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中
島
敦
の
「
山
月
記
」

例
え
ば
、
中
島

敦

の
『
山
月
記
』
と
い
う
作
品
は
、
彼
の
作
品
の
中
で
は
、
最
も
有
名
な
「
作
品
」（
短

あ
つ
し

さ
ん
げ
つ

き

な
か

編
小
説
）
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
戦
後
、
学
校
の
教
科
書
な
ど
に
も
載
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ

そ
う
で
あ
り
、
そ
の
「
原
典
」
は
、
中
国
（
宋
朝
）
の
『
太
平
広
記
』
や
『
古
今
説
海
』
、
ま
た
、
中
国

そ
う

せ
つ
か
い

（
清
朝
）
の
説
話
集
『
唐
人
説
薈
』
の
中
に
あ
る
『
人
虎
伝
』
な
ど
を
元
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

し
ん

せ
つ
か
い

じ
ん

こ

で
ん

そ
の
「
内
容
」
を
一
言
で
敢
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
人
間
が
虎
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

ひ
と
こ
と

い
う
、
そ
の
よ
う
な
、
ま
さ
に
現
実
に
は
あ
り
難
い
怪
奇
な
話
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
作

品
」
の
一
体
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
魅
力
的
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？

そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
文
は
「
漢

文
調
」
で
あ
り
、
や
や
難
し
い
が
、
少
し
ば
か
り
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

＊

＊

ま
ず
、
中
島

敦

と
い
う
人
は
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
年
）
の
五
月
に
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
年

あ
つ
し

は
、
有
名
な
「
太
宰
治
」
が
生
ま
れ
た
年
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
父
親
は
、
旧
制
銚
子
中
学
校
の
漢
文
の

教
師
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
中
島

敦

は
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
の
三
月
に
、
東
京
帝
国
大

あ
つ
し

学
国
文
学
科
（
つ
ま
り
東
大
）
を
卒
業
し
て
、
そ
の
年
の
四
月
に
、
横
浜
の
「
女
学
校
」
の
国
語
と
英
語

の
教
師
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
四
一
年
（
昭
和
十
六
年
）
に
は
そ
の
職
を
辞
し
て
、
パ
ラ
オ
南

洋
庁
に
教
科
書
編
纂

掛

と
し
て
療
養
を
兼
ね
て
赴
任
す
る
が
、
そ
の
年
の
十
二
月
八
日
に
は
「
太
平
洋

へ
ん
さ
ん
か
か
り

戦
争
」
（
真
珠
湾
攻
撃
）
が
勃
発
し
、
そ
の
戦
火
が
激
化
す
る
な
か
、
翌
一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
年
）

十
二
月
四
日
に
、
気
管
支
喘
息
で
満
三
十
三
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み

ぜ
ん
そ
く

に
、
『
山
月
記
』
と
い
う
作
品
は
、
一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
年
）
に
発
表
さ
れ
、
一
方
、
『
名
人
伝
』

と
い
う
作
品
は
、
中
島

敦

の
死
後
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

あ
つ
し

一
、
第
一
章

そ
れ
で
は
、
そ
の
『
山
月
記
』
の
冒
頭
の
「
文
章
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

さ
ん
げ
つ

き

つ
ま
り
、「
…
…
隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉

ろ
う
さ
い

り
ち
よ
う

さ
い
え
い

ま
つ
ね
ん

こ

ぼ

う

こ
う
な
ん

い

に
補
せ
ら
れ
た
が
、
性
、
狷
介
、

自

ら
恃
む
と
こ
ろ

頗

る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を

潔

し
と
し
な

ほ

せ
い

け
ん
か
い

み
ず
か

た
の

す
こ
ぶ

せ
ん

り

い
さ
ぎ
よ

か
っ
た
。
い
く
ば
く
も
な
く
官
を
退
い
た
後
は
、
故
山
、

虢
略

に
帰
臥
し
、
人
と

交

を
絶
っ
て
、
ひ

の
ち

こ

ざ
ん

か
く
り
や
く

き

が

ま
じ
わ
り

た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
。
下
吏
と
な
っ
て
長
く
膝
を
俗
悪
な
大
官
の
前
に
屈
す
る
よ
り
は
、
詩
家
と
し
て

ふ
け

か

り

ひ
ざ

の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
名
は
容
易
に
揚
ら
ず
、
生
活
は
日
を
逐
う

の
こ

お

て
苦
し
く
な
る
。
李
徴
は

漸

く

焦

躁
に
駆
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
頃
か
ら
そ
の
容
貌
も

峭
刻

と
な
り
、

り
ち
よ
う

よ
う
や

し
よ
う
そ
う

こ
ろ

よ
う
ぼ
う

し
よ
う
こ
く

肉
落
ち
骨
秀
で
、眼
光
の
み

徒

ら
に
炯
々
と
し
て
、
曾
て
進
士
に
登
第
し
た
頃
の
豊

頬

の
美
少
年
の

俤

ひ
い

い
た
ず

け
い
け
い

か
つ

と
う
だ
い

ほ
う
き
よ
う

お
も
か
げ

は
、
何
処
に
求
め
よ
う
も
な
い
」
（
本
文
）
と
あ
る
。

ど

こ

＊

＊

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
本
文
」
の
「
内
容
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う

な
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
隴
西
の
李
徴
と
い
う
人
は
、
博
学
（
知
識
豊
富
で
）
才
穎
（
才
能
に

ろ
う
さ
い

り
ち
よ
う

さ
い
え
い

恵
ま
れ
）
、
天
宝
の
末
年
（
最
後
の
年
）
、
若
く
し
て
名
を
虎
榜
（
科
挙
に
合
格
し
た
者
の
名
を
記
し
た

ま
つ
ね
ん

こ

ぼ

う

札
）
に
（
自
ら
の
名
）
を
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
（
江
南
の
警
察
官
の
役
職
）
に
任
命
さ
れ
た
が
、
性
（
性

こ
う
な
ん

い

こ
う
な
ん

せ
い

格
）
は
、
狷
介
（
頑
固
で
自
分
の
考
え
に
固
執
し
て
）
、

自

ら
恃
む
と
こ
ろ

頗

る
厚
く
（
自
ら
信
じ
る

け
ん
か
い

み
ず
か

た
の

す
こ
ぶ

と
こ
ろ
を
固
く
守
り
、
人
の
意
見
も
聞
か
ず
）
、
賤
吏
（
下
級
役
人
）
に
甘
ん
ず
る
を

潔

し
と
し
な
い

せ
ん

り

い
さ
ぎ
よ
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（
自
ら
の
信
念
に
照
ら
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
）
な
か
っ
た
。
い
く
ば
く
も
な
く
（
や
が
て
）
官

を
退
い
た
後
は
、
故
山
（
故
郷
）
、

虢
略

に
帰
臥
（
帰
郷
し
て
、
静
か
に
暮
ら
）
し
、
人
と

交

を
絶
っ

の
ち

こ

ざ
ん

ふ
る
さ
と

か
く
り
や
く

き

が

ま
じ
わ
り

て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
。
下
吏
（
下
級
役
人
）
と
な
っ
て
長
く
膝
を
俗
悪
な
大
官
の
前
に
屈
す
る

ふ
け

か

り

ひ
ざ

よ
り
は
、
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
名
は
容
易
に
揚
ら

の
こ

ず
、
生
活
は
日
を
逐
う
て
苦
し
く
な
る
。
李
徴
は

漸

く

焦

躁
（
焦
り
）
に
駆
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
頃
か

お

り
ち
よ
う

よ
う
や

し
よ
う
そ
う

あ
せ

か

こ
ろ

ら
そ
の
容
貌
も

峭
刻
（
険
し
く
）
な
り
、
肉
落
ち
骨
秀
で
（
骨
が
出
て
）
、
眼
光
の
み

徒

ら
に
炯
々
（
ギ

よ
う
ぼ
う

し
よ
う
こ
く

ひ
い

い
た
ず

け
い
け
い

ラ
ギ
ラ
）
と
し
て
、
曾
て
進
士
に
登
第
し
た
頃
（
科
挙
に
合
格
し
た
頃
）
の
豊

頬
（
ふ
っ
く
ら
と
し
た
頬
）

か
つ

と
う
だ
い

ほ
う
き
よ
う

ほ
お

の
美
少
年
の

俤

は
、
何
処
に
求
め
よ
う
も
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

お
も
か
げ

ど

こ

さ
て
、
こ
こ
で
最
も
大
事
な
こ
と
の
一
つ
は
、
ま
ず
、
「
作
者
」
（
中
島
敦
）
と
い
う
人
は
、
い
わ
ば

格
調
高
い
「
漢
文
調
」
の
表
現
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
文
章
の
美
し
さ
」
そ
の
も
の
に
深
く
こ
だ
わ
っ
た

、
、
、
、

作
家
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
作
品
の
主
人
公
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
博
学
才
穎

り
ち
よ
う

さ
い
え
い

で
あ
り
、
科
挙
の
試
験
に
も
合
格
し
て
、
そ
の
結
果
、
江
南
尉
（
江
南
の
警
察
官
の
役
職
）
に
任
命
さ
れ

こ
う
な
ん

い

こ
う
な
ん

る
が
、
彼
は
、
生
来
頑
固
で
、

自

ら
恃
む
と
こ
ろ

頗

る
厚
く
、
他
人
（
例
え
ば
上
司
）
の
言
う
こ
と
な

み
ず
か

た
の

す
こ
ぶ

ど
い
ち
い
ち
素
直
に
聞
け
る
よ
う
な
性
格
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
地
方
の
「
下
級
役
人
」
な
ど
に
満
足

し
て
、
長
く
膝
を
俗
悪
な
大
官
の
前
に
屈
す
る
よ
う
な
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ

ひ
ざ

よ
り
は
、
む
し
ろ
「
詩
人
」
と
な
っ
て
、
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と

の
こ

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
で
「
一
つ
の
考
え
方
」
で
あ
り
、
彼
自
身
、
実
際
に
「
地
方
の
役
人
」
と
い
う

、
、
、

も
の
を
わ
が
身
を
以
っ
て
経
験
し
て
み
る
と
、
あ
ら
た
め
て
自
分
と
い
う
人
間
は
、
と
て
も
「
役
人
に
は

向
い
て
い
な
い
な
あ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

真

に
わ
が
身
に
染
み
て
「
実
感
」
し
た
に
違
い
な
く
、

ほ
ん
と
う

だ
か
ら
こ
そ
、
や
が
て
、
そ
の
官
を

退

い
て
は
、
故
郷
（
ふ
る
さ
と
）
へ
と
帰
っ
て
、
静
か
に
暮
ら
し
、

し
り
ぞ

そ
し
て
、
人
と

交

を
絶
っ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
…
…

ま
じ
わ
り

ふ
け

そ
れ
で
は
、
李
徴
と
い
う
人
の
、
一
体
、
ど
こ
に
「
判
断
の
甘
さ
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
か
と
敢

り
ち
よ
う

え
て
問
え
ば
、
そ
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
「
人
と
の

交

を
絶
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
詩
家
に
な

ま
じ
わ
り

ろ
う
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
く
、
問
題
な
の
は
、
「
人
と
の

交

を

ふ
け

ま
じ
わ
り

絶
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
何
も
「
人
と
の

交

を
絶
つ
」
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

ま
じ
わ
り

り
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
て
「
人
と
の

交

を
絶
て
」
ば
、
ど
う
し
て
も
「
孤
独
」
に
な
り
や
す
く
、

ふ
け

ま
じ
わ
り

そ
の
よ
う
な
「
孤
独
」
を
長
く
続
け
る
こ
と
は
、
や
が
て
は
彼
の
「
精
神
状
態
」
の
中
に
い
わ
ば
「
神
経

な
か

衰
弱
」
状
態
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て
き
て
、
精
神
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
問
題
は
、
一
度
は
徹
底
的
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
の
一
つ
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
、
明
治
時
代
以
降
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
「
作
家
」
た
ち
を
真
に
苦
し
め

て
来
た
も
の
の
一
つ
に
、
ま
さ
に
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
夏

目
漱
石
の
「
神
経
衰
弱
」
は
特
に
有
名
で
あ
る
が
、
明
治
以
降
の
日
本
人
、
い
や
、
世
界
中
の
実
に
数
多

く
の
「
知
識
人
」
た
ち
が
、
こ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
も
の
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
深
く
悩
み
苦
し

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
は
、
一
体
、
何
か
と
敢
え
て
問
え
ば
、
そ
れ

を
今
日
の
医
学
界
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
う
つ
病
」
（
或
い
は
「
躁
鬱
病
」
）
に
近
い

そ
う
う
つ

も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
う
つ
の
脳
」
と
い
う
牢
獄
の
「
囚
人
」
に
陥
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

、

、
、

、
、

例
え
ば
、
若
い
時
の
小
林
秀
雄
と
い
う
人
は
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
『
悪
の
華
』
と
い
う
作
品
の
「
球
体

の
中
」
に
虫
の
よ
う
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
『
悪
の
華
』
に
出

て
来
る
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に｢

…
…
地
上
を
好
ん
で
廃
墟
（
虚
無
）
と
化
し
、
欠
伸
の
中
に
、
世
界

、
、

、
、

あ

く

び

を
嚥
む
。
こ
れ
ぞ
、
倦
怠
。
―
―
眼
に
思
は
ず
も
涙
を
湛
へ
、
長
き
煙
管
（
思
索
）
を
燻
ら
せ
て
、
断
頭

、
、

の

た
た

き

せ

る

く
ゆ
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台
（
死
）
の
夢
を
見
る
。
読
者
よ
、
君
は
こ
れ
を
知
る
、
こ
の
微
妙
な
る
怪
物
を
…
…｣

と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に｢

虚
無
の
世
界｣

（
こ
の
世
の
意
味
や
価
値
な
ど
が
う
す
れ
て

、
、
、
、
、

、
、

、
、

、
、
、
、

し
ま
う
虚
無
主
義
的
な
世
界
）
で
あ
り
、
若
い
時
の
小
林
秀
雄
と
い
う
人
の
「
精
神
状
態
」
も
、
ま
さ
に

、
、
、
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

そ
の
よ
う
な
「
精
神
状
態
」（
つ
ま
り
「
神
経
衰
弱
」
状
態
）
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

そ
し
て
、
李
徴
と
い
う
人
の
、
も
う
一
つ
の
「
判
断
の
甘
さ
」
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
…
…
文
名
は

り
ち
よ
う

容
易
に
揚
ら
ず
、
生
活
は
日
を
逐
う
て
苦
し
く
な
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
李
徴
自
身
、

お

り
ち
よ
う

自
分
の
「
才
能
」
に
は
か
な
り
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
何
と
か
な
る
だ
ろ

う
と
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
な
か
な
か
そ
う
想
う
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
「
人
と
の

交

を
絶

ま
じ
わ
り

た
ず
」
に
、
色
々
な
分
野
の
人
た
ち
と
親
し
く
交
わ
っ
て
い
た
ら
、
恐
ら
く
、
そ
れ
ら
の
人
た
ち
の
「
何

ら
か
の
助
け
」
に
よ
っ
て
、
李
徴
と
い
う
人
は
、
や
が
て
は
「
世
に
出
て
、
文
名
も
揚
り
、
そ
し
て
、
生

り
ち
よ
う

あ
が

活
も
安
定
し
た
」
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
機
会
」
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

＊

＊

そ
れ
で
は
、
そ
の
次
の
「
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
数
年
の
後
、
貧
窮
に
堪
え
ず
、
妻
子

の
ち

た

の
衣
食
の
た
め
に
遂
に
節
を
屈
し
て
、
再
び
東
へ

赴

き
、
一
地
方
官
吏
の
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
い

お
も
む

い
ち

か
ん

り

一
方
、
こ
れ
は
、

己

の
詩
業
に
半
ば
絶
望
し
た
た
め
で
も
あ
る
。
曾
て
の
同
輩
は
既
に
遥
か
高
位
に
進

お
の
れ

は
る

み
、
彼
が
昔
、
鈍
物
と
し
て
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
そ
の
連
中
の
下
命
を
拝
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
、

し

が

往
年
の

儁
才

李
徴
の
自
尊
心
を
如
何
に
傷
つ
け
た
か
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
は
怏
々
と
し
て
楽
し

し
ゆ
ん
さ
い

い

か

き
ず

か
た

お
う
お
う

ま
ず
、

狂
悖

の
性
は
愈
々
抑
え
難
く
な
っ
た
。
一
年
の
後
、
公
用
で
旅
に
出
、
汝
水
の
ほ
と
り
に
宿
っ

き
よ
う
は
い

い
よ
い
よ

が
た

じ
よ
す
い

た
時
、
遂
に
発
狂
し
た
。
或
夜
半
、
急
に
顔
色
を
変
え
て
寝
床
か
ら
起
上
る
と
、
何
か
訳
の
分
ら
ぬ
こ
と

あ
る

を
叫
び
つ
つ
そ
の
ま
ま
下
に
と
び
下
り
て
、
闇
の
中
へ
駈
出
し
た
。
彼
は
二
度
と
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
。

や
み

か
け

だ

も
ど

附
近
の
山
野
を
捜
索
し
て
も
、
何
の
手
掛
り
も
な
い
。
そ
の
後
李
徴
が
ど
う
な
っ
た
か
を
知
る
者
は
、
誰

ふ

き
ん

り
ち
よ
う

だ
れ

も
な
か
っ
た
」（
本
文
）
と
あ
る
。

＊

＊

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
内
容
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
数
年
の
後
、
ひ
ど
い
貧
し
さ
に
堪
え
ら
れ

の
ち

た

ず
、
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
遂
に
自
分
の
節
（
考
え
）
を
曲
げ
て
、
再
び
東
へ

赴

き
、
一
地
方
官
吏
（
地

、

つ
い

お
も
む

い
ち

か
ん

り

方
公
務
員
）
の
職
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
こ
れ
は
、

己

の
詩
業
に
半
ば
（
半
分
は
）
絶
望
し

お
の
れ

た
た
め
で
も
あ
る
。
曾
て
の
同
輩
は
既
に
遥
か
高
位
（
高
い
地
位
）
に
進
み
、
彼
が
昔
、
鈍
物
（
頭
の
働

か
つ

は
る

ど
ん
ぶ
つ

き
の
鈍
い
人
）
と
し
て
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
（
無
視
し
て
相
手
に
も
し
な
か
っ
た
）
そ
の
連
中
た
ち

し

が

の
下
す
命
令
を
黙
っ
て
受
け
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
往
年
（
昔
）
の
秀
才
李
徴
の
自
尊
心
を

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

り
ち
よ
う

ど
れ
ほ
ど
深
く
傷
つ
け
た
か
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
は
怏
々
と
し
て
（
不
平
・
不
満
ば
か
り
）
で
楽

、
、
、
、

き
ず

か
た

お
う
お
う

し
ま
ず
、

狂
悖

の
性
（
常
識
を
欠
い
た
お
か
し
な
言
動
）
な
ど
も
、
ま
す
ま
す
抑
え
難
く
な
っ
た
。
そ

、
、
、
、
、
、

き
よ
う
は
い

が
た

し
て
、
一
年
の
後
、
公
用
で
旅
に
出
、
汝
水
の
ほ
と
り
に
宿
っ
た
時
、
彼
は
、
遂
に
発
狂
し
た
。
或
る
夜
半
、

、
、

の
ち

じ
よ
す
い

や

は
ん

急
に
顔
色
を
変
え
て
寝
床
か
ら
起
き
上
る
と
、
何
か
訳
の
分
ら
ぬ
こ
と
を
叫
び
つ
つ
そ
の
ま
ま
下
に
飛
び

あ
が

わ
け

わ

下
り
て
、
闇
の
中
へ
駈
出
し
た
。
彼
は
二
度
と
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
。
附
近
の
山
野
を
捜
索
し
て
も
、
何

や
み

か
け

だ

も
ど

ふ

き
ん

の
手
掛
り
も
な
い
。
そ
の
後
、
李
徴
が
ど
う
な
っ
た
か
を
知
る
者
は
、
誰
も
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

り
ち
よ
う

だ
れ

つ
ま
り
、
数
年
後
、
李
徴
と
い
う
人
は
、
生
活
に
ひ
ど
く
困
窮
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
一
つ
は
、
「
妻
子
の

り
ち
よ
う

衣
食
」
の
た
め
、
一
つ
は
、
自
分
の
詩
業
に
半
ば
（
半
分
は
）
絶
望
し
て
、
遂
に
自
分
の
考
え
を
曲
げ
て
、

、
、

再
び
、
東
の
地
へ

赴

き
、
一
地
方
官
吏
（
地
方
公
務
員
）
の
職
に
就
く
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

お
も
む

い
ち

か
ん

り

か
つ
て
の
同
輩
た
ち
は
、
既
に
遥
か
高
い
地
位
へ
と
進
み
、
彼
が
昔
、
愚
鈍
な
人
物
た
ち
と
し
て
無
視
し

は
る

相
手
に
も
し
な
か
っ
た
、
そ
の
連
中
た
ち
の
下
す
命
令
を
黙
っ
て
受
け
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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往
年
（
昔
）
の
秀
才
李
徴
の
自
尊
心
を
ど
れ
ほ
ど
深
く
傷
つ
け
た
か
は
、
想
像
に
難
く
な
く
、
そ
れ
が
、

、
、
、

、
、
、
、

り
ち
よ
う

き
ず

か
た

彼
の
「
精
神
状
態
」
を
ど
ん
ど
ん
「
う
つ
の
脳
」
へ
と
悪
化
さ
せ
て
し
ま
い
、
彼
は
不
平
・
不
満
ば
か
り

、
、
、
、

、
、

、

、
、

で
楽
し
ま
ず
、
常
識
を
欠
い
た
お
か
し
な
言
動
な
ど
も
、
ま
す
ま
す
抑
え
難
く
、
む
し
ろ
増
え
る
よ
う
に

、
、
、
、
、
、

が
た

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
一
年
後
、
公
用
で
旅
に
出
、
汝
水
の
ほ
と
り
に
宿
っ
た
時
、
彼
は
、
夜
中
、

じ
よ
す
い

遂
に
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
。
急
に
顔
色
を
変
え
て
寝
床
か
ら
起
き
上
る
と
、
何
か
訳
の
分
ら
ぬ
こ
と
を
叫

、
、

あ
が

わ
け

わ

び
つ
つ
そ
の
ま
ま
下
に
飛
び
下
り
て
、
闇
の
中
へ
駆
け
出
し
、
彼
は
二
度
と
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
。
附
近

や
み

も
ど

ふ

き
ん

の
山
野
を
捜
索
し
て
も
、
何
の
手
掛
り
も
な
く
、
そ
の
後
、
李
徴
が
ど
う
な
っ
た
か
を
知
る
者
は
、
誰
も

り
ち
よ
う

だ
れ

な
か
っ
た
」
と
続
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
「
発
狂
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。

＊

＊

例
え
ば
、
有
名
な
芥
川
龍
之
介
と
い
う
作
家
は
、
そ
の
最
晩
年
の
『
或
阿
呆
の
一
生
』
と
い
う
作
品
の

そ
の
中
で
、
彼
は
、
「
…
…
『
或
阿
呆
の
一
生
』（
い
わ
ば
自
分
の
一
生
）
を
書
き
上
げ
た
後
、
（
中
略
）、

な
か

あ
と

彼
は
彼
の
一
生
を
思
ひ
、
涙
や
冷
笑
の
こ
み
上
げ
る
の
を
感
じ
た
。
彼
の
前
に
あ
る
も
の
は
唯
発
狂
か
自

、
、

、

殺
か
だ
け
だ
つ
た
」
と
あ
る
。
し
か
も
、
友
人
の
宇
野
浩
二
と
い
う
人
が
「
発
狂
」
し
た
と
い
う
よ
う
な

、

、
、

こ
と
を
聞
い
て
、
芥
川
龍
之
介
自
身
、
「
…
…
自
分
で
も
強
度
の
神
経
衰
弱
よ
り
し
て
発
狂
す
る
か
も
知

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

れ
な
い
」
と
冗
談
に
語
り
、
さ
ら
に
、
「
…
…
い
や
、
自
分
は
発
狂
す
る
前
に
死
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
言

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

葉
さ
え
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
芥
川
龍
之
介
の
「
自
殺
」
の
理
由
に
は
、
実
に
い
ろ
い
ろ

な
要
因
（
数
多
く
）
が
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
そ
の
一
つ
に
は
「
こ
う
い
う
想
い
」
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
問
題
を
な
ぜ
敢
え
て
再
び
取
り
上
げ
る
の
か
と
言
え

ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
明
治
以
降
の
日
本
人
、
い
や
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
世
界
中
の
実
に
数
多
く
の

「
知
識
人
」
た
ち
が
、
こ
の
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
も
の
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
深
く
悩
み
苦
し
ん
で

い
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
世
界
中
の
実
に
数
多
く
の
「
知
識
人
」
た
ち
が
、
な
ぜ
「
神
経
衰
弱
」

と
い
う
も
の
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
深
く
悩
み
苦
し
む
よ
う
に
な
る
の
か
と
敢
え
て
問
え
ば
、
そ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
若
い
時
に
は
、
自
分
で
も
も
う
全
く
手
に
負
え
な
い
ほ
ど
の
も
の
凄
い
「
知
識

欲
」
（
或
い
は
「
真
善
美
欲
」
）
な
ど
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

無
限
に
果
て
し
な
く
ど
こ
ま
で
も
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
を
何
年
も
何
十
年
も
積
み
重
ね
る

よ
う
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
、
今
ま
で
は
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ

で
は
こ
う
な
の
か
と
次
か
ら
次
へ
と
そ
の
「
考
え
方
」
を
新
た
に
し
て
い
く
う
ち
に
、
今
ま
で
の
価
値
観

や
道
徳
観
或
い
は
様
々
な
既
成
概
念
な
ど
が
ば
ら
ば
ら
に
空
中
分
解
し
て
し
ま
う
、
ま
た
、
自
分
と
い
う

あ
れ
こ
れ
の
性
格
や
考
え
方
な
ど
も
空
中
分
解
し
て
、
も
う
何
が
な
ん
だ
か
自
分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い

よ
う
な
世
界
に
深
く
陥
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
虚
無
の
世
界
」
で
あ
り
、
そ
の

、
、
、
、
、

よ
う
な｢

虚
無
の
世
界｣

（
そ
れ
は
「
こ
の
世
の
意
味
や
価
値
な
ど
が
う
す
れ
て
し
ま
う
虚
無
主
義
的
な
世

、
、
、
、
、

、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
ニ

ヒ

リ

ズ

ム

界
」）
へ
と
深
く
陥
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
必
ず
付
随
す
る
「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
精
神
的
な
不
安
定
な
状

、
、
、
、

態
に
も
な
り
易
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
踏
み
超
え
た
先
に
、
実
は
「
内
的
成
長
」
の
一
つ
の
到
達
点

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
第
二
章

さ
て
、
「
物
語
」
を
前
に
進
め
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
「
本
文
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
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ま
り
、
「
…
…
翌
年
、
監
察
御
史
、
陳
郡
の
袁
滲
と
い
う
者
、
勅
命
を
奉
じ
て
嶺
南
に

使

し
、
途
に
商
於

か
ん
さ
つ
ぎ

よ

し

ち
ん
ぐ
ん

え
ん
さ
ん

れ
い
な
ん

つ
か
い

み
ち

し
よ
う
お

の
地
に
宿
っ
た
。
次
の
朝
未
だ
暗
い
中
に
出
発
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
駅
吏
が
言
う
こ
と
に
、
こ
れ
か

ま

う
ち

え
き

り

ら
先
の
道
に
人
喰
虎
が
出
る
故
、
旅
人
は
白
昼
で
な
け
れ
ば
、
通
れ
な
い
。
今
は
ま
だ
朝
が
早
い
か
ら
、

ひ
と
く
い
ど
ら

ゆ
え

今
少
し
待
た
れ
た
が
宜
し
い
で
し
ょ
う
と
。
袁
滲
は
、
し
か
し
、

供
廻

の
多
勢
な
の
を
恃
み
、
駅
吏
の

よ
ろ

え
ん
さ
ん

と
も
ま
わ
り

た
の

言
葉
を

斥

け
て
、
出
発
し
た
。
残
月
の
光
を
た
よ
り
に
林
中
の
草
地
を
通
っ
て
行
っ
た
時
、
果
し
て
一

し
り
ぞ

匹
の
猛
虎
が

叢

の
中
か
ら
躍
り
出
た
。
虎
は
、
あ
わ
や
袁
滲
に
躍
り
か
か
る
か
と
見
え
た
が
、

忽

ち

も
う

こ

く
さ
む
ら

え
ん
さ
ん

た
ち
ま

身
を

飜

し
て
、
元
の
叢
に
隠
れ
た
。
叢
の
中
か
ら
人
間
の
声
で
『
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
』
と
繰
返

ひ
る
が
え

し

呟

く
の
が
聞
え
た
。
そ
の
声
に
袁
滲
は
聞
き
憶
え
が
あ
っ
た
。
驚
懼
の
中
に
も
、
彼
は
咄
嗟
に
思
い

つ
ぶ
や

え
ん
さ
ん

お
ぼ

き
よ
う
く

と
つ

さ

あ
た
っ
て
、
叫
ん
だ
。
『
そ
の
声
は
、
我
が
友
、
李
徴
子
で
は
な
い
か
？
』
、
袁
滲
は
李
徴
と
同
年
に
進

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

士
の
第
に
登
り
、
友
人
の
少
か
っ
た
李
徴
に
と
っ
て
は
、
最
も
親
し
い
友
で
あ
っ
た
。
温
和
な
袁
滲
の
性

り
ち
よ
う

え
ん
さ
ん

格
が
、

峻
峭

な
李
徴
の
性
情
と
衝
突
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
」（
本
文
）
と
あ
る
。

し
ゆ
ん
し
よ
う

り
ち
よ
う

＊

＊

ま
ず
、
こ
の
『
山
月
記
』
と
い
う
作
品
は
、
事
実
上
、
「
二
人
の
人
物
」
が
登
場
を
し
て
、
あ
れ
こ
れ

語
る
だ
け
で
あ
る
。
一
人
は
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
人
は
、
彼
の
か
つ
て
の

り
ち
よ
う

親
友
「
袁
滲
」
と
い
う
人
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
は
違
っ
て
、
温
厚
な
性
格
で
あ

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

り
、
今
や
立
身
出
世
を
し
て
、
ま
さ
に
「
監
察
御
史
」
（
そ
れ
は
「
官
吏
の
監
察
や
地
方
を
巡
察
し
て
行

か
ん
さ
つ
ぎ

よ

し

政
を
監
視
す
る
役
」
）
と
い
う
高
位
の
官
職
に
就
い
て
い
た
。
彼
（
袁
滲
）
と
い
う
人
は
、
李
徴
が
発
狂

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

し
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
、
そ
の
翌
年
、
皇
帝
か
ら
直
接
の
「
命
令
」（
「
勅
命
」
）
を
受
け
て
、
東
の
「
嶺
南
」

れ
い
な
ん

と
い
う
地
に
遣
わ
さ
れ
た
。
そ
の
途
の
途
中
、
（
た
ま
た
ま
）
商
於
と
い
う
地
で
宿
を
取
っ
た
と
い
う
こ

つ
か

み
ち

し
よ
う
お

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
…
…
次
の
朝
、
未
だ
暗
い
中
に
出
発
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
駅
吏
（
宿
場
役

ま

う
ち

え
き

り

人
）
が
言
う
こ
と
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
道
に
人
喰
虎
が
出
る
の
で
、
旅
人
は
白
昼
で
な
け
れ
ば
、
通
れ
ま

ひ
と
く
い
ど
ら

せ
ん
。
今
は
ま
だ
朝
が
早
い
の
で
、今
少
し
待
た
れ
た
が
宜
し
か
ろ
う
と
云
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、袁
滲

よ
ろ

え
ん
さ
ん

は
、
お
供
の
者
が
大
勢
な
の
を
恃
み
に
し
て
、
駅
吏
（
宿
場
役
人
）
の
言
葉
を

斥

け
て
、
出
発
し
て
し

と
も

た
の

え
き

り

し
り
ぞ

ま
っ
た
。
残
月
の
光
を
た
よ
り
に
林
の
中
の
草
地
を
通
っ
て
行
っ
た
時
、
果
し
て
（
駅
吏
の
言
っ
た
通
り
）
、

く
さ

ち

え
き

り

一
匹
の
猛
虎
が

叢

の
中
か
ら
躍
り
出
た
。
そ
し
て
、
虎
は
、
あ
わ
や
袁
滲
に
躍
り
か
か
る
か
と
見
え
た

も
う

こ

く
さ
む
ら

え
ん
さ
ん

が
、

忽

ち
身
を

飜

し
て
、
元
の
叢
に
隠
れ
た
。
叢
の
中
か
ら
人
間
の
声
で
、『
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
だ
っ

た
ち
ま

ひ
る
が
え

た
』
と
繰
返
し

呟

く
の
が
聞
え
た
。
そ
の
声
に
袁
滲
は
聞
き
憶
え
が
あ
っ
た
。
驚
懼
（
驚
き
恐
れ
）
の
中

つ
ぶ
や

え
ん
さ
ん

お
ぼ

き
よ
う
く

な
か

に
も
、
彼
は
咄
嗟
に
思
い
あ
た
っ
て
、
叫
ん
だ
。
『
そ
の
声
は
、
我
が
友
、
李
徴
子
（
子
は
尊
敬
）
で
は

と
つ

さ

り
ち
よ
う

な
い
か
？
』
、
袁
滲
は
李
徴
と
同
年
に
進
士
の
第
に
登
り
（
科
挙
に
合
格
し
て
）、
友
人
の
少
か
っ
た
李
徴

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

り
ち
よ
う

に
と
っ
て
は
、
最
も
親
し
い
友
で
あ
っ
た
。
温
和
な
袁
滲
の
性
格
が
、

峻
峭

（
厳
し
い
）
李
徴
の
性
情

え
ん
さ
ん

し
ゆ
ん
し
よ
う

り
ち
よ
う

と
衝
突
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

そ
し
て
、
「
…
…
叢
の
中
か
ら
は
、

暫

く
返
辞
が
無
か
っ
た
。
し
の
び
泣
き
か
と
思
わ
れ
る
微
か
な
声

し
ば
ら

か
す

が
時
々
洩
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
や
や
あ
っ
て
、
低
い
声
が
答
え
た
。
『
如
何
に
も
自
分
は
隴
西
の
李
徴

も

ろ
う
さ
い

り
ち
よ
う

で
あ
る
』
と
。
―
―
袁
滲
は
恐
怖
を
忘
れ
、
馬
か
ら
下
り
て
叢
に
近
づ
き
、
懐
か
し
げ
に

久

闊
を
叙
し

え
ん
さ
ん

な
つ

き
ゆ
う
か
つ

じ
よ

た
（
久
し
振
り
に
会
っ
て
話
を
し
た
）
。
そ
し
て
、
何
故
叢
か
ら
出
て
来
な
い
の
か
と
問
う
た
。
李
徴
の

な

ぜ

り
ち
よ
う

声
が
答
え
て
云
う
。
自
分
は
今
や
異
類
（
虎
）
の
身
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
お
め
お
め
と
故
人
の

と

も

前
に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
。
か
つ
又
、
自
分
が
姿
を
現
せ
ば
、
必
ず
君
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を

い

ふ

け
ん
え
ん

起
さ
せ
る
に
決
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
今
、
図
ら
ず
も
故
人
に
遇
う
こ
と
を
得
て
、
愧
赧
の
念
（
恥

と

も

あ

き

た

ん

じ
て
顔
を
赤
ら
め
る
気
持
ち
）
を
も
忘
れ
る
程
に
懐
か
し
い
。
ど
う
か
、
ほ
ん
の
暫
く
で
い
い
か
ら
、
我



- 10 -

が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
厭
わ
ず
、
曾
て
君
の
友
李
徴
で
あ
っ
た
こ
の
自
分
と
話
を
交
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ

い
と

り
ち
よ
う

う
か
。
―
―
後
で
考
え
れ
ば
不
思
議
だ
っ
た
が
、
そ
の
時
、
袁
滲
は
、
こ
の
超
自
然
の
怪
異
を
、
実
に
素

え
ん
さ
ん

直
に
受
容
れ
て
、
少
し
も

怪

も
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
部
下
に
命
じ
て
行
列
の
進
行
を
停
め
、
自
分

う
け

い

あ
や
し

と

は
叢
の

傍

に
立
っ
て
、
見
え
ざ
る
声
と
対
談
し
た
。
都
の

噂

、
旧
友
の
消
息
、
袁
滲
が
現
在
の
地
位
、

か
た
わ
ら

う
わ
さ

え
ん
さ
ん

そ
れ
に
対
す
る
李
徴
の
祝
辞
。
青
年
時
代
に
親
し
か
っ
た
者
同
志
の
、
あ
の
隔
て
の
な
い
語
調
で
、
そ
れ
等

り
ち
よ
う

ら

が
語
ら
れ
た
後
、
袁
滲
は
、
李
徴
が
ど
う
し
て
今
の
身
と
な
る
に
至
っ
た
か
を
訊
ね
た
。
草

中
の
声
は

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

た
ず

そ
う
ち
ゆ
う

次
の
よ
う
に
語
っ
た
」（
本
文
）
と
あ
る
。

＊

＊

こ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
ま
ま
で
十
分
で
あ
る
が
、
李
徴
は
、
な
ぜ
姿
を
見
せ
な
い
の
か
と
敢
え
て

り
ち
よ
う

問
え
ば
、
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
お
め
お
め
と
故
人
の
前
に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
。
ま
た
、
必

、
、
、
、
、
、

と

も

ず
君
に
「
畏
怖
嫌
厭
の
情
」（
つ
ま
り
「
恐
れ
嫌
が
る
情
」）
を
起
さ
せ
る
に
決
っ
て
い
る
か
ら
と
あ
る
。

い

ふ

け
ん
え
ん

こ
の
「
心
理
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
そ
の
人
の
「
容
貌
や
境
遇
」
そ
の
他
な
ど
が
酷
く
悪
化
し
て
し

ひ
ど

ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
な
る
べ
く
知
人
や
友
人
そ
の
他
の
人
に
も
「
会
い
た
く
な
い
」
（
或
い
は
「
知
ら
れ

た
く
な
い
」
）
と
い
う
よ
う
な
「
心
理
」
に
近
い
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
？
、
そ
れ
は
、
結
局
、
自
分
が
「
惨

め
」
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
自
尊
心
の
人
一
倍
強
い
「
李
徴
」
と
い
う
人
で
あ
れ
ば
、
な

り
ち
よ
う

お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
袁
滲
」
か
ら
す
ぐ
に
も
逃
げ
出
さ
ず
に
、
話
を
し
よ
う
と

え
ん
さ
ん

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
が
最
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
ち
よ
う

い
う
人
は
、
い
わ
ば
「
発
狂
」
を
し
て
、
な
ぜ
か
「
虎
」
へ
と
変
身
し
て
以
来
、
彼
は
、
ず
っ
と
誰
と
も

話
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
長
い
「
孤
独
」
で
あ
り
、
一
般
に
、
あ
ま
り
に
長

い
「
孤
独
」
は
、
そ
の
人
の
「
心
」
を
狂
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
話
し
相
手
」
と
い
う

も
の
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
精
神
」
と
い
う
も
の
を
健
全
に
保
つ
た
め
に
も
、

ど
う
し
て
も
「
話
し
相
手
」
と
い
う
も
の
は
必
要
不
可
欠
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
誰
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人

り
ち
よ
う

は
、
か
つ
て
の
親
友
「
袁
滲
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
分
の
こ
の
よ
う
な
「
身
の
上
話
」
を
し
て
も
よ
い
と

え
ん
さ
ん

思
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
な
の
か
？

そ
れ
は
、
ま
ず
、
か
つ
て
の
親
友
「
袁
滲
」

え
ん
さ
ん

と
親
し
く
「
…
…
都
の

噂

、
旧
友
の
消
息
、
袁
滲
が
現
在
の
地
位
、
そ
れ
に
対
す
る
李
徴
の
祝
辞
。
青

う
わ
さ

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

年
時
代
に
親
し
か
っ
た
者
同
志
の
、
あ
の
隔
て
の
な
い
語
調
で
、
そ
れ
等
が
語
ら
れ
た
後
、
袁
滲
は
、
李
徴

ら

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

が
ど
う
し
て
今
の
身
と
な
る
に
至
っ
た
か
を
訊
ね
た
」
と
あ
る
。
そ
の
時
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う

た
ず

り
ち
よ
う

人
は
、
か
つ
て
の
親
友
「
袁
滲
」
と
い
う
人
は
、
今
や
「
監
察
御
史
」
（
そ
れ
は
「
地
方
を
巡
察
し
て
行

え
ん
さ
ん

か
ん
さ
つ
ぎ

よ

し

政
を
監
視
す
る
役
」
）
と
い
う
高
位
の
官
職
に
就
い
て
い
な
が
ら
も
、
（
自
分
を
少
し
も
見
下
げ
る
こ
と

も
な
く
）
、
あ
の
頃
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
彼
の
そ
の
「
人
間
性
」
を
見
て
、
ま
さ
に
（
心
の
底
か
ら
）

、
、
、

「
人
間
と
し
て
信
頼
で
き
る
人
物
」
と
見
て
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
「
袁
滲
」
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

え
ん
さ
ん

ら
ば
、
人
間
と
し
て
信
用
で
き
る
、
信
頼
し
て
も
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
し
ば
し
の
た
め
ら
い
の
あ
と
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

自
分
の
こ
の
よ
う
な
「
身
の
上
話
」
を
し
て
も
よ
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
「
李
徴
」

、
、
、
、

り
ち
よ
う

と
い
う
人
は
、
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

三
、
第
三
章

そ
れ
は
、
「
…
…
今
か
ら
一
年
程
前
、
自
分
が
旅
に
出
て
汝
水
の
ほ
と
り
に
泊
っ
た
夜
の
こ
と
、
一
睡

じ
よ
す
い

し
て
か
ら
、
ふ
と
眼
を
覚
ま
す
と
、
戸
外
で
誰
か
が
我
が
名
を
呼
ん
で
い
る
。
声
に
応
じ
て
外
へ
出
て
見

め
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る
と
、
声
は
闇
の
中
か
ら
頻
り
に
自
分
を
招
く
。
覚
え
ず
、
自
分
は
声
を
追
う
て
走
り
出
し
た
。
無
我
夢

し
き

中
で
駈
け
て
行
く
中
に
、
何
時
し
か
途
は
山
林
に
入
り
、
し
か
も
、
知
ら
ぬ
間
に
自
分
は
左
右
の
手
で
地

い

つ

を
攫
ん
で
走
っ
て
い
た
。
何
か
身
体
中
に
力
が
充
ち
満
ち
た
よ
う
な
感
じ
で
、
軽
々
と
岩
石
を
跳
び
越
え

つ
か

か

ら

だ

み

て
行
っ
た
。
気
が
付
く
と
、
手
先
や
肱
の
あ
た
り
に
毛
を
生
じ
て
い
る
ら
し
い
。
少
し
明
る
く
な
っ
て
か

ひ
じ

ら
、
谷
川
に
臨
ん
で
姿
を
映
し
て
見
る
と
、
既
に
虎
と
な
っ
て
い
た
。
自
分
は
初
め
眼
を
信
じ
な
か
っ
た
。

次
に
、
こ
れ
は
夢
に
違
い
な
い
と
考
え
た
。
夢
の
中
で
、
こ
れ
は
夢
だ
ぞ
と
知
っ
て
い
る
よ
う
な
夢
を
、

自
分
は
そ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
。ど
う
し
て
も
夢
で
な
い
と
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
、

自
分
は
茫
然
と
し
た
。
そ
う
し
て
懼
れ
た
。
全
く
、
ど
ん
な
事
で
も
起
り
得
る
の
だ
と
思
う
て
、
深
く
懼

ぼ
う
ぜ
ん

お
そ

お
そ

れ
た
。
し
か
し
、
何
故
こ
ん
な
事
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理

わ
か

由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我

々
生
き
も
の
の
さ
だ
め
だ
。
自
分
は
直
ぐ
に
死
を
想
う
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
眼
の
前
を
一
匹
の

兎

す

お
も

う
さ
ぎ

が
駈
け
過
ぎ
る
の
を
見
た
途
端
に
、
自
分
の
中
の
人
間
は
忽
ち
姿
を
消
し
た
。
再
び
自
分
の
中
の
人
間
が

、
、

目
を
覚
ま
し
た
時
、
自
分
の
口
は

兎

の
血
に
塗
れ
、
あ
た
り
に
は
兎
の
毛
が
散
ら
ば
っ
て
い
た
。
こ
れ

う
さ
ぎ

ま
み

が
虎
と
し
て
の
最
初
の
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
今
ま
で
に
ど
ん
な
所
行
を
し
続
け
て
来
た
か
、
そ
れ

は
到
底
語
る
に
忍
び
な
い
」（
本
文
）
と
あ
る
。

＊

＊

さ
て
、
こ
の
「
告
白
」
部
分
は
、
ま
さ
に
書
い
て
あ
る
通
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
「
…
…
（
深
夜
）
、

ふ
と
眼
を
覚
ま
す
と
、
戸
外
で
誰
か
が
我
が
名
を
呼
ん
で
い
る
。
声
に
応
じ
て
外
へ
出
て
見
る
と
、
声
は

め

闇
の
中
か
ら
頻
り
に
自
分
を
招
く
。
覚
え
ず
、
自
分
は
声
を
追
う
て
走
り
出
し
た
。
無
我
夢
中
で
駈
け
て

し
き

行
く
中
に
、
何
時
し
か
途
は
山
林
に
入
り
、
し
か
も
、
知
ら
ぬ
間
に
自
分
は
左
右
の
手
で
地
を
攫
ん
で
走

い

つ

つ
か

っ
て
い
た
。
何
か
身
体
中
に
力
が
充
ち
満
ち
た
よ
う
な
感
じ
で
、
軽
々
と
岩
石
を
跳
び
越
え
て
行
っ
た
。

か

ら

だ

み

気
が
付
く
と
、
手
先
や
肱
の
あ
た
り
に
毛
を
生
じ
て
い
る
ら
し
い
。
少
し
明
る
く
な
っ
て
か
ら
、
谷
川
に

ひ
じ

臨
ん
で
姿
を
映
し
て
見
る
と
、
既
に
虎
と
な
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
…
…
人
間
か
ら

虎
へ
と
変
身
し
て
い
く
過
程
」
を
、
そ
の
実
に
事
細
か
な
「
心
身
の
変
化
」
過
程
を
、
ま
る
で
自
ら
「
実

況
中
継
」
し
て
い
る
よ
う
な
描
写
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
一
体
、
誰
が
「
我
が
名
」
を
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
何
ら
か
の
「
薬

物
中
毒
」
な
ど
で
自
分
の
「
精
神
」
に
異
常
を
来
し
た
よ
う
な
時
に
は
、
よ
く
「
幻
聴
・
幻
視
」
な
ど
を

経
験
す
る
こ
と
が
あ
る
と
聞
く
。
―
―
つ
ま
り
、
ま
さ
に
「
精
神
」
に
異
常
を
来
た
し
て
、
何
ら
か
の
「
幻

、
、

、
、

聴
・
幻
視
」
な
ど
を
見
聞
き
し
、
そ
の
「
声
（
や
姿
）
」
な
ど
に
導
か
れ
て
、
わ
け
も
分
か
ら
ず
、
そ
の

「
声
（
や
姿
）
」
な
ど
を
追
う
て
走
り
出
す
こ
と
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
身
が
「
虎
」

に
変
身
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
が
。
…
…
例
え
ば
、
酒
を
浴
び
る
ほ
ど
飲
ん
で
「
泥
酔
」
状
態
に
深
く

陥
っ
た
人
が
い
て
、
そ
の
人
は
、
そ
の
後
の
「
記
憶
」
が
完
全
に
消
え
て
、
気
が
つ
く
と
、（
つ
ま
り
「
人

間
に
戻
る
」
と
）
、
自
分
は
ベ
ッ
ト
の
上
に
寝
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
よ
く
経
験
す
る

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
自
分
は
ど
う
し
て
こ
こ
に
こ
う
し
て
い
る
の
か
と
尋
ね
た
時
に
、

相
手
の
人
は
、
「
…
…
昨
夜
は
、
あ
れ
か
ら
大
変
だ
っ
た
ん
だ
か
ら
、
と
に
か
く
、
わ
け
も
な
く
、
大
声

で
叫
ん
だ
り
、
ま
た
、
暴
れ
ま
わ
っ
た
り
し
て
、
も
う
ど
う
に
も
手
に
負
え
な
い
ほ
ど
の
『
大
虎
』
だ
っ

た
ん
だ
か
ら
、
覚
え
て
な
い
の
？
」
と
云
っ
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
人
は
、
ま
さ
に
「
…
…
人
間

か
ら
人
間
で
は
な
く
な
る
精
神
状
態
」
を
実
際
に
経
験
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人

間
が
人
間
で
な
く
な
る
一
つ
は
、
す
な
わ
ち
、
過
去
の
「
記
憶
」
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
誰
も
が
よ
く
ご
存
知
の
、
い
わ
ゆ
る
「
記
憶
喪
失
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
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ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
自
分
の
「
過
去
の
記
憶
」
が
想
い
出
せ
な
い
と
い
う
状
態
で

あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
は
、
「
…
…
こ
こ
は
ど
こ
？

わ
た
し
は
だ
れ
？
」
と
い
う
精
神
状
態
に

深
く
陥
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
で
あ
れ
ば
、

二
、
三
才
の
頃
か
ら
の
「
記
憶
」
と
と
も
に
、
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
「
全
過
去
」（
つ
ま
り
「
全
体
験
、

全
経
験
、
全
学
習
、
全
想
い
出
、
そ
の
他
」
）
の
実
に
膨
大
の
量
の
「
蓄
積
」
の
そ
の
中
か
ら
、
も
う
何

な
か

が
あ
っ
て
も
絶
対
に
想
い
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
、
一
方
、
何
と
か
想
い
出
せ
る
よ
う
な
実
に
膨

大
の
量
の
過
去
の
「
記
憶
の
蓄
積
」
が
誰
に
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
膨
大
な
過
去
の
「
記

憶
の
蓄
積
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
分
は
、
今
日
ま
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
て
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な

性
格
の
人
間
で
あ
る
か
な
ど
の
、
ま
さ
に
「
自
己
認
識
」
と
い
う
も
の
は
、
初
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
膨
大
な
過
去
の
「
記
憶
の
蓄
積
」
が
思
い
出
せ
な
い
よ
う
な
精

神
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
さ
に
「
…
…
こ
こ
は
ど
こ
？

わ
た
し
は
だ
れ
？
」
と
い
う
精
神
状
態

に
深
く
陥
り
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
人
間
で
な
く
な
る
と
い
う
「
確

た
る
根
拠
」
と
し
て
の
、
そ
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
人
間
と
し
て
の
「
も
の
を
考
え
る
能
力
」
が
ど
ん
ど
ん

低
下
し
て
い
く
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
人
の
膨
大
な
過
去
の
「
記
憶
の
蓄
積
」
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
有
名
な
具
体
的
な
「
実
例
」
と
し
て
は
、
ま
さ
に
「
痴
呆
症
」

と
い
う
病
気
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
い
わ
ゆ
る

り
ち
よ
う

「
痴
呆
症
」
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
精
神
面
で
は
、
そ
の
「
痴
呆
症
」
（
特
に
「
若
年
性
痴
呆
症
」
）

に
近
い
よ
う
な
「
精
神
状
態
」
を
実
際
に
経
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
に
「
興
味
深
い
」
の
は
、
次
の
言
葉
（
文
章
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
…
…
全
く
、
ど
ん

な
事
で
も
起
り
得
る
の
だ
と
思
う
て
、
深
く
懼
れ
た
。
し
か
し
、
何
故
こ
ん
な
事
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
そ

分
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
っ

わ
か

て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
「
文
章
」
が
、
な
ぜ
「
興
味
深
い
」
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
―
―
ま

ず
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
両
親
の
「
遺
伝
子
」
を
半
分
ず
つ
受
け
継
い
で
、
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
来
る
。
そ
れ
は
、
今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
自
分
の

一
つ
一
つ
の
「
目
、
鼻
、
口
、
耳
、
そ
の
他
の
顔
全
体
、
ま
た
、
腕
、
手
、
脚
、
足
、
指
、
そ
の
他
」
、

あ
し

つ
ま
り
、
自
分
の
「
容
姿
・
容
貌
」
が
一
体
ど
う
し
て
こ
う
い
う
「
姿
・
形
」
で
あ
る
の
か
を
初
め
と
し

す
が
た
か
た
ち

て
、
な
ぜ
、
ど
う
し
て
自
分
は
こ
の
よ
う
な
「
病
気
や
事
故
或
い
は
ま
た
境
遇
や
出
来
事
、
そ
の
他
」
な

ど
に
め
ぐ
り
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

そ
の
よ
う
な
「
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
ま
で

は
推
察
で
き
得
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
厳
密
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…

全
く
、
ど
ん
な
事
で
も
起
り
得
る
の
だ
と
思
う
て
、
深
く
懼
れ
た
。
し
か
し
、
何
故
こ
ん
な
事
に
な
っ
た

お
そ

の
だ
ろ
う
。
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人

わ
か

し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め
だ
」
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
で
は
、
例
え
ば
、
様
々
な
「
美
容
整
形
」
や
そ
の
他
な
ど
に
よ
っ

て
、
自
分
の
「
容
姿
・
容
貌
」
な
ど
を
人
工
的
に
矯
正
す
る
よ
う
な
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
と
可
能
で
は
あ
る

が
。
…
…

＊

＊

そ
れ
で
は
、
次
の
「
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
た
だ
、
一
日
の
中
に
必
ず
数
時
間
は
、
人

間
の
心
が
還
っ
て
来
る
。
そ
う
い
う
時
に
は
、
曾
て
の
日
と
同
じ
く
、
人
語
も

操

れ
れ
ば
、
複
雑
な
思

か
え

あ
や
つ

考
に
も
堪
え
得
る
し
、
経
書
の
章
句
を
誦
ん
ず
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
の
人
間
の
心
で
、
虎
と
し
て
の

己

け
い
し
よ

そ
ら

お
の
れ
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の
残

虐

な

行

の
あ
と
を
見
、

己

の
運
命
を
ふ
り
か
え
る
時
が
、
最
も

情

な
く
、
恐
し
く
、

憤

ろ

ざ
ん
ぎ
や
く

お
こ
な
い

お
の
れ

な
さ
け

い
き
ど
お

し
い
。
し
か
し
、
そ
の
、
人
間
に
か
え
る
数
時
間
も
、
日
を
経
る
に
従
っ
て
次
第
に
短
く
な
っ
て
行
く
。

今
ま
で
は
、
ど
う
し
て
虎
な
ど
に
な
っ
た
か
と
怪
し
ん
で
い
た
の
に
、
こ
の
間
ひ
ょ
い
と
気
が
付
い
て
見

た
ら
、
己
は
ど
う
し
て
以
前
、
人
間
だ
っ
た
の
か
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
恐
し
い
こ
と
だ
。
今
少
し
経

お
れ

た

て
ば
、
己
の
中
の
人
間
の
心
は
、
獣
と
し
て
の
習
慣
の
中
に
す
っ
か
り
埋
れ
て
消
え
て
了
う
だ
ろ
う
。
ち

お
れ

う
も

し
ま

ょ
う
ど
、
古
い
宮
殿
の

礎

が
次
第
に
土
砂
に
埋
没
す
る
よ
う
に
。
そ
う
す
れ
ば
、
し
ま
い
に
己
は
自
分

い
し
ず
え

お
れ

の
過
去
を
忘
れ
果
て
、
一
匹
の
虎
と
し
て
狂
い
廻
り
、
今
日
の
よ
う
に
途
で
君
と
出
会
っ
て
も
故
人
と
認

と

も

め
る
こ
と
な
く
、
君
を
裂
き
喰
う
て
何
の
悔
も
感
じ
な
い
だ
ろ
う
。
一
体
、
獣
で
も
人
間
で
も
、
も
と
は

く
ろ

何
か
他
の
も
の
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
初
め
は
そ
れ
を
憶
え
て
い
る
が
、
次
第
に
忘
れ
て
了
い
、
初
め
か
ら

ほ
か

今
の
形
の
も
の
だ
っ
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
？

い
や
、そ
ん
な
事
は
ど
う
で
も
い
い
。
己お

れ

の
中
の
人
間
の
心
が
す
っ
か
り
消
え
て
了
え
ば
、
恐
ら
く
、
そ
の
方
が
、
己
は
し
あ
わ
せ
に
な
れ
る
だ
ろ

、
、
、
、

お
れ

う
。
だ
の
に
、
己
の
中
の
人
間
は
、
そ
の
事
を
、
こ
の
上
な
く
恐
し
く
感
じ
て
い
る
の
だ
。
あ
あ
、
全
く
、

お
れ

ど
ん
な
に
、
恐
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
！

己
が
人
間
だ
っ
た
記
憶
の
な
く
な
る

か
な

お
れ

こ
と
を
。
こ
の
気
持
は
誰
に
も
分
ら
な
い
。
誰
に
も
分
ら
な
い
。
己
と
同
じ
身
の
上
に
成
っ
た
者
で
な
け

お
れ

れ
ば
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
だ
。
己
が
す
っ
か
り
人
間
で
な
く
な
っ
て
了
う
前
に
、
一
つ
頼
ん
で
置
き
た
い

お
れ

こ
と
が
あ
る
」（
本
文
）
と
云
う
の
で
あ
っ
た
。

＊

＊

さ
て
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
今
や
、
そ
の
身
は
「
虎
」
へ
と
変
身
し
て
い
る
。
「
…
…

り
ち
よ
う

た
だ
、
一
日
の
中
に
必
ず
数
時
間
は
、
人
間
の
心
が
還
っ
て
来
る
。
そ
う
い
う
時
に
は
、
曾
て
の
日
と
同

か
え

じ
く
、
人
語
も

操

れ
れ
ば
、
複
雑
な
思
考
に
も
堪
え
得
る
し
、
経
書
の
章
句
を
誦
ん
ず
る
こ
と
も
出
来

あ
や
つ

け
い
し
よ

そ
ら

る
。
そ
の
人
間
の
心
で
、
虎
と
し
て
の

己

の
残

虐

な

行

の
あ
と
を
見
、

己

の
運
命
を
ふ
り
か
え
る

お
の
れ

ざ
ん
ぎ
や
く

お
こ
な
い

お
の
れ

時
が
、
最
も

情

な
く
、
恐
し
く
、

憤

ろ
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
、
人
間
に
か
え
る
数
時
間
も
、
日
を

な
さ
け

い
き
ど
お

経
る
に
従
っ
て
次
第
に
短
く
な
っ
て
行
く
。
今
ま
で
は
、
ど
う
し
て
虎
な
ど
に
な
っ
た
か
と
怪
し
ん
で
い

た
の
に
、
こ
の
間
ひ
ょ
い
と
気
が
付
い
て
見
た
ら
、
己
は
ど
う
し
て
以
前
、
人
間
だ
っ
た
の
か
と
考
え
て

お
れ

い
た
。
こ
れ
は
恐
し
い
こ
と
だ
」
と
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
こ
れ
は
、
余
談
に
な
る
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
教
育

テ
レ
ビ
の
『
ス
ー
パ
ー
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う
番
組
の
中
で
、
何
年
か
前
に
、
あ
る
女
性
が
次

の
よ
う
な
話
を
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
女
性
は
、
左
脳
に
大
き
な
障
害
が
あ
る
人
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
「
左
脳
」
が
健
全
に

機
能
し
て
い
る
間
は
、
ま
さ
に
「
…
…
曾
て
の
日
と
同
じ
く
、
人
語
も

操

れ
れ
ば
、
複
雑
な
思
考
に
も

あ
や
つ

堪
え
得
る
し
、
経
書
の
章
句
を
誦
ん
ず
る
こ
と
も
で
き
得
る
」
状
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
と

け
い
し
よ

そ
ら

「
左
脳
」
の
機
能
が
衰
え
て
来
る
と
、
今
ま
で
事
細
か
な
こ
と
ま
で
は
っ
き
り
と
「
区
別
」
で
き
得
て
い

、
、

た
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
と
区
別
が
出
来
な
く
な
っ
て
、
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
き
、
そ
し
て
、
最
後
に
は
、

、
、

自
分
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
認
識
す
ら
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
す
べ
て
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
」
と
流
暢
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か

と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
結
局
、
「
左
脳
」
の
機
能
が
限
り
な
く
低
下
し
て
し
ま
い
、
最
後
は
、
ま
さ
に
ほ

と
ん
ど
「
右
脳
」
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
態
に
近
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間

の
「
脳
」
の
働
き
が
、
例
え
ば
、
い
わ
ば
「
右
脳
」
だ
け
に
な
っ
た
よ
う
な
状
態
の
時
に
は
、
一
体
、
ど

の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
女
性
の
「
話
」
で
は
、
つ
ま
り
、
「
…
…
自
分
が
誰
で
あ

る
の
か
と
い
う
認
識
す
ら
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
す
べ
て
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
く
」
と
、
そ
の

人
の
「
精
神
状
態
」
と
い
う
の
は
、
意
外
に
も
、
実
に
「
…
…
平
和
で
、
お
だ
や
か
で
、
全
体
と
調
和
を

、
、
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し
て
、
不
安
と
い
う
も
の
は
消
え
て
、
幸
せ
な
気
分
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
左
脳
」
の
機
能
が
回
復
し
て
く
る
と
、
今
ま
で
「
す
べ
て
が
曖
昧
で
あ
っ
た
状
態
」
か
ら
、

だ
ん
だ
ん
と
色
々
な
も
の
が
「
区
別
」
で
き
得
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
、
や
が
て
、
本
来
の
「
人
間
ら
し

、
、

い
思
考
」
も
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
話
で
し
た
。
―
―
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、

一
般
的
に
、
人
間
以
外
の
他
の
動
物
た
ち
を
な
ぜ
か
「
人
間
よ
り
遙
か
に
不
幸
な
存
在
で
あ
る
」
と
と
か

、
、
、
、
、

く
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
本
能
的
部
分
」
に
強
く
支
配
さ
れ
て
い
る
人
間
以
外
の

他
の
動
物
た
ち
と
い
う
の
は
、
意
外
に
人
間
よ
り
も
「
幸
せ
な
精
神
状
態
」
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

例
え
ば
、
そ
の
「
本
文
」
の
な
か
に
も
、
「
…
…
今
少
し
経
て
ば
、
己
の
中
の
人
間
の
心
は
、
獣
と
し

た

お
れ

て
の
習
慣
の
中
に
す
っ
か
り
埋
れ
て
消
え
て
了
う
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
古
い
宮
殿
の

礎

が
次
第
に
土

う
も

し
ま

い
し
ず
え

砂
に
埋
没
す
る
よ
う
に
。
（
中
略
）
、
己
の
中
の
人
間
の
心
が
す
っ
か
り
消
え
て
了
え
ば
、
恐
ら
く
、
そ

お
れ

の
方
が
、
己
は
し
あ
わ
せ
に
な
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
の
に
、
己
の
中
の
人
間
は
、
そ
の
事
を
、
こ
の
上
な
く

、
、
、
、

お
れ

お
れ

恐
し
く
感
じ
て
い
る
の
だ
。
あ
あ
、
全
く
、
ど
ん
な
に
、
恐
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ

か
な

う
！

己
が
人
間
だ
っ
た
記
憶
の
な
く
な
る
こ
と
を
。
こ
の
気
持
は
誰
に
も
分
ら
な
い
。
誰
に
も
分
ら
な

お
れ

い
。
己
と
同
じ
身
の
上
に
成
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
…
…
」
と
あ
る
。

お
れ

ま
ず
、
本
文
の
「
古
い
宮
殿
の

礎

」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
人
間
の
心
」
（
或
い
は
「
過
去
の
記

い
し
ず
え

憶
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
次
第
に
「
土
砂
に
埋
没
す
る
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
獣

の
心
」
（
或
い
は
「
獣
と
し
て
の
習
慣
」
）
な
ど
に
支
配
さ
れ
て
、
「
人
間
の
心
」
（
或
い
は
「
過
去
の
記

憶
」
）
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
「
…
…
そ
の
方
が
、
己
は
し
あ
わ

、
、
、

お
れ

せ
に
な
れ
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
、
「
人
間
の
心
」
に
戻
る
と
、
本
文
で

、は
、「
…
…
そ
の
人
間
の
心
で
、
虎
と
し
て
の

己

の
残

虐

な

行

の
あ
と
を
見
、

己

の
運
命
を
ふ
り
か

お
の
れ

ざ
ん
ぎ
や
く

お
こ
な
い

お
の
れ

え
る
時
が
、
最
も

情

な
く
、
恐
し
く
、

憤

ろ
し
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
実
に
色
々
と
思
い
悩
み
苦
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
さ
け

い
き
ど
お

む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
「
人
間
の
心
」
が
完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
、

、か
え
っ
て
、
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
思
い
悩
み
苦
し
む
こ
と
が
な
く
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
「
…
…
だ
の
に
、
己
の
中
の
人
間
は
、
そ
の
事
を
、
こ
の
上
な
く
恐
し
く
感
じ
て

お
れ

い
る
の
だ
。
あ
あ
、
全
く
、
ど
ん
な
に
、
恐
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
く
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
！

己
が
人

か
な

お
れ

間
だ
っ
た
記
憶
の
な
く
な
る
こ
と
を
。
こ
の
気
持
は
誰
に
も
分
ら
な
い
。
誰
に
も
分
ら
な
い
。
己
と
同
じ

お
れ

身
の
上
に
成
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
…
…
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
気
持
ち
」
は
、
人
間
と
し
て
余

り
に
も
当
然
な
「
気
持
ち
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
気
持
ち
」
を
誰
よ
り
も

真

に
深
く
わ
が
身
に
感
じ

ほ
ん
と
う

て
実
感
と
し
て
よ
く
理
解
で
き
得
る
人
た
ち
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
恐
ら
く
、
ま
さ
に
「
痴
呆
症

、
、
、
、
、

の
人
た
ち
」
（
特
に
「
若
年
性
痴
呆
症
の
人
た
ち
」
）
か
も
知
れ
な
い
。
―
―
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
、
自
分
は
ま
だ
こ
ん
な
に
若
い
の
に
、
な
ぜ
、
ど
う
し
て
、
と
い
う
気
持
ち
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
人
間
と
し
て
の
「
も
の
を
考
え
る
能
力
」
が
だ
ん
だ
ん
と
低
下
し
て
い
く
と
い
う
恐
怖
と
と
も
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

人
間
と
し
て
の
過
去
の
膨
大
な
「
記
憶
の
蓄
積
」
が
だ
ん
だ
ん
と
薄
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
恐
怖
を
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

ま
さ
に
「
実
感
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
「
…
…
己
が

、
、

り
ち
よ
う

お
れ

す
っ
か
り
人
間
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
一
つ
頼
ん
で
置
き
た
い
こ
と
が
あ
る
」
と
云
う
の
で
あ
っ

た
。

四
、
第
四
章

そ
れ
で
は
、
次
の
「
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
袁
滲
は
じ
め
一
行
は
、
息
を
の
ん
で
、
叢
中

え
ん
さ
ん

そ
う
ち
ゆ
う



- 15 -

の
声
の
語
る
不
思
議
に
聞
入
っ
て
い
た
。
声
は
続
け
て
言
う
。
―
―
他
で
も
な
い
。
自
分
は
元
来
詩
人
と

し
て
名
を
成
す
積
り
で
い
た
。
し
か
も
、
業
未
だ
成
ら
ざ
る
に
、
こ
の
運
命
に
立
至
っ
た
。
曾
て
作
る
と

い
ま

こ
ろ
の
詩
数
百
篇
、
固
よ
り
、
ま
だ
世
に
行
わ
れ
て
お
ら
ぬ
。
遺
稿
の
所
在
も
最
早
判
ら
な
く
な
っ
て
い

ぺ
ん

も
と

も

は
や

よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
、
今
も
尚
記
誦
せ
る
も
の
が
数
十
あ
る
。
こ
れ
を
我
が
為
に
伝
録
し
て

戴

う
ち

な
お
き
し
よ
う

た
め

い
た
だ

き
た
い
の
だ
。
何
も
、
こ
れ
に
仍
っ
て
一
人
前
の
詩
人
面
を
し
た
い
の
で
は
な
い
。
作
の
巧
拙
は
知
ら
ず
、

よ

づ
ら

こ
う
せ
つ

と
に
か
く
、
産
を
破
り
心
を
狂
わ
せ
て
ま
で
自
分
が

生

涯
そ
れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
一
部

し
よ
う
が
い

な
り
と
も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
の
だ
。
―
―
袁
滲
は
部
下
に
命
じ
、
筆
を

え
ん
さ
ん

執
っ
て
叢
中
の
声
に

随

っ
て
書
き
と
ら
せ
た
。
李
徴
の
声
は
叢
の
中
か
ら
朗
々
と
響
い
た
。
長
短
凡
そ

し
た
が

り
ち
よ
う

お
よ

三
十
篇
、
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し

い

し
ゆ
た
く
い
つ

か
し
、
袁
滲
は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
成
程
、
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に

え
ん
さ
ん

ば
く
ぜ
ん

な
る
ほ
ど

属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、何
処

ど

こ

か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
（
本
文
）
と
あ
る
。

お
い

＊

＊

さ
て
、
こ
の
「
章
」
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
次
の
「
文
章
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
…
…
自
分
は
元

来
詩
人
と
し
て
名
を
成
す
積
り
で
い
た
。
し
か
も
、
業
未
だ
成
ら
ざ
る
に
、
こ
の
運
命
に
立
至
っ
た
。
曾

い
ま

て
作
る
と
こ
ろ
の
詩
数
百
篇
、
固
よ
り
、
ま
だ
世
に
行
わ
れ
て
お
ら
ぬ
。
遺
稿
の
所
在
も
最
早
判
ら
な
く

ぺ
ん

も
と

も

は
や

な
っ
て
い
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
、
今
も
尚
記
誦
せ
る
も
の
が
数
十
あ
る
。
こ
れ
を
我
が
為
に
伝
録

う
ち

な
お
き
し
よ
う

た
め

し
て

戴

き
た
い
の
だ
。
何
も
、
こ
れ
に
仍
っ
て
一
人
前
の
詩
人
面
を
し
た
い
の
で
は
な
い
。
作
の
巧
拙

い
た
だ

よ

づ
ら

こ
う
せ
つ

は
知
ら
ず
、
と
に
か
く
、
産
を
破
り
心
を
狂
わ
せ
て
ま
で
自
分
が

生

涯
そ
れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も

し
よ
う
が
い

の
を
、
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
の
だ
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
詩
人
と
し
て
「
名
を
残
す
」
こ
と
が
、
何
よ
り
も
「
第

、
、
、
、

、

り
ち
よ
う

一
の
願
い
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
冒
頭
の
「
本
文
」
の
と
こ
ろ
で
も
、
ま
さ
に
「
…
…
詩
家
と
し
て
の

、
、
、
、

名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と

の
こ

り
ち
よ
う

い
う
人
は
、
「
…
…
地
方
の
役
人
の
職
を
辞
し
て
、
故
郷
に
帰
り
、
人
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
て
、
ひ
た
す

ら
詩
作
に
耽
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
な
か
ば
で
発
狂
し
て
「
虎
」
に
変
身
し
て
し

ふ
け

ま
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
し
た
「
詩
」
は
、
数
百
篇
あ
る
が
、
未
だ
世
間
に

ぺ
ん

「
発
表
」
（
公
表
）
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
―
―
と
こ
ろ
で
、
そ
の
中
に
、
今
で
も
尚
「
記
誦
せ

う
ち

な
お

き
し
よ
う

る
も
の
」（
つ
ま
り
「
記
憶
し
て
い
て
、
暗
唱
し
て
い
る
も
の
」
）
が
数
十
あ
る
。
こ
れ
を
我
が
為
に
「
伝

た
め

録
」（
記
録
し
、
伝
え
）
て

戴

き
た
い
と
い
う
の
が
、
主
人
公
「
李
徴
」
と
い
う
人
の
、
ま
さ
に
「
切
な

い
た
だ

り
ち
よ
う

る
（
心
の
底
か
ら
の
）
願
い
」
な
の
で
あ
る
。
何
も
、
こ
れ
に
仍
っ
て
一
人
前
の
詩
人
面
を
し
た
い
の
で

よ

づ
ら

は
な
い
。
作
の
巧
拙
（
良
し
悪
し
）
は
自
分
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
財
産
を
破
綻
さ
せ
、
妻

こ
う
せ
つ

子
に
貧
窮
の
「
苦
し
み
」
ま
で
味
わ
せ
、
さ
ら
に
わ
が
身
の
心
ま
で
「
狂
わ
せ
」
（
発
狂
さ
せ
る
ま
で
）

、
、

自
分
が

生

涯
そ
れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
を
投
げ
捨
て
て
ま
で
ひ
た
す
ら
詩

し
よ
う
が
い

作
に
耽
っ
て
生
み
出
し
た
詩
数
百
篇
、
そ
の
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、
（
自
分
は
も
う
）

、
、

ふ
け

ぺ
ん

死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
」
と
い
う
想
い
で
あ
る
、
と
云
う
の
で
あ
っ
た
。
…
…

一
方
、「
袁
滲
」
と
い
う
人
は
、
そ
の
「
李
徴
」
の
心
の
底
か
ら
の
「
願
い
」
を
快
く
受
け
入
れ
て
は
、

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

「
…
…
部
下
に
命
じ
、
筆
を
執
っ
て
叢
中
の
声
に

随

っ
て
書
き
と
ら
せ
た
。
李
徴
の
声
は
叢
の
中
か
ら

し
た
が

り
ち
よ
う

朗
々
と
響
い
た
。
長
短
凡
そ
三
十
篇
、
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ

お
よ

い

し
ゆ
た
く
い
つ

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
袁
滲
は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
成
程
、

え
ん
さ
ん

ば
く
ぜ
ん

な
る
ほ
ど

作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
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の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

ど

こ

お
い

と
思
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
か
？

そ
れ
を
敢
え
て
一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ど
こ

か
「
人
間
性
に
欠
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
或
い
は
、
「
作
品
」
そ
の
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

こ
そ
、
第
一
で
あ
り
、
一
方
、
「
名
が
残
る
残
ら
な
い
」
は
、
結
果
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
「
名
を
残
す
」
と

、
、

い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
あ
ま

、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
に
「
自
分
の
こ
と
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

例
え
ば
、
「
詩
境
」
に
深
く
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う
な
時
に
は
、
ふ
だ
ん
の
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」

な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
雑
然
と
し
た
「
自
我
」
の
状
態
か
ら
離
れ
て
、
よ
り
密
度
の
高
い
、
そ
れ

だ
け
自
分
自
身
に
な
り
き
れ
て
い
る
「
純
粋
自
己
」
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
時
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

例
え
ば
、
学
者
で
も
、
芸
術
家
で
も
、
文
筆
家
で
も
、
詩
人
で
も
、
そ
の
他
、
ど
の
よ
う
な
分
野
の
誰
で

あ
っ
て
も
よ
い
わ
け
だ
が
、
何
か
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
や
何
ら
か
の
「
創
作
活
動
」
な
ど

に
深
く
溶
け
入
っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
ま
さ
に
「
よ
り
密
度
の
高
い
」
（
そ
れ
だ
け
自
分
自
身
に

な
り
き
っ
て
い
る
「
純
粋
自
己
」
）
の
状
態
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
あ
ま
り
疲
れ
を
感

じ
な
い
。
そ
れ
は
、
尋
常
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
全
身
に
満
ち
て
来
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
時
ほ
ど
自
分

自
身
に
な
り
き
っ
て
生
き
て
い
る
時
は
な
く
、
ま
っ
た
く
の
「
自
足
状
態
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
一
種
の
「
没
我
的
状
態
」
に
な
っ
て
、
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
や
「
創
作

活
動
」
な
ど
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
溶
け
入
っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
精
神
の
飛
翔
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
は
、
生
じ
や
す
く
な
り
、
何
か
自
分
の
「
力
（
力
量
）
」
以
上
の
真
に
優
れ
た
「
芸
術

作
品
」
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
未
だ
人
類
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
様
々
な
物

事
の
「
真
実
、
真
理
、
そ
の
他
」
な
ど
が
、
そ
の
人
の
「
思
惟
界
」
で
観
て
取
れ
る
こ
と
が
、
非
常
に
多

く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
晩
年
の
ゲ
ー
テ
も
、
「
…
…
偉
大
な
も
の
は
、
ひ
た
む
き

で
、
純
真
で
、
夢
遊
病
者
の
よ
う
な
創
造
力
に
よ
っ
て
の
み
産
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
『
ゲ
ー
テ

と
の
対
話
』
下
）
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
な
ど
も
、
ま
さ
に
超
「
自
我
」
の
状
態
か

ら
こ
そ
、
真
に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

＊

＊

そ
れ
で
は
、
そ
の
次
の
「
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
…
…
旧
詩
を

吐
き
終
っ
た
李
徴
の
声
は
、
突
然
調
子
を
変
え
、
自
ら
を

嘲

る
が
如
く
に
言
っ
た
。
羞

し
い
こ
と
だ
が
、

り
ち
よ
う

あ
ざ
け

ご
と

は
ず
か

今
で
も
、
こ
ん
な
あ
さ
ま
し
い
身
と
成
り
果
て
た
今
で
も
、
己
は
、
己
の
詩
集
が

長

安
風
流
人
士
の
机

お
れ

ち
よ
う
あ
ん

の
上
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
、
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
岩
窟
の
中
に
横
た
わ
っ
て
見
る
夢
に
だ
よ
。

さ
ま

が
ん
く
つ

嗤
っ
て
く
れ
。詩
人
に
成
り
そ
こ
な
っ
て
虎
に
な
っ
た
哀
れ
な
男
を
。（
袁
滲
は
昔
の
青
年
李
徴
の
自

嘲

癖

わ
ら

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

じ

ち
よ
う
ぐ
せ

を
思
出
し
な
が
ら
、
哀
し
く
聞
い
て
い
た
）
。
そ
う
だ
。
お
笑
い
草
つ
い
で
に
、
今
の
懐
い
を
即
席
の
詩

お
も

に
述
べ
て
見
よ
う
か
。
こ
の
虎
の
中
に
、
ま
だ
、
曾
て
の
李
徴
が
生
き
て
い
る
し
る
し
に
。

り
ち
よ
う

袁
滲
は
又
下
吏
に
命
じ
て
こ
れ
を
書
き
と
ら
せ
た
。
そ
の
詩
に
言
う
。

え
ん
さ
ん

か

り

偶
因
狂
疾
成
殊
類

災
患
相
仍
不
可
逃

今
日
爪
牙
誰
敢
敵

当
時
声
跡
共
相
高

我
為
異
物
蓬
茅
下

君
已
乗
軺
気
勢
豪

此
夕
渓
山
対
明
月

不
成
長
嘯
但
成
皐

時
に
、
残
月
、
光
冷
や
か
に
、
白
露
は
地
に
滋
く
、
樹
間
を
渡
る
冷
風
は
既
に
暁
の
近
き
を
告
げ
て
い

ひ
や

し
げ
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た
。
人
々
は
最
早
、
事
の
奇
異
を
忘
れ
、

粛

然
と
し
て
、
こ
の
詩
人
の
薄
倖
を
嘆
じ
た
。
李
徴
の
声
は

も

は
や

し
ゆ
く
ぜ
ん

は
つ
こ
う

た
ん

り
ち
よ
う

再
び
続
け
る
。＊

＊

ま
ず
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
な
ぜ
、
ど
う
し
て
「
…
…
旧
詩
を
吐
き
終
っ
た
あ
と
、
突

り
ち
よ
う

然
調
子
を
変
え
て
、
自
ら
を

嘲

る
が
如
く
に
言
う
」
よ
う
な
「
精
神
状
態
」
へ
と
変
化
し
た
の
だ
ろ
う

あ
ざ
け

ご
と

か
？

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
道
な

り
ち
よ
う

か
ば
で
発
狂
し
て
「
虎
」
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
は
こ
の
ま
ま
「
虎
の
身
」
と
し
て

た
だ
死
ん
で
い
く
だ
け
な
の
か
と
、
密
か
に
「
懼
れ
、
嘆
き
、
孤
独
、
深
く
悩
み
苦
し
ん
」
で
い
た
の
で

ひ
そ

お
そ

な
け

ひ
と
り

な
や

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
若
い
頃
の
親
友
で
あ
っ
た
「
袁
滲
」
と
い
う
人
が
、
そ
の
途
を
通
り
か
か

え
ん
さ
ん

る
こ
と
で
、
久
し
ぶ
り
に
親
し
い
「
人
間
」
（
つ
ま
り
「
袁
滲
」
）
に
め
ぐ
り
逢
え
た
と
と
も
に
、
そ
の

、
、
、

、
、

え
ん
さ
ん

「
袁
滲
」
と
親
し
く
「
…
…
都
の

噂

、
旧
友
の
消
息
、
そ
の
他
、
青
年
時
代
に
親
し
か
っ
た
者
同
志
の
、

え
ん
さ
ん

う
わ
さ

あ
の
隔
て
の
な
い
語
調
で
、
そ
れ
等
が
語
ら
れ
た
後
」
で
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
な
ぜ
，

ら

り
ち
よ
う

こ
の
よ
う
な
「
身
の
上
」
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
「
経
緯
」
を
事
細
か
に
語
っ
て
か
ら
、
自
分
が
す
っ
か

り
人
間
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
一
つ
だ
け
お
願
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と

詩
人
と
し
て
「
名
を
残
そ
う
」
と
し
て
、
か
つ
て
生
み
出
し
た
詩
数
百
篇
が
あ
り
、
そ
の
一
部
な
り
と
も

、
、

ぺ
ん

後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、（
自
分
は
も
う
）
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
」
と
い
う
想
い
を
語
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
袁
滲
」
と
い
う
人
は
、
そ
の
「
願
い
」
を
快
く
受
け
入
れ
て
は
、
「
…
…
部
下
に
命
じ
、
筆

え
ん
さ
ん

を
執
っ
て
叢
の
中
か
ら
朗
々
と
響
い
た
詩
を
書
き
と
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
長
短
凡
そ
三
十
篇
、
格
調
高
雅
、

お
よ

意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

い

し
ゆ
た
く
い
つ

自
分
の
「
詩
」
が
後
代
に
残
る
可
能
性
が
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に
「
…
…
旧
詩
を
吐
き
終
っ
た
」
あ
と
、
一
気
に
「
心
が
解
放
」
さ
れ
て
、
そ
の

、
、
、
、

「
心
の
解
放
感
」
か
ら
こ
そ
、
突
然
調
子
を
変
え
て
、
自
ら
を

嘲

る
が
如
く
に
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

、
、
、
、
、

あ
ざ
け

ご
と

は
、「
…
…

羞

し
い
こ
と
だ
が
、
今
で
も
、
こ
ん
な
あ
さ
ま
し
い
身
と
成
り
果
て
た
今
で
も
、
己
は
、
己

は
ず
か

お
れ

の
詩
集
が

長

安
風
流
人
士
の
机
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
、
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
岩
窟
の

ち
よ
う
あ
ん

さ
ま

が
ん
く
つ

中
に
横
た
わ
っ
て
見
る
夢
に
だ
よ
。
嗤
っ
て
く
れ
。
詩
人
に
成
り
そ
こ
な
っ
て
虎
に
な
っ
た
哀
れ
な
男
を
」

わ
ら

と
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
し
か
し
、
こ
こ
に
こ
そ
（
つ
ま
り
「
自
分
の
詩
集
が

長

安
風
流
人
た
ち
の
机

、
、
、

ち
よ
う
あ
ん

の
上
に
置
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
読
ま
れ
て
い
る
様
こ
そ
」
）
は
、
ま
さ
に
主
人
公
「
李
徴
」
が
最
初
か

さ
ま

り
ち
よ
う

ら
ず
っ
と
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
で
想
い
描
い
て
い
た
「
夢
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

、

、
、
、
、

こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
…
…
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
と
い
う
言
葉
の
具
体
的
な

、
、
、
、

の
こ

「
真
意
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

、
、

一
方
。
親
友
「
袁
滲
」
と
い
う
人
は
、「
…
…
昔
の
青
年
李
徴
の
自

嘲

癖
を
思
出
し
な
が
ら
、
哀
し
く

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

じ

ち
よ
う
ぐ
せ

聞
い
て
い
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
人
の
「
性
格
と
数
奇
な
運
命
」
を
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
一
方
、
「
李
徴
」
は
、
「
…
…
そ
う
だ
。
お
笑
い
草
つ
い
で
に
、
今
の
懐
い
を
即
席
の
詩
に
述
べ

り
ち
よ
う

お
も

て
見
よ
う
か
。
こ
の
虎
の
中
に
、
ま
だ
、
曾
て
の
李
徴
が
生
き
て
い
る
し
る
し
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
次

り
ち
よ
う

の
よ
う
な
「
七
言
律
詩
」
を
即
興
で
創
り
出
し
、
そ
し
て
、
袁
滲
は
又
下
吏
に
命
じ
て
こ
れ
を
書
き
と
ら

え
ん
さ
ん

か

り

せ
る
の
で
あ
っ
た
。

＊

＊

偶

狂

疾
に
因
り
て
殊
類
と
成
る

災
患
相
仍
つ
て

逃
る
べ
か
ら
ず

た
ま
た
ま
き
よ
う
し
つ

よ

し
ゆ
る
い

な

さ
い
か
ん
あ
い

よ

の
が

今
日
の
爪
牙

誰
か
敢
て
敵
せ
ん

当
時
の
声
跡

共
に
相
高
し

き

よ

う

そ
う

が

た
れ

あ
え

て
き

と
う

じ

せ
い
せ
き

と
も

あ
い
た
か

我
異
物
と
為
り
て

蓬
茅
の
下

君
已
に
軺
に

乗

じ
て

気
勢
豪
な
り

わ
れ

い

ぶ
つ

な

ほ
う
ぼ
う

も
と

き
み
す
で

よ
う

じ
よ
う

き

せ
い
ご
う
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此
の
夕
べ

渓
山

明
月
に
対
し

長
嘯

を
成
さ
ず

但
だ
皐
を
成
す

こ

ゆ
う

け
い
ざ
ん

め
い
げ
つ

た
い

ち
よ
う
し
よ
う

な

た

こ
う

な

た
ま
た
ま
心
を
病
ん
で
狂
気
と
な
る
に
よ
り
、
け
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

、
、

い
ろ
い
ろ
な
災
患
が
重
な
り
、
こ
の
運
命
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
い
か
ん

爪
や
牙
を
持
つ
虎
の
身
と
な
っ
た
今
で
は
、
誰
が
敢
え
て
刃
向
か
う
だ
ろ
う
か
。

つ
め

き
ば

当
時
、
あ
の
頃
の
二
人
の
評
判
は
、
と
も
に
秀
才
と
し
て
讃
え
ら
れ
た
も
の
だ
。

た
た

と
こ
ろ
が
、
今
、
自
分
は
け
も
の
の
身
と
な
っ
て
草
む
ら
に
隠
れ
、

君
は
す
で
に
出
世
し
て
車
に
乗
り
、
そ
の
権
勢
は

頗

る
高
い
も
の
が
あ
る
。

す
こ
ぶ

こ
の
夕
べ
、
谷
川
や
山
々
を
明
る
く
照
ら
す
満
月
に
向
き
合
い
、

自
分
は
詩
を
吟
ず
る
こ
と
な
く
、
た
だ
悲
し
く
吠
え
叫
ぶ
の
み
で
あ
る
。

時
に
、
残
月
、
冷
や
か
に
光
り
、
白
露
は
地
に
み
ち
て
、
樹
々
の
間
を
渡
る
冷
た
い
風
は
、
す
で
に
暁

ひ
や

し
ら
つ
ゆ

の
近
い
こ
と
を
告
げ
て
い
た
。
人
々
は
最
早
、
事
の
不
思
議
さ
を
忘
れ
て
、

粛

然
（
静
か
に
整
然
）
と

も

は
や

し
ゆ
く
ぜ
ん

し
て
、
こ
の
詩
人
の
「
薄
倖
」
を
嘆
い
た
。
李
徴
の
声
は
、
さ
ら
に
続
く
の
で
あ
っ
た
。

は
つ
こ
う

な
げ

り
ち
よ
う

五
、
第
五
章

李
徴
は
、
「
…
…
何
故
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
考
え
よ

り
ち
よ
う

な

ぜ

う
に
依
れ
ば
、
思
い
当
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
。
人
間
で
あ
っ
た
時
、
己
は
努
め
て
人
と
の

交

よ

お
れ

ま
じ
わ
り

を
避
け
た
。
人
々
は
己
を
倨
傲
だ
、
尊
大
だ
と
い
っ
た
。
実
は
、
そ
れ
が

殆

ど

羞

恥
心
に
近
い
も
の
で

お
れ

き
よ
ご
う

ほ
と
ん

し
ゆ
う

ち

し
ん

あ
る
こ
と
を
、
人
々
は
知
ら
な
か
っ
た
。
勿
論
、
曾
て
の

郷

党
の
鬼
才
と
い
わ
れ
た
自
分
に
、
自
尊
心

も
ち
ろ
ん

き
よ
う
と
う

が
無
か
っ
た
と
は
云
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
臆

病

な
自
尊
心
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
己

い

お
く
び
よ
う

お
れ

は
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
い
な
が
ら
、進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
っ
て
切
磋
琢
磨

せ
つ

さ

た
く

ま

に
努
め
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
又
、
己
は
俗
物
の
間
に
伍
す
る
こ
と
も

潔

し

お
れ

ご

い
さ
ぎ
よ

と
し
な
か
っ
た
。
共
に
、
我
が
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
と
の
所
為
で
あ
る
。

己

の
珠
に
非

せ

い

お
の
れ

た
ま

あ
ら

ざ
る
こ
と
を
惧
れ
る
が
故
に
、
敢
て
刻
苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
、
又
、

己

の
珠
な
る
べ
き
を
半
ば
信

お
そ

ゆ
え

あ
え

み
が

お
の
れ

ず
る
が
故
に
、
碌
々
と
し
て

瓦

に
伍
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
己
は
次
第
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠

ろ
く
ろ
く

か
わ
ら

お
れ

ざ
か
り
、
憤
悶
と
慙
恚
と
に
よ
っ
て
益
々

己

の
内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
結
果
に
な

、
、
、
、
、

ふ
ん
も
ん

ざ

ん

い

ま
す
ま
す
お
の
れ

っ
た
。
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に
当
る
の
が
、
各
人
の
性

情

だ
と
い
う
。
己
の
場

せ
い
じ
よ
う

お
れ

合
、
こ
の
尊
大
な
羞
恥
心
が
猛
獣
だ
っ
た
。
虎
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
己
を
損
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友

お
れ

人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
か
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
了
っ
た
の
だ
。

お
れ

今
思
え
ば
、
全
く
、
己
は
、
己
の
有
っ
て
い
た
僅
か
ば
か
り
の
才
能
を
空
費
し
て
了
っ
た
訳
だ
。
人
生
は

お
れ

お
れ

も

わ
ず

何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
余
り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
余
り
に
短
い
な
ど
と
口
先
ば
か
り
の
警
句

な

を
弄
し
な
が
ら
、
事
実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑

怯

な
危
惧
と
、
刻
苦
を
厭

ろ
う

ば
く

ろ

ひ

き
よ
う

き

ぐ

い
と

う
怠
惰
と
が
己
の
凡
て
だ
っ
た
の
だ
。
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に

お
れ

す
べ

お
れ

磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
虎
と
成
り
果
て
た
今
、
己
は

お
れ

漸

そ
れ
に
気
が
付
い
た
。
そ
れ
を
思
う
と
、
己
は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
よ
う
な
悔
を
感
じ
る
。
己
に
は

よ
う
や
く

お
れ

や

お
れ

最
早
人
間
と
し
て
の
生
活
は
出
来
な
い
。
た
と
え
、
今
、
己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
っ
た

も

は
や

お
れ

に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
手
段
で
発
表
で
き
よ
う
。
ま
し
て
、
己
の
頭
は
日
毎
に
虎
に
近
づ
い
て
行

お
れ

ひ

ご
と

く
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
己
の
空
費
さ
れ
た
過
去
は
？

己
は
堪
ら
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
時
、
己

お
れ

お
れ

た
ま

お
れ
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は
、
向
う
の
山
の
頂
の
巖
に
上
り
、
空
谷
に
向
っ
て
吼
え
る
。
こ
の
胸
を
灼
く
悲
し
み
を
誰
か
に
訴
え
た

い
わ

く
う
こ
く

ほ

い
の
だ
。
己
は
昨
夕
も
、
彼
処
で
月
に
向
っ
て
咆
え
た
。
誰
か
に
こ
の
苦
し
み
を
分
っ
て
貰
え
な
い
か
と
。

お
れ

あ

そ

こ

ほ

も
ら

し
か
し
、

獣

ど
も
は
己
の
声
を
聞
い
て
、
唯
、
懼
れ
、
ひ
れ
伏
す
ば
か
り
。
山
も
樹
も
月
も
露
も
、
一

け
も
の

お
れ

た
だ

お
そ

き

匹
の
虎
が
怒
り
狂
っ
て
、
哮
っ
て
い
る
と
し
か
考
え
な
い
。
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
、
誰
一
人
己

た
け

お
れ

の
気
持
を
分
っ
て
く
れ
る
者
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
人
間
だ
っ
た
頃
、
己
の
傷
つ
き
易
い
内
心
を
誰
も
理

お
れ

や
す

解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
。
己
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
」（
本
文
）

お
れ

ぬ

と
あ
る
。

＊

＊

さ
て
、
こ
の
「
第
五
章
」
こ
そ
、
「
作
者
」
（
中
島
敦
）
と
い
う
人
の
彼
自
身
の
「
考
え
方
」
が
は
っ

、
、
、

き
り
と
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
原
典
の
『
人
虎
伝
』
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。

じ
ん

こ

で
ん

ま
ず
、
原
典
の
『
人
虎
伝
』
と
い
う
作
品
の
中
で
は
、
「
…
…
隴
西
の
李
徴
は
、
皇
族
の
子
な
り
」
と

、
、

、

じ
ん

こ

で
ん

な
か

ろ
う
さ
い

り
ち
よ
う

あ
る
。
そ
し
て
、
博
学
で
、
立
派
な
詩
も
書
き
、
天
宝
十
年
、
科
挙
に
合
格
を
し
て
、
や
が
て
、
江
南
尉い

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
尊
心
も
高
く
、
性
格
も
荒
っ
ぽ
く
、
才
能
を
恃
ん
で
倨
傲
（
お
ご
り
高

プ

ラ

イ

ド

た
の

き
よ
ご
う

ぶ
り
）
、
低
い
官
職
に
屈
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
ね
に
鬱
鬱
（
不
平
不
満
）
を
抱
い
て
楽
し
ま
ず
、
同

う
つ
う
つ

じ
役
所
の
会
合
で
、
宴
も
た
け
な
わ
に
な
る
と
い
つ
も
、
私
が
君
た
ち
の
仲
間
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と

言
っ
て
い
た
の
で
、
同
僚
の
人
た
ち
か
ら
は
、
憎
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
性
格
」
が
、
い

に
く

わ
ば
「
虎
」
へ
と
変
身
す
る
一
つ
の
「
要
因
」
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
…
…

次
に
、
「
…
…
我
に
旧
文
数
十
篇
有
り
。
（
中
略
）
、
君
我
が
為
に
伝
録
せ
ば
、
誠
に
文
人
の
口
閾
に
列

こ
う
い
き

す
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
然
れ
ど
も
亦
子
孫
に
伝
ふ
る
を
貴
ぶ
な
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
…
…
旧
詩
数

十
篇
あ
る
が
、
君
が
も
し
私
の
た
め
に
伝
録
（
記
録
し
伝
え
て
）
く
れ
れ
ば
、
文
人
の
仲
間
に
加
わ
る
こ

と
は
で
き
な
く
と
も
、子
孫
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
貴
ぶ
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。つ
ま
り
、『
人
虎
伝
』

じ
ん

こ

で
ん

の
中
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
詩
人
と
し
て
「
名
を
残
す
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
…
…
詩
家
と

、
、
、
、

な
か

り
ち
よ
う

し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
」
と
い
う
よ
う
な
想
い
は
全
く
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
、
自
分
の
「
子

、
、

の
こ

や
孫
」
の
た
め
に
数
十
篇
の
「
詩
」
を
遺
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
こ

最
後
に
、
原
典
の
『
人
虎
伝
』
の
中
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
な
ぜ
、
自
分
は
「
虎
」
へ
と
変
身
し

じ
ん

こ

で
ん

な
か

り
ち
よ
う

た
の
か
と
い
う
「
理
由
」
付
け
に
つ
い
て
は
、
「
…
…
南
陽
の
郊
外
に
於
い
て
、
か
つ
て
一
孀
婦
に

私

そ
う

ふ

わ
た
く
し

す
。其
の
家
窃
か
に
之
を
知
り
、
常
に
我
を
害
す
る
心
有
り
。
孀
婦
は
是
に
由
り
て
再
び
合
ふ
を
得
ず
。吾
因

ひ
そ

そ
う

ふ

わ
れ

よ

り
て
風
に
乗
じ
て
火
を
縦
ち
、
一
家
数
人
、

尽

く
之
を
焚
き
殺
し
て
去
る
。
此
れ
を
恨
み
と
為
す
の
み
」

は
な

こ
と
ご
と

と
あ
る
。
そ
の
「
内
容
」
は
、「
…
…
か
つ
て
私
は
南
陽
の
郊
外
で
一
人
の
未
亡
人
と
密
通
を
し
て
い
た
。

そ
の
家
の
人
は
窃
か
に
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
い
つ
も
私
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
未
亡
人
は
、
こ

ひ
そ

れ
に
よ
り
（
私
と
）
二
度
と
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
、
風
に
乗
じ
て
家
に
火

を
放
っ
て
、
一
家
数
人
す
べ
て
焼
き
殺
し
て
逃
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
残
念
に
思
う
の
み
」
と
い

う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
家
数
人
す
べ
て
焼
き
殺
す
と
い
う
人
間
と
し
て
極
め
て
「
非
道
か

つ
残
虐
な
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
「
報
い
」
と
し
て
、
い
わ
ば
「
虎
」
へ
と
変
身
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、

、
、

、

そ
う
い
う
、
い
わ
ば
「
因
果
応
報
」
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

、
、

＊

＊

一
方
、『
山
月
記
』
の
「
作
者
」（
中
島
敦
）
の
場
合
は
、
ま
ず
、
隴
西
の
「
李
徴
」
は
、「
皇
族
の
子
」

ろ
う
さ
い

り
ち
よ
う

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
一
般
人
」
に
設
定
を
変
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
か
？

そ
れ
は
、
特

定
の
「
人
間
」（
皇
族
）
で
は
な
く
、
多
く
の
人
達
に
あ
て
は
ま
る
「
物

語
」
に
設
定
し
直
し
て
い
る
の

、
、

ス
ト
ー
リ
ー

で
あ
る
。
次
に
、
『
山
月
記
』
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
詩
人
と
し
て
「
名
を
残
す
」
こ
と
が
、
何
よ

、
、
、
、

り
ち
よ
う
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り
も
「
第
一
の
願
い
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
…
…
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と

、
、
、
、
、

の
こ

し
た
」
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
「
…
…
地
方
の

り
ち
よ
う

役
人
の
職
を
辞
し
て
、
故
郷
に
帰
り
、
人
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
」
と
い
う

ふ
け

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
な
か
ば
で
発
狂
し
て
「
虎
」
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て

生
み
出
し
た
「
詩
」
は
、
数
百
篇
あ
り
、
そ
の
中
に
、
今
で
も
覚
え
て
い
る
詩
が
数
十
あ
る
。
こ
れ
を
我

ぺ
ん

う
ち

が
為
に
「
伝
録
」（
記
録
し
伝
え
て
）
頂

き
た
い
と
い
う
の
が
、
主
人
公
「
李
徴
」
の
心
の
底
か
ら
の
「
願

た
め

い
た
だ

り
ち
よ
う

い
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
財
産
を
破
綻
さ
せ
、
妻
子
に
貧
窮
の
「
苦
し
み
」
ま
で
味
わ
せ
、
さ
ら
に
わ
が

、
、

身
の
心
ま
で
「
狂
わ
せ
」
（
発
狂
さ
せ
る
ま
で
）
自
分
が

生

涯
そ
れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま

し
よ
う
が
い

り
、
す
べ
て
を
投
げ
捨
て
て
ま
で
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
て
生
み
出
し
た
詩
数
百
篇
、
そ
の
一
部
な
り
と

、
、

ふ
け

ぺ
ん

も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、（
自
分
は
も
う
）
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
と
い
う
想
い
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
原
典
の
『
人
虎
伝
』
と
そ
の
内
容
が
全
く
全
然
違
っ
て
い
る
の
は
、
一
体
、
何

じ
ん

こ

で
ん

か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
な
ぜ
、
自
分
は
「
虎
」
へ
と
変
身
し
た
か
の
「
理
由
」
付
け
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
そ
の
「
違
い
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
中
島
敦
」
と
い
う
作
家
が
こ
の
『
山
月
記
』
と
い
う
作
品
の
中

、
、

で
「
最
も
言
い
た
か
っ
た
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
と
敢
え
て
言
え
ば
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
「
章
」

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

が
書
き
た
く
て
、
『
山
月
記
』
を
書
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
三
つ
」

以
外
は
、
基
本
的
に
は
原
典
の
『
人
虎
伝
』
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

じ
ん

こ

で
ん

＊

＊

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
本
文
」
を
順
を
追
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
何
故
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、

な

ぜ

考
え
よ
う
に
依
れ
ば
、
思
い
当
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
。
人
間
で
あ
っ
た
時
、
己
は
努
め
て
人
と

よ

お
れ

の

交

を
避
け
た
。
人
々
は
己
を
倨
傲
だ
、
尊
大
だ
と
い
っ
た
。
実
は
、
そ
れ
が

殆

ど

羞

恥
心
に
近
い

ま
じ
わ
り

お
れ

き
よ
ご
う

ほ
と
ん

し
ゆ
う

ち

し
ん

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
人
々
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
ま
で
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う

が
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
な
ぜ
、
自
分
は
「
努
め
て
人
と
の

交

を
避
け
て
き
た
」
か
と

、
、
、

り
ち
よ
う

ま
じ
わ
り

言
え
ば
、
人
々
は
そ
れ
を
「
倨
傲
だ
、
尊
大
だ
」
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
実
際
は
、
そ
れ
が

殆

ど
「

羞

恥
心
」

、
、

き
よ
ご
う

ほ
と
ん

し
ゆ
う

ち

し
ん

に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
素
直
に
告
白
し
て
い
る
。
―
―
例
え
ば
、
「
太
宰
治
」
と
い
う
人
は
、
自
分

の
「
人
間
へ
の
恐
怖
心
」
（
人
間
恐
怖
）
を
隠
す
た
め
に
、
自
分
は
「
道
化
」
を
演
じ
て
い
た
と
素
直
に

、
、

、
、
、

、
、
、
、

、
、

、
、

、
、
、
、
、

告
白
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
の
中
の
「
本
当
の
自
分
」
（
臆
病
な
自
分
）
を
隠
す
た
め
（
知
ら
れ
な
い

、
、
、
、
、

、
、

た
め
）
に
、
表
面
的
に
は
「
道
化
」
や
「
無
頼
漢
」
、
そ
の
他
を
装
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、
、

、
、
、

、
、
、
、
、

一
方
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、「

羞

恥
心
」
か
ら
、
ま
さ
に
「
人
と
の

交

を
努
め
て
避

、
、
、

り
ち
よ
う

し
ゆ
う

ち

し
ん

ま
じ
わ
り

け
て
き
た
」
と
あ
る
。
こ
の
「

羞

恥
心
」
と
い
う
の
は
、
辞
書
で
は
「
恥
ず
か
し
く
感
じ
る
気
持
ち
」

し
ゆ
う

ち

し
ん

と
あ
る
が
、
例
え
ば
、
有
名
な
「
人
見
知
り
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
警
戒
心
や
恐
怖
心
」
な
ど
か
ら

生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
、
自
分
の
「
…
…
容
姿

・
容
貌
、
身
分
、
家
柄
、
学
歴
、
職
歴
、
収
入
、
年
齢
、
能
力
、
成
績
、
言
動
、
境
遇
、
結
果
、
そ
の
他
」
、

何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
劣
っ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
な
時
に
は
、
い
わ
ば
「
恥
ず
か
し
い
と
思
う
気
持
ち
」

（
或
い
は
一
種
の
「
劣

等

感
」
）
な
ど
が
生
じ
や
す
く
な
る
と
共
に
、
そ
の
よ
う
な
「

羞

恥
心
」
と
い

コ
ン
プ
レ
ツ
ク
ス

し
ゆ
う

ち

し
ん

う
も
の
は
、
そ
の
人
が
積
極
的
に
「
活
動
」
（
言
動
）
す
る
こ
と
や
、
ま
た
、
人
と
積
極
的
に
交
わ
る
こ

と
な
ど
を
妨
げ
る
「
一
つ
の
要
因
」
に
も
な
り
得
る
が
、
ま
た
、
一
方
で
は
、
「
…
…
不
平
、
不
満
、
怒

り
、
嫌
悪
、
嫉
妬
、
恨
み
、
憎
し
み
、
憎
悪
、
怨
念
、
そ
の
他
」
の
感
情
を
生
み
出
す
「
一
つ
の
要
因
」

に
も
な
り
、
ま
た
、
時
に
は
「
過
激
な
行
動
」
（
言
動
）
な
ど
へ
と
駆
り
立
て
る
「
一
つ
の
要
因
」
に
も

、
、
、
、
、

な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
結
局
、
誰
で
あ
れ
、
多
か
れ
少
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な
か
れ
、
自
分
が
「
傷
つ
く
こ
と
」
を
何
よ
り
も
恐
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

＊

＊

そ
れ
で
は
、
そ
の
次
の
「
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
勿
論
、
曾
て
の

郷

党
（
郷
里
）
の
鬼

も
ち
ろ
ん

き
よ
う
と
う

才
と
い
わ
れ
た
自
分
に
、
自
尊
心
が
無
か
っ
た
と
は
云
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
臆

病

な
自
尊
心
と

い

お
く
び
よ
う

で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
己
は
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
い
な
が
ら
、
進
ん
で
師
に
就
い
た

お
れ

り
、
求
め
て
詩
友
と
交
っ
て
切
磋
琢
磨
に
努
め
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
又
、
己

せ
つ

さ

た
く

ま

お
れ

は
俗
物
の
間
に
伍
す
る
（
仲
間
と
な
る
）
こ
と
も

潔

し
と
し
な
か
っ
た
。
共
に
、
我
が
臆
病
な
自
尊
心

ご

い
さ
ぎ
よ

と
、
尊
大
な
羞
恥
心
と
の
所
為
で
あ
る
。
己

の
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
惧
れ
る
が
故
に
、
敢
て
刻
苦
し
て
磨

せ

い

お
の
れ

た
ま

あ
ら

お
そ

ゆ
え

あ
え

み
が

こ
う
と
も
せ
ず
、
又
、

己

の
珠
な
る
べ
き
を
半
ば
（
半
分
）
信
ず
る
が
故
に
、
碌
々
と
し
て

瓦

に
伍
す

お
の
れ

た
ま

ろ
く
ろ
く

か
わ
ら

る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
右
の
「
本
文
」
の
中
の
「
自
尊
心
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
「
自
尊
心
」
と
い
う
言
葉

、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

な
か

に
は
、
大
き
く
二
つ
の
「
意
味
合
い
」
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
、
「
自
分
の
存
在
自
体
を
大
事
に
思
う
気

、
、
、
、

持
ち
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
自
分
の
思
想
や
言
動
或
い
は
文
学
や
芸
術
そ

の
他
」
な
ど
に
自
信
を
も
ち
、
他
か
ら
の
干
渉
を
排
除
す
る
態
度
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、

動
物
に
は
、
「
快
・
不
快
」
の
大
原
則
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
自
分
に
と
っ
て
心
地
よ
い
も
の
は

受
け
入
れ
、
自
分
に
と
っ
て
不
快
な
も
の
は
拒
絶
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
な
ど
は
、
「
自
分

を
大
事
に
思
う
気
持
ち
」
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、
「
…
…
ほ
め
ら
れ
れ
ば
う
れ
し

い
し
、
け
な
さ
れ
れ
ば
腹
が
立
つ
」
と
い
う
大
原
則
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ほ
め
ら
れ
る
」
と
は
、
す
な

わ
ち
、
「
自
分
の
存
在
や
才
能
が
認
め
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、「
け
な
さ
れ
る
」
と
は
、

す
な
わ
ち
、
「
自
分
の
存
在
や
才
能
が
否
定
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
自
分
の
存

在
」
が
け
な
さ
れ
ば
、
「
自
分
を
大
事
に
思
う
気
持
ち
（
自
尊
心
）
」
が
傷
つ
け
ら
れ
、
ま
た
、
「
自
分
の

才
能
や
能
力
」
な
ど
が
け
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
自
分
の
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
た
」
と
い

プ

ラ

イ

ド

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
自
分
の
「
思
想
や
言
動
或
い
は
文
学
や
芸
術
そ
の
他
」
、
何

で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
他
人
か
ら
ぼ
ろ
く
そ
に
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
烈
火
の
如
く
「
激
し
く
怒
り
狂

、
、

、
、
、
、

う
」
の
も
、
ま
さ
に
「
自
分
の
自
尊
心
が
深
く
傷
つ
け
ら
れ
た
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
ど

、
、

、
、

プ

ラ

イ

ド

ち
ら
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
相
手
に
対
す
る
「
…
…
不
平
、
不
満
、
怒
り
、
嫌
悪
、
恨
み
、
憎

し
み
、
憎
悪
、
怨
念
、
そ
の
他
」
の
感
情
な
ど
が
生
じ
易
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、

人
間
も
動
物
も
本
来
自
分
が
「
傷
つ
く
」
こ
と
を
何
よ
り
も
厭
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
や

次
に
、
有
名
な
「
臆

病

な
自
尊
心
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
「
言
葉
」
を
も
っ
と
分
か
り
や

お
く
び
よ
う

す
く
表
現
し
直
せ
ば
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は
何
ら
か
の
「
自
信
」
（
自
負
心
）
か
ら
「
お
ご
り
高
ぶ
り
」

、
、
、

な
が
ら
も
、
一
方
で
は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自
分
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例

、
、
、
、

え
ば
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
も
、
ま
さ
に
「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一
方
で

、
、
、

り
ち
よ
う

は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自
分
」
か
ら
、
ま
さ
に
「
人
と
の

交

を
努
め
て
避
け

、
、
、
、

、
、
、

ま
じ
わ
り

て
き
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
言
葉
も
、

そ
の
「
言
葉
」
を
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
表
現
し
直
せ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
外
的
に
は
、
何
ら
か
の
「
自

信
」
（
自
負
心
）
か
ら
尊
大
（
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
強
い
態
度
）
を
見
せ
な
が
ら
、
一
方
、
内
面
で
は
、
自

、
、
、

、
、

分
の
「
羞
恥
心
」
（
そ
れ
は
「
傷
つ
き
や
す
い
心
」
）
を
も
隠
し
持
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
、
主
人
公

の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
「
…
…
己
は
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
い
な
が
ら
（
一
流
の
詩
人
に
な

り
ち
よ
う

お
れ

ろ
う
と
志
を
立
て
な
が
ら
）
、
進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
っ
て
切
磋
琢
磨
す
る
よ
う
な

、

せ
つ

さ

た
く

ま
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努
力
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
と
い
っ
て
、
又
、
己
は
俗
物
の
間
に
伍
す
る
（
そ
れ
は
「
こ
ん
な
俗
物
や

お
れ

ご

凡
才
な
人
た
ち
と
交
わ
り
仲
間
と
な
る
」
）
こ
と
も

潔

し
と
し
な
か
っ
た
（
自
分
の
自
尊
心
が
許
さ
な

い
さ
ぎ
よ

プ

ラ

イ

ド

か
っ
た
）
。
共
に
、
我
が
「
臆
病
な
自
尊
心
」
（
そ
れ
は
「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一

、
、
、

方
で
は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自
分
」
）
と
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
（
そ
れ
は
「
自

、
、
、
、

信
《
自
負
心
》
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
尊
大
な
態
度
を
見
せ
な
が
ら
も
、
自
分
の
心
の
中
に
は
い
つ
も

傷
つ
き
や
す
い
羞
恥
心
も
同
時
に
隠
し
持
っ
て
い
た
」）
所
為
で
あ
る
。

己

の
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
（
自

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

せ

い

お
の
れ

た
ま

あ
ら

分
に
は
詩
の
才
能
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
）
惧
れ
る
が
故
に
、
敢
て
刻
苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
（
進

お
そ

ゆ
え

あ
え

み
が

ん
で
師
や
詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨
し
て
詩
の
才
能
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
を
怠
り
）
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

せ
つ

さ

た
く

ま

（
そ
の
結
果
、
真
に
傑
出
し
た
詩
家
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
）。
又
、

己

の
珠
な
る
べ
き
（
自
分
に
は
詩

、
、
、
、
、
、
、
、

お
の
れ

た
ま

の
才
能
が
あ
る
こ
と
）
を
半
ば
（
半
分
は
）
信
ず
る
が
故
に
（
そ
の
自
負
心
か
ら
）
、
ま
さ
に
「
お
ご
り

、
、
、

高
ぶ
り
」、
碌
々
と
し
て

瓦

に
伍
す
る
こ
と
（
同
じ
く
「
こ
ん
な
凡
庸
・
凡
才
な
人
た
ち
と
交
わ
り
仲
間

、
、
、
、
、

ろ
く
ろ
く

か
わ
ら

と
な
る
こ
と
」）
も
自
分
に
は
ど
う
し
て
も
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

＊

＊

そ
れ
ゆ
え
、「
…
…
己
は
次
第
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
慙
恚
と
に
よ
っ
て
益
々

己

の

お
れ

ふ
ん
も
ん

ざ

ん

い

ま
す
ま
す
お
の
れ

内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
で
あ
り
、
そ
の
猛

、
、
、
、
、

獣
に
当
る
の
が
、
各
人
の
性

情

だ
と
い
う
。
己
の
場
合
、
こ
の
尊
大
な
羞
恥
心
が
猛
獣
だ
っ
た
。
虎
だ

せ
い
じ
よ
う

お
れ

っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
己
を
損
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
か
く
の
如

お
れ

お
れ

く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
了
っ
た
の
だ
。
今
思
え
ば
、
全
く
、
己
は
、
己
の
有
っ
て
い
た
僅

お
れ

お
れ

も

わ
ず

か
ば
か
り
の
才
能
を
空
費
し
て
了
っ
た
訳
だ
。
人
生
は
何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
余
り
に
長
い
が
、
何
事
か

な

を
為
す
に
は
余
り
に
短
い
な
ど
と
口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な
が
ら
、
事
実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露

ろ
う

ば
く

ろ

す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑

怯

な
危
惧
と
、
刻
苦
を
厭
う
怠
惰
と
が
己
の
凡
て
だ
っ
た
の
だ
。
己
よ
り

ひ

き
よ
う

き

ぐ

い
と

お
れ

す
べ

お
れ

も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た

者
が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
虎
と
成
り
果
て
た
今
、
己
は

漸

そ
れ
に
気
が
付
い
た
。
そ
れ
を
思
う
と
、
己

お
れ

よ
う
や
く

お
れ

は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
よ
う
な
悔
を
感
じ
る
。
己
に
は
最
早
人
間
と
し
て
の
生
活
は
出
来
な
い
。
た
と
え
、

や

お
れ

も

は
や

今
、
己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
っ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
手
段
で
発
表
で
き
よ

お
れ

う
。
ま
し
て
、
己
の
頭
は
日
毎
に
虎
に
近
づ
い
て
行
く
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
己
の
空
費
さ
れ
た
過

お
れ

ひ

ご
と

お
れ

去
は
？

己
は
堪
ら
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
時
、
己
は
、
向
う
の
山
の
頂
の
巖
に
上
り
、
空
谷
に
向
っ
て
吼

お
れ

た
ま

お
れ

い
わ

く
う
こ
く

ほ

え
る
。
こ
の
胸
を
灼
く
悲
し
み
を
誰
か
に
訴
え
た
い
の
だ
。
己
は
昨
夕
も
、
彼
処
で
月
に
向
っ
て
咆
え
た
。

お
れ

あ

そ

こ

ほ

誰
か
に
こ
の
苦
し
み
が
分
っ
て
貰
え
な
い
か
と
。
し
か
し
、
獣
ど
も
は
己
の
声
を
聞
い
て
、
唯
、
懼
れ
、

も
ら

お
れ

た
だ

お
そ

ひ
れ
伏
す
ば
か
り
。
山
も
樹
も
月
も
露
も
、
一
匹
の
虎
が
怒
り
狂
っ
て
、
哮
っ
て
い
る
と
し
か
考
え
な
い
。

き

た
け

天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
、
誰
一
人
己
の
気
持
を
分
っ
て
く
れ
る
者
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
人
間

お
れ

だ
っ
た
頃
、
己
の
傷
つ
き
易
い
内
心
を
誰
も
理
解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
。
己
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の

お
れ

や
す

お
れ

ぬ

は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
」
（
本
文
）
と
あ
る
。

＊

＊

で
は
、
そ
の
内
容
で
あ
る
が
、
「
…
…
己
は
次
第
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
慙
恚
と
に

お
れ

ふ
ん
も
ん

ざ

ん

い

よ
っ
て
益
々

己

の
内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。
―
―
つ
ま

、
、
、
、
、

ま
す
ま
す
お
の
れ

り
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
次
第
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
慙
恚
（
不
満
や

り
ち
よ
う

ふ
ん
も
ん

ざ

ん

い

嘆
き
或
い
は
怒
り
や
恨
み
そ
の
他
な
ど
）
に
よ
っ
て
益
々
自
分
の
内
な
る
「
臆
病
な
自
尊
心
」
（
そ
れ
は

ま
す
ま
す

「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一
方
で
は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自

、
、
、

、
、
、
、

分
」
）
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
（
さ
ら
に
助
長
さ
せ
る
）
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
「
…
…
人

、
、
、
、
、
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間
は
誰
で
も
猛
獣
使
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に
当
る
の
が
、
各
人
の
性

情

だ
と
い
う
。
己
の
場
合
、
こ
の

せ
い
じ
よ
う

お
れ

尊
大
な
羞
恥
心
が
猛
獣
だ
っ
た
。
虎
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
己
を
損
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ

お
れ

け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
か
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
了
っ
た
の
だ
」
と
あ
る
。

お
れ

―
―
つ
ま
り
、
人
間
は
誰
で
も
「
猛
獣
使
い
」
で
あ
り
、
そ
の
「
猛
獣
」
に
当
る
の
が
、
各
人
の
「
性

情

」

せ
い
じ
よ
う

（
い
わ
ば
性
格
）
だ
と
い
う
。
自
分
の
場
合
、
こ
の
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
、
そ
れ
は
、
外
的
に
は
、
自
信

（
自
負
心
）
か
ら
尊
大
（
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
強
い
態
度
）
で
人
と
接
し
て
、
結
果
、
人
を
傷
つ
け
、
一

、
、
、

、
、

、
、
、
、
、

方
、
内
面
で
は
、
自
分
の
「
羞
恥
心
」
（
そ
れ
は
「
傷
つ
き
や
す
い
心
」
）
を
隠
し
持
っ
て
い
て
、
そ
の

「
両
方
」
の
せ
い
で
、
進
ん
で
師
や
詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨
し
て
詩
の
才
能
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
よ

、
、
、
、
、
、
、
、

せ
つ

さ

た
く

ま

う
と
す
る
努
力
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
猛
獣
」

、
、
、
、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

だ
っ
た
の
だ
。「
虎
」
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
「
…
…
自
分
を
損
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、

、

果
て
は
、
自
分
の
外
形
を
か
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
…
…
今
思
え
ば
、
全
く
、
己
は
、
己
の
有
っ
て
い
た
僅
か
ば
か
り
の
才
能
を
空
費
し
て
了

お
れ

お
れ

も

わ
ず

っ
た
訳
だ
。
人
生
は
何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
余
り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
余
り
に
短
い
な
ど
と

な

口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な
が
ら
、
事
実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑

怯

ろ
う

ば
く

ろ

ひ

き
よ
う

な
危
惧
と
、
刻
苦
を
厭
う
怠
惰
と
が
己
の
凡
て
だ
っ
た
の
だ
。
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な

き

ぐ

い
と

お
れ

す
べ

お
れ

が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
虎
と

成
り
果
て
た
今
、
己
は

漸

そ
れ
に
気
が
付
い
た
」
と
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
今
思
え
ば
、
自
分
は
、
自

お
れ

よ
う
や
く

分
の
有
っ
て
い
た
僅
か
ば
か
り
の
才
能
（
詩
の
才
能
）
を
空
費
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一

も

わ
ず

体
、
な
ぜ
か
？

そ
れ
は
、
自
分
の
「
自
尊
心
」
（
お
ご
り
高
ぶ
り
）
と
自
分
の
「
傷
つ
き
や
す
い
心
」

プ

ラ

イ

ド

（
羞
恥
心
）
の
せ
い
で
あ
り
、
進
ん
で
師
や
詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨
し
て
、
そ
の
「
才
能
」
（
僅
か
ば

、
、

せ
つ

さ

た
く

ま

わ
ず

か
り
の
詩
の
才
能
）
を
自
慢
に
思
っ
て
、
そ
の
「
才
能
」
（
僅
か
ば
か
り
の
詩
の
才
能
）
を
さ
ら
に
磨
き

、
、

、
、

、
、
、
、
、

わ
ず

上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
生
は
何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
余
り
に
長
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な

が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
余
り
に
短
い
な
ど
と
口
先
ば
か
り
の
警
句
を
弄
し
な
が
ら
、
実
際
は
、
才
能
の

ろ
う

不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
「
卑

怯

な
危
惧
」（
そ
れ
を
恐
れ
る
「
自
分
の
傷
つ
き
や
す
い

、
、

ば
く

ろ

ひ

き
よ
う

き

ぐ

心
」
）
と
、
刻
苦
を
厭
う
「
怠
惰
」
（
そ
れ
は
「
進
ん
で
師
や
詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨
す
る
と
い
う
努

、
、

、

い
と

せ
つ

さ

た
く

ま

力
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
）
が
、
ま
さ
に
「
自
分
の
凡
て
」
だ
っ
た
の
だ
。
自
分
よ
り
も
遥
か
に
「
乏

、

す
べ

し
い
才
能
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
専
一
」
（
詩
な
ら
詩
を
徹
底
的
に
）
磨
き
上
げ
た
が
た
め
に
、

、
、
、

堂
々
た
る
「
詩
家
」
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
「
虎
」
（
思
い
も
寄
ら
な
い
よ
う
な
境
遇
へ

、
、

と
陥
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
）
と
成
り
果
て
た
今
、
自
分
は

漸

そ
れ
に
気
が
付
い
た
の
で
あ
る
。

よ
う
や
く

そ
し
て
、
「
…
…
そ
れ
を
思
う
と
、
自
分
は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
よ
う
な
悔
（
後
悔
）
を
感
じ
る
。
自

や

分
に
は
最
早
人
間
と
し
て
の
生
活
は
出
来
な
い
。
た
と
え
、
今
、
自
分
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩

も

は
や

を
作
っ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
手
段
で
発
表
で
き
よ
う
。
ま
し
て
、
自
分
の
頭
は
日
毎
に
虎
に

ひ

ご
と

近
づ
い
て
行
く
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
自
分
の
空
費
さ
れ
た
過
去
は
？

自
分
は
堪
ら
な
く
な
る
」

た
ま

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
、
深
刻
な
病
気
や
身
体
障
害
或
い
は
痴
呆
症
、
老
い
、
死
、
そ
の
他
、
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
れ
、
自
分
の
「
努
力
」
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
時

、
、

に
は
、
誰
で
も
「
た
ま
ら
な
い
気
持
ち
」
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
…
…

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
う
い
う
時
、
（
虎
と
変
身
し
て
し
ま
っ
た
）
自
分
は
、
向
う
の
山
の
頂
の
巖
に
上
り
、
空
谷
（
人
気
の

い
わ

く
う
こ
く

ひ

と

け

無
い
寂
し
い
谷
間
）
に
向
っ
て
吼
え
る
。
こ
の
胸
を
灼
く
悲
し
み
を
誰
か
に
訴
え
た
い
の
だ
。
自
分
は
昨

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

ほ
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日
の
夕
方
も
、
彼
処
で
月
に
向
っ
て
咆
え
た
。
誰
か
に
こ
の
苦
し
み
を
分
っ
て
貰
え
な
い
か
と
。
し
か
し
、

、
、
、

あ

そ

こ

ほ

も
ら

獣

ど
も
は
自
分
の
声
を
聞
い
て
、
唯
、
懼
れ
、
ひ
れ
伏
す
ば
か
り
。
山
も
樹
も
月
も
露
も
、
一
匹
の
虎

け
も
の

た
だ

お
そ

き

が
怒
り
狂
っ
て
、
哮
っ
て
い
る
と
し
か
考
え
な
い
。
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
、
誰
一
人
『
自
分
、
、

た
け

お
ど

の
気
持
』
を
分
っ
て
く
れ
る
者
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
人
間
だ
っ
た
頃
、
自
分
の
『
傷
つ
き
易
い
内
心
』

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、

や
す

を
誰
も
理
解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
。
自
分
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぬ

く
、
そ
れ
は
、
自
分
の
涙
の
せ
い
で
も
あ
る
」
の
だ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
「
章
」
は
、
一
面
で
は
、
「
作

、
、
、
、

者
」（
中
島
敦
）
と
い
う
人
の
「
心
境
」
を
も
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

、
、

、
、
、
、
、
、

六
、
第
六
章

で
は
、
次
は
「
最
後
の
本
文
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…

漸

く
四
辺
の
暗
さ
が
薄
ら
い
で
来
た
。

よ
う
や

あ

た

り

木
の
間
を
伝
っ
て
、
何
処
か
ら
か
、

暁
角

が
哀
し
げ
に
響
き
始
め
た
。
―
―
最
早
、
別
れ
を
告
げ
ね
ば

ど

こ

ぎ
よ
う
か
く

も

は
や

な
ら
ぬ
。
酔
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
、
（
虎
に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
）
近
づ
い
た
か
ら
、
と
、
李
徴
の
声

も
ど

り
ち
よ
う

が
言
っ
た
。
だ
が
、
お
別
れ
す
る
前
に
も
う
一
つ
頼
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
我
が
妻
子
の
こ
と
だ
。
彼
等
は
未

か
れ

ら

ま

だ

虢
略

に
い
る
。
固
よ
り
、
己
の
運
命
に
就
い
て
は
知
る
筈
が
な
い
。
君
が
南
か
ら
帰
っ
た
ら
、
己
は

か
く
り
や
く

も
と

お
れ

は
ず

お
れ

既
に
死
ん
だ
と
彼
等
に
告
げ
て
貰
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
今
日
の
こ
と
だ
け
は
明
か
さ
な
い
で
欲
し

い
。
厚
か
ま
し
い
お
願
だ
が
、
彼
等
の
孤
弱
を
憐
れ
ん
で
、
今
後
と
も
道
塗
に
飢
凍
す
る
こ
と
の
な
い
よ

あ
わ

ど
う

と

き

と
う

う
に
計
ら
っ
て
戴
け
る
な
ら
ば
、
自
分
に
と
っ
て
、
恩
倖
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
莫
い
。

お
ん
こ
う

な

言
終
っ
て
、
叢
中
か
ら
慟
哭
の
声
が
聞
え
た
。
袁
滲
も
ま
た
涙
を
泛
べ
、

欣

ん
で
李
徴
の
意
に
副
い

ど
う
こ
く

え
ん
さ
ん

う
か

よ
ろ
こ

り
ち
よ
う

そ

た
い
旨
を
答
え
た
。
李
徴
の
声
は
し
か
し

忽

ち
又
先
刻
の
自
嘲
的
な
調
子
に
戻
っ
て
、
言
っ
た
。

む
ね

り
ち
よ
う

た
ち
ま

も
ど

本
当
は
、
先
ず
、
こ
の
事
の
方
を
先
に
お
願
い
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
己
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え

ま

お
れ

凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、

己

の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
い
る
よ
う
な
男
だ
か

お
の
れ

ら
、
こ
ん
な

獣

に
身
を
堕
す
の
だ
。
―
―
そ
し
て
、
附
加
え
て
言
う
こ
と
に
、
袁
滲
か
ら
の
帰
途
に
は

け
も
の

お
と

つ
け
く
わ

え
ん
さ
ん

決
し
て
こ
の
途
を
通
ら
な
い
で
欲
し
い
、
そ
の
時
に
は
自
分
が
酔
っ
て
い
て
故
人
を
認
め
ず
に
襲
い
か
か

み
ち

と

も

る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
。
又
、
今
別
れ
て
か
ら
、
前
方
百
歩
の
所
に
あ
る
、
あ
の
丘
に
上
っ
た
ら
、
此
方

の
ぼ

こ

ち
ら

を
振
り
か
え
っ
て
見
て
貰
い
た
い
。
自
分
は
今
の
姿
を
も
う
一
度
お
目
に
掛
け
よ
う
。
勇
に
誇
ろ
う
と
し

て
で
は
な
い
。
我
が
醜
悪
な
姿
を
示
し
て
、
以
て
、
再
び
此
処
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お
う
と
の
気
持
を
君

も
つ

こ

こ

に
起
さ
せ
な
い
為
で
あ
る
と
。

袁
滲
は
叢
に
向
っ
て
、

懇

ろ
に
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、
馬
に
上
っ
た
。
叢
の
中
か
ら
は
、
又
、
堪
え

え
ん
さ
ん

ね
ん
ご

あ
が

た

得
ざ
る
が
如
き
悲

泣

の
声
が
洩
れ
た
。
袁
滲
も
幾
度
か
叢
を
振
返
り
な
が
ら
、
涙
の
中
に
出
発
し
た
。

ひ

き
ゆ
う

も

え
ん
さ
ん

―
―
そ
し
て
、
一
行
が
丘
の
上
に
つ
い
た
時
、
彼
等
は
、
言
わ
れ
た
通
り
に
振
返
っ
て
、
先
程
の
林
間
の

草
地
を
眺
め
た
。
忽
ち
、
一
匹
の
虎
が
草
の
茂
み
か
ら
道
の
上
に
躍
り
出
た
の
を
彼
等
は
見
た
。
虎
は
、

な
が

既
に
白
く
光
を
失
っ
た
月
を
仰
い
で
、
二
声
三
声
咆
哮
し
た
か
と
思
う
と
、
又
、
元
の
叢
に
躍
り
入
っ
て
、

ほ
う
こ
う

再
び
そ
の
姿
を
見
な
か
っ
た
」（
完
）
と
あ
る
。

＊

＊

さ
て
、
そ
の
「
内
容
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…

漸

く
四
辺
の
暗
さ
が
薄
ら
い
で
来
た
。
木
の

間

よ
う
や

あ

た

り

き

あ
い
だ

を

伝

っ
て
、
何
処
か
ら
か

暁
角
（
夜
明
け
を
告
げ
る
角
笛
の
音)

が
哀
し
げ
に
響
き
始
め
た
。
―
―
最
早
、

つ
た
わ

ど

こ

ぎ
よ
う
か
く

つ
の
ぶ
え

か
な

も

は
や

別
れ
を
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
酔
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
、
（
虎
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
）
近
づ
い

も
ど

た
か
ら
」
と
、
主
人
公
「
李
徴
」
の
声
が
云
っ
た
。
だ
が
、
お
別
れ
す
る
前
に
も
う
一
つ
「
頼
み
」
が
あ

り
ち
よ
う

る
。
そ
れ
は
、
我
が
「
妻
子
」
の
こ
と
だ
。
彼
等
は
未
だ

虢
略

に
い
る
。
固
よ
り
、
自
分
の
運
命
（
虎

か
れ

ら

ま

か
く
り
や
く

も
と
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へ
の
変
身
）
に
就
い
て
は
知
る
筈
が
な
い
。
君
が
南
か
ら
帰
っ
た
ら
、
自
分
は
既
に
死
ん
だ
と
彼
等
に
告

は
ず

げ
て
貰
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
今
日
の
こ
と
だ
け
は
明
か
さ
な
い
で
欲
し
い
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な

も
ら

ぜ
か
？

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
妻
子
に
「
余
計
な
心
配
を
か
け
た
く
な
い
」
た
め
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ

は
、
自
分
の
惨
め
な
境
遇
を
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
「
自
尊
心
」
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、

、
、
、
、
、

厚
か
ま
し
い
お
願
い
だ
が
、
彼
等
の
「
孤
弱
」
（
弱
々
し
く
身
寄
り
が
な
い
こ
と
）
を
憐
れ
ん
で
、
今
後

あ
わ

と
も
道
塗
（
道
ば
た
）
に
飢
凍
（
飢
え
凍
え
る
こ
と
）
の
な
い
よ
う
に
計
ら
っ
て

戴

け
る
な
ら
ば
、
自

ど
う

と

き

と
う

い
た
だ

分
に
と
っ
て
、
恩
倖
（
特
別
な
寵
愛
）
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
莫
い
、
と
云
う
の
で
あ
っ
た
。

お
ん
こ
う

な

言
い
終
っ
て
、
叢
の
中
か
ら
慟
哭
（
声
を
上
げ
て
泣
く
）
声
が
聞
え
た
。
袁
滲
も
ま
た
涙
を
泛
べ
、
欣

ど
う
こ
く

え
ん
さ
ん

う
か

よ
ろ
こ

ん
で
李
徴
の
意
に
副
い
た
い
旨
を
答
え
た
。
そ
の
「
願
い
」
が
快
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
、
主
人
公
の

り
ち
よ
う

そ

む
ね

「
李
徴
」
は
、
再
び
、
そ
の
「
心
の
解
放
感
」
か
ら
、
李
徴
の
声
は

忽

ち
又
先
刻
の
自
嘲
的
な
調
子
に
戻

、

、
、
、

り
ち
よ
う

り
ち
よ
う

た
ち
ま

も
ど

っ
て
云
っ
た
。
「
…
…
本
当
は
、
先
ず
、
こ
の
事
の
方
を
先
に
お
願
い
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
自
分
が
人

ま

間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
自
分
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け

、
、

、
、

て
い
る
よ
う
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な

獣

に
身
を
堕
す
の
だ
」
と
あ
る
。
こ
の
「
自
嘲
的
な
調
子
」（
自
分

け
も
の

お
と

で
自
分
を
あ
ざ
け
る
よ
う
な
調
子
）
の
中
に
は
、
実
は
主
人
公
「
李
徴
」
の
い
わ
ば
「
本
心
」（
心
の
声
）

な
か

り
ち
よ
う

も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
主
人
公
「
李
徴
」
の
「
人
間
性
の
欠
如
が
語
ら
れ

り
ち
よ
う

て
い
る
」
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
主
人

公
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
ま
さ
に
「
…
…
自
分
の
こ
と
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
て
、
飢
え
凍
え

り
ち
よ
う

う

こ
ご

よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
（
愛
す
る
『
妻
子
の
生
活
や
そ
の
他
の
こ
と
』
）
を
あ
と
回
し
に
す
る
よ
う
な

、
、

、
、
、
、

人
間
だ
か
ら
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
が
ま
た
、
主
人
公
「
李
徴
」
の
「
詩
」
は
、
「
…
…
成
程
、
作
者
の
素

り
ち
よ
う

な
る
ほ
ど

質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
の
作
品

と
な
る
の
に
は
、
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

ど

こ

お
い

う
理
由
の
「
一
つ
の
根
拠
」
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
に
も
自
分
の
こ
と
ば
か
り

に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い
て
、
い
わ
ば
「
人
間
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
し
て
、
附
加
え
て
言
う
こ
と
に
は
（
新
た
な
「
お
願
い
」
）
と
し
て
は
、
一
つ
は
、
「
…
…
袁
滲
の

つ
け
く
わ

え
ん
さ
ん

帰
途
に
は
決
し
て
こ
の
途
を
通
ら
な
い
で
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
に
は
自
分
が
酔

み
ち

っ
て
い
て
故
人
を
認
め
ず
に
襲
い
か
か
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
…

と

も

…
今
別
れ
て
か
ら
、
前
方
百
歩
の
所
に
あ
る
、
あ
の
丘
に
上
っ
た
ら
、
此
方
を
振
り
か
え
っ
て
見
て
貰
い

の
ぼ

こ

ち
ら

た
い
。
自
分
は
今
の
姿
を
も
う
一
度
お
目
に
掛
け
よ
う
。
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
で
は
な
い
。
我
が
『
醜
悪

な
姿
』
を
示
し
て
（
こ
こ
で
は
自
分
の
『
自
尊
心
』
を
捨
て
て
い
る
心
理
状
態
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
叢

、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

く
さ
む
ら

に
そ
の
身
を
隠
し
て
い
た
の
は
、
ま
だ
『
自
尊
心
』
が
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
た
証
拠
で
あ
り
）
、
以
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
つ

再
び
此
処
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お
う
と
の
気
持
を
君
に
起
さ
せ
な
い
為
で
あ
る
」
と
云
う
の
で
あ
っ
た
。

こ

こ

こ
れ
は
、
親
友
「
袁
滲
」
へ
の
心
か
ら
の
「
友
愛
」
（
友
を
大
事
に
思
い
、
友
を
あ
や
ま
っ
て
食
い
殺
す

、
、
、

、
、

え
ん
さ
ん

よ
う
な
こ
と
の
絶
対
に
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
の
心
遣
い
）
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

＊

＊

そ
し
て
、
「
…
…
袁
滲
は
叢
に
向
っ
て
、

懇

ろ
に
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、
馬
に
上
っ
た
。
叢
の
中
か
ら

え
ん
さ
ん

ね
ん
ご

あ
が

は
、
又
、
堪
え
得
ざ
る
が
如
き
悲

泣

（
悲
し
く
泣
く
）
声
が
洩
れ
た
。
袁
滲
も
幾
度
か
叢
を
振
返
り
な

た

ひ

き
ゆ
う

も

え
ん
さ
ん

が
ら
、
涙
の
中
に
出
発
し
た
。
―
―
そ
し
て
、
一
行
が
丘
の
上
に
つ
い
た
時
、
彼
等
は
、
言
わ
れ
た
通
り

に
振
返
っ
て
、
先
程
の
林
の
間
の
草
地
を
眺
め
た
。
忽
ち
、
一
匹
の
虎
が
草
の
茂
み
か
ら
道
の
上
に
躍
り

な
が

出
た
の
を
彼
等
は
見
た
。
虎
は
、
既
に
白
く
光
を
失
っ
た
月
を
仰
い
で
、
二
声
三
声
咆
哮
（
吠
え
猛
っ
た
）

ほ
う
こ
う

か
と
思
う
と
、
又
、
元
の
叢
に
躍
り
入
っ
て
、
再
び
そ
の
姿
を
見
な
か
っ
た
」（
本
文
完
）
と
あ
る
。
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さ
て
、
一
匹
の
虎
が
草
の
茂
み
か
ら
道
の
上
に
躍
り
出
て
、
既
に
白
く
光
を
失
っ
た
月
を
仰
い
で
、
二

声
三
声
咆
哮
（
吠
え
猛
っ
た
）
と
あ
る
。
―
―
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
二
声
三
声
」
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ

ほ
う
こ
う

う
な
「
思
い
」
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

ま
ず
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
分
を
「
虎
」
と

、
、

し
て
む
や
み
に
畏
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
人
間
」
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ
て
く
れ
た
こ
と
に
対

お
そ

す
る
「
感
謝
の
気
持
ち
」
、
そ
れ
に
加
え
て
、
自
分
の
「
願
い
」
を
素
直
に
聞
き
入
れ
て
く
れ
た
こ
と
、

、
、

一
つ
は
、「
…
…
部
下
に
命
じ
、
筆
を
執
っ
て
叢
の
中
か
ら
朗
々
と
響
い
た
詩
を
書
き
と
ら
せ
た
。
長
短
凡お

よ

そ
三
十
篇
、
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」

い

し
ゆ
た
く
い
つ

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
の
「
詩
」
が
後
代
に
残
る
可
能
性
が
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
厚
か
ま
し
い
お
願
い
だ
が
、
妻
子
の
「
孤
弱
」
（
弱
々
し
く
身
寄
り
が
な
い
こ

と
）
を
憐
れ
ん
で
、
今
後
と
も
道
塗
（
道
ば
た
）
に
飢
凍
（
飢
え
凍
え
る
こ
と
）
の
な
い
よ
う
に
計
ら
っ

あ
わ

ど
う

と

き

と
う

て

戴

け
る
な
ら
ば
、
自
分
に
と
っ
て
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
恩
倖
（
特
別
な
寵
愛
）
は
な
い
と
し
、
袁
滲
は
、

い
た
だ

お
ん
こ
う

え
ん
さ
ん

そ
れ
を
快
く
受
け
入
れ
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
「
感
謝
の
気
持
ち
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も

う
一
つ
は
、
再
び
、
二
度
と
会
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
、
李
徴
に
と
っ
て
、
こ
の
世
で
の
た
だ
一
人
だ
け

り
ち
よ
う

の
「
親
友
」
で
あ
っ
た
「
袁
滲
」
と
の
「
永
遠
の
別
れ
」
、
そ
の
「
惜
別
の
思
い
」
な
ど
が
深
く
込
め
ら

、
、

、
、

、
、

え
ん
さ
ん

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
再
び
、
人
々
の
前
に
そ
の
「
姿
」
を
現
わ
す
こ
と

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

七
、
結
び

さ
て
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
な
ぜ
、
虎
へ
と
変
身
し
て
し
ま
っ
た
か
の
「
理
由
」
づ
け

り
ち
よ
う

と
し
て
は
、
ま
ず
、
原
典
の
『
人
虎
伝
』
と
い
う
作
品
の
中
で
は
、
「
…
…
隴
西
の
李
徴
は
、
皇
族
の
子

じ
ん

こ

で
ん

な
か

ろ
う
さ
い

り
ち
よ
う

で
あ
り
、
博
学
で
、
立
派
な
詩
も
書
き
、
天
宝
十
年
、
科
挙
に
合
格
を
し
て
、
や
が
て
江
南
尉
に
な
っ
て

い

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
尊
心
も
高
く
、
性
格
も
荒
っ
ぽ
く
、
才
能
を
恃
ん
で
倨
傲
（
お
ご
り
高
ぶ
り
）
、

プ

ラ

イ

ド

た
の

き
よ
ご
う

低
い
官
職
に
屈
す
る
（
甘
ん
ず
る
）
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
ね
に
鬱
鬱
（
不
平
不
満
）
を
抱
い
て
楽
し
ま
ず
、

う
つ
う
つ

同
じ
役
所
の
会
合
で
、
酒
宴
も
た
け
な
わ
に
な
る
と
い
つ
も
、
私
が
君
た
ち
の
仲
間
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
、

と
言
っ
て
い
た
の
で
、
同
僚
の
人
た
ち
か
ら
は
、
憎
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
「
性
格
」
が
、

に
く

い
わ
ば
「
虎
」
へ
と
変
身
す
る
一
つ
の
「
要
因
」
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の

「
理
由
」
づ
け
と
し
て
は
、
「
…
…
南
陽
の
郊
外
に
於
い
て
、
か
つ
て
一
孀
婦
に

私

す
。
其
の
家
窃
か

そ
う

ふ

わ
た
く
し

ひ
そ

に
之
を
知
り
、
常
に
我
を
害
す
る
心
有
り
。
孀
婦
は
是
に
由
り
て
再
び
合
ふ
を
得
ず
。
吾
因
り
て
風
に
乗

そ
う

ふ

わ
れ

よ

じ
て
火
を
縦
ち
、
一
家
数
人
、

尽

く
之
を
焚
き
殺
し
て
去
る
。
此
れ
を
恨
み
と
為
す
の
み
」
と
あ
る
。

は
な

こ
と
ご
と

そ
の
「
内
容
」
は
、
「
…
…
か
つ
て
私
は
南
陽
の
郊
外
で
一
人
の
未
亡
人
と
密
通
を
し
て
い
た
。
そ
の
家

の
人
は
窃
か
に
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
い
つ
も
私
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
未
亡
人
は
、
こ
れ
に
よ

ひ
そ

り
（
私
と
）
二
度
と
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
、
風
に
乗
じ
て
家
に
火
を
放
っ

て
、
一
家
数
人
す
べ
て
焼
き
殺
し
て
逃
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
残
念
に
思
う
の
み
」
と
い
う
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
家
数
人
す
べ
て
焼
き
殺
す
と
い
う
人
間
と
し
て
極
め
て
「
非
道
か
つ
残
虐

な
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
「
報
い
」
と
し
て
、
い
わ
ば
「
虎
」
へ
と
変
身
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
そ
う

、
、

、

い
う
、
い
わ
ば
「
因
果
応
報
」
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
。

、
、
、
、

一
方
、
中
島

敦

の
『
山
月
記
』
の
中
の
主
人
公
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
ま
ず
、
皇
族
の
子
で
は
な

あ
つ
し

さ
ん
げ
つ

き

り
ち
よ
う

く
、
む
し
ろ
「
一
般
人
」
に
設
定
を
変
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
か
？

そ
れ
は
、
特
定
の
「
人

間
」（
皇
族
）
で
は
な
く
、
多
く
の
人
た
ち
に
あ
て
は
ま
る
「
物

語
」
に
設
定
し
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー



- 27 -

次
に
、
『
山
月
記
』
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
詩
人
と
し
て
「
名
を
残
す
」
こ
と
が
、
何
よ
り
も
「
第

、
、
、
、

、

り
ち
よ
う

一
の
願
い
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
…
…
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
と

、
、
、
、

の
こ

あ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
「
…
…
地
方
の
役
人
の
職

り
ち
よ
う

を
辞
し
て
、
故
郷
に
帰
り
、
人
と
の
交
わ
り
を
絶
っ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ

ふ
け

る
。
と
こ
ろ
が
、
道
な
か
ば
で
発
狂
し
て
「
虎
」
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
生
み
出
し

た
「
詩
」
は
、
数
百
篇
あ
り
、
そ
の
中
に
、
今
で
も
覚
え
て
い
る
詩
が
数
十
あ
る
。
こ
れ
を
我
が
為
に
「
伝

ぺ
ん

う
ち

た
め

録
」（
記
録
し
伝
え
て
）

頂

き
た
い
と
い
う
の
が
、
主
人
公
「
李
徴
」
の
心
の
底
か
ら
の
「
願
い
」
で
あ

い
た
だ

り
ち
よ
う

り
、
そ
れ
は
、
財
産
を
破
綻
さ
せ
、
妻
子
に
貧
窮
の
「
苦
し
み
」
ま
で
味
わ
せ
、
さ
ら
に
わ
が
身
の
心
ま

、
、

で
「
狂
わ
せ
」（
発
狂
さ
せ
る
ま
で
）
自
分
が

生

涯
そ
れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
す
べ

し
よ
う
が
い

て
を
投
げ
捨
て
て
ま
で
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
て
生
み
出
し
た
詩
数
百
篇
、
そ
の
一
部
な
り
と
も
後
代
に

、
、

ふ
け

ぺ
ん

伝
え
な
い
で
は
、（
自
分
は
も
う
）
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
」
と
い
う
想
い
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
原
典
の
『
人
虎
伝
』
と
そ
の
内
容
が
全
く
全
然
違
っ
て
い
る
の
は
、
一
体
、
何

じ
ん

こ

で
ん

か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
な
ぜ
、
自
分
は
「
虎
」
へ
と
変
身
し
た
か
の
「
理
由
」
付
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
、

そ
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
…
…
全
く
、
ど
ん
な
事
で
も
起
り
得
る
の

だ
と
思
う
て
、
深
く
懼
れ
た
。
し
か
し
、
何
故
こ
ん
な
事
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事
も

お
そ

我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に

わ
か

生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
で
「
正
し
い
考
え
方
」

、
、
、
、
、
、

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
間
が
「
虎
」
へ
と
変
身
す
る
と
い
う
「
奇
っ
怪
な
出
来
事
」
は
、
ま
さ
に
「
人
智

、

、
、
、
、
、
、
、

、
、

を
遙
か
に
超
越
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
、
そ
の
「
理
由
は
厳
密
に
は
分
か
ら
な
い
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
す
る
の
が
、
ま
さ
に
「
最
も
正
し
い
答
え
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
主
人
公
の
「
李
徴
」

、
、
、
、
、
、
、

り
ち
よ
う

と
い
う
人
は
、
や
が
て
、
「
…
…
何
故
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か

な

ぜ

し
、
考
え
よ
う
に
依
れ
ば
、
思
い
当
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
」
と
云
っ
て
、
自
分
な
り
の
「
理
由
」

、
、
、
、
、

、
、

よ

付
け
を
す
る
が
、
そ
の
「
理
由
」
付
け
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
作
者
」
（
中
島
敦
）
の
「
考
え
方
」
（
つ
ま

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、
、

り
「
中
島
敦
自
身
」
）
が
最
も
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
部
分
に
な
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
内
容
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
「
告
白
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
…
…
何
故
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
依

な

ぜ

よ

れ
ば
、
思
い
当
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
。
人
間
で
あ
っ
た
時
、
己
は
努
め
て
人
と
の

交

を
避
け

お
れ

ま
じ
わ
り

て
き
た
」
と
あ
る
。
人
々
は
そ
れ
を
「
倨
傲
だ
、
尊
大
だ
」
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
実
際
は
、
そ
れ
が

殆

き
よ
ご
う

ほ
と
ん

ど
「

羞

恥
心
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
、
素
直
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「

羞

恥
心
」

し
ゆ
う

ち

し
ん

し
ゆ
う

ち

し
ん

か
ら
、
ま
さ
に
多
く
は
「
人
と
の

交

を
努
め
て
避
け
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「

羞

恥
心
」

、
、
、

ま
じ
わ
り

し
ゆ
う

ち

し
ん

と
い
う
の
は
、
辞
書
で
は
「
恥
ず
か
し
く
感
じ
る
気
持
ち
」
と
あ
る
が
、
例
え
ば
、
有
名
な
「
人
見
知
り
」

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
警
戒
心
や
恐
怖
心
」
な
ど
か
ら
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
例
え
ば
、

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
、
自
分
の
「
…
…
容
姿
・
容
貌
、
身
分
、
家
柄
、
学
歴
、
職
歴
、
収
入
、

年
齢
、
能
力
、
成
績
、
言
動
、
境
遇
、
結
果
、
そ
の
他
」
、
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
劣
っ
て
い
る
と
感
じ
る

よ
う
な
時
に
は
、
い
わ
ば
「
恥
ず
か
し
い
と
思
う
気
持
ち
」
（
或
い
は
一
種
の
「
劣

等

感
」
）
な
ど
が
生

コ
ン
プ
レ
ツ
ク
ス

じ
や
す
く
な
る
と
共
に
、
そ
の
よ
う
な
「

羞

恥
心
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
が
積
極
的
に
「
活
動
」（
言

し
ゆ
う

ち

し
ん

動
）
す
る
こ
と
や
、
ま
た
、
人
と
積
極
的
に
交
わ
る
こ
と
な
ど
を
妨
げ
る
「
一
つ
の
要
因
」
に
も
な
り
得

る
が
、
ま
た
、
一
方
で
は
、
「
…
…
不
平
、
不
満
、
怒
り
、
嫌
悪
、
嫉
妬
、
恨
み
、
憎
し
み
、
憎
悪
、
怨

念
、
そ
の
他
」
の
感
情
を
生
み
出
す
「
一
つ
の
要
因
」
に
も
な
り
、
ま
た
、
時
に
は
「
過
激
な
行
動
」（
言

動
）
な
ど
へ
と
駆
り
立
て
る
「
一
つ
の
要
因
」
に
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ

、
、
、
、
、
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人
間
と
い
う
の
は
、
結
局
、
誰
で
あ
れ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
分
が
「
傷
つ
く
こ
と
」
を
何
よ
り
も
恐

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
も
ち
ろ
ん
、
郷
里
の
鬼
才
（
秀
才
）
と
い
わ
れ
た
自
分
に
、
自
尊
心
が
無
か

っ
た
と
は
云
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
臆

病

な
自
尊
心
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

い

お
く
び
よ
う

で
は
、
そ
の
余
り
に
有
名
な
「
臆

病

な
自
尊
心
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
「
言
葉
」
を
も
っ

お
く
び
よ
う

と
分
か
り
や
す
く
表
現
し
直
せ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一
方

、
、
、

で
は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自
分
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
、
主
人
公
の

、
、
、
、

「
李
徴
」
と
い
う
人
も
、
ま
さ
に
「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一
方
で
は
臆
病
か
ら
傷
つ

、
、
、

、
、
、
、

り
ち
よ
う

く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自
分
」
か
ら
、
ま
さ
に
「
人
と
の

交

を
努
め
て
避
け
て
き
た
」
と
い
う

、
、
、

ま
じ
わ
り

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
「
言
葉
」
を

も
っ
と
分
か
り
や
す
く
表
現
し
直
せ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
外
的
に
は
、
自
信
（
自
負
心
）
か
ら
尊
大
（
お

、
、
、

、
、

ご
り
高
ぶ
っ
た
強
い
態
度
）
を
見
せ
な
が
ら
、
一
方
、
内
面
で
は
、
自
分
の
「
羞
恥
心
」
（
そ
れ
は
「
傷

つ
き
や
す
い
心
」
）
を
も
隠
し
持
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
「
…

り
ち
よ
う

…
己
は
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
い
な
が
ら
（
一
流
の
詩
人
に
な
ろ
う
と
志
を
立
て
な
が
ら
）
、
進

、

お
れ

ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
っ
て
切
磋
琢
磨
す
る
よ
う
な
努
力
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
と

せ
つ

さ

た
く

ま

い
っ
て
、
又
、
己
は
俗
物
の
間
に
伍
す
る
（
そ
れ
は
「
こ
ん
な
俗
物
や
凡
才
な
人
た
ち
と
交
わ
り
仲
間
と

お
れ

ご

な
る
」
）
こ
と
も

潔

し
と
し
な
か
っ
た
（
自
分
の
自
尊
心
が
許
さ
な
か
っ
た
）
。
共
に
、
我
が
「
臆
病

い
さ
ぎ
よ

プ

ラ

イ

ド

な
自
尊
心
」
（
そ
れ
は
「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一
方
で
は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を

、
、
、

、
、
、
、

い
つ
も
恐
れ
て
い
る
自
分
」
）
と
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
（
そ
れ
は
「
自
信
《
自
負
心
》
か
ら
お
ご
り
高
ぶ

っ
た
尊
大
な
態
度
を
見
せ
な
が
ら
も
、
自
分
の
心
の
中
に
は
い
つ
も
傷
つ
き
や
す
い
羞
恥
心
も
同
時
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、

隠
し
持
っ
て
い
た
」
）
所
為
で
あ
る
。

己

の
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
（
自
分
に
は
詩
の
才
能
が
な
い
の
で
は

、
、
、
、
、
、
、

せ

い

お
の
れ

た
ま

あ
ら

な
い
か
と
）
惧
れ
る
が
故
に
、
敢
て
刻
苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
（
進
ん
で
師
や
詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨

お
そ

ゆ
え

あ
え

み
が

せ
つ

さ

た
く

ま

し
て
詩
の
才
能
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
を
怠
り
）
、
（
そ
の
結
果
、
真
に
傑
出
し
た
詩
家

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

と
は
な
り
得
な
か
っ
た
）
。
又
、

己

の
珠
な
る
べ
き
（
自
分
に
は
詩
の
才
能
が
あ
る
こ
と
）
を
半
ば
（
半

お
の
れ

た
ま

分
は
）
信
ず
る
が
故
に
（
そ
の
自
負
心
か
ら
）
、
ま
さ
に
「
お
ご
り
高
ぶ
り
」
、
碌
々
と
し
て

瓦

に
伍
す

、
、
、

ろ
く
ろ
く

か
わ
ら

る
こ
と
（
同
じ
く
「
こ
ん
な
凡
庸
・
凡
才
な
人
た
ち
と
交
わ
り
仲
間
と
な
る
こ
と
」
）
も
自
分
に
は
ど
う

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

し
て
も
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
し
て
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
次
第
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
慙
恚
（
不

り
ち
よ
う

ふ
ん
も
ん

ざ

ん

い

満
や
嘆
き
或
い
は
怒
り
や
恨
み
そ
の
他
）
な
ど
に
よ
っ
て
益
々
自
分
の
内
な
る
「
臆
病
な
自
尊
心
」
（
そ

ま
す
ま
す

れ
は
「
一
方
で
は
自
負
心
か
ら
お
ご
り
高
ぶ
り
、
一
方
で
は
臆
病
か
ら
傷
つ
く
こ
と
を
い
つ
も
恐
れ
て
い

、
、
、

、
、
、
、

る
自
分
」
）
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
（
さ
ら
に
助
長
さ
せ
る
）
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
自
分

、
、
、
、
、

の
場
合
、
一
つ
は
、
そ
の
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
、
も
う
一
つ
は
、「
尊
大
な
羞
恥
心
」
こ
そ
、
そ
れ
は
、

外
的
に
は
、
自
信
（
自
負
心
）
か
ら
尊
大
（
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
強
い
態
度
）
で
人
と
接
し
て
、
結
果
、
人

、
、
、

、
、

、

を
傷
つ
け
、
一
方
、
内
面
で
は
、
自
分
の
「
羞
恥
心
」
（
そ
れ
は
「
傷
つ
き
や
す
い
心
」
）
を
隠
し
持
っ

、
、
、
、

て
い
て
、
そ
の
「
両
方
」
の
せ
い
で
、
進
ん
で
師
や
詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨
し
て
、
そ
の
「
才
能
」（
僅

、
、

せ
つ

さ

た
く

ま

わ
ず

か
ば
か
り
の
詩
の
才
能
）
を
自
慢
に
思
っ
て
、
そ
の
「
才
能
」
（
僅
か
ば
か
り
の
詩
の
才
能
）
を
さ
ら
に

、
、

、
、

、
、
、

わ
ず

磨
き
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

、

恥
心
」
こ
そ
、
ま
さ
に
「
猛
獣
」
だ
っ
た
の
だ
。
「
虎
」
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
「
…
…
自
分
を
損
い
、

、
、

、
、

、

妻
子
を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
自
分
の
外
形
を
か
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
「
虎
」
へ
の
変
身
の
「
理
由
」
付
け
と
し
て
は
、
わ
が
「
妻
子
」
の
こ
と
を
親

友
の
「
袁
滲
」
に
お
願
い
し
た
あ
と
、
主
人
公
の
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
自
嘲
的
な
調
子
で
、
「
…
…

え
ん
さ
ん

り
ち
よ
う

本
当
は
、
先
ず
、
こ
の
事
の
方
を
先
に
お
願
い
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
自
分
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え

ま

凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
自
分
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
い
る
よ
う
な
男
だ
か

、
、

、
、

ら
、
こ
ん
な

獣

に
身
を
堕
す
の
だ
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
主
人
公
「
李
徴
」
の
「
人
間
性

け
も
の

お
と

り
ち
よ
う

の
欠
如
が
語
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
、
主
人
公
「
李
徴
」
と
い
う
人
は
、
ま
さ
に
「
…
…
自
分
の
こ
と
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
て
い

り
ち
よ
う

て
、
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
（
愛
す
る
『
妻
子
の
生
活
や
そ
の
他
の
こ
と
』
）
を
あ
と
回
し

、
、

、
、
、
、

う

こ
ご

に
す
る
よ
う
な
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
が
ま
た
、
主
人
公
「
李
徴
」
の
「
詩
」
は
、「
…
…
成
程
、

り
ち
よ
う

な
る
ほ
ど

作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一

流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い

ど

こ

お
い

か
」
と
い
う
理
由
の
「
一
つ
の
根
拠
」
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊

＊
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中
島
敦
の｢

名
人
伝｣

例
え
ば
、
中
島

敦

に
は
『
名
人
伝
』
と
い
う
非
常
に
有
名
な
「
短
編
小
説
」
が
あ
る
が
、
こ
の
「
小

あ
つ
し

説
」
（
「
名
人
伝
」
）
な
ど
は
、
幅
広
い
層
の
人
た
ち
に
人
気
を
持
つ
、
ま
さ
に
「
傑
作
」
の
一
つ
で
は
な

い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
「
内
容
」
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
…
…

趙

の
邯
鄲
の
都
に
住
む
紀
昌
と
い
う
男
が
、
天
下
第
一
の
弓
の
名
人
に
な
ろ
う
と
志

ち
よ
う

か
ん
た
ん

き
し
よ
う

を
立
て
た
。

己

の
師
と
頼
む
べ
き
人
物
を
物
色
す
る
に
、
当
今
弓
矢
を
と
っ
て
は
、
名
人
・
飛
衛
に
及

お
の
れ

た
の

ひ

え

い

お
よ

ぶ
者
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
ぬ
。
百
歩
を
隔
て
て

柳
葉

を
射
る
に
百
発
百
中
す
る
と
い
う
達
人
だ
そ
う

へ
だ

り
ゆ
う
よ
う

で
あ
る
。
紀
昌
は
遙
々
飛
衛
を
た
ず
ね
て
そ
の
門
に
入
っ
た
」
と
あ
る
。

き
し
よ
う

は
る
ば
る

こ
れ
は
、
非
常
に
興
味
深
い
「
文
章
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
分
の
人
生
の
「
師
」
を
誰
に
す
る
か
は
、

そ
の
人
の
「
人
生
」
に
決
定
的
な
「
意
味
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
木
下
藤
吉

郎
は
、
最
初
は
、
今
川
義
元
の
家
来
（
松
下
加
兵
衞
）
に
仕
え
た
が
、
や
が
て
「
退
転
」
（
「
解
雇
」
）
に

か

へ

え

た
い
て
ん

な
り
、
次
に
、
織
田
信
長
を
選
ん
で
仕
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
判
断
」
が
、
結
果
と
し
て
、
木
下
藤

吉
郎
の
「
人
生
」
を
や
が
て
は
「
天
下
人
」
に
ま
で
の
し
上
げ
る
、
ま
さ
に
最
初
の
「
英
断
」
と
な
る
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
ほ
と
ん
ど
の
武
将
た
ち
と
い
う
の
は
、
身
分
や
家
柄
或
い
は
地
位
や
な

ら
わ
し
な
ど
を
非
常
に
重
ん
じ
る
タ
イ
プ
の
人
が
多
か
っ
た
の
に
比
べ
て
、
一
方
の
織
田
信
長
と
い
う
人

は
、
身
分
や
家
柄
或
い
は
地
位
や
な
ら
わ
し
な
ど
は
全
く
無
視
し
た
、
ま
さ
に
「
実
力
主
義
的
な
」
（
或

い
は
「
現
実
主
義
的
な
」
）
考
え
方
を
す
る
タ
イ
プ
の
人
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
な
ら
ば
、
乞
食
の

よ
う
な
百
姓
上
が
り
の
藤
吉
郎
が
、身
分
の
高
い
織
田
信
長
の
そ
ば
に
直
接
仕
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
難
し
い
話
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
も
、
織
田
信
長
の
、
身
分
や
家
柄
或
い
は
地
位
や
な

ら
わ
し
な
ど
を
全
く
無
視
し
た
、
ま
さ
に
「
実
力
主
義
的
な
」
（
或
い
は
「
現
実
主
義
的
な
」
）
考
え
方

に
よ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
藤
吉
郎
は
、
た
だ
運
が
よ
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
天
下
人
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
優
れ
て
い
た
の
は
、
む
ろ
ん
、
根
っ
か

ら
の
社
交
術
に
長
け
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
彼
は
、
次
か
ら
次
へ
と
状
況
に
応
じ
た

「
ア
イ
デ
ア
」
を
出
し
続
け
た
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
誰
も
が
嫌
が
る
、
誰
も
が
尻
込
み
す
る
よ
う
な

こ
と
で
も
、
彼
は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
、「
…
…
私
に
や
ら
せ
て
下
さ
い
、
私
が
必
ず
や
っ
て
み
せ
ま
す
」

と
積
極
的
に
「
行
動
（
言
動
）
」
し
て
、
そ
の
結
果
を
出
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
、
誰
も
が
彼
（
の
存

在
）
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
自
ら
創
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
修
行

さ
て
、
本
文
に
戻
る
と
、
そ
れ
は
、
「
…
…
飛
衛
は
新
入
の
門
人
に
、
ま
ず

瞬

き
せ
ざ
る
こ
と
を
学
べ

ひ

え

い

い
り

ま
ば
た

と
命
じ
た
。
紀
昌
は
家
に
帰
り
、
妻
の
機
織
台
の
下
に
潜
り
込
ん
で
、
そ
こ
に
仰
向
け
に
ひ
っ
く
り
返
っ

き
し
よ
う

は
た
お
り
だ
い

も
ぐ

こ

あ

お

む

た
。
眼
と
す
れ
す
れ
に
機
躡
が
忙
し
く
往
来
す
る
の
を
じ
っ
と
瞬
か
ず
に
見
詰
め
て
い
よ
う
と
い
う
工
夫

め

ま

ね

き

み

つ

く

ふ

う

で
あ
る
。（
中
略
）
、
来
る
日
も
来
る
日
も
彼
は
こ
の
可
笑
し
な
恰
好
で
、
瞬
き
せ
ざ
る
修
練
を
重
ね
る
。

か
れ

お

か

か
つ
こ
う

二
年
の
後
に
は
、
遽

だ
し
く
往
返
す
る
牽
挺
が
睫
毛
を
掠
め
て
も
、
絶
え
て
瞬
く
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。

あ
と

あ
わ
た

ま

ね

き

ま

つ

げ

か
す

彼
は
よ
う
や
く
機
の
下
か
ら
匍
出
す
。
も
は
や
、
鋭
利
な
錐
の
先
を
も
っ
て

瞼

を
突
か
れ
て
も
、
ま
ば

は

い

だ

え

い

り

き
り

ま
ぶ
た

つ

た
き
を
せ
ぬ
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
（
中
略
）
、
そ
し
て
、
つ
い
に
、
彼
の
目
の
睫
毛
と
睫
毛
と
の
間
に

ま

つ

げ

小
さ
な
一
匹
の
蜘
蛛
が
巣
を
か
け
る
に
及
ん
で
、
彼
は
よ
う
や
く
自
信
を
得
て
、
師
の
飛
衛
に
こ
れ
を
告

ぴ
き

く

も

す

ひ

え

い

げ
た
…
…
」
。
そ
し
て
、
「
…
…
そ
れ
を
聞
い
た
飛
衛
が
い
う
。
瞬
か
ざ
る
の
み
で
は
ま
だ
射
を
授
け
る

ひ

え

い

し
や
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に
足
り
ぬ
。
次
に
は
、
視
る
こ
と
を
学
べ
。
視
る
こ
と
に
熟
し
て
、
さ
て
、
小
を
視
る
こ
と
大
の
ご
と
く
、
微

み

び

を
視
る
こ
と
著
の
ご
と
く
な
っ
た
な
ら
ば
、
来
っ
て
我
に
告
げ
る
が
よ
い
」
と
あ
る
。

ち
よ

き
た

＊

＊

こ
れ
は
、
非
常
に
面
白
い
「
内
容
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
宮
本
武
蔵
の

『
五
輪
書
』
の
中
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
兵
法

こ
り
ん
の
し
よ

の
身
な
り
の
事
」
と
い
う
項
目
の
中
で
、
彼
は
、
「
…
…
（
姿
勢
を
正
し
く
し
）
、
目
の
玉
う
ご
か
ざ
る

み

や
う
に
し
て
、
ま
た
ゝ
き
を
せ
ぬ
や
う
に
お
も
ひ
て
、
目
を
す
こ
し
す
く
め
る
や
う
に
し
て
、
う
ら
や
か

に
見
る
こ
と
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
兵
法
の
目
付
と
い
ふ
事
」
と
い
う
項
目
の
中
で
も
、
「
…
…
目
の

め

つ
け

付
け
や
う
は
、
大
き
に
広
く
付
く
る
目
也
。
観
見
二
つ
の
事
、
観
の
目
つ
よ
く
、
見
の
目
よ
は
く
、
遠
き

か
ん
け
ん

か
ん

け
ん

所
を
近
く
見
、
ち
か
き
所
を
遠
く
見
る
事
、
兵
法
の
専
（
大
事
）
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
身
の
あ
り

せ
ん

方
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
「
…
…
（
姿
勢
を
正
し
く
し
）
、
目
の
玉
は
動
か
さ
ず
、
瞬
き
も
し
な
い
よ

う
に
し
て
、
目
を
少
し
細
め
る
よ
う
に
し
、
う
ら
や
か
に
（
大
ら
か
に
）
見
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
。
ま

た
、
「
…
…
目
の
配
り
方
は
、
大
き
く
ひ
ろ
く
配
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
観
見
二
つ
の
見
方
が
あ
る
が
、

か
ん
け
ん

大
事
な
の
は
、『
観
の
目
』（
つ
ま
り
『
全
体
を
見
る
眼
』
）
を
強
く
し
、
一
方
、『
見
の
目
』（
つ
ま
り
『
目

か
ん

け
ん

の
前
の
現
象
を
見
る
目
』
）
は
、
弱
く
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
遠
い
所
も
近
く
見
、
近
い
所
も
遠
く
見
る
」

こ
と
。
そ
れ
は
、
カ
メ
ラ
の
「
ズ
ー
ム
よ
う
な
《
眼
》
で
あ
れ
！
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
次
の
「
目
」
の
訓
練
方
法
は
、
本
文
で
は
、「
…
…
紀
昌
は
再
び
家
に
戻
り
、
肌
着
の
縫
目

き
し
よ
う

も
ど

は

だ

ぎ

ぬ

い

め

か
ら

虱

を
一
匹
探
し
出
し
て
、
こ
れ
を
己
が
髪
の
毛
を
も
っ
て
繋
い
だ
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
南
向
き

し
ら
み

お
の

か
み

つ
な

の
窓
に
懸
け
、
終
日
睨
み
暮
ら
す
こ
と
に
し
た
。
毎
日
毎
日
彼
は
窓
に
ぶ
ら
下
っ
た

虱

を
見
詰
め
る
。

か

に
ら

く

し
ら
み

初
め
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
一
匹
の

虱

に
過
ぎ
な
い
。
二
三
日
た
っ
て
も
、
依
然
と
し
て

虱

で
あ
る
。

し
ら
み

い

ぜ

ん

し
ら
み

と
こ
ろ
が
、
十
日
余
り
過
ぎ
る
と
、
気
の
せ
い
か
、
ど
う
や
ら
そ
れ
が
ほ
ん
の
少
し
な
が
ら
大
き
く
見
え

て
来
た
。
そ
し
て
、
三
月
目
の
終
わ
り
に
は
、
明
ら
か
に

蚕

ほ
ど
の
大
き
さ
に
見
え
て
来
た
。（
中
略
）
、

み

つ

き

め

か
い
こ

そ
の

虱

も
何
十
匹
と
な
く
取
換
え
ら
れ
て
行
く
中
で
、
早
く
も
三
年
の
月
日
が
流
れ
た
。
あ
る
日
ふ
と

し
ら
み

と

り

か

な
か

気
が
付
く
と
、
窓
の

虱

が
馬
の
よ
う
な
大
き
さ
に
見
え
て
い
た
。
占
め
た
と
、
紀
昌
は
膝
を
打
ち
、
表

し
ら
み

し

き
し
よ
う

ひ
ざ

へ
出
る
。
彼
は
我
が
目
を
疑
っ
た
。
人
は
高
塔
で
あ
っ
た
。
馬
は
山
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
再
び
窓
際
の

虱

こ
う
と
う

し
ら
み

に
立
向
い
、
燕
角
の
弦
に
朔
蓬
の

簳

を
つ
が
え
て
こ
れ
を
射
れ
ば
、
矢
は
見
事
に

虱

の
心
の
臓
を

貫

、
、
、

え
ん
か
く

ゆ
み

さ
く
ほ
う

や
が
ら

し
ら
み

つ
ら
ぬ

い
て
、
し
か
も

虱

を
繋
い
だ
毛
さ
え
断
れ
ぬ
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
「
…
…
紀
昌
は
早
速
師
の
許
に

赴

し
ら
み

つ
な

き

き
し
よ
う

さ
つ
そ
く

も
と

お
も
む

い
て
こ
れ
を
報
ず
る
。
飛
衛
は
高
蹈
し
て
胸
を
打
ち
、
初
め
て
『
出
か
し
た
ぞ
』
と
褒
め
た
。
そ
う
し
て
、

ひ

え

い

こ
う
と
う

ほ

直
ち
に
射
術
の
奥
義
秘
伝
を
剰
す
と
こ
ろ
な
く
紀
昌
に
授
け
始
め
た
」
と
あ
る
。

し
や

お

う

ぎ

ひ

で

ん

あ
ま

き
し
よ
う

さ
て
、「
…
…
奥
義
伝
授
が
始
ま
っ
て
か
ら
十
日
の
後
、
試
み
に
紀
昌
が
百
歩
を
隔
て
て

柳
葉

を
射
る

き
し
よ
う

り
よ
う
よ
う

に
、既
に
百
発
百
中
で
あ
る
。二
十
日
の
後
、い
っ
ぱ
い
に
水
を
湛
え
た

盃

を
右
肱
の
上
に
載
せ
て

剛
弓

た
た

さ
か
ず
き

ひ
じ

ご
う
き
ゆ
う

を
引
く
に
、
狙
い
に
狂
い
の
無
い
の
は
も
と
よ
り
、
杯
中
の
水
も
微
動
だ
に
し
な
い
。
一
月
の
後
、
百
本

ね
ら

く
る

ひ
と
つ
き

の
矢
を
続
け
て
射
る
に
、
次
か
ら
次
と
矢
の
尾
に
命
中
し
、
百
本
の
矢
は
、一
本
の
ご
と
く
に
相
連
な
り
、
的

つ
ら

ま
と

か
ら
一
直
線
に
続
い
た
。
傍
で
見
て
い
た
師
の
飛
衛
も
思
わ
ず
『
善
し
！
』
と
言
っ
た
」
と
あ
る
。
む
ろ

そ
ば

ひ

え

い

ん
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
の
世
界
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
達
人
の
妙
技
」
は
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
現
実
の
世
界
で
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
達
人
の
域

に
達
し
た
「
妙
技
」
の
凄
さ
は
、
直
に
伝
わ
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

じ
か

さ
て
、
師
か
ら
学
ぶ
べ
き
何
も
の
も
無
く
な
っ
た
時
、
彼
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に

ふ
と
よ
か
ら
ぬ
考
え
が
浮
か
ん
だ
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
…
…
今
や
弓
を
も
っ
て
己
に
敵
す
べ
き
者
は
、

師
の
飛
衛
を
お
い
て
他
に
無
い
。
天
下
第
一
の
名
人
と
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
飛
衛
を
除
か
ね

ひ

え

い

ほ
か

ひ

え

い
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ば
な
ら
ぬ
」
と
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
雌
雄
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
決
心
し
た
。
そ
こ
で
紀
昌

き
し
よ
う

は
、
そ
の
機
会
を
密
か
に
狙
っ
て
い
る
と
、
「
…
…
一
日
た
ま
た
ま
郊
野
に
お
い
て
、
向
う
か
ら
た
だ
一

ひ
そ

こ

う

や

人
歩
み
来
る
飛
衛
に
出
遇
っ
た
。
と
っ
さ
に
意
を
決
し
た
紀
昌
が
矢
を
取
っ
て
狙
い
を
つ
け
れ
ば
、
そ
の

ひ

え

い

で

あ

き
し
よ
う

気
配
を
察
し
て
飛
衛
も
ま
た
弓
を
執
っ
て
相
応
ず
る
。
二
人
互
い
に
射
れ
ば
、
矢
は
そ
の
度
に
中
道
に
し

ひ

え

い

と

た
が

た
び

て
相
当
り
、
共
に
地
に
堕
ち
た
。
（
中
略
）
、
さ
て
、
飛
衛
の
矢
が
尽
き
た
時
、
紀
昌
の
方
は
な
お
一
矢

ひ

え

い

つ

き
し
よ
う

を
余
し
て
い
た
。
得
た
り
と
勢
込
ん
で
紀
昌
が
そ
の
矢
を
放
て
ば
、
飛
衛
は
と
っ
さ
に
、
傍
な
る
野
茨
の

き
し
よ
う

ひ

え

い

の
い
ば
ら

枝
を
折
り
取
り
、
そ
の
棘
の
先
端
を
も
っ
て
ハ
ッ
シ
と

簳

を
叩
き
落
と
し
た
。
つ
い
に
非
望
の
遂
げ
ら

と
げ

せ
ん
た
ん

や
が
ら

た
た

れ
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
紀
昌
の
心
に
道
義
的
慚
愧
の
念
（
そ
れ
は
「
自
分
の
行
為
を
恥
じ
る
思
い
」
）
が
湧
起

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

き
し
よ
う

ざ

ん

き

わ
き
お
こ

っ
た
。
一
方
、
危
機
を
脱
し
得
た
安
堵
と
己
が
伎
倆
に
つ
い
て
の
満
足
感
か
ら
、
敵
に
対
す
る
憎
し
み
も

だ
つ

あ

ん

ど

ぎ
り
よ
う

消
え
て
、
二
人
は
、
互
い
に
駈
寄
る
と
、
野
原
の
真
中
に
相
抱
い
て
、
し
ば
し
美
し
い
師
弟
愛
の

涙

に

か

け

よ

ま
ん
な
か

あ
い
い
だ

な
み
だ

か
き
く
れ
た
」
と
あ
る
。

二
、
不
射
之
射

ふ

し

や

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
「
内
容
」
描
写
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
容
易
に
描
き
得
る
弓
の
名
人
の
「
妙
技
の
世

界
」
の
描
写
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
所
詮
「
射
此
射
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
中
島

敦

し
や

の

し
や

あ
つ
し

の
『
名
人
伝
』
と
い
う
作
品
の
真
に
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
「
先
の
世
界
」（
つ
ま
り
「
不
射
之
射
」

ふ

し

や

の

し
や

の
世
界
）
ま
で
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例

え
ば
、
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪
書
』
の
中
に
も
、「
…
…
我
、
若

年
の
む
か
し
よ
り
兵
法
の
道
に
心
を
か
け
、

こ
り
ん
の
し
よ

わ
れ

じ
や
く
ね
ん

へ
い
ほ
う

み
ち

十
三
歳
に
し
て
初
而
勝
負
を
す
。
（
中
略
）
、
廿
一
歳
に
し
て
都
へ
上
り
、
天
下
の
兵
法
者
に
あ
ひ
、
数

は
じ
め
て
し
よ
う
ぶ

度
の
勝
負
を
け
つ
す
と
い
へ
ど
も
、
勝
利
を
得
ざ
る
と
い
ふ
事
な
し
。

其
後
国
々

所
々

に
至
り
、
諸
流

く
に
ぐ
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

し
よ
り
ゆ
う

の
兵
法
者
に
行
合
ひ
、
六
十
余
程
迄
勝
負
す
と
い
へ
ど
も
、
一
度
も
其
利
を
う
し
な
は
ず
（
つ
ま
り
「
負

、
、
、

、

ゆ
き

あ

ま
で

そ
の

り

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
）
。
其
程
、
年
十
三
よ
り
廿
八
、
九
迄
の
事
也
…
…
」
と
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
ほ
ど

な
り

そ
し
て
、
こ
の
「
時
期
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
太
刀
之
太
刀
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
自
分
の
太
刀

、
、

た

ち

の

た

ち

た

ち

を
以
て
相
手
の
太
刀
に
勝
つ
」
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宮
本
武
蔵
は
、
こ
の
「
段
階
」
で
満

、
、

た

ち

足
す
る
こ
と
も
な
く
、
「
…
…
其
後
な
を
も
ふ
か
き
道
理
を
得
ん
と
、
朝
鍛
夕
錬
し
て
み
れ
ば
、
を
の
づ

ど

う

り

ち
よ
う
た
ん
せ
き
れ
ん

か
ら
兵
法
の
道
に
あ
ふ
事
、
我
五
十
歳
の
此
也
。
其
よ
り
似
来
は
、
尋
ね
入
る
べ
き
道
な
く
し
て
、
光
陰

こ
ろ

そ
れ

こ
の
か
た

た
ず

い

こ
う
い
ん

を
送
る
」
と
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
そ
の
後
も
、
深
き
道
理
を
得
ん
と
、
朝
鍛
夕
錬
す
る
こ
と
に
よ
っ

ど

う

り

ち
よ
う
た
ん
せ
き
れ
ん

て
、
宮
本
武
蔵
の
「
太
刀
之
太
刀
」
は
、
さ
ら
に
深
き
「
熟
練
」
（
上
達
）
を
極
め
て
い
く
と
と
も
に
、

た

ち

の

た

ち

一
方
に
お
い
て
は
、
「
不
太
刀
之
太
刀
」
を
も
身
に
付
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
十
歳

ふ

た

ち

の

た

ち

の
時
に
、
ま
さ
に
「
兵
法
の
道
に
あ
ふ
事
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
「
兵
法
の
奥
義

（
神
髄
）
を
体
得
（
会
得
）
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
太
刀
之
太
刀
」
だ
け
で
は
な
く
、

た

ち

の

た

ち

実
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
「
不
太
刀
之
太
刀
」
ま
で
も
身
に
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ふ

た

ち

の

た

ち

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
絶
対
的
証
拠
」
と
な
る
も
の
は
、
一
体
、
ど
こ
に
あ
る
か
と
問
え
ば
、
そ
の
一
つ

は
、
次
の
よ
う
な
文
章
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
…
…
こ
の
法
を
学
び
得
て
は
、
一
身
に
し

い
つ
し
ん

て
二
十
三
十
の
敵
に
も
ま
く
べ
き
道
に
あ
ら
ず
」
（
つ
ま
り
「
一
人
で
二
十
人
三
十
人
の
敵
に
も
負
け
る

こ
と
が
な
い
」
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
太
刀
之
太
刀
」
の
深
き
「
熟
練
」
（
上
達
）
で
あ
り
、

た

ち

の

た

ち

い
わ
ば
「
優
れ
た
一
大
工
師
」
で
あ
る
。
一
方
、
大
勢
の
戦
い
（
合
戦
）
に
お
い
て
は
、
「
…
…
善
人
を

い
ち

よ
き
ひ
と

持
つ
事
に
か
ち
、
人
数
を
つ
か
ふ
事
に
か
ち
、
身
を
た
ゞ
し
く
お
こ
な
ふ
道
に
か
ち
、
国
を
治
む
る
事
に

に

ん

ず

お
さ

か
ち
、
民
を
や
し
な
ふ
事
に
か
ち
、
世
の
例
法
を
お
こ
な
ふ
に
か
ち
、
い
づ
れ
の
道
に
お
ゐ
て
も
、
人
に



- 36 -

ま
け
ざ
る
所
を
し
り
て
、
身
を
た
す
け
、
名
を
た
す
く
る
所
、
是
兵
法
の
道
也
…
…
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
れ

む
し
ろ
「
不
太
刀
之
太
刀
」
の
深
き
「
熟
練
」
（
上
達
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
「
優
れ
た
大
工

ふ

た

ち

の

た

ち

の
統
領
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
兵
法
」
を
真
に
「
学
び
得
て
」
は
、
一
つ
は
、
真
に

「
優
れ
た
一
大
工
師
」
に
な
る
と
と
も
に
、
も
う
一
方
で
は
、
真
に
「
優
れ
た
大
工
の
統
領
」
に
も
な
る

い
ち

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
、
太
刀
を
直
接
使
っ
て
勝
つ
、
ま
さ
に
「
太
刀
之
太
刀
」
で
あ

た

ち

の

た

ち

り
、
一
方
、
後
者
は
、
太
刀
を
直
接
使
わ
ず
に
勝
つ
、
ま
さ
に
「
不
太
刀
之
太
刀
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ふ

た

ち

の

た

ち

宮
本
武
蔵
と
い
う
人
は
、
若
い
時
か
ら
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
の
修
行
」
を
何
十
年
と
続
け
た
そ
の

結
果
、
た
だ
単
に
「
剣
術
」
（
武
芸
）
が
上
達
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
人
間
と
し
て
の

総
合
的
な
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
を
も
同
時
に
遂
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
「
絶
対
的
証
拠
」
と
な
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
束つ

か

を
離
す
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
…
…
束
を
は
な
す
と
ゆ
ふ
に
、
色
々
心
あ
る
事
也
。
無
刀

は
な

つ
か

い
ろ
い
ろ

む

と

う

に
て
勝
つ
心
あ
り
、
又
太
刀
に
て
か
た
ざ
る
心
あ
り
。さ
ま
ざ
ま
心
の
ゆ
く
所
、
書
付
く
る
に
あ
ら
ず
。能
々

た

ち

か
き

よ
く
よ
く

鍛
錬
す
べ
し
」
と
あ
る
。
―
―
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
考
え
方
」
の
根
本
か
ら
の
「
発
想
の
転
換
」
で
あ
り
、

、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

例
え
ば
、
武
芸
者
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
「
太
刀
」
を
使
っ
て
戦
い
、
そ
し
て
、
そ
の
「
太
刀
」
で
相
手

に
勝
つ
こ
と
ば
か
り
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
太
刀
」
を
使
わ
ず
と
も
、
敵
と
戦
い
、
そ
し
て
、

と
ら

そ
の
敵
に
勝
つ
こ
と
も
で
き
得
る
の
で
は
な
い
か
？

（
あ
る
い
は
、
太
刀
以
外
の
「
武
具
や
そ
の
他
の

、
、
、
、

も
の
」
な
ど
を
使
っ
て
も
、
敵
と
戦
い
、
そ
し
て
、
敵
に
勝
つ
こ
と
も
で
き
得
る
の
で
は
な
い
か
？
）
、

、
、

そ
の
よ
う
な
根
本
か
ら
の
「
発
想
の
転
換
」
で
あ
る
。
―
―
す
な
わ
ち
、
時
に
は
、
「
太
刀
」
を
直
接
使

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

わ
ず
と
も
、
敵
に
「
勝
つ
方
法
」
は
、
い
く
ら
で
も
（
数
多
く
）
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、「
岩
尾
の
身
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
…
…
岩
尾
の
身
と
い
事
、

い
わ

お

い
わ

お

み

兵
法
を
得
道
し
て
、
忽

ち
岩
尾
の
ご
と
く
に
成
り
て
、
万
事
あ
た
ら
ざ
る
所
、
う
ご
か
ざ
る
所
、
口
伝
」

と
く
ど
う

た
ち
ま

く

で
ん

と
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
宮
本
武
蔵
と
い
う
人
は
、
若
い
時
か
ら
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
修
行
」
を

何
十
年
と
積
み
重
ね
た
結
果
と
し
て
、
五
〇
歳
の
時
に
、
ま
さ
に
「
兵
法
の
奥
義
（
神
髄
）
を
体
得
（
会

得
）
し
た
」
こ
と
に
う
そ
は
な
く
、
そ
の
「
山
の
頂
上
」
へ
と
終
に
到
達
し
て
得
た
「
心
境
」
（
つ
ま
り

、
、

は
「
心
身
の
状
態
」
）
を
、
ま
さ
に
「
岩
尾
」
の
よ
う
だ
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

、
、
、
、
、

い
わ

お

「
兵
法
三
十
五
箇
条
」
の
三
十
四
番
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
…
…
岩
尾
の
身
と
云
は
、
う
ご
く
事
な
く
し
て
、
つ
よ
く
大
な
る
心
な
り
。
身
に
お
の
づ

か
ら
万
理
を
得
て
、
つ
き
せ
ぬ
所
な
れ
ば
、
生
有
る
物
は
、
皆
よ
く
る
心
有
る
也
。
無
心
の
草
木
迄
も
、

せ
い

根
ざ
し
が
た
し
。
ふ
る
雨
、
吹
く
風
も
お
な
じ
こ
ゝ
ろ
な
れ
ば
、
此
身
能
々
吟
味
あ
る
べ
し
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
「
文
章
」
の
な
か
で
最
も
大
事
な
「
言
葉
」
と
し
て
は
、
そ
れ
は
、「
…
…
生
有
る
物
は
、

せ
い

皆
よ
く
る
心
有
る
也
。
（
そ
れ
は
）
、
無
心
の
草
木
も
、
ま
た
、
ふ
る
雨
、
吹
く
風
ま
で
も
み
な
同
じ
こ

、
、
、

ゝ
ろ
な
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
長
年
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
修
行
」
の
鍛
錬
の
積
み
重
ね
に
よ
っ

て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
、
そ
の
宮
本
武
蔵
の
「
心
身
の
充
実
感
」
と
い
う
も
の
は
、
う
そ
偽
り
な
く
、
ま
さ

、
、
、
、
、
、

に
「
…
…
泰
然
自
若
と
し
て
、
如
何
な
る
も
の
に
も
動
じ
る
こ
と
の
な
い
、
岩
尾
の
よ
う
な
身
」
に
な
っ

い

か

い
わ

お

て
い
て
、
た
だ
、
そ
こ
に
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
「
存
在
感
」
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
と
も
に
、
誰

、
、

も
が
気
後
れ
が
し
て
よ
け
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
わ
ざ
わ
ざ
ぶ
つ
か
っ
て
来
る
よ
う
な
人
は
、
ほ
と

、
、
、

お
く

ん
ど
誰
も
い
な
く
な
り
、
例
え
ば
、
や
く
ざ
な
人
が
何
か
何
ぐ
せ
を
つ
け
て
ぶ
っ
か
っ
て
来
て
も
、
少
し

も
動
じ
る
こ
と
も
な
く
、
一
に
ら
み
で
、
相
手
を

退

け
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
何
か
得
体
の
知
れ
な
い

ひ
と

し
り
ぞ

大
き
な
「
気
」
を
感
じ
て
、
安
易
に
近
づ
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
…
…
相
手
と
闘
わ
ず
し
て
、

す
で
に
相
手
に
勝
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
不
太
刀
之
太
刀
」
と
い
う
こ

ふ

た

ち

の

た

ち
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と
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
そ
ろ
ば
ん
の
達
人
は
、
そ
ろ
ば
ん
を
使
わ
ず
し
て
、
驚
異
の
数
を
暗
算
で
計
算

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。）

三
、
霍
山
の
頂

か
く
ざ
ん

さ
て
、
本
文
に
戻
り
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
「
…
…
涙
に
く
れ
て
相
擁
し
な
が
ら
も
、
再
び
弟
子

あ
い
よ
う

が
か
か
る

企

み
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

甚

だ
危
な
い
と
思
っ
た
飛
衛
は
、
紀
昌
に
新
た
な
目

た
く
ら

は
な
は

ひ

え

い

き
し
よ
う

標
を
与
え
て
そ
の
気
を
転
ず
る
に
し
く
は
な
い
と
考
え
た
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
飛
衛
は
、「
…
…

爾

が

あ
た

ひ

え

い

な
ん
じ

も
し
こ
れ
以
上
こ
の
道
の
蘊
奥
（
奥
義
）
を
極
め
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
西
の
方
、
霍
山
の
頂
を
極
め
よ
。

う
ん
の
う

か
く
ざ
ん

そ
こ
に
は
、
甘
蠅
老
師
と
て
古
今
を
曠
し
ゅ
う
す
る
斯
道
（
こ
の
道
）
の
大
家
が
お
ら
れ
る
は
ず
、
老
師

か
ん
よ
う

こ

こ

ん

む
な

し

ど

う

の
技
に
比
べ
れ
ば
、
我
々
の
射
の
ご
と
き
は
ほ
と
ん
ど
児
戯
（
子
供
の
遊
び
事
）
に
類
す
る
。

爾

の
師

し
や

じ

ぎ

な
ん
じ

と
頼
む
べ
き
は
、
今
は
甘
蠅
師
の
外
に
あ
る
ま
い
」
と
あ
る
。

か
ん
よ
う

そ
こ
で
、
紀
昌
は
、
す
ぐ
に
西
に
向
っ
て
旅
立
ち
、
ひ
た
す
ら
道
を
急
ぎ
、
一
月
の
後
、
彼
は
よ
う
や

き
し
よ
う

ひ
と
つ
き

の
ち

く
霍
山
の
山
顛
（
山
頂
）
に
辿
り
着
い
た
。
そ
し
て
、
「
…
…
気
負
い
立
つ
紀
昌
を
迎
え
た
の
は
、
羊
の

か
く
ざ
ん

さ
ん
て
ん

む
か

よ
う
な
柔
和
な
目
を
し
た
、
し
か
し
酷
く
よ
ぼ
よ
ぼ
の
爺
さ
ん
で
あ
る
。
年
齢
は
百
歳
を
も
超
え
て
い
よ

に
ゆ
う
わ

ひ
ど

じ
い

こ

う
。
腰
の
曲
が
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
、
白
髯
（
白
い
ひ
げ
）
は
歩
く
時
も
地
に
曳
き
ず
っ
て
い
る
」
。

こ
し

は
く
ぜ
ん

ひ

紀
昌
は
、
老
人
が
聾
か
も
知
れ
ぬ
と
思
い
、
大
声
で
来
意
を
告
げ
、
己
が
技
の
程
を
見
て
も
ら
い
た
い
む

き
し
よ
う

ろ
う

お
の

ね
を
述
べ
る
が
、
相
手
の
返
事
を
待
た
ず
に
、
い
き
な
り
背
に
負
っ
た
弓
を
外
し
て
手
に
執
っ
て
、
石
碣

と

せ
き
け
つ

の
矢
を
つ
が
え
、
空
高
く
飛
び
行
く
鳥
の
群
に
向
っ
て
狙
い
を
定
め
、
弓
を
引
く
と
、
「
…
…
一
箭
（
一

い
つ
せ
ん

本
の
矢
で
）
た
ち
ま
ち
五
羽
の
大
鳥
が
鮮
や
か
に
碧
空
を
切
っ
て
落
ち
て
来
た
」
と
あ
る
。
老
人
は
、
一

あ
ざ

へ
き
く
う

通
り
は
出
来
る
よ
う
じ
ゃ
な
と
、
穏
や
か
に
微
笑
を
含
ん
で
言
う
。
「
…
…
だ
が
、
そ
れ
は
所
詮
射
之
射

お
だ

ほ
ほ
え
み

し
よ
せ
ん
し
や

の

し
や

と
い
う
も
の
、
好
漢
い
ま
だ
不
射
之
射
を
知
ら
ぬ
と
見
え
る
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
老
人
は
、
そ
こ
か
ら

ふ

し

や

の

し
や

二
百
歩
ば
か
り
離
れ
た
絶
壁
の
上
ま
で
連
れ
て
来
る
。
脚
下
は
文
字
通
り
の
断
崖
絶
壁
で
あ
り
、
遙
か
真

は
な

ぜ
つ
ぺ
き

き
や
つ
か

だ
ん
が
い

下
に
糸
の
よ
う
に
細
く
見
え
る
渓
流
を
ち
ょ
っ
と
覗
い
た
だ
け
で
、
た
ち
ま
ち
眩
暈
を
感
ず
る
ほ
ど
の
高

め

ま

い

さ
で
あ
る
。
そ
の
断
崖
か
ら
半
ば
宙
に
乗
り
出
し
た
危
石
の
上
に
つ
か
つ
か
と
老
人
は
駈
上
り
、
振
返
っ

だ
ん
が
い

な
か

か
け

ふ
り
か
え

て
言
う
。
ど
う
じ
ゃ
、
こ
の
石
の
上
で
先
刻
の
業
を
今
一
度
見
せ
て
く
れ
ぬ
か
。
紀
昌
は
、
石
に
乗
り
、

き
し
よ
う

弓
を
射
よ
う
と
す
る
も
、
石
の
微
か
に
揺
ら
い
で
小
石
の
落
ち
る
を
見
て
、
石
の
上
に
伏
し
、
脚
の
ワ
ナ

わ
ず

ワ
ナ

震

る
姿
を
見
る
や
、
老
人
は
笑
い
な
が
ら
手
を
差
し
伸
べ
て
、
彼
に
代
わ
っ
て
石
の
上
に
乗
る
。

ふ
る
え

で
は
、
射
と
い
う
も
の
を
お
目
に
か
け
よ
う
か
な
と
言
っ
た
。
ま
だ
動
悸
の
お
さ
ま
ら
ぬ
蒼
ざ
め
た
顔
を

し
や

あ
お

し
て
い
た
紀
昌
は
、
す
ぐ
に
気
が
付
い
て
言
っ
た
。
し
か
し
、
弓
は
ど
う
な
さ
る
？

弓
は
？

老
人
は

き
し
よ
う

素
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弓
？

と
老
人
は
笑
う
。
弓
矢
の
要
る
中
は
ま
だ
射
之
射
じ
ゃ
。
不
射
之
射
に

す

で

い

う
ち

し
や

の

し
や

ふ

し

や

の

し
や

は
、
烏
漆
の
弓
も

粛
慎

の
矢
も
い
ら
ぬ
。
（
そ
し
て
）
、
ち
ょ
う
ど
彼
等
の
真
上
、
空
の
極
め
て
高
い
所

う

し
つ

し
ゆ
く
し
ん

ら

を
一
羽
の
鳶
が
悠
々
と
輪
を
描
い
て
い
た
。
そ
の
胡
麻
粒
ほ
ど
に
小
さ
く
見
え
る
姿
を
し
ば
ら
く
見
上
げ

と
び

ゆ
う
ゆ
う

え
が

ご

ま

つ
ぶ

て
い
た
甘
蠅
が
、
や
が
て
、
見
え
ざ
る
矢
を
無
形
の
弓
に
つ
が
え
、
満
月
の
ご
と
く
に
引
き
締
っ
て
ひ
ょ

か
ん
よ
う

し
ま

う
と
放
て
ば
、
見
よ
、
鳶
は
羽
ば
た
き
も
せ
ず
中
空
か
ら
石
の
ご
と
く
に
落
ち
て
来
る
で
は
な
い
か
。
紀

と
び

昌
は
慄
然
と
し
た
。
今
に
し
て
始
め
て
芸
道
の
深
淵
を
覗
き
得
た
心
地
で
あ
っ
た
。
―
―
そ
し
て
、
九
年

り
つ
ぜ
ん

し
ん
え
ん

の
間
、
紀
昌
は
こ
の
老
名
人
の
許
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
間
い
か
な
る
修
業
を
積
ん
だ
も
の
や
ら
そ
れ
は
誰

き
し
よ
う

と
ど

だ
れ

に
も
判
ら
ぬ
」
と
あ
る
。

わ
か

＊

＊

例
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
、
現
役
時
代
と
い
う
の
は
、
誰
で
も
相
手
と
そ
の
「
技
」
を
直
接
競
い
合
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っ
て
、
そ
の
「
優
劣
」
を
決
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
「
射
之
射
」
（
或
い
は
「
太
刀
之
太
刀
」
）
と
い
う

し
や

の

し
や

た

ち

の

た

ち

時
代
に
相
当
す
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
や
が
て
「
現
役
」
を
引
退
し
て
、
例
え
ば
、
監
督
や
コ
ー
チ
に

な
っ
て
い
く
場
合
、
「
現
役
時
代
」
と
は
ま
た
違
う
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
―
例
え
ば
、
宮
本
武
蔵
は
、
「
兵
法
」
を
「
大
工
」
に
た
と
え
て
説
い
て
い
る
の
は
有
名
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
、
現
役
時
代
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
「
優
れ
た
一
大
工
師
」
の
時
代
で
あ
り
、
一
方
、
「
監
督

い
ち

や
コ
ー
チ
」
に
な
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
大
工
の
「
統
領
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
統

領
」
が
心
得
る
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
、
各
人
の
腕
の
「
上
中
下
」
を
熟
知
し
て
、
各
人
を
そ
れ
に
見
合
っ

た
「
適
材
適
所
」
に
配
し
、
仕
事
が
早
く
し
か
も
手
際
よ
く
進
む
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
何
事
も

手
抜
き
を
許
さ
な
い
こ
と
。
各
人
の
「
体
用(

た
い
ゆ
う)

」（
「
心
技
体
」
の
体
）
を
知
る
こ
と
。
ま
た
、

各
人
の
「
気
」
（
「
心
技
体
」
の
心
）
の
「
上
中
下
」
を
よ
く
見
極
め
る
こ
と
。
人
々
に
や
る
気
を
起
こ

さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
無
理
（
限
度
）
を
知
り
、
敢
え
て
「
無
理
」
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら
が
大

工
の
「
統
領
」
の
心
得
る
べ
き
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
大
工
の
「
統
領
」
に
な
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ

る
「
射
之
射
」
（
或
い
は
「
太
刀
之
太
刀
」
）
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
「
不
射
之
射
」
（
或
い

し
や

の

し
や

た

ち

の

た

ち

ふ

し

や

の

し
や

は
「
不
太
刀
之
太
刀
」
）
を
も
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宮
本
武
蔵
の

ふ

た

ち

の

た

ち

「
兵
法
」
も
、
武
士
た
る
も
の
は
、
文
武
両
面
に
優
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
に
加
え

て
、
様
々
な
「
諸
芸
・
諸
職
」
な
ど
に
た
ず
さ
わ
り
（
経
験
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
幅
広
い

「
知
識
や
技
術
」
な
ど
を
も
身
に
付
け
る
こ
と
と
の
相
乗
作
用
に
よ
っ
て
、
「
太
刀
之
太
刀
」
だ
け
で
は

た

ち

の

た

ち

な
く
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
「
不
太
刀
之
太
刀
」
を
も
身
に
付
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
事
に
な
る
と

ふ

た

ち

の

た

ち

い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
、
下
山

さ
て
、
「
…
…
九
年
た
っ
て
山
を
降
り
て
来
た
時
、
人
々
は
紀
昌
の
顔
付
の
変
っ
た
の
に
驚
い
た
。
以

き
し
よ
う

つ
き

前
の
負
け
ず
嫌
い
な
精
悍
な

面
魂

は
ど
こ
か
に
影
を
ひ
そ
め
、
な
ん
の
表
情
も
無
い
、
木
偶
の
ご
と
く

ぎ
ら

せ
い
か
ん

つ
ら
だ
ま
し
い

か
げ

で

く

愚
者
の
ご
と
き
容
貌
に
変
っ
て
い
る
。
久
し
ぶ
り
に
旧
師
の
飛
衛
を
訪
ね
た
時
、
し
か
し
、
飛
衛
は
こ
の

ぐ

し

や

よ
う
ぼ
う

ひ

え

い

ひ

え

い

顔
付
を
一
見
す
る
と
感
嘆
し
て
叫
ん
だ
。
こ
れ
で
こ
そ
初
め
て
天
下
の
名
人
だ
。
我
儕
の
ご
と
き
、
足
下

つ
け

か
ん
た
ん

さ
け

わ

れ

ら

あ
し
も
と

に
も
及
ぶ
も
の
で
な
い
と
。
邯
鄲
の
都
は
、
天
下
一
の
名
人
と
な
っ
て
戻
っ
て
来
た
紀
昌
を
迎
え
て
、
や

か
ん
た
ん

も
ど

き
し
よ
う

む
か

が
て
眼
前
に
示
さ
れ
る
に
違
い
な
い
そ
の
妙
技
へ
の
期
待
に
湧
返
っ
た
」
と
あ
る
。

と
こ
ろ
が
紀
昌
は
一
向
に
そ
の
要
望
に
応
え
よ
う
と
し
な
い
。
い
や
、
弓
さ
え
絶
え
て
手
に
執
ろ
う
と

き
し
よ
う

こ
た

と

し
な
い
。
山
に
入
る
時
に

携

え
て
行
っ
た
「
弓
」
も
ど
こ
か
へ
棄
て
て
来
た
様
子
で
あ
る
。
そ
の
わ
け

た
ず
さ

を
訊
ね
た
一
人
に
応
え
て
、
紀
昌
は

懶

げ
に
言
っ
た
。「
…
…
至
為
は
為
す
無
く
、
至
言
は
言
を
去
り
、

た
ず

き
し
よ
う

も
の
う

し

い

な

し

ご

ん

至
射
は
射
る
こ
と
な
し
」
と
。「
…
…
な
る
ほ
ど
と
、
至
極
物
分
り
の
い
い
邯
鄲
の
都
人
士
は
す
ぐ
に
合
点

し

し
や

い

し

ご

く
も
の
わ
か

か
ん
た
ん

と

じ
ん

し

が

て

ん

し
た
。
弓
を
執
ら
ざ
る
弓
の
名
人
は
彼
等
の

誇

と
な
っ
た
。
紀
昌
が
弓
に
触
れ
な
け
れ
ば
触
れ
な
い
ほ

と

ほ
こ
り

き
し
よ
う

ふ

ど
、
彼
の
無
敵
の
評
判
は
い
よ
い
よ
喧
伝
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

け
ん
で
ん

＊

＊

例
え
ば
、
「
詩
人
」
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
詩
」
を
「
書
く
必
要
」
（
或
い
は
「
書
く
こ
と
」
）
が
な

く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
詩
人
」
に
と
っ
て
の
「
最
終
地
点
」
（
或
い
は
「
極
み
の
地
点
」
）
ま
で

到
達
し
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
小
説
家
」
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
小
説
」
を
「
書
く
必
要
」
（
或

い
は
「
書
く
こ
と
」
）
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
小
説
家
」
に
と
っ
て
の
「
最
終
地
点
」
（
或

い
は
「
極
み
の
地
点
」
）
ま
で
到
達
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
音
楽
（
作
曲
）
家
」
に
と
っ
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て
、
い
わ
ゆ
る
「
音
楽
」
を
「
書
く
必
要
」
（
或
い
は
「
書
く
こ
と
」
）
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ

の
「
音
楽
（
作
曲
）
家
」
に
と
っ
て
の
「
最
終
地
点
」
（
或
い
は
「
極
み
の
地
点
」
）
ま
で
到
達
し
た
こ

と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
画
家
」
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
描
く
必
要
」
（
或
い
は
「
描
く
こ
と
」
）
が
な
く

な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
画
家
」
に
と
っ
て
の
「
最
終
地
点
」
（
或
い
は
「
極
み
の
地
点
」
）
ま
で
到

達
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
他
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
詩
人
で
あ
れ
、
小
説
家
で
あ
れ
、
音
楽
家
で
あ
れ
、
ま
た
、
画
家
で
あ
れ
、
陶
芸
家
で
あ
れ
、

そ
の
他
、
ど
の
よ
う
な
分
野
の
誰
で
あ
れ
、
未
だ
い
ろ
い
ろ
と
「
作
り
た
い
も
の
、
書
き
た
い
も
の
」
な

ど
が
あ
る
う
ち
は
、
そ
の
道
の
「
途
上
」
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
道
の
「
極
ま
る
と
こ
ろ
」
と
は
、
す

、
、

、
、
、
、
、
、

な
わ
ち
、
も
う
「
…
…
学
ぶ
べ
き
事
も
、
書
く
べ
き
こ
と
も
、
ま
た
、
作
る
べ
き
こ
と
も
、
そ
の
他
、
す

べ
て
尽
き
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
学
問
で
あ
れ
ば
、
若
い
時
か
ら
の
凄
ま
じ

い
ま
で
の
「
知
識
欲
」
が
何
十
年
と
続
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
、
突
然
、
ま
さ
に
「
ば
た
っ
と
止
ま
っ
て

し
ま
い
、
も
う
学
ぶ
べ
き
何
も
の
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
宮
本
武
蔵
で

あ
れ
ば
、
若
い
時
か
ら
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
「
武
芸
の
修
行
」
を
何
十
年
と
続
け
て
き
た
が
、
そ
れ
が
、

突
然
、
ま
さ
に
「
ば
た
っ
と
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
も
う
学
ぶ
べ
き
何
も
の
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
、
ま
さ
に
「
最
究
極
地
点
」
（
つ
ま
り
は
「
極

み
の
地
点
」
）
へ
と
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五
、
晩
年

さ
て

甘
蠅
師
の
許
を
辞
し
て
か
ら
四
〇
年
の
後
、
紀
昌
は
静
か
に
、
誠
に
煙
の
ご
と
く
静
か
に
世
を

か
ん
よ
う

も
と

の
ち

き
し
よ
う

去
っ
た
。
そ
の
四
十
年
の
間
、
彼
は
絶
え
て
射
を
口
に
す
る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
口
に
さ
え
し
な
か
っ
た

位
だ
か
ら
、
弓
矢
を
執
っ
て
の
活
動
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が
無
い
。
も
ち
ろ
ん
、
寓
話
作
家
と
し
て
は
こ
こ

と

ぐ

う

わ

で
老
名
人
に
掉
尾
の
大
活
躍
を
さ
せ
て
、
名
人
の
真
に
名
人
た
る
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
山
々

ち
よ
う
び

だ
い
か
つ
や
く

な
が
ら
、
一
方
、
ま
た
、
何
と
し
て
も
古
書
に
記
さ
れ
た
事
実
を
曲
げ
る
訳
に
は
行
か
ぬ
。
実
際
、
老
後

の
彼
に
つ
い
て
は
た
だ
無
為
に
し
て
化
し
た
と
ば
か
り
で
、
次
の
よ
う
な
妙
な
話
の
外
に
は
何
一
つ
伝
わ

っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
話
と
い
う
の
は
、
彼
の
死
ぬ
一
、
二
年
前
の
こ
と
ら
し
い
。
あ
る
日
老
い
た
る
紀
昌
が
知
人
の
許

き
し
よ
う

も
と

に
招
か
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
で
一
つ
の
器
具
を
見
た
。
確
か
に
見
憶
え
の
あ
る
道
具
だ
が
、
ど

み

お

ぼ

う
し
て
も
そ
の
名
前
が
思
出
せ
ぬ
し
、
そ
の
用
途
も
思
い
当
ら
な
い
。
老
人
は
そ
の
家
の
主
人
に
尋
ね
た
。

よ

う

と

た
ず

そ
れ
は
何
と
呼
ぶ
品
物
で
、
ま
た
何
に
用
い
る
の
か
と
。
主
人
は
、
客
が

冗
談

を
言
っ
て
い
る
と
の
み

じ
よ
う
だ
ん

思
っ
て
、
ニ
ヤ
リ
と
と
ぼ
け
た
笑
い
方
を
し
た
。
老
紀
昌
は
真
剣
に
な
っ
て
再
び
尋
ね
る
。
そ
れ
で
も
相

き
し
よ
う

手
は
曖
昧
な
笑
い
を
浮
べ
て
、
客
の
心
を
は
か
り
か
ね
た
様
子
で
あ
る
。
三
度
紀
昌
が
真
面
目
な
顔
し
て

あ
い
ま
い

う
か

き
し
よ
う

同
じ
問
い
を
繰
返
し
た
時
、
始
め
て
主
人
の
顔
に

驚
愕

の
色
が
現
れ
た
。
彼
は
客
の
目
を
凝
乎
と
見
詰

く
り
か
え

き
よ
う
が
く

じ

つ

め
る
。
相
手
が
冗
談
を
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
気
が
狂
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
自
分
が
聞
き

違
え
を
し
て
い
る
の
で
も
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
と
、
彼
は
、
ほ
と
ん
ど
恐
怖
に
近
い
狼
狽
を
示
し
て
、
吃

き
よ
う
ふ

ろ
う
ば
い

ど
も

り
な
が
ら
叫
ん
だ
。
「
…
…
あ
あ
、
夫
子
が
、
―
―
古
今
無
双
の
射
の
名
人
た
る
夫
子
が
、
弓
を
忘
れ
果

ふ

う

し

こ

こ

ん

む

そ

う

ふ

う

し

て
ら
れ
た
と
や
？

あ
あ
、
弓
と
い
う
名
も
、
そ
の
使
い
途
も
！
」

み
ち

そ
の
後
当
分
の
間
、
邯
鄲
の
都
で
は
、
画
家
は
絵
筆
を
隠
し
、
楽
人
は
瑟
の
弦
を
断
ち
、
工
匠

は
規
矩

か
ん
た
ん

か
く

し
つ

げ
ん

こ
う
し
よ
う

き

く

を
手
に
す
る
の
を
恥
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
、
自
分
の
「
技
量
《
腕
前
》
」
な
ど
を
他
人

、
、
、

、
、

、
、

、
、
、
、
、

は

に
自
慢
し
て
得
意
が
る
よ
う
な
こ
と
を
心
か
ら
恥
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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六
、
結
び

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
、
実
に
様
々
な
「
欲
望
」
な
ど
を
他
人
よ
り
も
少

し
で
も
多
く
む
さ
ぼ
る
こ
と
が
「
幸
せ
」
な
こ
と
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
方
向
」
に
向
か
っ
て
多
く
の

人
た
ち
が
努
力
を
し
て
い
る
傾
向
が
強
い
か
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
巨
万
の
富
を
築
き
、
豪
邸
に
住
み
、

ハ
ー
レ
ム
の
よ
う
な
生
活
を
し
、
ま
た
、
社
会
的
地
位
を
も
極
め
、
そ
し
て
、
数
知
れ
ぬ
「
栄
誉
」
も
授

か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
で
こ
の
世
の
「
人
生
を
極
め
尽
く
し
た
」
と
密
か
に
自
負
す
る
こ
と
に
も
な

る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
「
欲
望
」
を
満
た
す
と
い
う
「
極
み
」
に
達
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
価
値
観
や
人
生
観
」
な
ど
を
持
つ
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
や
シ
ャ
カ
或
い
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
な
ど
は
、
な
ん
と
も
「
か
わ
い
そ
う
な
人
た
ち
」
と

い
う
印
象
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
「
環
境
」
に
あ
っ
た
と

し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
宿
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
四
苦
」
（
つ
ま
り
は
「
生
・

病
・
老
・
死
」
）
の
宿
命
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
得
な
い
と
と
と
も
に
、
ま
た
、
「
人
の
心
」
も
、
自

の
が

分
の
思
い
通
り
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
の
「
悩
み
や
苦
し
み
」
な
ど

は
、
な
お
も
永
々
と
し
て
死
ぬ
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
シ
ャ
カ
或
い
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
と
い
う

の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
欲
望
」
を
満
た
す
と
い
う
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
欲
」
か
ら
離
れ
て
、
い

わ
ゆ
る
「
内
的
成
長
」（
或
い
は
「
内
的
充
実
」）
を
め
ざ
す
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
そ
し
て
、
真
に
「
内

的
成
長
」
（
或
い
は
「
内
的
充
実
」
）
を
遂
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
一
方
の
「
極
み
」
に
達
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
仏
教
」
（
そ
の
中
の
「
小
乗
仏
教
」
）
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
悟
り
を

開
く
こ
と
」
（
そ
れ
は
、
大
空
の
よ
う
な
無
色
透
明
な
「
心
」
《
無
垢
の
心
》
）
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る

お
お
ぞ
ら

が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
「
心
の
自
由
」
を
得
て
、
ま
さ
に
「
自
ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き

得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立
し
た
一
人
の
人
間
と
し
て
新
た
に
誕
生
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
ま
た
、
「
キ
リ
ス
ト
教
」
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る｢

回
心
」
（
そ
れ
は
「
神
と
完
全
に
一
体
と
な

る
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
真
言
密
教
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に｢

大
日
如
来
と
完
全

に
一
体
と
な
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
善
の
イ
デ
ア
」
を
観
て

取
る
地
点
こ
そ
は
、
ま
さ
に｢

そ
の
地
点
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
。
…
…

そ
し
て
、
う
そ
偽
り
な
く
、
真
に｢

内
的
成
長
」
（
或
い
は
「
内
的
充
実
」
）
を
遂
げ
て
い
る
「
魂
」
で

あ
れ
ば
、
「
…
…
巨
万
の
富
も
、
華
麗
な
豪
邸
も
、
ハ
ー
レ
ム
の
よ
う
な
生
活
も
、
ま
た
、
こ
の
上
な
い

社
会
的
地
位
も
、
そ
し
て
、
数
知
れ
ぬ
『
栄
誉
』
も
、
す
べ
て
色
褪
せ
た
も
の
に
見
え
て
来
る
と
い
う
こ

と
」
で
あ
る
。

―
―
例
え
ば
、
自
分
は
、
何
ひ
と
つ
手
に
し
て
い
な
い
。
自
分
は
、
何
ひ
と
つ
持
た
ず
、

ほ
と
ん
ど
身
ひ
と
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
自
分
だ
け
で
足
り
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
一
体
、
な
ぜ
な
の
か
？

そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
魂
」
そ
の
も
の
が
、
真
に
深
く
満
た
さ
れ
て
い

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
魂
」
そ
の
も
の
が
真
に
深
く
満
た
さ
れ
る
と
、
も
う
「
何
も
い
ら
な
い
」

、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
「
心
的
状
態
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
涅
槃
の
境
地
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
例

ね

は

ん

え
ば
、
山
ほ
ど
の
ご
ち
そ
う
を
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
心
か
ら
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
セ
ッ
ク
ス

が
し
た
い
と
思
え
ば
、
セ
ッ
ク
ス
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
他
、
こ
の
世
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
得
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
（
執

着
し
て
い
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
生
き
な
が
ら
「
涅
槃
の
境
地
」
を
楽
し
む

ね

は

ん
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と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
人
生
の
「
極
み
」
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
言
え

、
、
、
、

る
も
の
で
あ
る
。

＊

＊
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