
文
堂
書
房
︑
一
九
二
五
年
一
一
月
︑
六
五
三
︱
六
五
四
頁
︒

﹇
4
﹈
同
六
五
三
頁
︒﹁
諢
語
﹂
と
は
諧
謔
の
語
で
あ
る
︒

﹇
5
﹈
劉
侗
・
于
奕
正
﹃
帝
京
景
物
略
﹄︵
宋
明
清
小
品
文
集
輯
注
一
︶︑
上
海
:
上
海
遠
東
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
一
一
月
︑
一
一
五
頁
︒

﹇
6
﹈
田
汝
成
﹃
西
湖
遊
覧
志
余
﹄︵
中
国
文
学
参
考
資
料
叢
書
︶︑
北
京
:
中
華
書
局
︑
一
九
五
八
年
一
一
月
︑
巻
二
十
﹁
熙
朝
楽
事
﹂︑
三
五
五
頁
︒

﹇
7
﹈
張
岱
﹃
陶
庵
夢
憶
﹄︵
宋
明
清
小
品
文
集
輯
注
一
︶︑上
海
:
上
海
遠
東
出
版
社
︑一
九
九
六
年
一
一
月
︑一
六
八
頁
︒﹁
四
書
﹂
と
は
﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄

と
﹃
礼
記
﹄
中
の
﹁
大
学
﹂﹁
中
庸
﹂
を
言
う
︒﹃
千
家
詩
﹄
と
は
宋
の
劉
克
荘
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
︑
村
塾
で
童
蒙
の
誦
読
に
用
い
た
詩
の
本
︒

﹇
8
﹈
清
末
民
初
の
謎
話
︵
燈
謎
批
評
︶
に
は
﹁
謎
頭
﹂﹁
社
家
﹂
な
ど
ほ
か
の
言
い
方
も
見
ら
れ
る
が
︑
現
在
︑
台
湾
で
は
有
名
な
燈
謎
作
家
を
﹁
謎
家
﹂︑

燈
謎
創
作
に
関
わ
る
愛
好
者
を﹁
謎
友
﹂と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
︒
大
陸
で
は
︑有
名
な
燈
謎
作
家
を﹁
謎
家
﹂と
し
︑一
九
九
四
年
の﹁
全

国
謎
人
ア
ン
ケ
ー
ト
﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑燈
謎
創
作
者
を
指
す
一
般
的
な
用
語
と
し
て
﹁
謎
人
﹂
を
使
用
し
て
い
る
︒
本
書
は
大
陸
の
用
語
に
準
じ
て
︑

主
に
﹁
謎
人
﹂
を
使
用
す
る
︒

﹇
9
﹈
銭
南
揚
﹃
謎
史
﹄︑
広
州
:
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史
研
究
所
︑
一
九
二
八
年
七
月
︑
七
九
頁
︒

﹇
10
﹈
同
八
五
頁
︒

﹇
11
﹈
同
八
九
頁
︒

﹇
12
﹈﹃
申
報
﹄︵
上
海
︶
一
八
七
二
年
一
二
月
一
四
日
︑
第
二
面
︑
署
名
﹁
柳
浦
漁
子
﹂︒

﹇
13
﹈
文
虎
は
燈
謎
の
別
称
︒
梁
紹
壬
﹃
両
般
秋
雨
盦
随
筆
﹄︵
明
清
筆
記
叢
書
︑
上
海
:
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
八
月
︶︑
八
六
頁
︑﹃
清
稗
類
鈔
﹄

﹁
文
学
類
二
﹂
の
﹁
謎
の
名
称
お
よ
び
原
起
﹂︵
徐
珂
編
︑
上
海
:
商
務
印
書
館
︑
一
九
一
七
年
一
一
月
︶︑
第
二
九
冊
二
〇
二
頁
参
照
︒

﹇
14
﹈﹁
廋
辞
﹂﹁
廋
詞
﹂
は
﹁
隠
語
﹂﹁
謎
語
﹂
と
同
じ
意
味
︒﹃
国
語
﹄
晉
語
五
に
﹁
秦
客
が
宮
廷
で
廋
辞
を
述
べ
︑大
夫
の
中
に
応
答
で
き
る
者
は
い
な
か
っ

た
︹
有
秦
客
廋
辞
於
朝
︑
大
夫
莫
之
能
対
也
︺﹂
と
あ
る
︵
左
丘
明
﹃
国
語
﹄
二
十
五
別
史
五
︑
済
南
:
斉
魯
書
社
︑
二
〇
〇
五
年
一
月
︑
一
九
六
頁

を
参
考
︶︒

﹇
15
﹈
梁
の
宗そ
う
懍り

ん
撰
﹃
荊
楚
歳
時
記
﹄
の
記
載
に
よ
る
と
︑
蔵
鈎
と
は
︑
参
加
者
が
二
組
に
分
か
れ
︑
お
互
い
小
石
を
手
の
中
に
掴
み
︑
そ
の
数
を
当
て
合

う
遊
び
で
あ
る
︵
宗
懍
﹃
荊
楚
歳
時
記
﹄︑
太
原
:
山
西
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
九
月
︑
六
九
頁
︶︒
射
覆
と
は
︑﹃
漢
書
﹄
東
方
朔
伝
の
記
載
に

よ
る
と
︑裏
返
さ
れ
た
器
の
下
に
物
を
隠
し
︑そ
の
名
を
当
て
る
遊
び
で
あ
る
︵
班
固
﹃
漢
書
﹄
第
九
冊
︑北
京
:
中
華
書
局
︑一
九
六
四
年
一
一
月
︑
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二
八
四
四
頁
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
に
お
け
る
﹁
蔵
鈎
射
覆
の
旨
﹂
と
は
隠
さ
れ
た
も
の
を
当
て
る
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
る
︒

﹇
16
﹈﹃
申
報
﹄︵
上
海
︶
一
八
七
三
年
一
月
一
三
日
︑
第
二
面
︑
署
名
﹁
護
花
鈴
館
控
仙
史
稿
﹂︒

﹇
17
﹈﹁
事
物
謎
﹂﹁
文
義
謎
﹂
の
呼
称
は
陸
滋
源
﹃
中
華
燈
謎
研
究
﹄︵
南
京
:
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
五
月
︶
な
ど
︑
燈
謎
作
者
や
研
究
者

の
中
で
使
わ
れ
る
補
助
的
な
概
念
で
あ
り
︑
現
代
中
国
語
に
お
け
る
一
般
的
な
用
語
で
は
な
い
︒
本
稿
は
記
述
の
便
宜
上
︑
以
下
に
お
い
て
文
義
謎

の
こ
と
を
﹁
燈
謎
﹂
と
称
す
る
︒
引
用
文
の
中
で
は
﹁
謎
﹂﹁
謎
語
﹂﹁
廋
詞
﹂﹁
打
虎
﹂
な
ど
異
な
る
呼
称
と
な
る
が
︑特
別
に
説
明
す
る
箇
所
以
外
︑

基
本
文
義
謎
の
こ
と
を
指
す
︒

﹇
18
﹈
陸
滋
源
編
著
﹃
中
華
燈
謎
研
究
﹄︑
南
京
:
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
五
月
︑
五
七
頁
︒

﹇
19
﹈
銭
南
揚
﹃
謎
史
﹄︑
広
州
:
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史
研
究
所
︑
一
九
二
八
年
七
月
︑﹁
引
子
﹂
一
頁
︒

﹇
20
﹈Rudolph, Richard C

. “N
otes on the Riddle in C

hina.”  California Folklore Q
uarterly, vol. 1, no. 1, 1942, pp. 65–82.

﹇
21
﹈
那
波
利
貞
﹁
元
宵
観
燈
﹂﹃
歷
史
と
地
理
﹄
第
一
巻
︑
史
學
地
理
學
同
攷
會
編
︑
東
京
:
大
鐙
閣
︑
一
九
一
七
年
一
一
月
︑
六
四
八
頁
︒

﹇
22
﹈
近
藤
杢
﹃
支
那
學
藝
大
辭
彙
﹄︑
京
都
:
立
命
館
出
版
部
︑
一
九
三
六
年
一
二
月
︑
九
五
五
頁
︒

﹇
23
﹈“A

lthough riddles are both old and w
idely know

n in C
hina, the C

hinese have not paid m
uch attention to them

 until recently.  �
is neglect 

m
ay be partly due to the fact that the C

hinese scholastic tradition held ʻvulgarʼ literature in low
 esteem

.” Rudolph, op. cit., p. 67.

﹇
24
﹈
張
起
南
﹁
橐
園
春
燈
話
﹂﹃
小
説
月
報
﹄
第
七
巻
第
二
号
︑
上
海
:
商
務
印
書
館
︑
一
九
一
六
年
二
月
︑﹁
雑
俎
﹂
一
〇
頁
︒
引
用
文
中
の
﹁
玉
合
子

蓋
玉
合
子
底
﹂
と
は
︑
宋
代
の
尤
袤
﹃
全
唐
詩
話
﹄
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
唐
代
の
詩
人
劉
昭
禹
の
こ
と
ば
で
あ
り
︑
原
文
は
﹁
玉
合
子
底
︑
必

有
蓋
︑
但
精
心
求
之
︑
必
獲
其
宝
﹂
と
あ
る
︒
尤
袤
﹃
全
唐
詩
話
﹄
王
雲
五
主
編
叢
書
集
成
初
編
︑
上
海
:
商
務
印
書
館
︑
一
九
三
六
年
一
二
月
︑

六
一
頁
︒
張
起
南
が
提
唱
す
る
こ
の
作
風
は
︑
後
に
﹁
南
宗
謎
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︒

﹇
25
﹈
徐
珂
編
﹃
清
稗
類
鈔
﹄
第
二
九
冊
︑
上
海
:
商
務
印
書
館
︑
一
九
一
七
年
一
一
月
︑
二
〇
四
頁
︒

﹇
26
﹈
著
者
不
明
﹁
燈
謎
源
流
考
﹂︑
古
今
文
芸
叢
書
社
編
﹃
古
今
文
芸
叢
書
第
三
集
﹄︑
上
海
:
広
益
書
局
︑
一
九
一
四
年
四
月
︒

﹇
27
﹈
内
山
精
也
が
指
摘
し
た
﹁
中
国
近
世
文
学
史
の
問
題
点
﹂
を
参
考
に
し
た
︒
内
山
精
也
﹁
転
回
す
る
南
宋
文
学
︱
宋
代
文
学
は
﹃
近
世
﹄
文
学
か
？
︱
﹂

﹃
名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
﹄
二
六
︑名
古
屋
:
名
古
屋
大
學
中
國
文
學
研
究
室
︑二
〇
一
三
年
一
二
月
︑二
頁
︒
ち
な
み
に
︑日
本
語
の
﹁
近

代
︵
モ
ダ
ン
︶﹂
は
中
国
語
に
お
い
て
﹁
現
代
﹂
と
訳
さ
れ
る
が
︑
本
書
で
は
日
本
語
に
準
じ
て
﹁
近
代
﹂
と
す
る
︒
た
だ
︑
歴
史
的
時
代
区
分
の
用

語
と
し
て
で
は
な
く
︑
主
と
し
て
自
由
な
個
人
意
識
の
自
覚
と
主
体
形
成
と
い
う
意
味
合
い
で
﹁
近
代
︵
モ
ダ
ン
︶﹂﹁
近
代
性
︵
モ
ダ
ニ
テ
ィ
︶﹂
を

用
い
た
︒


