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魯

迅

『
野
草
』
論

青

田

富

夫

京

都

大

牢

『
野
草
』
は
ー
魯
迅

(
一
八
八
三
-
1
九
三
六
)
が
'

一
九
二
四
年

九
月
か
ら
二
六
年
四
月
に
か
け
て
断
績
的
に
書
い
た
二
十
三
第
の
作

品
か
ら
な
っ
て
い
る
｡

｢
野
草
｣
の
副
題
を
つ
け
て
少
し
ず
つ
雑
誌

｢語
綿
｣
に
菱
表
さ
れ
､

一
九
二
七
年
に

｢
題
辞
｣

一
篤
を
つ
け
て

単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
｡

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
魯
迅
自
身
は
こ
れ
ら
の
作
品
を

｢誇
張

し
て
い
え
ば
散
文
詩
で
あ
る
｡｣

と
よ
ん
だ
こ
と
が
あ
る
(｢『自
選
集
』

自
序
｣
一
九
三
二
年
)
が
､
季
長
之
氏
は
そ
の

『魯
迅
批
判
』
(
l
九
三

六
年
北
新
書
局
刊
)
に
お
い
て
､

｢詩
と
名
附
け
る
が
'
賓
際
は
た
だ

ね
り
上
げ
ら
れ
た
雑
感
に
す
ぎ
な
い
｣

と
規
定
し
た
O

ど
う
規
定

す
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
､

『
野
草
』
と
い
う
作
品
集
が
､
魯
迅

の
作
品
群
の
中
に
あ
っ
て
､
き
わ
め
で
特
異
な
性
格
を
も
っ
て
い
る

こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
鮎
に
つ
い
て
ー
竹

内
好
氏
は
､

｢魯
迅
文
学
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
だ
｡
彼
が
い
つ
も

そ
こ
か
ら
出
て
く
る
根
元
が
､
形
象
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
o｣

(『魯
迅
入
門
』
一
八
一
ペ
ー
ジ

一
九
五
三
年
東
東
京
洋
書
館
刊
)
と
書
い

た
｡『

野
草
』
に
は
､
そ
の
強
烈
な
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
力
に
よ
っ
て
読
者

を
ひ
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
も
っ
と
も
｢野
草
的
｣
な
作
品
が
あ
る
｡

｢秋
夜
｣

(二
四
年
九
月
作
)､
｢影
的
告
別
｣
(同
上
)､
｢求
乞
者
｣
(同

上
)
､
｢復
仇
｣
(二
四
年
十
二
月
作
)
､
｢復
仇

(
英
二
)
｣
(同
上
)
､
｢過

客
｣
(二
五
年
三
月
作
)､

｢死
火
｣
(二
五
年
四
月
作
)､

｢
失
韓
的
好
地

獄
｣
(二
五
年
六
月
作
)､
｢墓
硯
文
｣
(同
上
)ー
｢藻
放
線
的
顛
動
｣
(同

上
)､
｢這
様
的
戦
士
｣
(二
五
年
十
二
月
作
)
な
ど
が
そ
れ
で
､
い
わ
ば

『
野
草
』
の
主
流
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
諸
簾
で
'
魯
迅

は
､
日
常
的
論
理
の
支
配
す
る
世
界
を
は
な
れ
た
フ
ァ
ソ
タ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら
の
イ

メ
ー
ジ
の
凝
縮
度
は
か
な
り
高
く
､
い
ず
れ
も
さ
だ
か
に
は
と
ら
え
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に
く
い
も
の
を
含
み
つ
つ
も
､
読
者
に
疑
い
も
な
い
あ
る

l
つ
の
こ

と
を
感
じ
さ
せ
る
｡
そ
れ
は
､
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
な
さ
れ
る

魯
迅
の
激
し
い
自
己
吐
露
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
E
rL]吐
露
と
い

う
鮎
か
ら
い
え
ば
､
主
流
を
な
す
作
品
に
ま
じ
つ
て
そ
の
間
を
う
め

て
い
る
詩
的
形
象
の
比
較
的
弱
い
追
憶
風
の
作
品

(｢雪
｣-
二
五
年
1

月
作
'
｢風
等
｣-
同
上
)
や
寓
話
的
形
式
の
も
の

(｢立
論
｣
-
二
五
年
七

月
作
'
｢聴
明
人
和
優
子
和
奴
才
｣-
二
五
年
十
二
月
作
)､
雑
感
的
童
憩
の

作
品

(｢狗
的
駁
詰
｣-
二
五
年
四
月
作
'

｢淡
淡
的
血
痕
中
｣1
二
六
年
四
月

作
)ー

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
ど
ち
ら
と
も
つ
か
な
い
作
品

(｢希
望
｣1
二

五
年
一
月
作
'
そ
の
他
)
な
ど
に
も
､

基
本
的
に
は
共
通
し
た
も
の
が

あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
以
上
の
.よ
う
な

『
野
草
Lヒ
の
性
格
か
ら
､
こ
の
作
品

集
の
猪
特
の
難
解
さ
が
生
れ
る
｡

一
つ
一
つ
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る

魯
迅
の
内
面
表
象
は
､
よ
り
多
く
感
性
を
通
し
て
読
者
に
感
得
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
ー
そ
れ
を
論
理
の
説
明
に
移
す
作
業
は
営
然

に
む
つ
か
し
い
｡
さ
ら
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
表
象
そ
の
も
の
の

も
つ
混
沌
と
し
た
と
ら
え
が
た
き
が
､
そ
の
作
業
を

一
層
困
難
に
す

る
｡
こ
れ
ま
で
そ
の
難
解
さ
を
と
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
な
さ
れ
て
き
た

魯
迅

『
野
草
｣
論

(吉
田
)

一
つ
の
方
法
は
､

｢『
野
草
』
英
文
諸
本
序
｣
(
一
九
二
二
年
)
に
お
け

る
魯
迅
自
身
の

『
野
草
』

制
作
動
機
に
つ
い
て
の
説
明
を
手
が
か

り
と
し
て
､

『
野
草
』
の
寓
意
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
｡

(鵜
苫
峰

｢諭

『
野
草
』｣

l
九
五
六
年
上
海
新
文
蛮
出
版
社
刊
o
中
川
発
史

｢『野
草
』
に
つ
い
て
｣

一
九
五
七
年

｢中
国
研
究
｣
八
巻
四
鋸
な
ど
)
こ
う

し
た
方
法
に
よ
る
諸
研
究
は
､

『
野
草
』
の
内
容
に
あ
る
と
こ
ろ
ま

で
光
を
あ
て
る
こ
と
に
成
功
し
っ
つ
も
､
制
作
の
場
を

一
た
ん
は
な

れ
た
作
者
の
距
離
を
お
い
た
説
明
に
よ
り
か
か
り
す
ぎ

た
結
果
､

『
野
草
』
の
輿
え
る
混
沌
と
し
た
原
初
的
感
動
を
す
べ
り
落
し
て
し

ま
っ
た
う
ら
み
が
あ
る
｡

一
方
ま
た
､
そ
う
し
た
魯
迅
の
意
識
的
説

明
を
は
な
れ
て
､
作
者
の
意
識
下
の
側
面
か
ら
作
品
に
迫
ろ
う
と
い

う
こ
こ
ろ
み
も
な
さ
れ
て
い
る

(中
野
美
代
子

｢魯
迅
難
感
の
章
憩
の
諸

形
式
｣

一
九
五
九
年

｢現
代
中
開
｣
三
四
統
)
が
､
そ
れ
は
ま
だ
賓
験
的

段
階
に
あ
る
｡

『
野
草
』
に
お
い
て
な
お
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
残

さ
れ
た
問
題
は
多
い
の
で
あ
る
｡

わ
た
く
L
は
､
こ
の
論
文
で
､

『
野
草
』
の
多
彩
な
詩
的
表
象
か

ら
感
じ
と
れ
る
魯
迅
の
自
己
吐
露
に
焦
鮎
を
あ
て
て
､

『
野
草
』
の

世
界
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡
し
た
が
っ
て
､
叙
述
の
主
要
な
関
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心
は
､
魯
迅
自
身
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
の
気
附
い
て
い
る

F
野
草
』

の
高
い
蛮
術
性
の
分
析
と
い
う
こ
と
よ
り
も
､

｢
野
草
』
が
わ
れ
わ

れ
の
感
性
に
訴
え
か
け
て
く
る
魯
迅
像
と
は
何
か
､
と
い
う
鮎
に
し

ぼ
ら
れ
て
く
る
｡
わ
た
く
L
は
も
ち
ろ
ん
ー
そ
れ
で
事
足
れ
り
と
思

う
も
の
で
は
な
い
｡
が
､

一
方
､

『
野
草
し
の
如
く
､
魯
迅
の
存
在

の
混
沌
を
そ
の
ま
ま
吐
き
出
し
た
よ
う
な
作
品
の
ば
あ
ふ

､
そ
の
吐

き
出
さ
れ
た
も
の
-

1
あ
る
い
は
吐
き
出
し
て
い
る
も
の
-

の
姿

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
ー
作
品
の
襲
術
性
も
解
け
て

く
る
の
で
は
な
い
か
｡

後
の
叙
述
の
便
宜
上
､
わ
た
く
L
が
以
下
に
の
べ
よ
う
と
す
る
考

え
の
ご
く
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
だ
け
を
ー
先
に
記
し
て
お
こ
う
｡
わ
た
く

L
は
､

魯
迅
を
ー

竹
内
好
氏
の
よ
う
に
不
饗
の
相
に
重
鮎
を
お
い

て
と
ら
え
る

(冠
Fl迅
』

l
九
五
六
年
河
出
書
房
刊
)

こ
と
の
意
味
を

わ
た
く
し
な
り
に
は
理
解
し
っ
つ
も
､
不
愛
と
思
え
る
も
の
を
含
め

た
魯
迅
の
頚
展
の
方
を
重
大
に
感
じ
て
い
る
｡

F
野
草
』
に
つ
い
て

も
､
わ
た
く
L
は
､
そ
れ
が
竹
内
氏
の
い
う
よ
う
に
魯
迅
の
集
約
鮎

的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
同
時
に
､
そ
こ
に
魯
迅
の
生

へ
の
姿
勢
の

進
展
と
い
っ
た
も
の
は
た
し
か
に
み
ら
れ
る
､
と
考
え
る
｡
そ
れ
は

隠
微
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
大
切
で
あ
る
と
思
う
｡

『
野
草
』
に
お

け
る
魯
迅
像
は
､

｢
狂
人
日
記
｣
の
そ
れ
と
は
わ
ず

か
に
ず
れ
た
地
瓢
に
立
っ
て
い
る
.
そ
し
て
､

『
野
草
』
の
魯
迅
は
､

｢『哨
戒
』
自
序
｣
(
一
九
二
二
年
十
二
月
作
)
と

｢寓
在

『
墳
』
後
痢
｣

(
l
九
二
六
年
十
l
月
作
)
と
い
う
､
お
よ
そ
四
年
の
歳
月
を
隔
て
て
書

か
れ
た
二
つ
の
文
章
の
間
隙
を
埋
め
る
位
置
に
い
る
｡
と
い
う
よ
り

も
､
｢『
哨
戚
』
自
序
｣
か
ら

｢寓
在

『墳
』
後
而
｣
へ
と
う
つ
つ
て
い

っ
た
魯
迅
の
〃

搾
乳
〃

を
､
〝

挿
札
″

の
も
だ
え
の
ま
ま
に

『
野
草
』

は
示
し
て
い
る
｡
そ
し

て
ー
｢『
内
戚
』
自
序
｣
の
あ
ら
わ
す
魯
迅
と

｢霧
在

『墳
』
後
向
｣
の
そ
れ
と
の
関
係
は
､
縮
固
的
に
は

『
野
草
』

の

｢影
的
告
別
｣
と

｢過
客
｣

Jjの
関
係
と
し
て
示
さ
れ
う
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡二

『
野
草
』
に
つ
い
て
の
具
鰹
的
分
析
に
入
る
前
に
､

『
野
草
』
が

ど
の
よ
う
な
魯
迅
に
よ
っ
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
､
簡

単
に
見
常
を
つ
け
て
お
き
た
い
｡

F.野
草
』
を
魯
迅
の
章
展
過
程
に

位
置
づ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
わ
た
く
L
に
と
っ
て
ほ
､
そ
れ
が
必
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要
で
あ
る
｡

魯
迅
の
作
品
年
表
を
み
る
と
､

一
九
二
三
年
か
ら
.一
九
二
四
年
九

月

(
つ
ま
り
『
野
草
』
が
書
き
出
さ
れ
る
ま
で
)
に
か
け
て
ー
魯
迅
の
執

筆

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
か
な
り
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
(別
表
参

拒
)

23年 ｡22年

別 表

24年

o r 4 ; 0 . 6

6 】 0 3

5 し ///レ /レ /レ/

註 1;講演筆記を含む

註 2;考謹文を含む

i25年

I 7

｢-岳 -

L_

: 115

こ
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
､

一
九
二
三
年
の
一
年
間
の
作
品
は
､

作
品
的
債
値
を
も
つ
も
の
四
鮪
､
そ
の
う
ち

一
篤
は
講
演
筆
記
で
あ

っ
て
ー
純
粋
に
作
品
と
は
い
え
な
い
.

(む
ろ
ん
'
魯
迅
の
場
合
'
｢貌

晋
風
度
及
文
章
典
薬
及
酒
之
関
係
｣
を
も
ち
出
す
ま
で
も
な
く
'
書
物
の
序
文

や
講
演
は
作
品
以
上
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
が
'
こ
の
場
合
-

講
演
の

題
は

｢郷
粒
走
後
志
棟
｣-

は
そ
れ
で
は
な
い
)
l
九
二
四
年

1
月
か
ら

三
月
に
か
け
て
は
ー

｢耐
幅
｣
｢在
酒
槙
上
｣

｢幸
福
的
家
庭
｣

｢肥

巨
｣
の
第
二
小
説
集

『
紡
僅
L
に
収
め
ら
れ
る
小
説
四
篇
が
書
か
れ
､

執
筆

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
や
や
高
ま
っ
て
い
る
｡
し
か
し
ー
そ
れ
に
衝
く

五
ケ
月
間
は
作
品
的
に
は
全
く
の
ブ
ラ
ン
ク
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､

一
九
二
三
年
か
ら

一
九
二
四
年
の
夏
の
終
り
頃
ま
で
を
､
魯
迅
の
他

の
時
期
と
比
較
し
て
み
た
場
合
､
か
な
り
目
立
つ
執
筆

エ
ネ
ル
ギ
-

低
下
の
現
象
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡

む
ろ
ん
ー
あ
る
文
学
者
に
お
け
る
二
年
足
ら
ず
の
作
品
創
造
力
の

低
迷
そ
れ
自
身
は
ー
不
思
議
な
こ
と
で
も
何
で
も
な
い
｡
た
だ
､
現

象
的
に
み
て
､

右
に
あ
げ
た
魯
迅
の
場
合
は
､

そ
の
執
筆
力
低
迷

の
は
て
に

こし野
草
｣
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡

あ
る

l
定
の
低
迷
な
つ
づ
け
た
執
筆

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ー

l
撃
に

『
野

67

魯
迅

『
野
草
L

諭

(
吉

川

)



中
国
文
革
報

第
十
六
耕

草
』
に
向
つ
て
放
出
し
て
い
る
､
よ
う
に
み
え
る
｡
と
す
れ
ば
ー

一

般
に
は
何
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
こ
と
が
､
こ
の
場
合
意
味
を
も
つ

か
も
し
れ
ぬ
の
で
あ
る
o
魯
迅
の
執
筆

エ
ネ
ル
ギ
ー
低
迷
の
内
容
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
｡

こ
の
期
問
に
魯
迅
の
身
に
起
っ
た
こ
と
と
し
て
は
､
次
弟
周
作
人

と
の
不
和
事
件

(
二
三
月
七
月
頃
)
が
目
立
つ
｡
こ
の
事
件
の
い
き
さ

つ
も
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が

(許
鹿
平

蒜
.1迅
回

憶
録
,コI

的
所
謂
兄
弟

一
九
六
一
年
北
京
作
家
出
版
赦
川
)ー
こ
の
事
件

が
魯
迅
に
輿
え
た
精
神
的
打
撃
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
か
つ
.た
ろ
う

し
､
こ
れ
に
つ
づ
い
て
九
月
下
旬
か
ら
十

一
月
初
旬
に
か
け
て
起
っ

た
病
気
､
家
探
し
そ
の
他
の
生
活
上
の
わ
ず
ら
わ
し
い
諸
問
題
も
魯

迅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
奪
う
も
の
と
し
て
は
た
ら
い
た
で
あ
ろ
う
｡
し

か
し
'
内
部
に
吐
き
出
す
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
時
の
魯
迅
は
ー

後
の
上
海
に
お
け
る
生
活
が
示
す
よ
う
に
ー
身
の
落
ち
つ
け
ど
こ
ろ

の
な
い
生
活
の
中
で
も
絶
え
ず
何
か
を
書
き
つ
づ
け
て
い
る
｡
と
す

れ
ば
､

『
野
草
』
を
み
ち
ぴ
き
出
す
時
期
に
お
け
る
魯
迅
の
低
迷
の

原
因
は
'
別
に
か
れ
の
内
部
に
も
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
O

ヽ
ヽ
ヽ

わ
た
く
L
は
ー
そ
の
原
因
は
､
魯
迅
の
ま
よ
い
と
よ
べ
る
よ
う
な

何
か
で
は
な
か
っ
た
か
､
と
思
う
O
ま
よ
い
の
一
つ
は
､
小
説
家
と

し
て
の
そ
れ
で
あ
る
｡
｢狂
人
日
記
｣
(
一
九
一
八
年
四
月
)
以
来
ぼ
つ

ぼ
つ
Lと
諌
表
し
て
き
た
十
五
第
の
小
説
を
､

l
九
二
二
年
末
に

『哨

戒

コ
と
題
し
て
l
筋
に
ま
と
め
た
後
の
魯
迅
に
は
､
こ
れ
か
ら
ど
う

し
よ
う
か
と
い
う
ま
よ
い
が
起
っ
て
き
た
と
思
う
｡
魯
迅
は
､
自
己

の
内
面
に
蓄
積
さ
れ
た
過
去
に
光
を
あ
て
る
よ
う
に
し
て
小
説
を
書

い
て
き
た
だ
け
に
､
掘
り
起
す
べ
き
過
去
を
あ
る
程
度
護
掘
し
終
っ

た
と
き
'
小
説
襲
憩
の
基
塵
を
今
後
ど
こ
に
求
む
べ
き
か
に
つ
い
て

の
不
安
は
普
然
起
っ
て
き
た
ろ
う
O

l
九
二
四
年
七
月
初
旬
か
ら
約

l
ヶ
月
間
､
歯
朝
に
取
材
し
た
歴
史
小
説
を
書
く
こ
と
を

l
つ
の
目

的
と
し
て
な
さ
れ
た
長
安

へ
の
旋
行

(林
辰

F魯
迅
事
蹟
考
.3
参
照

l

九
五
五
年
上
海
新
文
蛮
出
版
社
刊
)
や
ー
こ
の
期
間
に
書
か
れ
た

｢幸
福

的
家
庭
｣

｢肥
巨
｣
な
ど
の
小
説
に
み
ら
れ
る
過
去
に
で
は
な
く
現

在
に

(あ
る
い
は
自
己
の
内
面
に
で
は
な
く
自
己
の
外
に
)

作
品
幸
想
の

基
盤
を
求
め
よ
う
と
す
る
試
み

(そ
れ
は
結
果
と
し
て
失
敗

し

て

い
る

け

れ
ど
も
)
等
が
そ
の
こ
と
を
傍
讃
し
て
い
る
0

し
か
し
､

こ
う
し
た
小
説
家
と
し
て
の
ま
よ
い
と
同
時
に

(あ
る

い
は
そ
の
根
底
に
)､

全
人
間
的
な
生
き
方
の
ま
よ
い

(不
安
と
焦
慮
)
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が
あ
り
'
そ
れ
が
こ
の
期
の
魯
迅
の
低
迷
の
最
も
大
き
な
原
因
で
あ

る
よ
う
に
､
わ
た
く
L
に
は
思
え
る
｡
そ
の
間
の
事
情
を
魯
迅
自
身

は
､後
に

｢『
自
選
集
』
自
序
｣
(前
出
)
で
ふ
り
返
っ
て
3,る
O
そ
の

中
で
､
か
れ
は
､
自
分
が

『
内
戚
』
に
収
め
た
小
説
を
書
い
た
の
は

祉
禽
悪
を
暴
露
し
戦
い
の
士
を
勇
気
づ
け
る
た
め
で
あ
っ
た
t
と
書

い
た
の
に
つ
づ
け
て
､
今
問
題
に
し
て
い
る
時
期
の
こ
と
を
'

｢
そ
の
後

『
新
青
年
』
と
い
う
囲
鮭
は
.''1
ラ
'''1
ラ
に
な
り
､
あ

る
者
は
出
世
し
､
あ
る
も
の
は
陰
過
し
､
あ
る
者
は
前
進
し
た
o

私
は
ま
た
も
や
､
同

l
陣
馨
の
戦
友
に
し
て
か
く
も
奨
化
し
得
る

も
の
だ
と
い
う
経
験
を
重
ね
た
｡
お
ま
け
に
作
家
と
い
う
眉
書
き

を
つ
け
ら
れ
て
､
相
襲
ら
ず
沙
漠
の
中
を
行
っ
た
り
乗
た
り
す
る

こ
と
に
な
っ
た
｡
た
だ
'
と
り
と
め
の
な
い
刊
行
物
に
文
章
を
書

く
こ
と
か
ら
は
も
は
や
逃
げ
る
す
べ
も
な
く
ー
雑
談
と
よ
ん
だ
｡

す
こ
し
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
､
短
文
を
書
い
た
｡
や
や
誇
張

し
て
い
え
ば
､
散
文
詩
で
あ
る
｡
後
に
一
筋
に
ま
と
め
て
印
刷
し

て
､

『
野
草
』
と
名
づ
け
た
｡｣

と
書
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
｢
ま
た
も
や
云
云
｣
と
い
う
の
は
'
｢『
岡

城
』
自
序
｣
(
一
九
二
二
年
)

や

『
両
地
書
』
第
八
信

(
一
九
二
五
年
)

魯
迅

『
野
草
』
論

(
青
田
)

で
の
べ
て
い
る
よ
う
な
､
辛
亥
革
命

(
l
九
二

年
)
前
後
に
お
け
る

魯
迅
の

〝
挫
折
し
た
革
命
〃

の
経
験
を
念
頭
に
お
い
て
そ
う
い
っ
て

い
る
こ
と
は
､
明
ら
か
だ
｡

度
重
な
る
引
用
に
色
越
せ
て
す
ら
み
え

る
こ
の
文
章
で
､
魯
迅
は
'
か
れ
が
過
去
を
ふ
り
返
る
と
き
の
癖
で
ー

か
な
り
長
い
期
間
の
自
己
を
無
理
に
整
理
し
て
こ
と
ば
に
し
て
い
る

か
ら
､
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
う
の
み
に
は
で
き
な
い
｡
け
れ
ど
も
､
次

の
鮎
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'

『
新
青
年
』
に
結
集
し

て
五
四
運
動
推
進
の
l
つ
.の
中
核
を
な
し
た
文
化
界
の
革
新
勢
力
が

l
九
二

〇
年
あ
た
り
か
ら
次
第
に
空
中
分
解
を
と
げ
て
ゆ
く
過
程
の

経
験
が

､
魯
迅
に
と
つ
て
は
､
辛
亥
革
命
を
め
ぐ
る
あ
の
深
刻
な
挫

折
の
経
験
と
同
質
の
も
の
と
し
て
回
想
さ
れ
る
ほ
ど
の
意
味
を
も
っ

て
3,た
t

と
い
う
鮎
で
あ
る
｡
荏
秋
白
は

｢
『魯
迅
雑
感
選
集
』
序

言

｣

(
l
九
三
三
年

『
搾
秋
自
文
集
』
第
三
巻
I
一
九
五
三
年
人
民
文
畢
出

版
社

刊
)
で
､

五
四
運
動
前
夜
に

｢第

一
次
の

『
偉
大
な
る
分
裂
』
｣

を
と
げ
て

｢
圃
政
派
と
欧
化
涯
｣
の
虞
二
つ
に
割
れ
た
中
国
思
想
界

が
､
反
帝
反
封
建
の
戦
い
の
進
展
を
反
映
し
て
'

｢欧
化
涯
｣
が
そ

の
内
郡
に
お
い
て
労
働
者
農
民
大
衆
の
陣
営
に
つ
く
も
の
と
封
建

･

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
陣
薯
に
つ
く
も
の
と
に
再
度
分
裂
し
て
ゆ
く
歴
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史
的
経
験
を
鋭
く
論
じ
た
｡
陛
秋
白
は
､
そ
の
欧
化
涯
内
部
に
お
け

る
｢第
二
次
の

『
偉
大
な
る
分
裂
』
｣
の
完
成
を

一
九
二
七
年
後
年
に

お
い
て
み
て
い
る
が
ー
す
で
に
一
九
二

〇
年
を
す
ぎ
る
あ
た
り
か
ら
ー

そ
の
分
裂
は
随
所
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
｡

｢
あ
る
も
の
は
出

世
し
､
あ
る
も
の
は
隠
退
し
､
あ
る
も
の
は
前
進
し
た
･･････o
J

そ

し
て
､
そ
の
経
験
は
ー
あ
る
種
の
魯
迅
論
が
の
べ
る
よ
う
に
､
魯
迅

に
と
っ
て
そ
う
簡
単
に
通
過
さ
れ
た
の
で
は
な
い
.

雑
感
集

『
熱
風
』
豊
混
み
す
す
ん
で
ゆ
く
と
､

｢馬
〝

俄
国
歌
劇

囲
〃
｣
と
い
う
文
章
に
ぶ
つ
か
る
｡

｢
(前
略
)

初
め
て
北
京

へ
来
た
あ
る
人
が
､
し
ば
ら
く
し
て
い
つ
た
｡
僕

は
沙
漠
に
住
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
よ
と
｡

そ
う
だ
､
沙
漠
が
こ
こ
に
あ
る
｡

花
も
な
く
､
詩
も
な
く
ー
光
り
も
な
く
､
熱
も
な
い
｡
塾
術
な

く
､
し
か
も
趣
味
な
く
'
し
か
も
つ
い
に
好
奇
心
す
ら
な
い
｡

重
く
沈
ん
だ
沙
漠
‥
-
･

(中
崎
)

沙
漠
が
こ
こ
に
あ
る
｡

だ
が
､
彼
等
は
舞
う
､
歌
う
｡
美
し
く
､
そ
し
て
県
面
目
に
､

そ
し
て
勇
敢
に
｡

流
れ
､
そ
し
て
歌
う
雲
-
-

兵
た
ち
は
手
を
柏
-
､
接
吻
の
と
き
に
｡
兵
た
ち
は
ま
た
も
や

手
を
薄
く
､
ま
た
も
や
接
吻
の
と
き
に
｡

兵
で
な
い
人
た
ち
も
何
人
か
が
手
を
稚
く
､
や
は
り
接
吻
の
と

き
に
o
そ
し
て
､

一
人
が
最
も
音
高

く
ー
兵
た
ち
よ
り
も
と
び
ぬ

け
て
｡(中

略
)

沙
漠
よ
り
も
恐
怖
す
べ
き
人
の
世
が
こ
こ
に
あ
る
｡

(後
略
)
｣

接
吻
の
と
き
に
手
を
拍
か
れ
つ
つ
.舞
い
歌
う
人
た
ち
.が
ー
十
月
祉

合
主
義
大
革
命
後
の
ソ
連
邦
を
逃
げ
出
し
て
来
た
流
亡
の

｢垂
術
家

達
｣
で
あ
る
こ
と
が
､

｢重
く
沈
ん
だ
沙
漠
-
-
｣
に
見
入
る
魯
迅

の
思
い
を
､

1
層
暗
く
寂
家
と
し
た
も
の
に
し
て
い
る
｡
こ
の
や
り

場
の
な
い
寂
家
の
思
い
は
ー
こ
れ
以
前
に
は
少
く
と
も
こ
の
よ
う
な

形
で
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
｡

『
墳
』
や

『
熱
風
』
に
あ
ら
わ
れ
る
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そ
の
際
さ
で
明
る
さ
を
生
む
モ
メ
ソ
ト
を
読
者
に
訴
え
る
姿
勢
を
も

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､

｢為

〝
俄
国
歌
劇
圃
〃
｣
に
は
､

｢随
感
錬
｣

(
一
九
一
八
-
一
九
年

『
熱
風
』
所
収
)
と
題
さ
れ
た

一
連
の
難
文
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
､
自
己
の
暗
い
思
想
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読

者
に
改
革
を
よ
ぴ
か
け
る
姿
勢
は
な
く
､
魯
迅
は
た
だ
荒
涼
た
る
寂

家
の
思
い
に
激
し
く
拝
情
し
て
い
る
｡

わ
た
く
L
は
､
む
ろ
ん
､
右
の
一
文
を
樽
機
に
魯
迅
が
襲
化
し
た

の
し
な
い
の
と
い
う
結
論
を
ひ
き
出
し
た
り
は
し
な
い
O
か
れ
は
そ

の
よ
う
に
短
い
波
長
で
の
襲
化
は
み
せ
な
い
｡
そ
れ
は
か
れ
の
作
品

を
書
き
は
じ
め
る
ま
で
の
人
生
経
験
の
深
刻
さ
と
か
れ
の
内
政
的
性

格
に
よ
る
だ
ろ
う
｡
わ
た
く
L
は
､
た
だ
ー

一
九
二
二
叫
に
書
か
れ

た
こ
の
文
章
に
み
ら
れ
る
寂
家

へ
の
沈
潜
と
す
ら
み
え
る
魯
迅
の
精

紳
状
沢
(そ
れ
は
'同
じ
年
に
書
か
れ
た
難
文
｢無
撃

､
小
説
｢鴨
的
喜
劇
｣
な

ど
に
も
み
ら
れ
る
)
と
ー

｢
そ
の
後

『
新
青
年
』
と
い
う
圃
鮭
は
バ
ラ

バ
ラ
に
な
り
-
-
｡
私
は
ま
た
も
や
､
同

1
陣
営
の
戦
友
に
し
て
か

く
も
奨
化
し
得
る
も
の
だ
と
い
う
経
験
を
重
ね
た
｡
相
襲
ら
ず
沙
漠

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
中
を
行
っ
た
り
来
た
り
-
･･･
(傍
鮎
-
吉
田
)｣

と
い
う

｢
『自
選

集
』
自
序
｣
の
こ
と
ば
と
を
つ
な
げ
て
考
え
て
み
て
､

『
野
草
Jj
の

魯
迅

U.野
草
JJ
諭

(吉
田
)

書
か
れ
る
直
前
の
魯
迅
の
思
想
的

･
精
神
的
状
況
を
推
測
し
ょ
う
と

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

｢
狂
人
日
記
｣
に
お
け
る
魯
迅
の
出
章
に
つ
い
て
は
､
多
く
語
ら

れ
て
い
る
｡
か
れ
が
沈
黙
の
中
か
ら

｢
狂
人
日
記
｣
を
提
出
し
た
こ

と
に
は
､

『
新
青
年
』
に
お
け
る
文
学
革
命
論
守
の
寄
生
を
は
じ
め
ー

外
部
的
な
各
種
の
原
田
が
重
な
り
あ
っ
て
作
用
し
て
い
た
に
も
せ
よ
､

そ
れ
を
書
い
た
こ
と
は
魯
迅
に
と
つ
て
は
決
定
的
で
あ
っ
た
O
そ
れ

以
後
か
れ
は
､
自
己
の
内
面
に
心
筋
を
蝕
ば
ま
れ
る
よ
う
な
思
い
で

た
め
こ
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
経
験
か
ら
く
る
暗
い
思
い
を
､
次

々
と
文
字
に
し
て
い
つ
た
｡
五
四
運
動
の
波
の
高
ま
り
に
も
､
客
観

的
に
は
魯
迅
を
つ
き
う
ご
か
す
も
の
が
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
や

が
て
最
初
の
波
は
ひ
い
た
｡

あ
る
地
鮎
ま
で
き
て
､

魯
迅
は
'

自

分
の
吐
い
た
多
く
の
こ
と
ば
の
死
骸
と
そ
の
ま
わ
り
に
虞
が
る

｢沙

漠
｣
と
を
見
出
し
た
､
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡

｢
お
よ
そ
あ
る

l
人
の
.主
張
が
､
賛
成
を
得
れ
ば
前
進
を
促
す

し
､
反
対
を
得
れ
ば
闘
い
を
促
す
｡
が
ー
｣
人
見
知
ら
ぬ
人
々
の

さけ

間
で

威

び

を
あ
げ
て
彼
等
が

l
向
に
反
鷹
し
な
い
場
合
ー
賛
成
で

も
な
く
反
対
で
も
な
く
､
ま
る
で
は
て
し
な
い
荒
野
に
身
を
置
く
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よ
う
で
､
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
｡
そ
れ
は
ー
な
ん
と
悲
し
い
こ

と
だ
ろ
う
.｣

(
｢『柄
賊
』
自
序
｣)

こ
の
こ
と
ば
を
､
魯
迅
は
､

一
九
二
二
年
十
二
月
に
､
そ
れ
よ
り

十
数
年
前
の
流
産
し
た
雑
誌

『
新
生
』
の
甑
未
に
か
ら
む
こ
と
と
し

て
書
い
て
い
る
が
､
こ
れ
を
わ
た
く
L
は
､

l
九
二
二
年
十
二
月
に

お
け
る
魯
迅
の
現
在
的
心
境
で
も
あ
っ
た
､
と
感
じ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
､

『
野
草
』
に
先
立
つ
1
九
二
三
年

か
ら
二
四
年
に
か
け
て
は
､
魯
迅
と
い
う

l
人
の
文
学
者
の
歩
み
の

上
で
､
や
は
り

一
つ
の
段
階
で
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
｡
そ
れ
は
､

｢
狂
人
日
記
｣
以
来
ー
『哨
戒
』
の
小
説
､
『
熱
風
』
の
薙
文
'
｢墳
』

の
約
三
分
の
一
の
文
章
な
ど
を

l
ま
と
め
に
し
て
､
そ
れ
ら
を

一
歩

と
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
一
歩
が
次
の
一
歩
を
よ
ぶ
前
の
小
さ
な
小
休

止
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
｡
そ
の
小
休
止
を
､
魯
迅
は
寂
家
と
し
た

沙
漠
の
思
い
と
と
も
に
過
し
た
O
そ
し
て
､
次
の
l
歩
は
ー
｢
野
草
b

を
通
過
し
て
､

『
華
蓋
集
Lb
に
向
つ
て
激
し
く
ふ
み
F.
さ
れ
て
い
る
｡

三

『
野
草
』
の
最
初
に
は
'

｢秋
夜
｣

｢影
的
告
別
｣
の
二
作
品
が

お
か
れ
て
い
る
O
こ
れ
ら
の
二
作
品
は
､
前
者
が
叙
景
的
で
静
か
な

の
に
射
し
て
後
者
は
滞
日
的
激
し
さ
を
も
っ
て
お
り
､
表
面
的
な
傾

向
か
ら
い
え
ば
か
な
り
興
っ
て
い
る
O
後
者
で
は
､
作
者
が
直
接
作

品
の
表
面
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
が
ー
前
者
で
は
作
者
の
姿
は
作
品
の

奥
に
じ
っ
と
ひ
そ
ん
で
い
る
｡
け
れ
ど
も
､
こ
の
二
作
品
は
､

『
野

草
』
に
お
け
る
多
彩
な
あ
ら
わ
れ
万
を
す
る
魯
迅
を
原
理
的
に
.ホ
す

JJ
い
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
鮎
で
､
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
わ
た

く
L
は
思
う
｡
こ
れ
よ
り
後
の
作
品
の
吏
想
形
式
も
ー
多
く
は
こ
れ

ら
の
ど
ち
ら
か
に
根
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
し
た
が
つ
て
､

ま
ず
こ
の
二
つ
の
作
品
に
つ
い
て
ー
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
｡

『
野
草
』
の
第

一
作

｢秋
夜
｣
は
､
構
成
の
上
か
ら
中
庭
の
場
面

と
書
斎
の
場
面
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
｡
そ
れ
ら
二
つ
の
パ
ー
ト
は
､

一
万
に
秋
夜
の
自
然
に
幻
想
す
る
作
者
を
､
他
の
一
方
に
不
気
味
な

｢
深
夜
の
笑
い
聾
｣
を
笑
う
作
者
を
も
つ
､
原
理
的
に
は
同
じ
構
造

を
し
て
い
る
O
作
者
は
､
こ
の
作
品
で
､
秋
夜
の
自
然
と
の
か
か
わ

り
あ
い
を
通
じ
て
'
分
裂
し
矛
盾
し
た
二
つ
の
自
己
を
呈
示
す
る
｡

ま
ず
､
作
者
は
秋
夜
の
裏
庭
に
立
っ
て
ー
自
然
の
景
物
に
じ
っ
と
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見
入
っ
て
い
る
｡
秋
夜
の
世
界
に
投
入
し
た
作
者
は
､
自
然
の
形
相

の
奥
に
肉
迫
L
t
幻
想
し
て
い
る
｡
秋
の
夜
景
が
､
そ
れ
に
じ
っ
と

見
入
る
作
者
の
内
面
の
何
も
の
か
に
次
々
と
は
た
ら
き
か
け
､
そ
こ

に
自
然
の
姿
を
こ
え
た

l
つ
の
世
界
が
生
れ
て
く
る
｡
作
者
の
眼
に

は
､
冷
い
眼
で
微
笑
す
る
天
空
と
､
そ
の
下
で
う
ち
ふ
る
え
つ
つ
春

を
夢
み
る
桃
色
の
花
と
､
春
の
来
る
こ
と
も
秋
の
来
る
こ
と
も
知
っ

て
い
て
一
心
に
天
空
を
突
き
刺
す
責
の
木
と
が
､
相
互
に
対
立
的
に

作
用
し
あ
っ
LV
う
つ
つ
で
く
る
O
こ
の
封
立
関
係
が
､
こ
れ
ら
の
幻

想
と
魯
迅
の
内
滴
と
の
つ
な
が
り
を
'
詩
的
感
性
を
通
し
て
讃
者
に

暗
示
す
る
｡

高
く
冷
い
天
空
に
封
し
て
､
凍
え
つ
つ
夢
み
る
花
の
姿
は
弱
々
し

く
痛
ま
し
い
｡
そ
の
痛
ま
し
さ
は
ー
達
者
に
､
か
つ
て
魯
迅
が
､
沙

漠
に
屠
る
こ
と
の
寂
家
の
思
い
を
こ
め
て
､

｢人
生
で
段
も
苦
し
い

の
は
､
夢
か
ら
醒
め
て
行
く
べ
き
道
が
な
い
こ
と
で
す
O
夢
を
み
て

い
る
人
は
幸
福
で
す
｡
も
し
行
く
べ
き
遠
が
み
つ
か
ら
な
い
な
ら
､

一
番
大
切
な
の
は
そ
の
人
を
呼
び
醒
き
な
い
こ
と
で
す
.｣

(
｢郷
投

売
後
忠
様
｣
一
九
二
三
年
)

と
い
う
こ
と
ば
に
こ
め
た
苦
痛
の
思
い
を

想
起
せ
し
め
る
｡
光
り
の
な
い
現
寅
登
別
に
痛
々
し
い
糧
に
覚
醒
し

魯
迅

『
野
草
』
諭

(
吉
田
)

た
心
な
い
だ
い
て
苦
し
ん
だ
魯
迅
は
､
彼
の
目
覚
め
た
心
に
は
そ
う

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
､
炎
天
の
沙
漠
を

行
く
人
が
水
を
求
め
る
よ
う
に
､
ほ
と
ん
ど
衝
動
的
に
夢
や
忘
却
を

口
に
す
る
O
そ
の
間
の
事
情
は
後
に
よ
り
精
し
く
検
討
す
る
折
が
あ

ろ
う
が
､
右
に
あ
げ
た

｢人
生
で
云
云
｣
と
い
う
の
は
そ
の
l
例
で

あ
る
｡
そ
う
し
た
魯
迅
の
生
の
根
底
に
か
か
わ
る
苦
痛
が
､
｢秋
夜
｣

の
小
さ
な
花
の
イ
メ
ー
ジ
に
微
妙
に
屈
折
し
て
繁
り
を
落
し
て
い
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
ー

｢秋
の
後
に
は
き
つ
と
春
が
く
る
｣
と
い
う
こ

と
と
同
時
に
､

｢春
の
後
は
や

っ
ぱ
り
秋
だ
｣
と
い
う
こ
と
も
知
り

つ
つ
､
ひ
た
す
ら
に
天
を
突
き
刺
す
嚢
の
木
は
､
さ
び
し
く
鏡
い
｡

あ
お

怪
し
げ
に
ま
た
た
く
天
は
､
次
第
に

藍

さ

を
ま
し
て
､
人
間
を
離
れ

裏
の
木
か
ら
の
が
れ
て
い
つ
て
し
ま
い
そ
う
に
す
る
0
月
す
ら
東
に

か
く
れ
た
｡

｢が
､
何
も
な
く
な
っ
た
幹
は
､
や
は
り
黙
々
と
銭
の
.よ
う
に
ー

怪
し
げ
で
高
い
天
空
を
突
き
刺
す
.
天
が
い
か
に
多
く
の
魅
惑
的

な
眼
を
さ
ま
ざ
ま
に
ま
た
た
か
せ
よ
う
と
も
､
ひ
た
す
ら
そ
の
死

命
を
制
せ
ん
と
す
る
.｣

魯
迅
は
秋
の
夜
空
に
突
っ
立
つ
竃
の
木
の
奥
に
､
孤
猶
な
戦
う
も
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の
の
姿
を
み
て
い
る
｡
た
だ
､
わ
た
く
L
は
､
こ
の
よ
う
な
束
の
木

を
､
津
田
孝
氏
の
よ
う
に
イ
ク
ォ
-
ル
魯
迅
自
身
で
あ
る
と
し
て
､

｢『
ほ
と
ん
ど
葉
を
落
し
っ
く
し
た
』
薫
の
木
｡
･‥
-
こ
れ
は
あ
き
ら

か
に
常
時
の
魯
迅
の
姿
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡｣
(｢『野
草
』

凍
諭
｣

一
九
五
六
年

｢魯
迅
研
究
｣
第
十
五
競
)
と
い
っ
た
穿
さ
く
を
加

え
る
必
要
は
感
じ
な
い
｡

｢
秋
夜
｣
は
た
し
か
に
意
識
的
に
技
巧
を

こ
ら
し
た
あ
と
の
み
え
る
作
品
だ
が
､
そ
の
技
巧
は
自
然
の
貴
黄
を

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
う

て
､
何
か
の
比

職
を
書
く
た
め
の
も
の
で
は
な
い
｡
作
者
は
あ
く
ま
で
寛
黄
を
ふ
ま

え
て
い
る
｡
誼
の
木
の
場
合
も
､

｢葉
を
落
し
っ
く
し
た
｣
裏
の
木

の
貴
意
が
､
魯
迅
の
内
面
の
鰹
験
に
働
き
か
け
て
､
そ
こ
に

｢他
知

道
中
粉
紅
花
的
夢
.
秋
後
要
有
春
…
他
也
知
遺
落
葉
的
夢
.
春
後
還

是
秋
｡｣
と
い
う
こ
と
ば
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
､

寵
の
木

-

魯
迅
な
の
で
は
な
い
｡
同
様
に
､
夜
空
に
ぬ
っ
と
つ
き
出
た
嚢
の
木

の
姿
が
､
作
者
の
内
心
の
寂
家
感
と
隣
り
合
せ
の

｢
新
た
な
戦
友
は

ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
-
｣
(｢『自
選
集
』
自
序
｣)
と
い
う
焦
燥
感

と
結
び
つ
い
て
､
そ
こ
に
孤
高
な
戦
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
れ
て

い
る
の
だ
｡

そ
し
て
作
者
は
､
以
上
二
つ
の
も
の
を
お
患
っ
て
'
そ
れ
に
封
立

す
る
も
の
を

｢あ
や
し
げ
で
高
い
｣
秋
の
夜
空
に
み
る
ー

あ
や
し

げ
に
チ
カ
チ
カ
す
る
轟
感
的
な
冷
い
眼
､
意
味
あ
り
気
な
口
元
の
微

笑
､
突
き
刺
さ
れ
て
蒼
ざ
め
て
い
る
か
と
思
う
と

'

そ
つ
と
東
の
方

に
か
く
れ
て
し
ま
う
月
｡
魯
迅
は
､
こ
の
と
き
､
二
千
年
を
こ
え
る

俸
銃
の
痩

み
と
辰
大
な
る
国
土

･
人
口
と
入
り
く
ん
だ
階
級
関
係
に

よ
っ
て
そ
の
正
隆
を
つ
か
む
こ
と
の
容
易
で
な
い
全
中
国
を
､
意
識

に
の
ぼ
せ
て
い
た
t
か
ど
う
か
｡

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
､

｢秋
夜
｣
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
あ
る
は
り
つ

め
た
緊
張
が
感
じ
ら
れ
る
｡
そ
の
緊
張
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で

は
な
い
｡
天
空
ー
桃
色
の
花
ー嚢
の
木
ー月
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
ど

れ
も
ど
こ
か
不
安
な
不
確
か
さ
を
と
も
な
っ
て
お
り
､
そ
の
こ
と
が
､

こ
れ
ら
の
.イ
メ
I
I,･L
を
生
み
出
す
作
者
魯
迅
の
内
面
の
不
安
定
な
状

態
を
暗
示
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
､
こ
の
微
妙
な
不
確
か
さ
に
う
ち

ふ
る
え
つ
つ
も
な
お

一
定
の
秩
序
と
い
え
る
も
の
を
も
っ
て
緊
張
し

て
い
る

｢
秋
夜
｣
の
世
界
は
ー

一
撃
に
不
気
味
な
方
向
に
崩
壊
す
る
｡

｢
ギ
ャ
ア
と
鳴
い
て
､
夜
蓬
の
雷
鳥
が
と
ん
だ
｡

私
は
､
ふ
と
ー
深
夜
の
笑
聾
を
聞
い
た
｡
く
つ
く
つ
と
､
睡
つ
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て
い
る
人
を
驚
か
す
ま
い
と
し
て
い
る
ら
し
い
が
､
周
囲
の
空
気

が

l
斉
に
唱
和
し
て
笑
う
｡
深
夜
ー
ほ
か
に
人
は
い
な
い
｡
私
は

す
ぐ
さ
ま
こ
の
聾
が
私

の
盾
か
ら
も
れ
て
い
る
の
を
聞
き
と
る
｡

私
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
笑
聾
に
お
っ
ば
ら
わ
れ
で
ー
自
分
の
部
屋
に

か
え
る
｡｣

こ
の
笑
等
こ
そ
､
魯
迅
の
内
面
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
に
つ
な
が

っ
て
生
れ
て
き
た
イ
メ
1
.,,L
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｡
こ
れ
を
､
津

田
氏
の
よ
う
に
､

｢魯
迅
が
な
ぜ
笑
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
と
し

て
も
､
か
れ
が
ふ
と
た
て
た
笑
い
聾
で
人
を
起
す
ま
い
と
し
て
い
る

こ
と
の
理
由
は
わ
か
る
｡｣

(前
掲
論
文
)

な
ど
と
い
つ
で
す
ま
し
て

は
い
ら
れ
ぬ
｡
こ
の
笑
い
聾
は
､
不
確
か
さ
を
と
も
な
い
つ
つ
も

l

定
の
秩
序
な
た
も
つ
て
い
た
そ
れ
以
前
の
緊
張
し
た
世
界
を
根
底
か

ら
く
つ
が
え
す
響
き
を
も
っ
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
深
夜
裏
庭
に

立
っ
て
､
不
安
定
に
ゆ
れ
う
ご
く
自
己
の
内
面
の
苦
痛
と
願
望
と
を

自
然
の
形
相
の
奥
深
く
投
げ
か
け
一て
い
た
魯
迅
､
そ
う
し
た
魯
迅
の

何
者
か
を
追
い
求
め
る
行
為
､
そ
れ
ら
を
す
べ
て
空
し
い
も
の
と
し

て
否
定
し
き
つ
て
し
ま
う
よ
う
な

ニ
ヒ
ル
な
響
き
を
､
こ
の

｢深
夜

の
笑
聾
｣
は
も
っ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の

｢笑
聾
｣
は
､
す

魯
迅

『
野
草
』
諭

(
吉
田
)

く
な
く
と
も
そ
れ
以
前
の
イ
メ
ー
ジ
の
生
み
出
さ
れ
る
場
所
と
は
矛

盾
す
る
場
所
か
ら
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
､
こ
の

｢深

夜
的
笑
聾
｣
の
イ
メ
1
.,,L
を
生
み
出
す
場
所
は
ー
魯
迅
の
内
面
の
ど

こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
｡
そ
れ
に
つ
い
て
軽
々
し
く
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
､
わ
た
く
し
の
頭
の
中
に
ど
う
し
て
も
う

か
ん
で
-
る
の
は
､
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
る
｡

｢私
は
た
し
か
に
､
し
ば
し
ば
他
人
を
解
剖
す
る
O
だ
が
t
よ

り
多
く
の
場
合
'
よ
り
容
赦
な
く
私
自
身
を
解
剖
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
す
こ
し
ば
か
り
護
表
し
た
ら
､
ひ
ど
く
温
い
も
の
好

き
な
人
々
は
ー
も
う
冷
酷
だ
な
ど
と
い
う
｡
も
し
私
の
血
や
肉

を
全
部
さ
ら
け
出
し
た
ら
､
末
路
は

一
腹
ど
ん
な
こ
と
に
な
る

か
し
れ
た
も
の
.で
は
な
い
.｣

(
｢寓
在

『
頃
,コ
後
面
｣
)

魯
迅
の
口
調
は
例
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
ゆ
が
ん
で
い
る
が
､
こ
の

こ
と
ば
か
ら
ー
魯
迅
が
か
れ
自
身
の
中
に
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

は
ば
か
る
よ
う
な
何
か
冷
酷
な
も
の
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
わ
か

る
｡
こ
の
こ
と
ば
は
､

一
九
二
六
年
に
書
か
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
を
､

魯
迅
が
自
分
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
青
年
達
に
つ
た
え
る
こ
と
に
封
す

る
た
め
ら
い
や
お
そ
れ
の
こ
と
ば
を
し
ば
し
ば
口
に
し
て
い
る
こ
と
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(｢『内
戚
』
自
序
｣
'
『
両
地
書
』
第
四
信
'
第
二
四
倍
'
そ
の
他
指
導
者
に
さ

れ
る
こ
と
に
封
す
る
拒
否
な
い
し
お
そ
れ
の
こ
と
ば
は
'
魯
迅
の
文
章
の
な

か
に
い
く
ら
で
も
護
見
で
き
る
)
､
甚
し
く
は
自
分
の
存
在
を
の
ろ
う
よ

う
な
こ
と
ば
さ
え
も
ら
し
て
い
る
こ
と
(｢『項
』
題
記
｣
そ
の
他
)
な
ど

と
思
い
あ
わ
せ
て
み
る
と
､
魯
迅
は
､
何
か
途
方
も
な
い
マ
イ
ナ
ス

の
方
向
を
も
っ
た
〝

暗
い
穴
〃

の
存
在
を
自
身
の
中
に
感
じ
と
り
ー

そ
れ
に
戦
懐
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
､
わ
た
し
に

は
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
魯
迅
が
､
か
れ
自
身
の
な
か
に
は

｢
人

道
主
義
と
個
人
主
義
と
い
う
二
つ
の
思
想
｣
が
矛
盾
し
つ
つ
起
伏
消

長
し
て
い
る
と
い
う
告
白
を
し
た
こ
と
は
ー
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
O

(『
両
地
書
』
第
二
四
倍
)
人
道
主
義
と
か
個
人
主
義
と
か
い
う
こ
と
ば

は
､
お
そ
ら
く
魯
迅
が
自
身
の
な
か
に
感
じ
る
矛
盾
し
た
二
つ
の
側

面
の
代
名
詞
に
す
ぎ
ま
い
が
ー
こ
の
よ
う
に
魯
迅
白
身
に
も
意
識
さ

れ
て
い
た
か
れ
の
内
面
に
お
け
る
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
の
矛
盾
､

そ
の
矛
盾
の
一
万
の
極
に
､
わ
た
く
し
は
あ
も

〝
暗

い
穴
〃

を
お
い

て
考
え
た
い
の
で
あ
る
｡
そ
の

〝
暗
い
穴
″

の
内
容
を
な
す

も
の
と

し
て
は
､
人
間
不
信
､
罪
の
意
識
ー

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
等

々
､
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
間
題
は
い
わ
ば
魯
迅
全
鰹
に
か
か

わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て

そ
れ
に
つ
い
て
の
全
面
的
な
考
察
は

別
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
､
以
上
は

一
鷹
の
問
題
提
起
に
す
ぎ
な
い
｡

た
だ
､
話
を

｢
秋
夜
｣
に
も
ど
す
な
ら
ば
､
先
に
み
た
あ
る
不
気
味

な

｢
深
夜
的
笑
牽
｣
の
生
み
出
さ
れ
る
場
所
は
､
わ
た
く
し
の
考
え

る
こ
の

〃
暗
い
穴
〃

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
､
と
思
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
自
然

へ
の
肉
迫
と
そ
れ
に
封
す
る
否
定
と
い
う
構
造

を
も
っ
た
世
界
は
､
書
斎
の
場
面
で
も
う

一
度
く
り
返
さ
れ
る
｡
ラ

ソ
プ
の
.ほ
や
に
撒
か
れ
た
紅

い
く
ち
な
し
の
花
か
ら
､
作
者
の
連
想

が
､

｢
紅
い
く
ち
な
し
が
花
咲
く
と
き
､
裏

の
木
は
ま
た
も
や
小
さ

な
桃
色
の

花
の
夢
を
ゆ
め
み
る
だ
ろ
う
｡
こ
ん
も
り
と
弧
形
を
な
L

マ
マ

v
･-

･｣

と
す
す
む
と
き
､

｢
深
夜
の
笑
蟹
｣
は
再
び
ひ
び
く
｡

わ
た
く
L
は
ー
で
き
る
だ
け
作
品
の
章
憩
に
密
着
し
っ
つ
検
討
を

す
す
め
て
き
た
が
､
以
上
で

｢
秋
夜
｣
の
表
象
は
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な

る
で
あ
ろ
う
｡
秋
の
自
然
の
姿
に
す
ら
内
心
の
寂
家
の
痛
み
や
願
望

の
繁
り
を
落
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
魯
迅
に
は
､
切
な
い
ほ
ど

ヽ
ヽ

の
求
め
が
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
切
寛
な
求
め
を
抱
い
て
寂
家
す
る

魯
迅
の
内
面
に
は
､
深
夜
人
知
れ
ず
不
気
味
な
笑
聾
を
ひ
び
か
せ
る

空
ろ
な
穴
が
ぽ
っ
か
り
口
を
あ
け
て
い
る
の
だ
O
魯
迅
は
､
底
知
れ
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ぬ
虚
無
の
深
み
か
ら
冷
風
を
吹
き
上
げ
て
く
る
こ
の
穴
の
存
在
に
戦

懐
す
る
｡
彼
は
､
ま
る
で
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
書
斎

へ
ひ
き
か
え
し

た
で
は
な
い
か
O
し
か
し
､
思
い
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
穴
の

存
在
は
消
え
は
し
な
い
O
そ
れ
は
寂
家
の
思
い
の
中
で
激
し
く
出
口

ヽ
ヽ

を
探
し
て
い
る
求
め
と
と
も
に
ー
不
気
味
に
存
在
し
っ
づ
け
る
だ
ろ

ら
ノ0｢秋

夜
｣
は

『
野
草
』
の
中
で
も
つ
か
み
に
く
い
も
の
の
一
つ
で

あ
る
｡
つ
か
み
に
く
さ
は
､
魯
迅
が
ー
吐
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
を

詩
的
技
巧
に
く
る
も
う
と
し
す
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
起
っ
て
い
る
面
が

あ
る
｡
し
か
し
ー
そ
う
し
た
鮎
は
あ
り
な
が
ら
も
､
こ
こ
に
は
明
ら

か
に
作
者
の
自
己
吐
露
が
み
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
自
己
吐
露
は
､

次
の

｢影
的
告
別
｣
に
至
っ
て
､
激
し
い
奔
流
と
な
っ
て
讃
者
に
迫

っ
て
く
る
｡

｢影
的
告
別
｣
は
強
烈
な
猪
白
の
世
界
で
あ
る
｡
滞
日
す
る
の
は

｢影
｣
だ
｡

｢影
｣
と
は
な
に
か
｡

｢
わ
た
し
は
た
だ
の
影
だ
｡
お
前
と
別
れ
て
暗
黒
の
な
か
に
沈

み
た
い
｡
だ
が
､
暗
黒
は
再
び
わ
た
し
を
呑
み
こ
む
か
も
し
れ
ぬ
｡

だ
が
､
光
明
は
再
び
わ
た
し
を
治
す
か
も
し
れ
ぬ
｡

魯
迅

『
野
草
』
論

(
吉
田
)

さ

ま

だ
が
､
わ
た
し
は
明
暗
の
間
に
紡

程

よ
い
た
く
な
い
o
わ
た
し

は
暗
黒
の
な
か
に
沈
ん
だ
方
が
い
い
｡

だ
が
､
わ
た
し
は
つ
い
に
明
暗
の
間
に
坊
僅
う
｡
わ
た
し
は
､

た
そ
が
れ
で
あ
る
の
か
あ
け
ぼ
の
で
あ
る
の
か
'
知
ら
ぬ
｡
わ
た

し
は
ー
と
も
あ
れ
灰
色
の
手
を
挙
げ
て
､

1
杯
の
酒
を
飲
み
干
す

員
似
な
し
よ
う
｡
わ
た
し
は
､
時
さ
え
知
ら
ぬ
時
に
､
濁
り
遠
く

行
こ
う
｡｣

こ
こ
に
あ
る
も
の
は
､
激
し
く
せ
め
ぎ
あ
う

｢影
｣
の
情
念
の
混

沌
で
あ
る
｡

渥
滝
の
様
相
は
､

こ
こ
に
く
り
返
し
て
あ
ら
わ
れ
る

｢
だ
が
｣
(
然
而
)
と
い
う
屈
折
字
の
頻
繁
な
使
用
に
､
最
も
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
混
沌
そ
の
も
の
の
示
す

｢影
｣
の
映
像

は
ー

｢秋
夜
｣
の
場
合
の
よ
う
に
わ
か
り
に
く
く
は
な
い
｡

｢影
｣
と
は
､
｢暗
黒
｣
と

｢光
明
｣
と
の
ど
ち
ら
か
ら
も
猪
立
の

存
在
を
許
さ
れ
な
い
も
の
､
互
に
封
立
し
矛
盾
す
る

｢明
｣
と
｢暗
｣

の
中
間
に
し
か
存
在
し
え
ぬ
も
の
だ
｡

｢影
｣
が
本
性
的
に
も
つ
こ

う
し
た
中
間
者
的
存
在
の
悲
劇
性
が
､
こ
こ
で
は
大
き
く
と
り
出
さ

れ
て
､

｢影
｣
の
滞
日
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
輿
え
て
い
る
｡
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中
開
文
畢
報

第
十
六
珊

と
こ
ろ
で
ー
こ
の
明
暗
の
間
に
は
げ
し
く
坊
往
す
る

｢影
｣
の
イ

メ
ー

ジ
が
'

｢秋
夜
｣
で
み
た
よ
う
な
魯
迅
の
内
面
に
そ
の
ま
ま
つ

ら
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
若
干

考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
｡

思
う
に
､
魯
迅
が

｢影
｣
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
の
は

｢影
的
告

別
｣
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
｡

｢影
｣
に
通
じ
る
よ
う
な
税
鮎
は
､

す
で
に

｢
狂
人
日
記
｣
に
あ
る
｡

そ
こ
で
'

魯
迅
は
主
人
公
に
､

｢吃
人
｣
の
習
慣
を
や
め
る
た
め
に
は
自
分
達
が
今
日
か
ら
で
も

一

生
懸
命
心
を
い
れ
か
え
て

｢
い
け
な
い
｣
と
い
え
ば
い
い
の
だ
と
い

わ
せ
､

｢
救
救
孫
子
｣
と
叫
ば
せ
た
｡
自
己
の
世
代
を

｢吃
人
｣
の

過
去
と
子
孫
の
未
来
の
中
間
に
虫
こ
う
と
い
う
狂
人

の
税
鮎
は
ー

｢影
｣
の
そ
れ
と
同
質
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
､

｢〝
現
在
〃

を
殺
す
こ
と
は
､
婿
乗
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
.-
i

賂
乗
は
子
孫
の
時
代
だ
｡｣
｢随
感
錬
五
十
七
-
現
在
的
屠
殺
老
｣
一
九

一
九
午
)

｢
中
国
の
覚
醒
し
た
人
は
･･･-

一
万
で
は
奮
い
帳
面
の
清
算
を

し
っ
つ
ー
他
方
で
は
新
し
い
道
を
き
り
拓
か
ね
ば
な
ら
ぬ
｡｣
(｢我

僧
現
在
忠
模
倣
父
親
｣
一
九
一
九
年
)

等
々
'
｢過
去
｣
と

｢未
来
｣
(
あ
る
い
は

｢暗
黒
｣
と

｢光
明
｣
)

の
中
間
に

｢現
在
｣
(
あ
る
い
は

｢自
己
｣
)
の
位
置
を
と
ら
え
よ
う

と
い
う
硯
鮎
は
､
魯
迅
の
根
底
的
態
度
と
し
て
あ
っ
た
｡
そ
の
意
味

で
､
程
秋
白
が
情
熱
を
こ
め
て
書
い
た

｢｢
魯
迅
雑
感
選
集

口
序
言
｣

の
最
初
に
､

｢我
僧
現
在
忠
様
倣
父
親
｣
の
巾
の

｢自
己
背
着
因
襲

的
重
糖
.
眉
佳
了
黒
晴
的
間
門
水
放
他
僧
到
寛
閥
光
明
的
地
方
去
｣

と
い
う
こ
と
ば
を
書
き
つ
け
た
こ
と
は
､
か
れ
0
魯
迅
理
解
の
深
さ

を
示
す
も
の
だ
｡

と
こ
ろ
で

｢陪
窯
の
過
去
｣
を

｢光
明
の
未
来
｣

へ
と
橋
渡
し
す

る
位
置
に

｢現
在

(-
自
己
お
よ
び
自
己
の
世
代
)
｣

を
お
こ
う
と

す
る
魯
迅
の
蔵
鮎
は

､
こ
こ
な
の
が
せ
ぽ
と
り
か
え
し
が
つ
か
な
く

な
る
と
い
う
ほ
ど
の
非
常
な
逼
迫
感
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
鮎

に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
O

こ
の
逼
迫
感
の
根
源
は
､

季
長
之
氏
に

よ
れ
ば
､
｢人
得
要
生
存

(
人
は
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
)
｣
と
い
う
信
念

で
あ
り

(『魯
迅
批
判

-

三

岡
崎
俊
夫
氏
に
よ
れ
ば

｢滅
亡

へ
の
恐
怖
｣

で
あ
っ
た

(｢中
国
文
撃
の
ふ
-
む
問
題
｣I

講
座

F
文
学
』
第
三
奄

一

九
五
四
年
岩
波
S.:帖
刊
)｡

桁
極
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
る

か

(李
)
､

消
極
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
る
か

(岡
崎
)
の
と
ら
え
万

の
ち
.が

い
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は
あ
る
が
､
両
者
は
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
o
そ
し
て
､
注
目
す

べ
き
は
ー
こ
の
信
念
あ
る
い
は
恐
怖
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
う
ら
に
あ

る
種
族
滅
亡
論
的
思
想
で
あ
る
｡
す
で
に
早
く

｢摩
羅
詩
力
説
｣

く
だ

も

おと
ろ

(
一
九
〇
七
年
)
に
お
い
て
､
｢
遮

り

て
'
文
事
式

っ
て

徴

え

な
ぼ
'
す

み
んぞ
く

ひとび
と

や

な
わ
ち

種

人

の

運
命
ま
た
轟
き
､
室

生

饗

を
穣

め
､
巣
華
光
を
収
む
O

史
を
読
む
も
の
の
諸
侯
の
感
'
す
な
わ
ち
も
つ
て
怒
起
し
､
こ
の
文

れ
き
し

し
だ

明
の

史

記

も
､
ま
た

漸

い

に
末
頁
に
臨
む
｡｣

と
書
き
ー

イ
ソ
ド
､

ヘ
ブ
ラ
イ
'
イ
ラ
ソ
､

エ
ジ
プ
ト
の
諸
民
族
の
過
去
と
現
在
に
思
い

を
馳
せ
､
中
国
民
族
の
中
か
ら
大
い
な
る
歌
聾
よ
起
れ
と
叫
ん
で
い

る
｡
進
化
論
的
種
族
滅
亡
へ
の
恐
怖
観
念
が
､
こ
こ
に
は
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
恐
怖
感
が
､
辛
亥
革
命
後
の
孤
猪
に
絶
望
を
噛
ん
だ
あ
の

沈
潜
の
数
年
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て

｢
狂
人
日
記
｣
以
後
の
魯
迅
の
作
品

へ
と
つ
な
が
っ
て
､
そ
こ
に
か
れ
特
有
の
瀬
戸
際
的
焦
燥
感
を
も
っ

た
文
章
が
生
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
魯
迅
に
と
っ
て

｢
生
き
ね
ば
な

ら
ぬ
｣
と
い
う
信
念
の
封
象
は
中
国
民
族
で
あ
り
ー

｢滅
亡
へ
の
恐

怖
｣
の
中
心
に
も
中
国
民
族
が
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
信
念
と
恐

怖

(
あ
る
い
は
希
望
と
絶
望
)
と
は
､
魯
迅
の
中
で
は
て
し
な
い
相

互
韓
換

(
あ
る
い
は
葛
藤
)
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
､
か
れ
の
文
章
に
吐

魯
迅

『
野
草
』
論

(
青
田
)

き
出
さ
れ
る
O
例
え
ば
､

｢随
感
森
六
十
六
､
生
命
的
路
｣
(
l
九
l

九
年
)
で
､
魯
迅
は
､
中
国
民
族
が
滅
亡
し
た
と
し
て
も
ー
全
鰹
と

し
て
進
歩
し
て
ゆ
く
全
人
額
か
ら
み
れ
ば
悲
し
む
に
足
り
な
い
こ
と

か
も
し
れ
な
い
､
と
い
う
戦
傑
す
べ
き
こ
と
ば
を
も
ら
す
｡
と
､
す

ぐ
そ
れ
に
追
っ
か
け
て
､

｢
そ
れ
は

N
a
tu
re
(
自
然
)

の
こ
と
ば

で
､
人
間
の
こ
と
ば
じ
ゃ
な
い
｡
君
､
す
こ
し
気
を
つ
け
た
ま
え
｡｣

と
別
の
魯
迅
が
つ
ぶ
や
く
｡
こ
の
よ
う
な
信
念
と
恐
怖
と
の
相
互
韓

換
は
､

Tl熱
風
』
や

『
墳
』
の
経
文
の
中
で
ー
あ
る
い
は

｢
生
命
的

路
｣

｢郷
粒
走
後
忠
様
｣
の
よ
う
に
一
つ
の
文
章
の
中
に
､
あ
る
い

は
い
く
つ
か
の
文
章
の
封
鷹
関
係
と
し
て
(例
え
ば

｢随
感
錦
五
十
七

現
在
的
屠
殺
老
｣
と
｢六
十
三

〝典
幼
者
〃｣.
｢馬
〝
俄
圃
歌
劇
圃
〃｣
と
｢無

題
｣
等
々
)
無
数
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
｡

さ
ら
に

『
哨
戒
』

の
小
説

で
も
､

｢薬
｣
(
一
九
一
九
年
)､

｢明
天
｣
(
一
九
二
〇
年
)､

｢
故
郷
｣

(
一
九
二
一
年
)
の
な
か
に
､
ま
た

｢
一
件
小
事
｣
(
一
九
二
〇
年
)
と

｢
頭
髪
的
故
事
｣
(同
上
)
と
の
封
鷹
を
通
じ
て
ー
わ
れ
わ
れ
は
や
は

り
こ
の
信
念
と
恐
怖
の
魯
迅
の
内
面
に
お
け
る
諸
膝
の
姿
を
よ
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
｡

魯
迅
に
お
い
て
､
こ
の
よ
う
な
民
族
滅
亡
へ
の
恐
怖
と
民
族
生
存
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へ
の
信
念
の
相
互
韓
換
が
ー

ど
の
よ
う
な
し
く
み
で
起
る
の
か
t

と
い
う
鮎
に
つ
い
て
多
く
ふ
れ
る
こ
と
は
こ
の
論
の
範
囲
を
こ
え
る

が

､

簡
単
に
い
え
ば
'

経
験
に
封
す
る
内
省
と
い
う
行
為
が
､
そ

の
バ
ネ
の
l
つ
と
な
っ
て
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
か
れ
の

鰹
験
は
､
少
年
時
代
の
家
の
没
落
ー
仙
童
に
お
け
る
幻
燈
事
件
､
東

京
に
お
け
る
雑
誌

『
新
生
』
事
件
､
辛
亥
革
命
挫
折
に
と
も
な
う
腔

験
等
'
挫
折
の
暗

い
思
い
出
に
つ
な
が
る
も
の
が
多
い
｡
そ
の
少
年

時
代
か
ら
の
孤
猪
な
暗
い
経
験
が
､
魯
迅
の
性
格
を
著
し
く
内
政
的

な
も
の
に
育
て
あ
げ
た
｡
し
た
が
っ
て
､
か
れ
は
1

1
万
で
は
自
己

の
挫
折
の
髄
験
か
ら
く
る
滅
亡

へ
の
恐
怖
を
い
か
ん
と
も
な
し
が
た

く
感
じ
る
｡
と
同
時
に
､
か
れ
の
内
政
的
な
性
格
が
､
鮭
験
の
上
に

あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
を
か
れ
に
許
さ
な
い
｡
そ
し
て
ー
鮭
験

へ
の
疑

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
は
ー
か
れ
自
身
の
暗
い
鰹
験
の
外
に
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
も
の
を
か

れ
に
求
め
さ
せ
る
｡
そ
こ
に
生
存

へ
の
信
念
が
生
れ
る
｡
そ
の
間
の

事
情
を
､
｢『
境
域
』
自
序
｣
が
説
明
し
て
い
る
｡

〃
織
の
部
屋
で
熟

睡
し
た
ま
ま
安
楽
死
し
っ
つ
あ
る
人
々
を
よ
び
醒
ま
し
て
､
彼
等
に

臨
終
の
苦
痛
を
嘗
め
さ
せ
る
の
は
残
酷
だ
〃

と
い
う
魯
迅
の
論
理
に

封
し
て
､
鍍
玄
同
は

〟
何
人
か
が
目
醒
め
れ

ば
脱
出
の
希
望
が
な
い

と
は
い
え
ぬ
〃
と
庶
じ
た
O

｢
そ
う
だ
｡
私
に
は
私
な
り
の
確
信
が
あ
つ
た
が
､
希
望
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
抹
殺
は
出
来
な
い
｡
希
望
と
は
購
乗
に
あ
る
も

の
だ
か
ら
だ
｡｣

酔
っ
て
い
る
人
を
起
す
の
は
残
酷
だ
と
い
う

｢確
信
｣
を
､
魯
迅

は
鰹
験
か
ら
得
る
｡
し
か
し
､
経
験
を
内
省
す
る
と
き
､
自
己
の
鮭

験
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
疑
い
出
す
｡

そ
の
疑
い
が

｢『
哨
戚
』
自

序
｣
で
は
､
未
知
の
将
来

へ
の
希
望
を
生
ん
で
い
る
｡
け
れ
ど
も
､

希
望
が
生
れ
た
こ
と
で
､
経
験
の
暗
さ
に
と
も
な
う

｢確
信
｣
は
沿

え
る
べ
く
も
な
い
｡
か
く
三
馴
蓮
の
よ
う
な
二
つ
の
も
の
の
相
互
特

換
が
､
絶
え
ず
か
れ
の
中
に
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
(
こ
の
信
念
と

恐
怖
と
の
葛
藤
と
い
-
こ
と
は
'

先
に
す
こ
し
ふ
れ
た
〝
暗
い
穴
〃

を
一
方

の
極
に
も
つ
た
魯
迅
の
内
部
に
お
け
る
矛
盾
と
い
-
こ
と
と
直
接
関

連
し
て

い
る
が
'
そ
の
鮎
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
こ
こ
で
ほ
の
へ
な
い
｡)

と
こ
ろ
で
､
問
題
を
は
じ
め
に
も
ど
す
と
､

｢
狂
人
日
記
｣
以
来

『
哨
戚
』

『
熱
風
』
の
諸
作
品
を
書
く
頃
の
魯
迅
は
ー
信
念
と
恐
怖

(
あ
る
い
は
希
望
と
絶
望
)
の
相
互
樽
換
を
自
己
の
内
に
経
験
し
っ

つ
も
ー
意
識
的
に
は
前
者
に
立
と
う
と
つ
と
め
て
い
る
O

｢生
命
的
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路
｣
の
よ
う
に
j自
己
の
恐
怖
す
べ
き
絶
望
の
こ
と
ば
を

｢人
間
の
こ

と
ば
で
は
な
い
｣
と
し
い
て
否
定
し
た
り
ー
｢薬
｣
の
結
末
に
花
環
を

描
い
た
り

(｢『境
域
』
自
序
｣
参
舵
)､
｢故
郷
｣
の
結
末
に

｢我
想
+.

希
望
是
本
無
所
謂
有
I
無
所
謂
無
的
｡
這
正
如
地
上
的
路
‥
英
資
地

上
本
投
有
路
ー
走
的
人
多
了
ー
也
便
成
了
路
｡｣
と
自
己
に
言
い
聞

か
せ
る
よ
う
な
こ
と
ば
を
書
き
つ
け
た
り
し
た
こ
と
の
な
か
に
も
､

そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
み
て
と
れ
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
意
識
的
な

努
力
が
ー
前
述
の
よ
う
な

｢過
去
｣
を
断
ち
切
り

｢未
来
｣
を
導
く

中
間
鮎
と
し
て

｢現
在
(自
己
)
｣
を
と
ら
え
る
親
鮎
を
生
ん
で
い
た
｡

と
こ
ろ
が
､

｢影
的
告
別
｣
の

｢影
｣
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
､
そ
の

よ
う
な
自
己
の
位
置
を
決
定
す
べ
き
税
鮎
が
ほ
と
ん
ど
歓
落
し
て
い

る
｡
そ
れ
は
中
間
者
で
は
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
そ
れ
は
､
｢
た
そ
が
れ

で
あ
る
の
か
あ
け
ぼ
の
で
あ
る
の
か
､
知
ら
ぬ
｣
ま
ま
に
'

｢
明
暗

の
間
に
路
程
う
｣
も
の
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
､

明
ら
か
に
､

｢過
去
｣
1
｢現
在
｣
1
｢未
来
｣
と
い
う
位
置
決
定
の
蔵

瓢
が
見
失
わ
れ
て
い
る

o
そ
し
て

ー
こ
の
鮎
に
こ
そ

｢影
的
告
別
｣
ー

ひ
い
て
は

『
野
草
』
が
魯
迅
に
お
い
て
も
つ
猪
特
の
位
置
が
あ
る
.

｢
だ
が
､
わ
た
し
は
明
暗
の
間
に
坊
僅
い
た
く
な
い
｡
わ
た
し

魯
迅

『
野
草
L
諭

(
吉
田
)

は
暗
黒
の
な
か
に
沈
ん
だ
方
が
い
い
｡
だ
が
わ
た
し
は
つ
い
に
的

略
の
間
に
坊
役
う
｡
-
-
｣

｢
生
命
的
路
｣
や

｢
故
郷
｣
に
お
い
て
み
ら
れ
た
強

い
て
信
念

(希
望
)
の
場
に
立
と
う
と
す
る
姿
勢
を
も
は
や
全
く
失
っ
て
し
ま

っ
て
､
信
念
と
恐
怖
と
の
あ
の
相
互
韓
換
を
無
限
に
く
り
か
え
し
て

い
る
魯
迅
の
内
面
が
､
こ
こ
に
は
の
ぞ
い
て
い
る
｡

｢秋
夜
｣
に
お

い
て
み
ら
れ
た
魯
迅
の
自
己
分
裂
は
､
こ
こ
で
は
激
し
い
動
き
に
お

い
て
と
り
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
は
て
に
､
次
の
よ
う
な

こ
と
ば
が

｢影
｣
の
口
か
ら
も
れ
る
｡

｢友
よ
､
時
は
近
ず
い
た
O
わ
た
し
は
暗
里
州に
向
つ
て
無
地
に

坊
僅
お
う
O｣

こ
れ
は
脱
出
の

｢決
意
｣

で
あ
る
｡
だ
が
､

何
と
覇
晦
な

｢決

意
｣
で
あ
る
こ
と
か
｡
こ
の
よ
う
な
韓
晦
な
表
現
は
､
魯
迅
特
有
だ

が
､
な
か
で
も

『
野
草
』
に
特
徴
的
な
表
現
で
あ
る
｡
と
く
に
､
こ

の

｢妨
後
手
無
地
｣
を
は
じ
め
と
し
て
､

｢
我
滞
用
無
所
為
和
沈
黙

求
乞
-
｣
(｢求
乞
老
｣)､

｢無
詞
的
言
語
｣
(｢顛
敗
線
的
顛
動
｣)
､

｢無

物
的
物
｣
(｢泣
様
的
戦
士
｣)
等
'

論
理
の
説
明
を
き
び
し
く
拒
否
す

る
表
現
が
､

『
野
草
』
に
は
散
見
す
る
｡
こ
れ
ら
は
'
作
者
の
精
神
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の
寂
家
､
苦
悶
の
激
し
さ
が
生
ん
だ
い
わ
ば

l
種
の
極
限
表
現
と
で

も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､

｢影
的
告
別
｣
の
ぼ
あ
い
､

進
路
を
決
定
す
べ
き
現
在
の
位
置
を
見
失
っ
て
､

｢暗
黒
に
向
つ
て

筋
性
お
う

(賂
向
栗
幅
里
紡
裡
)｣

と
だ
け
い
っ
た
の
で
は
表
現
で
き

な
い
耐
え
が
た
い
精
神
の
悶
え
が
､
｢無
地
に
紡
但
お
う

(坊
後
手
無

也
)｣
と
い
う
軍
晦
を
生
む
の
だ
｡
こ
れ
は
決
し
て
､
単
な
る

ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
ポ
ー
ズ
で
は
な
い
｡
そ
の
謹
嬢
に
､

｢影
｣
は
つ
づ
.け
て
ー

次
の
よ
う
な
研
り
に
も
似
た
痛
々
し
い
こ
と
ば
を
ー

｢黄
昏
か
梨
明

か
｣
わ
か
ら
ぬ
現
在
に
向
つ
.て
つ
ぶ
や
い
て
い
る
｡

｢
わ
た
し
は
願
う
､
暗
黒
の
み
は
お
前
の
白
日
に
消
さ
れ
る
か

も
知
れ
ぬ
こ
と
を
O
わ
た
し
は
願
う
ー
空
虚
の
み
は
決
し
て
お
前

の
心
を
満
た
さ
ぬ
こ
と
を
｡｣

わ
れ
わ
れ
は
ー

｢影
｣
の
激
し
く
う
ず
ま
く
こ
と
ば
の
う
ら
に
､

沙
漢
の
寂
家
感
に
満
ち
た
作
者
の
内
心
の
痛
み
を
思
う
.べ
き
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
そ
の
痛
み
の
う
ち
.に
､
な
お

｢無
地
に
坊
僅
｣
わ
ね
ば
な

ら
な
い
魯
迅
の
精
神
の

｢希
求
｣
す
る
も
の
を
思
う
べ
き
で
あ
る
｡

四

｢秋
夜
｣

｢影
的
告
別
｣
の
二
つ
の
.作
品
で
､
前
者
で
は
抑
制
さ

さ
ま

れ
て
､
後
者
で
は
露
望
的
に
示
さ
れ
た
激
し
く
寂
馨
し
筋
性
よ
う
魯

迅
の
内
面
は
､
｢求
乞
者
｣
｢復
仇
｣
｢復
仇

(其
二
)｣
｢希
望
｣
｢雪
｣

｢帆
挙
｣
｢
好
的
故
事
｣
の
七
作
品
で
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
み
せ
る
o

そ
し
て
､
そ
れ
ら
は

｢秋
夜
｣

｢影
的
告
別
｣
と

｢
過
客
｣
と
の
間

に
介
在
し
て
､

｢
過
客
｣
の
整
理
さ
れ
た
対
話
の
世
界
を
導
き
出
し

て
い
･.[∴

作
品
の
頚
想
形
式
か
ら
い
え
ば

｢求
乞
者
｣

｢復
仇

(英
二
)｣
が

｢影
的
告
別
｣
に
近
く
'

｢雪
｣
｢
凧
等
｣
｢好
的
故
事
｣
の
三
つ
が

｢秋
夜
｣
的
で
あ
り
､

｢希
望
｣
が
そ
の
中
間
的
性
格
を
も
っ
て
い

る
｡ま

ず
､

｢求
乞
者
｣

｢復
仇
｣

｢復
仇

(英
二
)｣
は
､
退
嬰
的
な

奴
隷
精
神
に
封
す
る
魯
迅
特
有
の
.強
烈
な
憎
悪
感
と
ー
そ
れ
に
封
す

る
方
途
な
き
反
抗
の
思
念
と
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
｡

｢渚
向
票
陪

里
待
復
子
無
地
｣
と
｢決
意
｣
し
た
｢影
｣
は
ー
暗
黒
の
最
も
鋭
い
一
漸
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面
に
激
し
く
紡
役
よ
い
出
た
｡

魯
迅
の
奴
隷
根
性
に
封
す
る
憎
悪
に
つ
い
て
は
､

｢
阿
Q
正
博
｣

を
中
心
に
多
く
の
人
が
論
じ
て
い
る
｡
が
､
い
ま
と
り
あ
げ
て
い
る

三
作
品
に
は
､

｢随
感
錦
六
十
六

暴
君
的
臣
民
｣
や
｢
阿
Q
正
博
｣

の
場
合
の
よ
う
に
､
痛
烈
な
皮
肉
を
と
ぽ
す
だ
け
の
除
裕
と
い
え
る

も
の
が
な
い
｡
こ
こ
で
は
､
憎
悪
の
激
し
さ
に
荒
涼
と
し
た
孤
猪
感

が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
｡

｢
求
乞
者
｣
は
そ
う
し
た
鮎
が
最
も
強
い
.

｢
一
人
の
子
供
が
わ
た
し
に
向
つ
て
物
乞
い
を
し
た
｡
や
は
り

衿
を
着
て
､
や
は
り
哀
れ
気
に
も
み
え
ぬ
｡
だ
が
暁
で
､
掌
を
ひ

ら
い
て
､
手
ま
ね
を
し
て
み
せ
た
｡

わ
た
し
は
か
れ
の
こ
の
子
ま
ね
を
悼
む
｡
ま
し
て
､
か
れ
は
椎

な
ど
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ぬ
｡
こ
れ
は
物
乞
い
の
方
法

の
l
つ
.

に
す
ぎ
な
い
の
だ
｡

わ
た
し
は
施
し
を
せ
ぬ
｡
わ
た
し
に
は
施
し
も
の
を
す
る
気
が

な
い
｡
わ
た
し
は
､
た
だ
ー
施
し
も
の
.を
す
る
奴
の
上
位
に
い
て
､

嫌
悪
と
疑
い
と
惜
し
み
と
を
輿
え
る
の
み
だ
｡｣

こ
こ
に
は
､

乞
食
精
神
､

お
よ
び
そ
の
表
が
え
L
に
す
ぎ
な
い

｢
布
施
心
｣
(
ま
や
か
し
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
)

に
封
す
る
情
意
が
溢
れ

で
い
る
｡.
そ
れ
に
つ
い
て
は
説
明
を
必
要
と
し
な
い
d
た

だ

､
物

乞

い
を
す
る
子
供
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
1
3,
で
は
ー
注
目
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
｡
こ
こ
に
登
場
す
る
子
供
は
､
全
く
乞
食
精
神
に
毒
さ
れ
て
い

る
｡
こ
の
こ
と
は
ー
魯
迅
の
ば
あ
い
特
別
な
意
味
を
も
つ
｡
｢
子
供
｣

と
は
ー
｢
狂
人
日
記
｣
以
来
､
魯
迅
に
と
っ
て
は
た
だ
ち
に

｢未
来
｣

の
代
名
詞
で
あ
っ
た
｡
そ
の
こ
と
は
､
今
日
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る

以
上
に
切
賓
な
感
じ
と
し
て
魯
迅
に
あ
っ
た
､
と
思
う
｡
た
と
え
ば
ー

か
れ
の
倦
む
こ
と
を
知
ら
ぬ
若
者

へ
の
愛
情
が
ー
そ
う
思
わ
せ
る
｡

が
､

｢
求
乞
者
｣
に
お
け
る
子
供
は
ー
物
乞
い
の
た
め
に
は
暁
の
ま

ね
す
ら
し
か
ね
な
い
-
･

こ
こ
に
､

｢求
乞
者
｣
に
お
け
る
魯
迅
の

未
来
喪
失
が
あ
る
｡

こ
の
作
品
が
ー

｢
剥
げ
落
ち
た
高
塀
｣

｢
ほ
こ

り
｣

｢
な
お
枯
れ
つ
く
さ
ぬ
葉
を
つ
け
た
高
い
木
｣

｢
秋
の
寒
さ
｣

な
ど
の
荒
涼
た
る
舞
董
背
景
を
も
ち
､

｢
ほ
か
に
何
人
か
の
人
が
そ

れ
ぞ
れ
に
道
を
歩
い
て
い
た
｣
と
い
う
孤
猪
感
に
あ
ふ
れ
た
挿
寓
が

く
り
返
さ
れ
る
の
も
､
作
者
の
寂
家
た
る
心
象
の
反
映
に
外
な
ら
ぬ
｡

そ
し
て
'
こ
の
.寂
家
た
る
心
象
は
､
寂
家
の
耐
え
が
た
さ
ゆ
え
に
､

そ
れ
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の

｢決
意
｣
を
求
め
て
ー
唯

一
の
.よ
り
ど

こ
ろ
-

1
自
己
に
作
者
を
立
ち
か
え
ら
せ
る
｡
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｢
わ
た
し
は
､

わ
た
し
が
ど
ん
な
や
り
方
で
物
乞
い
す
る
だ
ろ

う
か
を
考
え
る
｡
馨
を
出
す
､
ど
ん
な
調
子
で
～

雌
の
ま
ね
ー

ど
ん
な
手
ぶ
り
で
-
-
-
｣

炊
色
の
乞
食
の
世
界
で
ー
な
お
生
き
る
べ
き
道
は
ど

こ
に
あ
る

か
-

｢
わ
た
し
は
ー
無
為
と
沈
黙
と
を
も
つ
て
､
物
乞
い
す
る
だ
ろ

t'
マ

>りノ-
････‥
･

わ
た
し
は
､
す
く
な
く
と
も
虚
無
を
得
る
だ
ろ
う
0｣

｢無
為
と
沈
黙
｣
､
つ
ま
り
乞
食
的
偽
り
の
拒
否
で
あ
る
｡
自
己
の

恨
む
も
の
の
世
界
で
'
そ
の
世
界
に
加
糖
し
な
い
こ
と
を
ぎ
り
ぎ
り

の
た
よ
り
と
し
て
生
き
よ
う
と
い
う
の
だ
｡
こ
れ
が

｢影
｣
の

｢妨

後
手
無
地
｣
と
い
う

｢決
意
｣
の
内
容
で
あ
っ
た
っ

こ
の
よ
う
な
生
き
方
が
､

｢復
仇
｣

｢復
仇

(其
二
)｣
で
は
よ
り

激
し
い
形
で
､
あ
ら
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
作

者
が
こ
の

｢決
者
ど

な
自
己
に
た
し
か
め
る
た
め
に
思
い
描
い
た
も

の
の
よ
う
に
､
み
え
る
｡

｢復
仇
｣
に
は
､

｢全
身
裸
で
､
鋭
い
剣
を
手
に
し
､
贋
漠
た
る

堀
野
の
上
に
相
対
し
て
立
つ
｣
二
人
の
人
間
が
登
場
す
る
｡

｢
か
れ
ら
二
人
は
'
抱
擁
せ
ん
と
す
る
か
､
殺
教
せ
ん
と
す
る

マ
マ

･㍗
-
‥
｣

か
れ
ら
は
'
か
れ
ら
の

｢抱
擁
か
殺
歌
か
｣
の
後
で
自
分
達
の
味

わ
え
る
汗
や
血
の
生
々
し
い
味
わ
い
を
濠
感
し
っ
つ
､
か
れ
ら
の
行

馬
を
鑑
賞
し
ょ
う
と
し
で
群
が
り
集
る

｢行
人
｣

に
囲
ま
れ
て
､

｢抱
擁
｣
か

｢穀
教
｣
か
に
ま
さ
に
く
ず
れ
ん
と
す
る
姿
の
ま
ま
､

固
形
す
る
､

永
久
に
｡

か
れ
ら
は
､

行
人
達
の
欲
す
る

｢
汗
｣
や

｢
血
｣
を
何

一
つ
輿
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
､
行
人
達
に
鷹
え
る
O

行
人
達
は
退
屈
の
あ
ま
り
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
完
壁
な
無
行

為
と
沈
獣
と
に
よ
る

｢復
讐
｣
1

し
か
し
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
､

か
れ
ら
自
身
も

｢枯
渇
｣
し
､
滅
び
ね
ば
な
ら
な
い
｡

｢す
く
な
く

と
も
虚
無
を
得
る
だ
ろ
う
｣
と
､

｢乞
食
者
｣
の

｢
わ
た
し
｣
は
つ

ぶ
や
い
た
で
は
な
い
か
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
作
品
に
つ
い
て
､
｢『
野
草
』
英
文
諸
本
序
｣
に

し
た
が
つ
モ

ー
そ
の
傍
観
者
に
封
す
る

｢魂
刺
之
意
固
｣
を
う
ん
ぬ

ん
す
る
人
は
多
い

(駒
田
信
二

｢野
草

-
そ
の
一
つ
の
読
み
方
-

二

九
五
六
年
雑
誌

｢文
畢
｣
第
二
十
四
巻
第
十
競
そ
の
他
)

｡

わ
た
く
L
は
そ

れ
が
全
く
ま
ち
.が
つ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な

い
｡

こ
の
作
品

の
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｢行
人
｣
は
､
明
ら
か
に

｢大
衆
1

と
く
に
中
国
の
そ
れ
は
ー
永

久
に
お
芝
居
の
観
客
で
す
｣

(｢郷
投
売
後
忠
棟
｣)
と
い
う
ば
あ
い
の

傍
観
者
的
大
衆
で
あ
る
こ
と
は
､
ま
ち
が
い
な
い
か
ら
だ
｡
た
だ
ー

こ
の
作
品
を
､
傍
観
者
に
封
す
る

｢訊
刺
｣
と
の
み
説
明
し
た
の
で

は
ー
こ
と
の
半
ば
を
い
っ
た
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
作
品

ヽ
ヽ

で
大
切
な
鮎
は
､
作
者
が
傍
観
者
を
訊
刺
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
な

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
ー
自
己
を
殺
し
で
も
傍
観
者
の
欲
す
る

も
の
を
何

一
つ
輿
え
な
い
と
い
う
虚
無
的
な
ぎ
り
ぎ
り
の

｢復
讐
｣

を
魯
迅
が
思
い
描
い
て
い
る
､
と
い
う
鮎
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
O

そ
れ
は
､
傍
観
者
と
し
て
し
か
民
衆
を
と
ら
え
え
な
か
っ
た
時
期
の

魯
迅
が
､
傍
観
者
の
世
界
を
生
さ
ぬ
こ
う
と
い
う
｢決
音
ご
に
か
か
わ

る
こ
と
で
あ
る
｡
｢沙
漠

(=
傍
観
者
の
世
界
)
｣
の
中
を
な
お
も
生

き
よ
う
と
す
る
魯
迅
の

｢希
求
｣
は
ー

｢影
的
告
別
｣
で
み
た
よ
う

に
あ
ま
り
に
切
賓
で
あ
り
ー
そ
こ
に
生
れ
た

｢決
意
｣
は

｢向
暗
黒

務
径
千
無
地
｣
と
い
う
あ
ま
り
に
も
救
い
の
な
い
孤
滞
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
の

｢希
求
｣
の
激
し
さ
と

｢決
意
｣
の
絶
望
的
陪
さ
と
が
､

こ
の
作
品
で
は
､
虞
漠
た
る
境
野
に
全
身
裸
で
鋭
い
剣
を
手
に
し
て

立
つ
二
人
の
人
間
と
い
う
､
原
初
的
な
荒
々
し
さ
と
孤
漏
感
に
あ
ふ

魯
迅

『
野
草
』
論

(
吉
田
)

れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
噴
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
.

魯
迅
は
t
の
.ち
に
鄭
振
鐸
宛
の
手
紙

(
一
九
三
四
年
五
月
十
六
日
附
)

で
､

｢復
仇
｣
の
二
人
の
人
間
は
ー
男
性
と
女
性
で
あ
る
と
い
っ
て

い
る
｡
た
し
か
に
'
こ
の
作
品
に
は
､
生
､
死
､
血
､
愛
な
ど
の
生

命
現
象
に
封
す
る
魯
迅
の
異
様
に
鋭
い
感
覚
が
感
じ
ら
れ
る
｡
こ
の

よ
う
な
鮎
は
､

『
野
草
』
の
中
で
は

｢墓
褐
文
｣
｢
須
放
線
的
頗
動
｣

な
ど
に
も
み
ら
れ
る
｡
け
れ
ど
も
'
魯
迅
は
､
男
女
の
生
命
の
燃
焼

と
い
う
こ
と
に
射
し
て
か
れ
の
も
つ
鋭
い
感
覚
を
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く

り
出
す
手
が
か
り
に
は
し
て
い
て
も
､
そ
れ
が

｢復
仇
｣
の
モ
チ
ー

フ
で
は
な
い
｡

作
品
賛
憩
の
基
盤
は
'

あ
く
ま
で
も
か
れ
の

｢希

求
｣
と

｢決
意
｣
と
に
あ
る
｡
そ
れ
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
､

｢復

仇
｣
と
い
う
作
品
が

『
野
草
』
の
中
で
占
め
る
位
置
も
見
失
わ
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
｡

｢復
仇

(英
二
)｣
で
は
､
作
者
は
､
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
と
い
う
す

で
に
形
の
き
ま
っ
た
物
語
に
作
品
の
外
形
を
か
り
て
い
る
せ
い
で
､

｢復
仇
｣
の
も
つ
荒
け
ず
り
な
迫
力
は
な
い
が
､
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に

は
や
は
り
特
有
の
生
々
し
い
銘
さ
が
ひ
ら
め
い
て
い
る
｡

｢
か
れ
｣
は
､

｢自
ら
両
の
子
'
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
と
信
じ
た
が
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た
め
に
｣
十
字
架
に
釘
う
た
れ
ー
兵
士
､
行
人
､
祭
司
長
､
学
者
､

強
盗
'
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
唾
さ
れ
､
嚇
弄
さ
れ
､
拝
さ
れ
る
｡
こ
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
キ
リ
ス
ト
受
難
の
物
語
り
に
見
出
し
た
と
き
､

魯
迅
の
頭
の
中
に
は
､
お
そ
ら
く
､
改
革
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

た
め
に
､
権
力
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
民
衆
に
よ
っ
て
も

(
と
魯
迅

の
日
に
は
う
つ
つ
た
)
祉
合
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
辛
亥
革
命

以
後

の
革
命
家
達
の
運
命
が
､
や
り
き
れ
な
い
陪
さ
で
繁
っ
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
､
た
と
え
ば
ー
明
ら
か
に
辛
亥
革
命

を
め
ぐ
る
殺
さ
れ
た
改
革
者
た
ち
を
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
と
思
え

る

｢随
感
錬
六
十
五

暴
君
的
臣
民
｣
(前
出
)
と
い
う
文
章
に
あ
ら

わ
れ
る

｢
暴
君
よ
り
も
さ
ら
に
暴
｣
な
る

｢
暴
君
治
下
の
臣
民
｣
の

イ
メ
ー
ジ
と
､

｢復
仇

(英
二
)｣
に
お
け
る
屠
殺
者
達
の
イ
メ
ー
ジ

と
の
類
似
に
よ
っ
て
も
ー
わ
か
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は
､
魯
迅
の
現

在
の
寂
家
に
つ
な
が
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
に
､

｢復
讐
｣

へ

の
想
念
が
再
び
魯
迅
の
中
に
激
し
く
う
ず
ま
く
｡

｢
か
れ
は
､
か
の
,Sd
薬
で
調
合
し
た
酒
を
飲
ま
な
か
っ
た
｡
イ

ス
ラ
エ
ル
人
が
か
れ
ら
の
面
の
子
を
い
か
に
遇
す
る
か
を
ー
は
っ

き
り
と
味
わ
う
た
め
に
｡
か
つ
､
か
れ
ら
G
.未
来
を
よ
り
永
く
あ

わ
れ
み
､
だ
が
､
か
れ
ら
の
現
在
を
恨
む
た
め
に
｡｣

こ
こ
に
第

l
の

｢
復
讐
｣
が
あ
る
O

｢
投
薬
で
調
合
し
た
酒
を
飲

ま
ぬ
｣
と
い
う
こ
と
は
､
こ
の
よ
う
な
ぼ
あ
い
､
も
は
や
何
ら
か
の

数
巣
を
期
待
し
た

｢復
讐
｣
の
行
為
と
い
う
よ
り
も
ー

｢復
讐
｣
の

｢
決
意
｣
そ
の
も
の
の
自
己
表
現
と
い
う
に
ち
か
い
｡
だ
が
､

｢復

仇

(其
二
)｣
に
は
ー

そ
の
上
に
さ
ら
に
極
限
的
な
第
二
の

｢
復
讐
｣

が
重
な
る
｡

｢
両
は
か
れ
を
見
棄
て
た
｡
か
れ
は
つ
い
に

『
人
の
子
』
で
あ

っ
た
｡
だ
が
､
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
､

『
人
の
子
』
す
ら
釘
う
つ
た
｡

『
人
の
子
』
を
釘
う
つ
た
人
々
の
身
鮭
は
､

『
碑
の
子
』
を
釘

う
つ
た
人

々
よ
り
も
､
と
り
わ
け
血
塗
れ
で
催
さ
か
つ
た
の
で
あ

る
｡｣

｢
頑
の
子
｣
が

｢
両
の
子
｣
で
あ
る
の
を
や
め
る
と
き
､

｢両
の

子
｣
を
釘
う
つ
と
い
う
人
々
の
理
由
は
見
失
わ
れ
る
｡
そ
の
瞬
間
か

ら
､
釘
う
つ
た
人
々
は
ー
か
れ
ら
自
身
の
釘
う
つ
と
い
う
理
由
な
き

穀
教
の
行
為
に
よ
っ
て
き
び
し
く
裁
か
れ
は
じ
め
る
に
ち
が
い
な
い
｡

そ
の
罪
は
､
永
遠
で
あ
る
｡
作
者
は
､
こ
れ
を

｢
復
讐
｣
と
よ
ぶ
O

だ
が
､
こ
の
.よ
う
な
映
像
を

｢復
讐
｣
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
思
い
う
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か
べ
う
る
も
の
は
､
よ
ほ
ど
屈
折
し
た
精
神
の
み
で
あ
る
｡
そ
れ
は

ほ
と
ん
ど
虚
無
的
で
す
ら
あ
る
が
､
こ
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
虚

無
に
安
住
し
た
も
の
に
は
生
み
出
し
え
な
い
あ
る
は
げ
し
さ
が
あ
る
｡

虚
無
に
傾
斜
し
っ
つ
も
､
な
お
は
い
上
ろ
う
と
す
る
精
神
の
苦
闘
は
､

｢秋
夜
｣
以
来

l
貫
し
て
､
こ
こ
に
も
あ
る
｡

(
蛇
足
ま
で
に
つ
け

く
わ
え
れ
ぼ
､
こ
の
.作
品
な
い
し

『
野
草
』

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
屈

折
し
た
精
神
は
､
今
世
紀
の
中
国
文
学
界
に
お
い
て
ー
魯
迅
以
外
に

そ
う
多
く
は
見
普
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
よ

い
こ
と
で
あ
る
｡
)

｢求
乞
者
｣
｢復
仇
｣
｢復
仇

(英
二
)｣

の
三
作
品
が
､

紡
樫
う

｢影
｣
の

｢希
求
｣
と

｢決
意
｣
と
の
悶
え
を
詩
的
表
現
を
通
じ
て

吐
き
出
し
て
い
る
の
に
射
し
て
､

｢希
望
｣
は
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
を

通
さ
な
い
で
直
接
語
り
か
け
て
く
る
｡
そ
こ
に
は
､
沈
ん
だ
悲
痛
な

ひ
び
さ
が
あ
る
｡

｢わ
た
し
は
､
と
っ
く
に
､
わ
た
し
の
青
春
が
す
で
に
過
ぎ
去
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
か
つ
た
ろ
う
か
-

だ

が

ー
わ

た

し
の
外
に
青
春
は
営
然
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
O

･･････(中
略
)

だ
が
､
今
ど
う
し
て
こ
う
も
寂
し
い
の
か
-

ま
さ
か
わ
た
し

魯
迅

口
野
草
』
論

(
吉
田
)

の
ま
わ
り
の
青
春
す
ら
も
す
べ
て
す
ぎ
ゆ
き
ー
世
の
青
年
の
多
く

も
年
老
い
た
と
い
う
の
.で
も
あ
る
ま
い
に
｡｣

追
憶
と
い
う
行
為
に
と
も
な
う
感
慨
が
､
唯

一
の
希
望
で
あ
る
青

春
す
ら
周
囲
に
見
常
ら
ぬ
人
の
寂
家
と
互
に
重
な
り
あ
っ
て
､
こ
の

文
章
の
沈
痛
な
調
子
を
生
ん
で
い
る
｡
か
れ
は
ー
か
つ
て
は
血
限
い
歌

聾
に
満
ち
て
い
た
お
の
れ
の
青
春
の
こ
と
､
突
然
そ
れ
ら
が
す
べ
て

空
虚
に
な
っ
た
こ
と
ー
そ
の
空
虚
の
襲
来
を
自
己
欺
偶
の
希
望
の
盾

を
も
っ
て
防
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
を
回
想
し
､
そ
れ
に
つ

づ
け
て
､

｢
わ
た
し
は
､
と
っ
く
に
-
-
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
こ
の

よ
う
な
自
己
の
へ
で
き
た
全
過
去
を
ふ
り
か
え
る
と
い
う
行
為
を
､

こ
れ
以
前
に
は

｢『哨
威
』
自
序
｣
で
行
っ
て
い
る
｡

こ
の
回
想
の

内
容
に
つ
い
て
は
､
く
だ
く
だ
し
い
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
｡
か
れ

が

l
九

〇
一
年

(
完

〇
三
年
説
も
あ
る
)
に
つ
く
っ
た

｢財
れ
我
が

さ
さ

血
を
も
っ
て
軒
蛙
に
薦
げ
ん
｣
と
い
う
熱
烈
な
句
を
含
む
詩

｢自
題

小
像
｣
や
'

｢摩
羅
詩
力
説
｣
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
､

辛
亥
革
命
の
挫
折
の
経
験
と
自
己
欺
臓
の
希
望
の
盾
に
つ
い
て
は
､

先
に
も
若
干
ふ
れ
た
｡
た
だ
､
｢『
境
域
』
自
序
｣
の
魯
迅
が
ー
過
去

を
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
分
が
希
望
を
生
み
出
し
て
き
た
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十
六
脚

過
程
を
現
在
的
に
確
認
し
ょ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
っ
て
い
る
の
に
射

し
て
､

｢希
望
｣
の
魯
迅
に
は
そ
れ
が
な
い
｡
そ
れ
に
代
っ
て
､
脱

落
し
た
希
望
に
封
す
る
沈
痛
な
思
い
が
ー

｢希
望
｣
の
魯
迅
を
漸
し

て
い
る
｡
し
か
し
､
か
れ
は
い
う
｡

｢
わ
た
し
は
､
自
ら
こ
の
空
虚
の
中
の
暗
夜
に
迫
る
授
か
は
な

い
o
た
と
え
わ
た
し
の
外
に
青
春
を
た
ず
ね
あ
て
え
ず
と
も
ー
自

ら
わ
が
身
の
老
い
を
な
げ
う
た
ね
ぼ
な
ら
ぬ
｡
た
だ
ー
暗
夜
は
そ

も
ー
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
～
今
は
星
な
く
ー
月
光
な
く
､
砂
荘

た
る
笑
と
乱
舞
す
る
愛
す
ら
な
い
｡
青
年
連
は
平
和
で
あ
る
｡
そ

し
て
ー
わ
た
し
の
前
に
は
ー
そ
の
う
え
､
虞
の
暗
夜
す
ら
､
つ
い

に
見
普
ら
ぬ
｡

絶
望
の
虚
妄
な
る
こ
と
､
正
に
希
望
と
相
同
じ
い
I
L

こ
れ
は
､
魯
迅
の
中
で
､
最
も
素
直
な
文
章
の
一
つ
に
展
す
る
O

｢虞
寛
の
暗
夜
す
ら
つ
い
に
見
普
ら
ぬ
｡｣

と
い
う
こ
と
ば
に
は
ー

暗
夜
の
中
で
行
く
べ
き
道
の
み
つ
か
ら
な
い
苦
痛
が
な
ま
な
ま
し
く

ひ
び
い
て
い
る
O
魯
迅
は
､
か
れ
を
と
り
ま
く
状
況

(過
去
を
も
含
め

た
)
か
ら
､

｢暗
夜
｣
の
存
在
を
確
信
す
る
o

L
か
し
､
か
れ
は
､

｢暗
夜
｣
の
中
に
沈
み
こ
む
こ
と
の
で
き
な
い
県
に

｢病
め
る
良
心
｣

(
べ
･
エ
ル
ミ
-

ロ
フ
r
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
1.r)
の
持
主
で
あ
っ
た
O

希
望
と
絶
望
と
は
ー
魯
迅
に
と
っ
て
一
個
の
矛
盾
で
あ
る
｡
し
か

し
､
魯
迅
の
よ
う
な
安
ま
ら
ぬ
精
神
に
あ
つ
て
は
ー
希
望
の
喪
失
は
､

絶
望

へ
の
沈
潜
と
い
う
形
で
の
矛
盾
の
解
決
を
意
味
し
な
い
｡
希
望

の
喪
失
が
､
た
だ
ち
に
絶
望
か
ら
の
脱
出

へ
の
耐

え
が
た

い

｢希

求
｣
を
生
む
O
そ
の
よ
う
な

｢病
め
る
良
心
｣
の
寂
家
と
悶
え
と
が
ー

た
め
息
と
な
っ
て
吐
き
出
さ
れ
る
O

｢絶
望
の
虚
妄
な
る
こ
と
は
､

正
に
希
望
と
相
同
じ
い
!
｣

｢希
望
｣
に
は
､

1
九
二
五
年

一
月

一
日
の
目
附
が
み
え
み
｡
か

れ
が

｢希
望
｣
で
素
直
に
自
己
を
語
ろ
う
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い

る
こ
と
の
う
ら
に
は
､
や
は
り
こ
の
暦
の
上
の
日
附
が

l
つ
の
は
た

ら
さ
を
し
て
は
い
る
だ
ろ
う
｡

(許
康
平

『
網
干
魯
迅
的
生
活
干
｢元
且

憶
感
｣
参
桁

l
九
五
四
年
北
京
人
民
文
畢
出
版
社
刊
)
そ
し
て
､
そ
の
よ

う
な
内
省
的
な
態
度
が
､
次
の
三
つ
の
作
品
に
お

い
て
､
作
者
を
過

去
に
向
わ
せ
て
い
る
｡

｢
雪
｣

｢
風
琴
｣

｢好
的
故
事
｣
の
三
つ
の
作
品
に
は
､
共
通
し

て
強
烈
な
孤
満
感
が
あ
ふ
れ
て
い
る
O

｢影
的
告
別
｣
以
下
の
諸
作

品
で
ひ
た
す
ら
寂
優
か
ら
の
脱
出
の

｢希
求
｣
と

｢決
意
｣
と
に
激
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し
く
た
ぎ
っ
て
い
た
作
者
の
心
は
､
こ
れ
ら
の
三
作
品
で
は
､
過
去

へ
の
追
憶
に
そ
の
.寂
家
を
注
ぎ
こ
む
道
を
み
つ
け
だ
し
て
い
る
｡
そ

こ
に
は
あ
の
激
し
さ
が
失
わ
れ
て
ー
荒
涼
た
る
拝
情
が
そ
れ
に
か
わ

っ
て
､
あ
る
｡

｢
風
琴
｣
に
は
'
そ
の
傾
向
が
最
も
特
徴
的
に
み
ら

れ
る
｡

｢
風
等
｣
は
､
少
年
時
代
に
凧
上
げ
の
好
き
だ
っ
た
弟
の
夢
を
無

残
に
ふ
み
に
じ
っ
た
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
｡
中
年
に
な
っ
て
､
作

者
は
そ
の
こ
と
を
弟
に
詑
び
よ
う
と
す
る
が
､
生
活
の
し
わ
を
額
に

き
ざ
ん
だ
相
手
は
､
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
作
者
は
､
永

遠
に
許
し
を
得
ら
れ
ぬ
悲
哀
を
心
に
重
く
感
じ
る
｡

こ
こ
に
は
ー
少
年
時
代
の
残
忍
な
行
馬
に
封
す
る
反
省
と
悔
恨
と

が
､
に
じ
み
で
て
い
る
｡
し
か
し
'
伊
藤
敬

一
氏
が
そ
の
鮎
を
と
ら

え
て
､

こ
の
作
品
の
制
作
動
機
を
､
小
説

｢弟
兄
｣
二

九
二
五
年
)

と
と
も
に

｢魯
迅
が
自
分
の
心
の
ひ
だ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
い
ま
わ
し

い
心
理
に
自
ら
長
い
間
苦
し
め
ら
れ
､
そ
の
あ
げ
く
に
は
き
出
し
た

表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o｣
(｢魯
迅
に
つ
い
て
｣

一
九
五
六
年
人
文

畢
報
第
六
競
)
と
説
明
す
る
の
は
､
す
こ
し
ず
れ
て
は

い
な

い
か
O

｢弟
兄
｣
の
ぼ
あ
い
は
､
作
者
は
た
し
か
に
伊
藤
氏
の
い
う
よ
う
に

魯
迅

『
野
草
』
諭

(
吉
田
)

｢自
分
の
心
の
ひ
だ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
い
ま
わ
し
い
心
理
｣
に
眼
を

む
け
て
､
そ
こ
か
ら
作
品
を
草
想
し
て
い
る
｡
が
'

｢
凧
等
｣
が
生

み
出
さ
れ
る
基
盤
は
そ
の
よ
う
な

｢自
分
の
-
-

い
ま
わ
し

い
心

理
｣
に
封
す
る
内
省
に
あ
る
の
で
は
な
く
､
少
年
時
代
の
無
知
な
行

為
の
も
た
ら
し
た
結
果
が
も
は
や
と
り
か
え
し
が
つ
か
ぬ
と
い
う
､

い
わ
ば

｢
脱
落
し
た
過
去
｣

へ
の
悲
哀
か
ら
作
品
は
生
れ
て
い
る
O

だ
か
ら
､
作
品
の
竣
想
形
式
か
ら
い
え
ば
ー

｢風
等
｣
は
'
伊
藤
氏

の
い
う
よ
う
に

｢弟
兄
｣
と
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
ー
む
し
ろ

｢故

郷
｣
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
｡

｢
わ
た
し
は
､
こ
の
上
何
を
の
ぞ
め
よ
う
｡
わ
た
し
の
心
は
た

だ
重
く
沈
む
だ
け
だ
｡

い
ま
､
故
郷
の
春
は
ま
た
も
や
こ
の
異
郷
の
空
を
忠
と
ず
れ
､

久
し
く
も
す
ぎ
去
っ
た
子
供
の
頃
の
思
い
出
を
よ
び
さ
ま
し
､
そ

れ
と
と
も
に
､
と
ら
え
よ
う
の
な
い
悲
哀
を
わ
た
し
に
も
た
ら
し

た
o
わ
た
し
は
ー
新
穀
た
る
厳
冬
の
中
に
身
を
か
く
し
た
方
が
よ

か
ろ
う
ー

だ
が
､
周
囲
は
や
は
り
明
ら
か
に
厳
冬
で
あ
っ
て
､

ま
さ
に
非
常
な
寒
さ
と
冷
気
と
を
わ
た
し
に
輿
え
て
い
る
の
だ
｡｣

舶
殺
た
る
現
賓

へ
の
寂
留
が
過
去

へ
の
追
憶
の
感
傷
と
重
な
っ
て
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十
六
肋

沈
痛
な
行
情
を
生
む
関
係
は
'

｢希
望
｣
の
.ば
あ
い
と
共
通
だ
が
､

｢県
章
の
暗
夜
す
ら
つ
い
に
見
首
ら
ぬ
｣
と
い
う
寂
家
か
ら
坊
役
い

出
た
も
の
の
叫
び
は
､
こ
こ
で
は
じ
っ
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
｡
作

者
は
､

｢
脱
落
し
た
過
去
｣

へ
の
思
い
に
現
在
の
寂
家
を
こ
め
つ
つ
､

じ
っ
と
そ
れ
に
耐
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡

｢雪
｣

｢好
的
故
事
｣
の
二
作
も
､
作
品
の
.頚
憩
は

｢
凧
等
｣
と

同

一
で
あ
る
｡

｢雪
｣
で
は
､

小
説

｢在
酒
楼
上
｣
(
一
九
二
四
年
)

に
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
江
南
の
雪
の
季
節
の
美
し
さ
､
楽
し
さ

が
､
北
方
の
そ
っ
け
な
い
さ
び
し
い
冬
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る

｢
わ
た

し
｣
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
る
｡
二
度
と
か
え
ら
ぬ
子
供
時
代
の
雪
の

思
い
出
に
と
も
な
う
哀
感
と
､
北
方
の

｢孤
猫
な
雪
｣
に
見
入
る
作

者
の
孤
滞
感
と
が
､

｢雪
｣
で
は
微
妙
に
結
び
あ
っ
て
い
る
｡
ま
た
ー

｢好
的
故
事
｣
に
は
､
綴
織
を
み
る
よ
う
な
嘆
し
い
生
活
給
巻
が
､

｢
わ
た
し
｣
の
ま
ど
ろ
み
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
｡
水
中
に
映
っ
た

そ
の

｢物
語
｣
り
は
､
か
ぎ
り
な
く
平
和
で
美
し
い
O
-
･･･突
然
誰

か
が
水
中
に
石
を
な
げ
た
ら
し
く
､
す
べ
て
は
粉

々
に
砕
け
る
O

-
ま
ど
ろ
み
か
ら
さ
め
た

｢
わ
た
し
｣
は
つ
ぶ
や
く
｡

｢
だ
が
､

わ
た
し
は
ー
こ
の
美
し
い
物
語
り
な
み
た
こ
と
だ
け
は
ー
ど
う
し
た

っ
て
お
ぼ
え
て
い
る
｡
暗
く
沈
ん
だ
夜
に
‥
-
･｣
こ
こ
に
も
､
作
者

に
か
つ
て
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
'
そ
し
て
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
何
か
に
封
す
る
､
憧
れ
と
悲
哀
と
な
つ
き
ま
ぜ
た
よ
う
な
感
情
が

う
ご
い
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
作
品
で
は

｢暗
く
沈
ん
だ
夜
｣
へ

の
思
い
は
､

一
層
抑
制
さ
れ
て
い
る
｡

た
だ
､

｢
雪
｣

｢
好
的
故
事
｣
の
二
作
は
'

｢
風
琴
｣
に
く
ら
べ

て
作
品
と
し
て
は
お
ち
る
｡
そ
の
.理
由
は
ー
こ
れ
ら
二
作
で
と
り
出

さ
れ
て
い
る

｢
脱
落
し
た
過
去
｣
が
､

｢
凧
等
｣
ほ
ど
に
作
者
の
寂

家
た
る
現
在
的
心
情
に
混
然
と
溶
け
あ
っ
て
読
者
に
印
象
さ
れ
る
も

の
に
な
っ
て
3,な
い
こ
と
か
ら
､
き
て
い
る
｡
と
り
わ
け
､

｢
好
的

故
事
｣
は
技
巧
を
意
識
し
す
ぎ
て
､
感
動
を
弱
め
て
い
る
面
が
あ
る
｡

さ
て
､
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
､

｢
求
乞
者
｣
以
後
の
諸
作
品

は
ー

｢
影
的
告
別
｣
の

｢
影
｣
､
す
な
わ
ち
､

｢
現
在

(
自
己
)
｣
を

｢過
去

(
暗
黒
)
｣
か
ら

｢
未
来

(
光
明
)
｣
へ
の
橋
渡
し
す
る
位
置

に
立
つ
も
の
と
み
る
税
瓢
を
失
っ
て
激
し
く
待
程
す
る
魯
迅
が
ー
筋

性
の
苦
し
み
を
そ
の
ま
ま
に
吐
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
｡
し
か
し
､

そ
れ
ら
全
鰹
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
作
者
の
映
像
は
ー
さ
ほ
ど
鮮
明
と
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は
い
え
な
い
｡
そ
れ
は
､

｢
我
婿
向
漂
陪
里
坊
樫
干
無
地
｣
と
い
う

｢
影
｣
の
こ
と
ば
か
ら
得
ら
れ
る
ー
脱
出
の

｢
希
求
｣
と

｢
決
意
｣

の
み
あ
っ
て
方
向
を
定
め
得
な
い
混
沌
と
し
て
う
ず
ま
く
何
も
の
か

の
イ
メ
ー
ジ
を
ー
殆
ん
ど
出
て
い
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
結
局
､
作

者
自
身
が
自
己
の
姿
を
外
側
か
ら
見
定
め
る
飴
裕
を
も
た
な
い
ま
ま

に
作
品
を
吐
き
だ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
起
っ
て
い
る
､
と
考
え
ら
れ

る
｡と

こ
ろ
で
ー

｢
希
望
｣

が
書
か
れ
て
以
後
､

つ
ま
り

l
九
二
五

年
に
入
つ
て
か
ら
ー

『
華
蓋
集
』
の
諸
作
品
が
書
か
れ
だ
し
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
O

つ
ま
り
､

こ
の
論
文
の
冒
頭
で
の
べ

た
魯
迅
の
執
筆
力
低
迷
の
時
期
の
終
り
と
ー
論
争
生
活
の
開
始
と
の

分
岐
鮎
は
ー
お
お
よ
そ

l
九
二
五
年

一
-
三
月
あ
た
り
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
｡
そ
し
て
､

二
五
年
二
月
十
日
に
書
か
れ
た

｢
青
年
必
読

書
｣

と
L
,つ
l
新
聞
調
刊
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
封
す
る
回
答
文
が
､

魯
迅
の
論
守
生
活
の
導
火
線
と
な
っ
た
｡
そ
れ
か
ら
約
二
十
日
後
に
､

『
野
草
』
の
第
十

一
作

｢
過
客
｣

が
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の

こ
と
を
頭
に
お
き
つ
つ
､

次
に

｢
過
客
｣
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
が
､

そ
の
前
に
こ
れ
ま
で
ふ
れ
な
か
っ
た
第
四
作

｢
我
的
失
態

魯
迅

『
野
草
』
諭

(吉
田
)

ー

擬
古
的
新
打
油
詩
1

｣
に
､
す
こ
し
ふ
れ
て
お
こ
う
｡

こ
の
作
品
に
は
､
わ
た
く
L
に
わ
か
ら
ぬ
鮎
が
あ
る
｡
そ
れ
は
作

品
制
作
の
動
機
に
関
し
て
だ
｡
む
ろ
ん
ー
魯
迅
自
身
二
度
も
く
り
か

え
し
て
昔
時
流
行
し
た
失
懲
詩
を
訊
刺
す
る
た
め
だ
と
い
っ
て
い
る

し
(
｢我
和

『
語
藩
』
的
始
終
｣
一
九
二
九
年
'

｢『野
草
』
英
文
諸
本
序
｣
)､

全
鰹
と
し
て
戯
作
的
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も

｢
何
故
か
し
ら
-

は
つ
と
き
ゃ
が
れ
｣
と
い
う
結
末
の
句
を
と
り
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
､

明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
か
ら
い
え
ば
､
こ
れ
は

『
野
草
』
の
な
か

に
ま
じ
り
こ
ん
だ
異
分
子
で
あ
っ
て
､
こ
れ
な
す
で
て
も

『
野
草
』

の
債
値
に
は
す
こ
し
も
影
響
し
な
い
｡
古
詩

(張
衡

｢四
愁
詩
｣

『文

選
』
雀
二
十
九
)
に
擬
し
た
鮎
に
つ
い
て
は
､
そ
の
こ
と
自
身
が

｢
既

に
説
刺
だ
っ
た
｡
｣

(駒
田
信
二

前
掲
文
)
と
い
っ
て
も
い
い
の
か
も

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
れ
な
い
が
､
た
だ
､
懲
愛
詩
を
説
刺
す
る
た
め
に
魯
迅
が
こ
の
よ

う
な
詩
を
書
く
こ
と
が
あ
り
得
た
､
か
ど
う
か
｡
竹
内
好
氏
の

｢
彼

の
恨
む
も
の
と
愛
す
る
も
の
と
が
ー
宿

ハ
ン
ケ
チ
と
み
み
ず
く
､
讐

燕
圏
と
駄
菓
子
､
金
ぐ
さ
り
と
ア
ス
ピ
リ
ン
ー
バ
ラ
の
花
と
や
ま
か

が
L
t
な
ど
の
対
立
で
象
徴
さ
れ
て
い
る
｡
｣

(『魯
迅
入
門
n

と
い
う

説
明
も
､
も
う

一
つ
ピ
ソ
と
こ
な
い
｡
猫
頭
鷹

(北
京
時
代
の
魯
迅
の
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あ
だ
名
)
､
凍
糖
壷
慮

(魯
迅
は
駄
菓
子
を
愛
し
た
)
､

斐
汗
薬

(魯
迅
日

ア
ス
ビ-ノ

記
に
は
'
｢大
後
熱
'
以
阿
思
匹
林
取
汗
｣
と
い
っ
た
記
事
が
し
ば
し
は
み
え

る
)'
赤
練
蛇

(魯
迅
の
故
家
の
庭
に
い
る
と
い
わ
れ
て
い
た
)
は
､

い
ず

れ
も
魯
迅
に
と
っ
て
個
人
的
な
む
す
ぴ
つ
き
を
も
っ
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
'
い
さ
さ
か
ゴ
シ
ッ
プ
め
い
た
こ
と
か
ら
ー
わ
た
く
L
に
は
､

こ
の
詩
は
ー
不
和
に
な
っ
た
周
作
人
か
誰
か
に
封
す
る
魯
迅
の
特
別

の
気
持
ち
が
制
作
の
動
機
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
て
み
る
｡
が
､
明

ら
か
な
戯
作
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
た
く
L
は
ー
も
は
や
作
者
か
ら

訊
刺
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡

五

｢
過
客
｣
は
戯
曲
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
｡
こ
の
単
純
な
事
資
が
､

『
野
草
』
を
展
開
的
に
み
る
と
き
に
､
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
｡

｢
過
客
｣
の
封
話
の
意
味
に
つ
い
て
は
､

〟
定
説
〃

的
な

も
の
が
あ
る
｡

｢
彼

(-
魯
迅
-
吉
田
)
の
内
面
的
脱
却
を
意
識
内
部
の
封
話
に

よ
っ
て
分
析
し
た
作
品
で
あ
る
｡
客
は
彼
自
身
で
あ
り
､
老
人
は

別
の
彼

(
あ
る
い
は
時
間
)
で
あ
り
ー
少
女
は
彼
の
希
望
を
象
徴

す
る
｡｣

(竹
内
好

『魯
迅
入
門
』)

三
人
の
人
物
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
自
身
に
､
別
に
不
可

は
な
い
｡
が
､

｢
内
面
的
脱
却
｣
と
い
う
い
い
方
は
､
す
こ
し
不
正

確
で
は
な
い
か
｡
構
成
の
面
か
ら
い
え
ば
､
こ
れ
ら
三
人
は
同
等
の

地
位
を
輿
え
ら
れ
て
は
い
な
い
｡

｢
老
人
｣

｢
娘
｣
は

｢
客
｣
に
射

し
て
ー
そ
の
外
側
か
ら
刺
激
を
輿
え
て
ー

｢
客
｣
に
内
面
的
葛
藤
を

起
さ
せ
る
た
め
の
道
具
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡

そ
の
こ
と
は
､

｢
老
人
｣

｢
娘
｣
の
こ
と
ば
は

｢
客
｣
に
苦
し
み
を

起
さ
せ
て
い
る
が
､

｢
客
｣
の
こ
と
ば
は

｢
老
人
｣

｢
娘
｣
に
何
ら

内
的
反
鷹
を
よ
ん
で
い
な
い
こ
と
を
み
れ
ば
､
明
ら
か
で
あ
る
｡
つ

ま
り
､
作
者
は
､
自
己
の
分
裂
し
た
内
面
を
と
り
出
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
人
物
に
賦
興
し
､
そ
れ
ら
を
仮
象
の
世
界
で
た
た
か
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て

｢
内
面
的
脱
却
｣
を
は
か
る
､
と
い
う
こ
と
を
こ
の
作
品

で
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
作
者
の
主
要
な
問
題
は
ー

｢
客
｣
の

苦
し
み
も
が
き
つ
つ
歩
む
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
､
自
己
の
内
面
的
な

悶
え
を
投
入
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

｢
影
的
告
別
｣
で
は
純
粋

な
滞
日
の
形
で
し
た
こ
と
を
､
こ
こ
で
は
封
話
の
形
で
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
作
品
の
基
本
的
妻
憩
は

｢
影
的
告
別
｣
以
下
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と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
魯
迅
と
い
う
人
が
観

念
的
思
索
型
の
人
で
な
か
っ
た
こ
と
室
ホ
す

1
つ
の
資
料
で
あ
り
､

た
と
え
ば
か
れ
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
よ
く
似
た
資
質
を
も
ち
ー

あ
る
意
味
で
は
よ
く
似
た
境
遇
を
生
き
な
が
ら
'
そ
の
歩
み
方
が
結

果
と
し
て
決
定
的
に
ち
が
つ
て
い
る
こ
と
な
ど
と
も
関
連
し
て
興
味

を
ひ
く
｡

と
は
い
え
､

｢
過
客
｣
が
戯
曲
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
ー
魯
迅
が
自
己
を
客
観
化
さ
れ
た
封
話
の
世
界
に
と
り
出
し
て

み
つ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
､
重
要
で
あ
る
｡

｢
過
客
｣
以
前

で
は
､
｢秋
夜
｣
｢
影
的
告
別
｣
｢求
乞
老
｣
｢希
望
｣
｢雪
｣
｢
風
寧
｣

｢
好
的
故
事
｣
の
詩
作
は
'
傾
向
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
だ
が
'
作
者
の
内

面
と
直
接
の
地
つ
づ
き
の
上
に
イ
メ
-
.I,L
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
｡
比

較
的
作
者
か
ら
猪
立
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み

え
る

｢
復
仇
｣
｢復
仇

(英
二
)｣
に
し
て
も
､

そ
れ
は
表
面
だ
け
で

あ
っ
て
､
激
し
く
苦
痛
に
う
ず
ま
く
作
者
の
内
面
と
作
品
と
が
寛
は

密
着
し
て
い
る
こ
と
､
前
述
の
通
り
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
｢過
客
｣

の
ば
あ
い
､
作
者
は
自
己
の
外
に
ー
対
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

一

つ
の
世
界
を
つ
く
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
魯
迅
が
自
己
の
内
面

魯
迅

『
野
草
』
論

(
吉
田
)

を
客
観
祝
し
う
る
だ
け
の
力
を
得
た
こ
と
窒
息
味
し
な
い
か
｡

む
ろ
ん
､

｢
過
客
｣
に
と
り
出
さ
れ
た
魯
迅
の
内
面
は
ー
あ
る

一

瓢
を
除
け
ば
､
こ
れ
以
前
と
は
と
ん
ど
同
質
で
あ
る
｡

｢
客
-

そ
う
で
す
｡
わ
た
し
は
行
く
よ
り
し
か
た
が
な
い
｡

ヽ
t
t
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ま
し
て
'
あ
る
聾
が
い
つ
も
前
の
方
か
ら
わ
た
し
を
せ
き
た
て
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

わ
た
し
に
呼
び
か
け
､
わ
た
し
を
休
ま
せ
な
い
の
で
す
｡
恨
め
し

い
こ
と
に
､
わ
た
し
の
足
は
と
っ
く
に
す
り
へ
っ
て
し
ま
っ
た
｡

傷
だ
ら
け
に
な
り
ー
血
が
た
く
さ
ん
流
れ
ま
し
た
よ
｡

(
片
足
あ

げ
て
老
人
に
示
す
)
だ
か
ら
､
わ
た
し
は
血
が
足
り
な
い
の
で
す
｡

P
I
P
_
'
'
_
'
'
'

_
'

'
_
'
_
'
_
'
P
P
P
'

わ
た
し
は
血
を
の
み
た
い
｡だ
が
､
血
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
～

(後
略
)

(傍
鮎
吉
田
)
｣

こ
こ
に
は
､

こ
れ
ま
で
く
り
か
え
し
て
の
べ
て
き
た
魯
迅
の

｢
病

め
る
良
心
｣
の
苦
痛
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
苦
痛
か
ら

腕
出
し
た
い
と
い
う
耐
え
が
た
い

｢希
求
｣
も
､
｢
血
を
の
み
た
い
｣

と
い
う
異
様
な
生
理
的
欲
求
の
叫
び
に
高
め
ら
れ
ー

｢
過
客
｣
の
特

殊
な
世
界
で
の
虞
資
性
と
な
っ
て
､
銘
く
読
者
を
う
つ
｡

け
れ
ど
も
､

こ
の
よ
う
な
内
心
の
苦
痛
を
､

一
方
に

｢
老
人
｣

｢
娘
｣
を
お
い
た

｢
客
｣
の
中
に
移
し
こ
ん
で
､
そ
こ
に
滞
立
し
た
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l
世
界
を
つ
く
る
と
い
う
行
為
に
は
､
苦
痛
そ
の
も
の
の
自
己
表
白

を
行
っ
て
い
た

｢
過
客
｣
以
前
の
魯
迅
を
一
歩
こ
え
た
も
の
が
あ
る
｡

そ
の
こ
と
皐
異
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
､

｢
過
客
｣
に
は
､

｢
影
的

告
別
｣
以
下
に
な
か
っ
た

一
つ
の
硯
鮎
が
生
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､

自
己
を

〝
歩
む
も
の
″

と
み
る
硯
鮎
で
あ
る
｡

｢
老
人
-

ふ
む
ふ
む

｡
そ
れ
で
は
､
ど
こ
か
ら
乗
な
さ
れ
た
な
｡

客

-

(少
々
た
め
ら
っ
て
)
知
り
ま
せ
ん
｡

物
心
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
､
わ
た
し
は
こ
う
し
て
歩
い
て

い
る
の
で
す
｡

老
人
1

そ
う
か
い
｡
そ
れ
で
は
､
ど
こ
へ
行
か
れ
る
か
お
た
ず

ね
し
て
も
よ
い
か
な
｡

客

-
勿
論
結
構
1

で
も
､
知
り
ま
せ
ん
｡
物
心
つ
い
た
こ

ろ
か
ら
ー
こ
う
し
て
歩

い
て
い
る
の
で
す
｡
あ
る
場
所

へ
行
き
た
い
の
で
す
｡
そ
の
場
所
は
前
の
万
に
あ
り
ま

す
｡
わ
た
し
が
お
ぼ
え
て
い
る
の
は
､
長
い
道
の
り
を

歩
い
て
き
て
ー
い
ま
こ
こ
へ
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
け
で

す
｡
わ
た
し
は
つ
づ
け
て
あ
ち
ら
の
万

へ
行
く
の
で
す
｡

(
西
を
指
し
て
)
前
の
万

へ
-
･｣

こ
の

｢
客
｣
は
､
自
己
を
ど
こ
か
ら
き
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
わ
か

ら
な
い
不
安
な
存
在
と
し
て
意
識
し
て
い
る
｡
こ
の
不
安
は
､

｢
黄

昏
か
梨
明
か
わ
か
ら
な
い
｣
不
安
定
な
時
間
の
上
に
坊
樫
し
て
い
た

｢
影
｣
の
不
安
に
通
じ
る
｡
け
れ
ど
も
､

｢
客
｣
に
は

｢
影
｣
に
な

か
っ
た

一
つ
の
硯
鮎
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
自
分
が

｢
長
い
道
の
り
を

歩
い
て
き
て
､
い
ま
こ
こ
へ
や
つ
.て
き
た
こ
と
｣
お
よ
び

｢
つ
づ
け

て
あ
ち
ら
の
方

へ
行
く
こ
と
｣
を
､
不
安
な
自
己
の
存
在
の
最
低
の

候
件
と
し
て
確
認
す
る
配
鮎
で
あ
る
e
い
い
か
え
れ
ば
､
過
去
か
ら

未
来

へ
と
つ
づ
く
時
間
の
上
に
あ
る
自
己
の
存
在
の
ぎ
り
ぎ
り
の
保

護
を
､

〝
歩
む
″

と
い
う
行
為
の
中
に
求
め
る
税
鮎
が
､

｢
客
｣
に

は
あ
る
｡
そ
し
て

､
こ
れ
こ
そ

｢
過
客
｣
以
前
に
は

な

か
っ
た
も
の

で
あ
る
o

｢
過
客
｣
以
前
の
作
品
に
は
､
現
在
に
お
け
る
自
己
の
存
在
の
姿

を
見
失
っ
た
も
の
の
脱
出

へ
の
苦
悶
が
､
激
し
く
た
た
き
つ
け
ら
れ

て
い
て
'
自
己
の
存
在
を
時
間
の
流
れ
の
上
で
と
ら
え
る
だ
け
の
徐

裕
は
､
魯
迅
に
な
い
｡

｢希
望
｣
お
よ
び
そ
れ
以
下
の
作
品
で
は
､

魯
迅
の
眼
は
過
去
に
む
い
て
い
る
が
､
そ
こ
で
は

｢
我
早
先
山豆
不
知

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

我
的
青
春
己
摩
逝
去
了
-
｣
と
い
う
す
ぎ
去
っ
た
過
去

へ
の
感
傷
が
ー
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現
在
か
ら
の
脱
出
に
封
す
る
作
者
の
思
い
を
1
暦
悲
壮
な
も
の
に
し

て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
､

｢
過
客
｣
以
前
の
作
者
に

は
､
過
去
脱
落
の
空
し
さ
と
未
来
喪
失
の
不
安
が
､
現
在
の
苦
悶
の

基
調
と
し
て
あ
る
｡

む
ろ
ん
ー

｢
客
｣
に
あ
っ
て
も
ー
〝

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
わ
か
ら

な
い
〃

過
去
と

〝
ど
こ
へ
行
く
の
か
わ
か
ら
な
い
〃

未
来
は
､
著
し

ヽ
ヽ

く
不
安

な
も
の
で
あ
る
.
け
れ
ど
も
､
そ
れ
を
行
為

の
側
面
か
ら
眺

め
る
と
､
不
安
な
過
去
と
未
来
と
を
つ
な
ぐ
時
間

の
流
れ

の

一
鮎

(
現
在
)
を

｢歩
く
｣
自
己
の
姿
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
｡
そ
し

て
､

｢歩
く
｣
自
己
が
み
え
て
き
た
と
き
､
魯
迅
は
自
己
の
歩
み
の

は
て
に
あ
る
も
の
を
は
っ
き
り
と
知
る
｡
-

先
の
方
は
ど
ん
な
所

か
と
い
う

｢
客
｣
の
間
に

｢
老
人
｣
は
墓
だ
と
答
え
ー

｢
娘
｣
は
百

合

や
野
暮
頑
が
咲
き
乱
れ
て
い
る
と
答
え
た
｡

｢
客
｣
は
い
う
､

｢
そ
う
で
す
O
あ
そ
こ
に
は
い
っ
ぱ
い
百
合
や
野
暮
夜
が
あ
る
｡
わ

た
し
も
よ
く
遊
び
に
い
っ
て
み
ま
し
た
｡
で
も
ー
あ
れ
は
墓
で
す
｡｣

｢客
｣
は

｢
娘
｣
に
封
し
て
は

｢我
也
常
常
去
玩
過
.
去
看
過
的
｣

と
過
去
形
で
答
え
て
お
り
､

｢
客
｣
の
現
在
的
認
識
と
し
て
は
前
方

は
〟

墓
〃

で
あ
る
｡

魯
迅

『
野
草
』
論

(
吉
田
)

要
す
る
に
､

｢
過
客
｣
の

｢
客
｣
に
は
､
過
去
か
ら
未
来

へ
の
時

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

間
の
上
を

〝
墓
〃

に
向
つ
て

〃
歩
む
〃

も
の
と
し
て
自
己
を
と
ら
え

る
税
鮎
が
あ
る
｡

換
言
す
れ
ば
､

〝
歩
む
″

と
い
う
こ
と
､
つ
ま
り

生
き
つ
づ
け
て
き
て
生
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
､

｢
客
｣
は
自
己
の
生
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
｡
こ
れ
は
､
ぎ

り
ぎ
り
最
低
線
ま
で
さ
が
つ
て
得
ら
れ
た
蔵
鮎
､
し
か
し
こ
の
よ
う

に
自
己
を
と
ら
え
る
か
ぎ
り
絶
封
に
自
己
の
位
置
を
見
失
う
こ
と
の

な
い
税
鮎
､
い
わ
ば

〝
絶
対
戯
鮎
〃

と
で
も
名
づ
け
う
る
も
の
で
あ

る
O
か
か
る
税
鮎
を
獲
得
し
た
こ
と
は
､
生
き
る
こ
と
は
無
駄
だ
と

い
う
不
安
と
寂
家
に
と
り
ま
か
れ
つ
つ
'
な
お
生
き
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と

い
う
安
ま
ら
ぬ
精
神
の
さ
さ
や
き
を
如
何
と
も
な
し
が
た
く

一
途
に

脱
出
を
求
め
て
い
た

｢
影
｣
的
存
在
に
と
つ
て
は
ー

一
つ
の
韓
機
と

い
っ
て
よ
い
｡
こ
の
鮎
に
､

｢
過
客
｣
と
い
う
作
品
が

『
野
草
』
の

展
開
の
上
で
占
め
る
猫
特
な
地
位
が
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
以
上
の
よ
う
な
寮
費
は
ー
寛
は
ー

｢
過
客
｣
と
前
後

し
て
魯
迅
の
論
争
生
活
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
密
接
に
封
鷹
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
論
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は

｢
過
客
｣
に

二
十
日
ほ
ど
先
立
っ
て
書
か
れ
た

｢
青
年
必
講
書
｣
で
あ
る
と
前
章
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の
終
り
に
書
い
た
が
､
寮
際
は
､
鰹
裁
ば
か
り
よ
く
て
費
用
的
で
な

い
文
字
の
使
用
を
攻
撃
し
た

｢
吹
文
噛
字
｣
(
一
九
二
五
年
一
月
)
､
お

よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
争

｢
嘆
噛
之
飴
｣
(同
上
)

｢
吹
噂
未
始
〝

乏

味

″｣(二五
年
二
月
)
あ
た
り
か
ら
､
魯
迅
は
外
に
向
つ
て
著
し
く
論

争
的
攻
撃
的
に
出
て
い
る
｡
そ
の
つ
づ
さ
と
し
て
､
｢青
年
必
講
書
｣

は
書
か
れ
た
｡
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
文
章
に
つ
い
て
多
く
は
ふ

れ
な
い
が
ー
次
の
こ
と
だ
け
は
や
は
り
確
認
し
て
お
き
た
い
.
魯
迅

は
こ
の
文
章
に
つ
い
て
､
後
に
な
っ
て
､
そ
れ
は
苦
痛
を
こ
め
て
吐

い
た
県
創
な
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
が

(｢寓
在

『墳
』

後
面
｣
)
ー

｢
青
年
必
読
書
｣
の
董
期
的
意
義
は
､

今
日
か
ら
み
れ
ば
､

牛
封
建
牛
植
民
地
的
中
国
に
お
い
て
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支

配
の
道
具
と
化
し
て
い
た
俸
統
的
文
化
に
封
す
る
県
の
反
抗
の
第

一

撃
で
あ
っ
た
鮎
に
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
l
小
文
は
､
質
的
に

は

｢
狂
人
日
記
｣
に
匹
敵
す
る
地
位
を
魯
迅
に
お
い
て
も
つ
｡
だ
か

ら
こ
そ
､
そ
の
後
の
長
い
論
争
生
活
の
導
火
線
と
な
り
得
た
の
だ
｡

け
れ
ど
も
､
昔
時
の
魯
迅
に
､
こ
の
よ
う
な
確
信
は
な
か
つ
た
に
ち

が
い
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
ー
一
九
二
五
年
に
は
い
っ
て
書
き
は
じ
め

ら
れ
た

『
華
蓋
集
』
の
作
品
が
ー
ひ
と
り
現
在
を
否
定
す
る
こ
と
に

の
み
急
で
､
現
在
か
ら
未
来

へ
の
展
望
を
の
べ
る
こ
と
を
全
く
行
っ

て
い
な
い
こ
と
が
､
何
よ
り
も
端
的
に
示
し
て
い
る
｡
こ
の
鮎
は
ー

『
熱
風
』
の
時
期
の
作
品
と
く
ら
べ
て
も
ー
か
な
り
ち
が
っ
て
い
る
｡

『
熱
風
』
期
の
作
品
に
は
､
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
､

｢
購
来
は
こ

う
あ
ら
わ
ぼ
な
ら
ぬ
｣
と
い
う
主
張
を
の
..(
る
態
度
が
､
た
と
え
強

い
て
す
る
も
の
に
も
せ
よ
､
み
ら
れ
る
｡
が
､

『
華
蓋
集
』
の
出
蚕

期
に
お
け
る
魯
迅
に
は
､

｢
か
く
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
｣
と
い
う
否
定

的
豪
言
の
み
が
多
い
｡
魯
迅
は
､
そ
れ
か
ら
何
が
生
れ
る
か
確
信
の

な
い
ま
ま
に
､
と
に
か
く
眼
前
の
否
定
す
べ
き
も
の
に
む
か
つ
て
攻

撃
を
は
じ
め
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡

｢我
賂
向
窯
暗
里
紡
栓
子
無
地
｣
｢我
購
用
無
所
為
和
沈
款
求
乞
-
･｣

｢
絶
望
之
馬
虚
妄
ー
正
輿
希
望
相
同
-
･｣
と
つ
ぶ
や
い
て
い
た
も
の

は
ー
確
信
の
な
い
ま
ま
に
行
動
に
韓
じ
た
｡
そ
の
と
き
ー
魯
迅
に
は
､

確
信
が
な
い
が
故
に
､
そ
の
よ
う
な
自
己
を
た
し
か
め
た
い
要
求
が

l
層
強
く
生
れ
た
ろ
う
｡
そ
こ
に
､
複
雑
な
白
己
を
外
部
に
と
り
出

し
て
客
観
化
す
る
の
に
便
利
な
封
話
の
形
式
が
思
い
浮
べ
ら
れ
､
魯

迅
は
矛
盾
の
な
か
か
ら
と
に
か
く
行
動
に
韓
じ
た
自
己
を
そ
の
な
か

で
た
し
か
め
よ
う
と
し
た
｡

｢
過
客
｣
に
は
ー

｢
客
｣
の
歩
む
姿
勢
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を
封
話
の
な
か
で
次
々
と
た
し
か
め
な
お
し
て
ゆ
く
た
め
の
構
成
上

の
工
夫
の
あ
と
が
ー
あ
ら
わ
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
そ
の
よ
う
に
対
話
の
世
界
に
自
己
を
と
り
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
ー
逆
に
今
ま
で
み
え
な
か
っ
た
自
己
の

〝
歩
む
″

姿
が
魯

迅
に
は
み
え
て
き
た
､
と
い
う
事
情
も
あ
つ
た
に
ち
が
い
な

い
｡
さ

ら
に
､
そ
の
よ
う
に
自
己
の
位
置
が
み
え
て
き
た
こ
と
が
ー
魯
迅
の

現
賓
否
定
の
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
は
ね
か
え
っ
て
い
っ
た

鮎
も
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
と
に
か
く
､

｢
過
客
｣
の
前
後
に
獲

得
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ー
小
休
止
を
は
さ
み
つ
つ
も
そ
の
後
ず
つ

と
燃
え
つ
づ
け
て
い
る
｡
後
に
ー
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
を
吸
収
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
力
強
い
も
の
に
な
る
け
れ
ど
も
ー

｢
過
客
｣
に

あ
ら
わ
れ
る
〝
歩
む
〃

も
の
の
硯
瓢
は
､
死
に
至
る
ま
で
魯
迅
に
よ

っ
て
幾
度
も
た
し
か
め

な
お
さ
れ
て
い
る
｡

｢
過
客
｣
は

『
野
草
』

の
な
か
だ
け
で
な
く
､
魯
迅
全
勝
の
展
開
の
上
で
も
､
重
要
な
位
置

を
占
め
る
よ
う
に
､
思
わ
れ
る
｡

六

｢
過
客
｣
以
後
に
､
な
お
十
二
篤
の
作
品
が
､
お
よ
そ

l
年
間
に

魯
迅

『
野
草
』
論

(青
田
)

わ
た
っ
て
､
ぽ
つ
ぽ
つ
と
書
か
れ
て
い
る
｡
執
筆
順
に
列
挙
す
る
と
､

次
の
よ
う
に
な
る
｡

｢
死
火
｣
｢狗
的
駁
詰
｣
(以
上
四
月
)

｢
失
粒
的
好
地
獄
｣
｢墓
碑
文
｣
｢
索
放
線
的
麻
動
｣
(以
上
六
月
)

｢
立
論
｣
｢死
後
｣
(以
上
七
月
)

｢
這
様
的
戦
士
｣
｢聡
明
人
和
優
子
和
奴
才
｣
｢隠
月
｣
(以
上
十
二

月
)

｢淡
淡
的
血
痕
中
｣
｢
一
億
｣
(以
上
一
九
二
六
年
四
月
)

こ
れ
ら
の
作
品
は
､

｢過
客
｣
を
な
か
に
は
さ
ん
で
､

｢過
客
｣

以
前
と
は
対
照
的
な

一
つ
の
世
界
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
｡
こ
こ
で
は
､
こ
れ
ら
を
一
括
し
て

｢
過
客
｣
以
前
の
作
品
と
の

封
比
に
中
心
を
お
き
つ
つ
､
こ
れ
ら
の
作
品
が
魯
迅
に
お
い
て
も
つ

意
味
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
｡

｢
過
客
｣
以
後
の
作
品
で
何
よ
り
も
目
立
つ
こ
と
は
ー

｢過
客
｣

に
つ
づ
く

｢
死
火
｣
か
ら

｢
死
後
｣
に
い
た
る
七
作
晶
が
ー

｢
我
夢

見
-
･･･｣

Jj､
夢
の
形
式
を
と
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
勿
論
形
式
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
｡
注
目
す
べ
き
は
､
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｢
過
客
｣
を
境
に
し
て
､
魯
迅
が
自
己
の
外
に
論
理
の
説
明
を
こ
え

た
異
様
な
幻
想
的
世
界
を
つ
く
る
こ
と
に
､
作
盛
な
興
味
を
示
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢
過
客
｣
以
前
の
作
品
で
も
､
魯
迅
の
イ
メ
ー
ジ
は
し
ば
し
ば
奇

怪
な
も
の
ー
異
様
な
も
の
へ
と
む
か
つ
Lで
は
い
る
o

｢
秋
夜
｣
の
冷

い
目
で
微
笑
す
る
天
､

｢
求
乞
者
｣
の
荒
涼
た
る
背
景
､

｢
好
的
故

事
｣
の
幻
想
な
ど
は
､
通
常
の
論
理
を
破
る
方
向
を
そ
な
え
て
い
る
｡

そ
の
最
も
は
げ
し
い
の
は
､

｢
復
仇
｣

｢復
仇

(英
二
)
｣
の
二
つ
ー

な
か
で
も
前
者
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､

｢
復
仇
｣
の
ぼ
あ
い
､
作
者

は
､

｢
贋
漠
た
る
城
野
に
鋭
い
剣
を
手
に
し
て
立
つ
裸
鮭
の
二
人
｣

と
い
う
異
様
な
イ
メ
ー
ジ
を

l
心
に
に
ぎ
つ
て
は
な
す
ま
い
と
す
る

意
欲
は
も
つ
て
い
で
も
､
そ
れ
を
吏
展
さ
せ
て

一
つ
の
世
界
に
構
成

し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
O

｢
復
仇

(其
二
)
｣
の
ば
あ
い
も
､
キ
リ

ス
ト
受
難
の
物
語
り
と
い
う
定
め
ら
れ
た
わ
く
の
中
で
､
イ
メ
ー
ジ

を
追
っ
て
い
る
の
み
で
､
輿
え
ら
れ
た
わ
く
を
破
る
こ
と
は
し
て
い

な
い
o
と
こ
ろ
が
､

｢
過
客
｣
以
後
に
は
､
あ
る

l
つ
の
イ
メ
ー
ジ

に
す
が
り
つ
く
と
か
ー
他
か
ら
外
形
を
か
り
て
く
る
と
か
い
う
の
と

は
全
く
ち
が
つ
て
､

一
定
の
秩
序
を
も
っ
た
幻
想
の
世
界
を
つ
く
り

出
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
の
こ
と
を
最
も
極
端
に

示
す
の
は
､

｢
須
敗
線
的
頭
動
｣
で
あ
る
｡

最
初
の
場
面
で
は
､
女
の
子
を
か
か
え
た

一
人
の
貧
し
い
女
が

身
責
り
を
し
て
い
る
O
数
年
た
っ
た
次
の
場
面
で
は
､
年
老
い
て

し
ま
っ
た
そ
の
女
が
ー
成
人
し
て
家
庭
を
も
っ
た
そ
の
子
供
か
ら
､

賀
春
の
過
去
を
非
難
さ
れ
､
激
し
く
の
の
し
ら
れ
て
い
る
｡
第
三

の
場
面
で
､
石
像
の
よ
う
に
無
過
の
荒
野
に
走
り
去
っ
た
老
婆
は
､

両
手
を
天

へ
畢
げ
て
､

｢
人
の
も
の
と
も
獣
の
も
の
と
も
つ
か
な

い
｣
こ
と
ば
の
な
い
こ
と
ば

(
無
詞
的
言
語
)
を
叫
ぶ
｡

極
端
に
象
徴
化
さ
れ
た
筆
で
措
か
れ
た

｢
額
敗
線
的
頗
動
｣
は
､

現
寛
を
は
な
れ
た
全
く
別
の
完
成
さ
れ
た
世
界
を
読
者
の
前
に
投
げ

出
し
て
い
る
o
こ
の
よ
う
な
も
の
は
､

｢
過
客
｣
以
前
に
は
見
潜
ら

な
い
｡
そ
し
て
､

｢
過
客
｣
以
後
に
は
､
こ
の
他
に
､
す
く
な
く
と

も

｢
死
火
｣

｢
失
接
的
好
地
獄
｣

｢
義
視
文
｣

｢
死
後
｣
の
四
作
が

亨

っ
で
あ
り
､

｢
狗
的
駁
詰
｣

｢
這
様
的
戦
士
｣
も
そ
の
方
向
撃

て

な
え
て
い
る
｡
む
ろ
ん
ー
そ
こ
に
出
来
不
出
来
の
差
は
あ
る
｡

｢
額

放
線
的
顛
動
｣

｢
墓
胸
文
｣
の
二
作
が
ー
比
較
的
イ
メ
ー
ジ
の
結
晶

度
が
高
い
の
に
射
し
て
ー

｢
失
拍
約
好
地
獄
｣

｢
死
後
｣
で
は
作
品

98



の
詮
憩
に
観
念
的
な
と
こ
ろ
が
あ
う

て
､
そ
れ
が
訴
え
を
轟
く
し
て

い
る
｡
が
､
と
に
か
く
こ
れ
ら
の
作
品
の
存
在
は
ー

｢
過
客
｣
を
中

に
は
さ
ん
で
､
表
面
的
に
は

『
野
草
i

を
二
分
し
て
い
る
と
す
ら
い

え
る
｡

と
こ
ろ
で
､
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
､

｢
過
客
｣
以
前
に
は
な
い

風
格
を
そ
な
え
た
こ
れ
ら
の
作
品
も
ー
作
者
魯
迅
と
の
関
係
か
ら
み

れ
ば
､
章
は

｢
影
的
告
別
｣
以
下
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
地
瓢
と

そ
う
隔
ら
な
い
場
所
か
ら
出
て
き
て
い
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

｢
過
客
｣
以
後
に
あ
る

l
見
異
様
な
作
品
に
も
､

｢
影
的
告
別
｣
に

通
じ
る

｢
病
め
る
良
心
｣
の
苦
痛
は
そ
の
中
心
に
流
れ
て
い
る
.

｢
執
放
線
的
顛
動
｣
の
老
婆
は
ー
文
字
通
り
骨
身
を
け
ず
っ
て
生

み
出
し
た
も
の
か
ら
ー
脱
れ
よ
う
の
な
い
復
讐
を
う
け
る
O
両
手
を

思
い
き
り
天
に
さ
し
あ
げ
､

｢
こ
と
ば
の
な
い
こ
と
ば
｣
を
も
ら
す

こ
の
老
婆
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
､
眠
っ
て
い
る
人
を
目
覚
め
さ
せ
て
苦

し
ま
せ
る
の
は
残
酷
だ
と
い
い

(コ
境
域
』
自
序
｣
そ
の
他
)ー
自
分
の

暗
す
ぎ
る
思
想
が
人
を
誤
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
が
り
つ
づ

け
た

(r扇
地
雷
Llj
第
四
倍
'
第
二
四
倍
.

｢寓
在

丁墳
LU
後
両
｣
そ
の
他
)

魯
迅
と
い
う
人
の
､
生
き
る
こ
と
に
封
す
る
絶
望
的
な
不
安
と
､
そ

魯
迅

『
野
草
』
諭

(
吉
山
)

こ
に
生
れ
る
自
虐
の
苦
汁
と
が
､
色
濃
く
に
じ
み
出
て
い
る
｡

あ
た

｢
-
-
浩
歌
狂
熱
の
際
に
寒
に

中

り

ー
天
上
に
深
淵
を
看
た
り
｡

一
切
の
眼
中
に
無
所
有
を
看
､
希
望
な
き
と
こ
ろ
に
敦
を
得
た
り
｡

･･････
一
湛
魂
あ
り
､
化
し
て
長
蛇
と
為
り
､
口
に
毒
牙
あ
り
O
以

いん
て
ん

て
人
を
噛
ま
ず
､
自
ら
其
の
.身
を
噛
み
､
終
に
以
っ
て

禎

転

-

-

･･-
･立
ち
去
れ
い
-
･･･････｣

｢
墓
場
文
｣
の
こ
の
奇
怪
な
呪
文
め
い
た
文
句
が
ー
員
に

｢希
望

な
き
と
こ
ろ
に
救
を
得
｣
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
魯
迅
の
内
面
的

白
雲
像
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
説
か
れ
る
｡
己
れ
の
毒
牙
で
己
れ
の
身

を
噛
む
長
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
は
､
眠
る
こ
と
の
な
い
醒
め
た
意
識
に
日

夜
自
虐
し
っ
ーづ
け
る
魯
迅
の
苦
痛
の
所
産
に
相
違
な
い
｡
墓
中
の
屍

鮭
は
起
き
上
っ
て
い
う

｢
お
れ
が
塵
に
な
る
と
き
に
､
お
前
は
あ
れ

の
微
笑
を
み
る
だ
ろ
う
｡
｣
秋
の
夜
ふ
け
人
知
れ
ず
,
r
深
夜
の
笑
牽
｣

を
も
ら
し
た
魯
迅
の
内
面
の
虚
無
の
深
淵
は
､
埋
め
ら
れ
て
は
い
な

か
っ
た
｡
全
鮭
と
し
て
ー

｢義
視
文
｣
は
､
最
も

｢
影
的
告
別
｣
の

魯
迅
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
葦
想
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
二
作
は
､
そ
の
陰
惨
な
雰
囲
気

か
ら
も

｢
影
的
告
別
｣
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｢求
乞
者
｣
｢希
望
｣
な
ど
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
､
｢死
火
｣

｢失
栓
的
好
地
獄
｣
の
二
作
は
､

鮮
や
か
な
色
彩
感
と
大
ぶ
り
な
動

き
と
で
､
そ
れ
ら
と
は
互
に
ひ
ど
く
か
け
は
な
れ
て
み
え
る
｡
が
ー

そ
れ
は
表
白
の
方
向
が
ち
が
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
､

作
品
の
生
れ
る
基
盤
は
､
両
者
は
ち
か
い
｡

｢
死
火
｣
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
､

｢
死
的

火
焔

(凍
り
つ
い
た
炎
)｣
だ
｡

氷
の
谷
に
落
ち
こ
ん
だ
〃

わ
た
し
″

は
､

〝
死
火
″

を
ひ
ろ
う
｡

そ
れ
は
､
遠
に
紅
蓮
の
炎
と
な
っ
て
燃
え
出
す
｡
H
醒
め
た

〝
死

火
〃

と
〝

わ
た
し
〃

の
対
話
｡
水
谷
を
出
る
べ
き
か
ど
う

か
｡

〃
死
火
〃

は
ー
水
谷
で
は
凍
え
死
ぬ
L
t
水
谷
を
出
れ
ば
燃
え
き

っ
て
し
ま
う
｡
ど
う
す
る
か
-
-
と
､

〝
死
火
〃
は

｢
い
っ
そ
燃

え
き
つ
ち
ま
お
う
I
･｣
と
叫
ん
で
､
〃

わ
た
し
〃

も
ろ
と
も
水
谷

の
外

へ
｡
走
っ
て
き
た
石
の
串
｡
〃

わ
た
し
〃
は

裸
か
れ
た
｡
氷

谷
に
墜
落
す
る
石
申
｡

〝
わ
た
し
〃

は
愉
快
気

に
叫
ぶ

｢
ハ
ッ
ハ

ッ
､
お
前
ら
は
も
う
死
火
に
は
脅
え
な
い
ぞ
-
･｣

氷
の
谷
と
炎
と
い
う
前
衛
絶
室
的
な

｢
死
火
｣
の
世
界
も
､
右
の

よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
と
か
え
っ
て
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
､

ど
ち
ら
に
行
っ
て
も
滅
び
ね
ば
な
ら
な
い
中
間
物
の
脱
出
と
い
う
鮎

か
ら
み
れ
ば
､
寅
は

｢
影
的
告
別
｣
と
同
じ
系
統
の
構
造
を
も
っ
て

い
る
｡
た
だ
ー

｢
影
的
告
別
｣
に
み
ら
れ
た
あ
の
う
ず
ま
く
苦
悶
が

｢
死
火
｣
で

は

後
退
し
て
､
｢
い
っ
そ
燃
え
き
っ
て
し
ま
お
う
-
･｣
と

い
う
行
馬
の
は
げ
し
さ
の
万
が
前
面
に
出
て
い
る
'
と
い
う
ち
が
い

は
あ
る
｡
こ
の
鮎
は
大
事
な
の
だ
が
､
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ

る
｡
さ
ら
に
､

｢
影
｣
の
ば
あ
い
に
は
そ
の
虚
無
的
な
脱
出
の

｢
決

意
｣
と
表
裏

一
髄
を
な
し
て
､
憎
む
も
の
に
何
も
の
を
も
輿
え
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
ギ
リ
ギ
リ
の

｢
復
讐
｣
が
想
い
描
か
れ

て
い
た
が
､

｢
死
火
｣
に
も
そ
れ
は
あ
る
｡
水
谷
に
墜
落
す
る
石
車

に
む
か
つ
て

〝
わ
た
し
〃

の
叫
ぶ

｢
お
前
達
は
も
う
死
火
に
は
脅
え

な
い
ぞ
!
｣
と
い
う
愉
快

気
な
こ
と
ば
が
ー
そ
れ
だ
｡
こ
の
よ
う
な

｢
復
讐
｣
は

｢
死
後
｣
に
も
あ
ら
わ
れ
る
O
運
動
面
経
だ
け
死
ん
だ

〃
わ
た
し
〃

は
棺
の
中
で
つ
ぶ
や
く

-
｢
･-
‥
(前
略
)
今
ま
た
影

の
よ
う
に
死

ん
で
し
ま
っ
て
､
敵
に
さ
え
知
ら
れ
て
い
な
い
｡
奴
ら

に
､
棚
か
ら
ぼ
た
餅
式
の
喜
び
を
輿
え
て
は
や
ら
な
か
っ
た
の
だ
｡

-
･･･わ
た
し
は
､
嬉
し
く
て
泣
き
叫
び
た
い
ほ
ど
だ
o｣

(
｢
死
後
｣

は
部
分
的
に
は
こ
の
よ
う
に
よ
く
わ
か
る
が
､
作
品
全
膿
の
モ
チ
ー

1()0



フ
は

｢
過
客
｣
以
後
で
最
も
の
み
こ
み
に
く
い
｡
作
者
の
表
現
し
た

い
内
面
的
な
も
の
が
､
死
後
な
お

知
覚
あ
る
も
の
の
世
界
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
中
心
鮎
と
う
ま
く
結
び
つ
い
て
い
な
い
か
ら
だ
｡
作
品
と

し
て
は
､
全
く
の
失
敗
作
で
あ
る
｡
)

｢
失
韓
的
好
地
獄
｣
は
､
人
類
と
共
に
地
獄
の
支
配
者
魔
鬼
と
闘

っ
て
つ
い
に
こ
れ
を
追
放
し
た
が
た
め
に
､
逆
に
人
類
の
厳
し
い
支

配
の
下
に
坤
吟
す
る
は
め
に
お
ち
い
っ
た
〝

亡
者
〃
達
の
物
語
り
で

あ
る
｡
こ
の
物
語
り
に
は
ー
地
獄
､
魔
鬼
な
ど
の
荒

々
し
い
道
具
だ

て
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
は
げ
し
さ
よ
り
も
哀
感
の
方
が
強
く
感
じ
ら

れ
る
.
そ
れ
は
､
お
そ
ら
く
､
辛
亥
革
命
の
反
抗
を
行
な
つ
た
が
た

め
に
軍
閥
支
配
の
下
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
中
国
の
現
貴

に
封
す
る
魯
迅
の
寂
家
と
､
暗
票
の
な
か
で
ひ
と
り
醒
め
た
が
散
に

苦
痛
を
噛
ま
ね
ば
な
ら
な
い
魯
迅
の
心
の
悲
し
み
と
が
､
微
妙
に
オ

I
.,'1
-
ラ
ッ
プ
し
て
こ
の
物
語
り
に
繁
り
を
落
し
て
い
る
か
ら
だ
｡

し
か
し
ー
そ
の
哀
感
を
ふ
り
は
ら
っ
て
魔
鬼
は
い
う
､

｢
あ
れ
は
'

マ
マ

野
獣
と
悪
鬼
を
さ
が
L
に
行
こ
う
‥
････J
1

脱
出
で
あ
る
o

賓
鰹
の
な
い
敷
知
れ
ぬ

｢
無
物
の
物
｣
に
射
し
て
ー
投
槍
を
畢
げ

っ
づ
け
る

｢
這
様
的
戦
士
｣
の
戦
士
は
､
激
し
い
反
抗
の
う
ら
に
､

魯
迅

『
野
草
』
論

(
舌
凹
)

あ
る
空
し
さ
変
も
も
っ
て
い
る
｡
こ
れ
が
､

｢
過
客
｣
以
前
で
い
え

ば

｢
復
仇
｣
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､
明
ら
か
だ
｡

以
上
主
要
な
作
品

(詩
的
イ
メ
-
.･･リ
の
強
烈
な
詩
作
)
を
ざ
っ
と
検

討
し
て
き
た
が
､
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
､

｢
過
客
｣
以
後
の
作
品

の
モ
チ
ー
フ
も
ー

｢
過
客
｣
以
前
の
そ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
は
な
れ
て
は

い
な
い
O

作
品
創
造
の
衝
動
は
､

や
は
り
､
原
則
と
し
て
魯
迅
の

寂
家
の
自
己
吐
露
で
あ
る
｡
た
だ
､
大
き
く
ち
が
っ
て
い
る
の
は
､

先
に

も
の
べ
た
よ
う
に
､

｢
過
客
｣
以
後
の
魯
迅
が
ー
自
己
の
外
に

世
界
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
鮎
､

お
よ
び
先
に

｢死
火
｣

の
と
こ
ろ
で
言
及
し
た
よ
う
に
､
全
膿
と
し
て
寂
家
の
う
ず
ま
く
苦

悶
が
大
き
く
後
退
し
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
こ
れ
ら
の
鮎

の
も
つ
意
味
は
大
き
い
o
先
に
､

｢
過
客
｣
の
対
話
の
出
現
に
つ
い

て
､
魯
迅
が
自
己
の
内
面
を
客
観
化
し
得
る
だ
け
の
力
を
得
た
と
害

い
た
が
'

｢
過
客
｣
以
後
の
作
品
に
つ
い
て
は
客
観
化
と
は
い
え
な

い
｡
同
じ
く
自
己
を
外
に
と
り
出
す
に
し
て
も
'

｢
過
客
｣
の
場
合

ほ
ど
整
理
し
て
自
己
な
み
つ
め
る
態
度
は
な
い
か
ら
だ
｡
が
､
み
つ

め
る
と
い
う
の
で
な
い
に
し
て
も
､
作
者
の
内
面
の
痛
み
が
ほ
と
ん

ど
む
き
出
し
の
ま
ま
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
が
り
つ
い
て
い
た

｢
影
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的
告
別
｣
以
下
の
作
品
と
､
内
面
が
幻
想
の
世
界
に
す
っ
ぽ
り
と
つ

つ
ま
れ
て
提
出
さ
れ
て
い
る

｢
過
客
｣
以
後
と
で
は
､
作
品
制
作
の

場
が
ち
が
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
比
較
的
に
い
え
ば
､

後
者
が
よ
り
作
品
的
態
度
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ

う
か
.
こ
の
こ
と
は
､
作
品
の
訴
え
方
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か

る
O

｢
影
的
告
別
｣
系
統
の
作
品
の
感
動
の
中
心
は
､
澄
み
き
っ
た

夜
空
を
突
き
刺
す
嚢
の
木
ー
剥
げ
お
ち
た
高
塀
と
ほ
こ
り
'
境
野
に

立
つ
裸
鮭
の
二
人
､
釘
う
た
れ
る
人
ー
舞
い
上
る
雪
等
々
､
あ
る

一

定
の
イ
メ
ー
ジ
と
作
者
の
内
面
と
の
結
び
つ
き
を
讃
み
と
る
こ
と
に

あ
る
｡
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
は

1
度
つ
か
ま
れ
た
ま
ま
空
間
的
な
展

開
は
み
せ
な
い
｡
そ
し
て
ー
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
間
を
､

｢
我
帯

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

向
窯
暗
里
妨
後
手
無
地
｣
等
､
生
の
こ
と
ば
が
う
め
て
い
る
.
そ
れ

ら
の
こ
と
ば
は
ー
作
者
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
か
ら
妻
せ
ら
れ
て
い

る
た
め
に
人
を
う
つ
が
､
詩
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
賓
膿
に
は
乏
し

い
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
｢
過
客
｣
以
後
の
多
く
の
作
品
で
は
､
1
つ
の

作
品
で
全
鮭
と
し
て
あ
る
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
つ
く
り

上
げ
よ
う
と
､
作
者
は
意
識
的
に
努
力
し
て
い
る

(｢顛
放
線
的
厳
動
｣

の
工
夫
さ
れ
た
桝
成
が
そ
の
は
っ
き
り
し
た
例
だ
O)
し
た
が
っ
て
､
読
者

の
感
動
の
況
津
は
そ
の
イ
メ
.-
･･.L
の
結
晶
度

に
か
か
っ
て
い
る
｡

(全
鮭
と
し
て
の
結
晶
度
の
弱
い
場
合
は
'
部
分
の
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
成
功

し
て
も
読
者
の
感
動
は
よ
は
な
い
O
｢死
後
｣
が
そ
の
例
で
あ
る
O)
少
く
と

も
､
先
に
あ
げ
た
諸
作
品
は
お
お
む
ね
そ
う
で
あ
り
､
そ
れ
が

｢
過

客
｣
以
後
の

『
野
草
Ji
の
主
流
を
な
し
て
い
る
｡

｢
過
客
｣
以
後
の

魯
迅
が
'
よ
り
作
品
制
作
的
態
度
を
み
せ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
こ
で
問
題
が
起
っ
て
く
る
｡
す
な
わ
ち
､
内
面
の

寂
家
吐
露
と
い
う
作
品
制
作
の
モ
チ
ー
フ
は
基
本
的
に
は
か
わ
つ
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

い
な
い
の
に
､
魯
迅
の
態
度
が
よ
り
作
品
制
作
的
に
か
わ
つ
た
の
は

何
故
か
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
､

『
野
草
』
以
外
の
分
野
に
お
け
る
魯
迅
の
う
ど
卓
を
み
る
必
要
が
あ

る
｡
こ
れ
ま
で
ふ
れ
て
き
た
作
品
は
､

一
九
二
五
年
四
月
-
十
二
月

の
間
に
書
か
れ
て
い
る
が
ー
こ
れ
は
前
章
で
ふ
れ
た

『
華
蓋
集
』
の

時
期
で
あ
る
0

｢青
年
必
読
書
｣
G
宣
戦
布
告
は
､
恵
拝
的
に
は
､

｢
柳
答

〝
-
-
″
｣
(二
月
末
)
｢報
《
奇
哉
所
謂
-
…
》
｣
(同
上
)
｢
這
是

什
慶

l
個
意
思
｣
(三
月
末
)
な
ど
の
論
戦
に
章
展
し
た
が
､
全
腔
と

し
て
魯
迅
の
戦
い
ぶ
り
は
日
を
逐
っ
て
激
し
く
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
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四
月
か
ら
は
､
建
議

『
葬
原
』
の
編
集
も
始
め
て
い
る
O
さ
ら
に
決

定
的
な
事
件
は
ー

｢
忽
然
想
到
軸
内
的
｣
(五
月
)
が
書
か
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
､
起
っ
た
.
則
ち
ー
国
立
北
京
女
子
師
範
大
学
学
生
の
校

長
排
斥
運
動
に
関
す
る
葦
言
で
あ
る
｡
こ
の
運
動
は
､
前
述
し
た
裡

秋
白
の
い
う
中
国
文
化
界
の

｢第
二
次
の

『
偉
大
な
る
分
裂
ヒ
を
爆

車
さ
せ
る
具
鮭
的
契
機
の
1
つ
と
な
っ
た
が
､
魯

迅
の
方
か
ら
い
え

ば
､
こ
の
事
件
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
白
身
の
思
想
､
立

場
､
生
き
方
な
ど
を
徐
々
に
明
確
化
す
る
は
た
ら
卓
を
し
た
よ
う
に

み
え
る
O
こ
の
連
の
魯
迅
の
内
面
を
最
も
直
接
に
示
す
も
の
と
し
て

は
ー
い
う
ま
で
も
な
く

『
両
地
書
』
第

一
集
が
あ
る
｡

『
両
地
害
』

第

一
集
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
魯
迅
は
､
寛
に
清
々
こ
れ
矛
盾
の
か
た

ま
り
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
､
も
の
を
書
く
人
間
と
し
て
の
魯
迅
の
心

境
を
素
直
に
つ
た
え
た
も
の
を
､

一
箇
所
だ
け
引
用
し
ょ
う
｡

｢
わ
た
し
は
現
在
､
し
ゃ
べ
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
の
は
､
み

な
役
に
立
た
な
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
､
ま
す
ま
す
確
信
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
正
し
く
､

文
章
が
ど
ん
な
に
感
動
を
輿
え
た
と
こ
ろ
で
､
み
な
無
駄
で
す
｡

奴
等
は
ど
ん
在
に
ま
ち
が
つ
て
い
で
も
ー
事
案
上
着
々
と
勝
利
を

魯
迅

F
野
草
し

諭

(
書
出
)

収
め
て
い
ま
す
｡
だ
が
､
世
界
は
ほ
ん
と
に
こ
れ
だ
け
の
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
～

わ
た
し
は
ー
反
抗
し
て
､
た
め
し
て

み
た
い
｡｣

(琴

三
信
'
五
月
十
八
日
)

こ
こ
に
は
､
お
そ
ら
く
､
整
理
し
す
ぎ
も
誇
張
も
な
い
｡
絶
望
､

不
安
､
空
し
さ
を
一
方
に
か
か
え
た
ま
ま
行
動
に
移

っ
た

『
華
蓋

集
』
の
魯
迅
が
､
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
わ
れ
わ
れ
は
ー

『
野
草
』
と
い
う
作
品
が
書
か
れ
は

じ
め
た
と
き
の
魯
迅
の
モ
チ
ー
フ
を
も
う

一
度
思
い
起
し
て
み
よ
う
｡

そ
れ
は
､
前
述
の
ご
と
く
､

1
口
に
い
え
ば
'
寂
蜜
か
ら
の
脱
出
の

悶
え
で
あ
っ
た
｡

｢
狂
人
日
記
｣
以
来
の
数
年
の
活
動
の
あ
と
で
魯

迅
の
内
面
に
ぐ
っ
と
損
が
つ
て
き
た
寂
蜜
､
そ
れ
が
二
二
年
-
二
三

年
の
二
年
足
ら
ず
の
沈
款
の
中
で
ま
す
ま
す
摸
大
し
た
と
き
､
そ
の

耐
え
が
た
さ
か
ら
の
脱
出
の
欲
求
が
､

｢
秋
夜
｣
を
へ
て

｢
影
的
告

別
｣
に
流
れ
出
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
一
角
に
ほ
と
ば
し
り
出
た
の

で
あ
っ
た
｡

『
野
草
』
の
初
期
の
作
品
に
感
じ
ら
れ
る
激
し
さ
は
､

そ
こ
か
ら
生
れ
た
｡
と
こ
ろ
が
､

一
九
二
五
年
に
は
い
っ
て
､
と
く

に

｢青
年
必
読
書
｣
以
後
､
魯
迅
の
内
面
の
寂
家
は
､
も
う

一
つ
別

の
突
破
口
を
見
出
し
た
｡
論
争
が
そ
れ
で
あ
る
｡
さ
ら
に
考
え
れ
ば
､
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中
成
文
畢
報

第
十
六
研

｢
両
地
書
｣
に
怠
け
る
許
贋
卒
と
の
文
通
も
そ
の
う
ち
に
入
る
だ
ろ

う
｡
と
に
か
く
ー

『
野
草
』
の
一
角
に
の
み
む
か
つ
て
こ
と
ぼ
を
は

じ
き
だ
し
て
い
た
魯
迅
の
寂
家
の
バ
ネ
は
､
他
に
吐
け
口
が
出
来
た

こ
と
に
よ
っ
LV
､

ゆ
る
ん
だ
｡

こ
の
と
き
､

魯
迅
は
は
じ
め
て
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

作
品
を
書
く
除
裕
と
い
え
る
も
の
を
感
じ
た
､
の
で
は
な
か
つ
た
か
O

｢
死
火
｣

に
つ
い
て
み
た
､

寂
家
の
苦
悶
が
後
退
し
て
､
そ
こ
か

ら
の
脱
出
の
は
げ
し
い
行
為
が
直
線
的
に
出
て
い
る
こ
と
も
ー
こ
れ

と
直
接
関
係
し
て
い
る
に
相
違
な
い

(先
に
'
｢過
客
｣
に
つ
い
て
'
自

己
を
た
し
か
め
た
い
欲
求
と
い
-
こ
と
を
い
つ
た
が
'
そ
の
-
ら
に
は
さ
ら
に

こ
の
飴
裕
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
-
o)

｢
影
的
告
別
｣
｢求
乞
者
｣
｢希

望
｣
な
ど
の
諸
作
で
は
､
内
面
の
脱
出
欲
G
rは
げ
し
さ
故
に
許
さ
れ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
か
っ
た
い
わ
ば
聾
術
上
の
あ
そ
ぴ
と
い
つ
.た
も
の
が
､

｢
過
客
｣

以
後
の
魯
迅
に
は
生
れ
て
き
た
､
の
で
は
な
か
つ
た
か
｡

｢
過
客
｣
以
後
の
作
品
が
､

｢
我
夢
見
‥
-
･｣
と
夢
の
.形
を
と
っ

て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
､
夏
日
淑
石
の

｢
夢
十
夜
｣
の
影

響
を
説
く
人
が
あ
る
｡
(チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ヤ
の

】3
erta
K
reb
s
.vE.L
女

史
に
そ
の
説
が
あ
る
と
開
く
が
'
そ
の
詳
論
を
H
に
し
得
な
い
の
は
残
念
で
あ

る
｡)
｢夢
十
夜
｣
は

l
九

〇
八
年
､
魯
迅
の
東
京
留
撃
時
代
に
書
か

れ
て
い
る
か
ら
ー

淑
石
を
愛
し
た
魯
迅
が

(周
作
人
の
思
い
出

｢開
於

魯
迅
之
二
｣
参
照
)
そ
れ
を
読
ん
だ
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
し
ー
作
品

の
内
容
も
､
人
間
の
生
に
ま
つ
わ
る
不
安
､
自
我
覚
醒
の
苦
痛
な
ど

と
い
う
鮎
で
は
､
相
通
じ
る
も
の
が
な
く
も
な
い
｡
そ
れ
に
つ
い
て

は
､
魯
迅
と
擬
石
と
の
関
係
に
問
題
を
摸
げ
て
､
別
に
論
じ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
｡
た
だ
､
わ
た
く
L
が
こ
こ
で
い
い
た
い
の
は
､

『
野

草
』
を
展
開
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
き
､

｢
過
客
｣
以
後
に
お
け
る

魯
迅
の
イ
リ

ュ
ー

ジ
m
ン
の
自
在
な
摸
大
の
中
心
的
問
題
は
､
魯
迅

の
内
部
に
生
じ
た
飴
裕

(-
内
部
緊
張
の
弛
緩
)
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

さ
ら
に
､
『両
地
書
』
第

一
集
と
関
係
づ
け
て
､
許
廉
平
と
の
手
紙

の
交
換
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
魯
迅
の
中
に
生
じ
た

f
ru

s
t
r
a
t

io
n

が

､

｢
過
客
｣
以
後
の

｢
強
烈
な
イ
マ
ジ
ネ
-
シ
ョ
ソ
の
世
界
｣
生

成

の
一
つ
の
原
因
と
説
く
人
も
あ
る

(中
野
美
代
子

前
掲
論
文
)
が
ー

わ
た
く
L
は
そ
れ
に
も
に
わ
か
に
承
服
L
が
た
い
O
何
故
な
ら
､
そ

れ
ら
の
作
品
は
､
先
に
み
た
よ
う
に
ー
無
意
識
の
世
界
の
投
影
と
ぽ

か
り
は
い
え
な
い
､
む
し
ろ
相
皆
に
意
識
の
高
層
部
か
ら
豪
想
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

『
両
地
害
』
と
の
関
係
で
い
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う
な
ら
ば
､
よ
り
大
事
な
こ
と
は
ー
先
に
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
た
よ
う
に
､

魯
迅
の
内
面
の
寂
家
が
､
手
紙
の
交
換
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
そ
の

吐
け
口
を
見
出
し
た
と
い
う
側
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
過
客
｣
以
後
の
異
様
な
幻
想
の
世
界
は
､
空
し
さ
を
意
識
し
て

外
に
出
て
い
っ
た

一
九
二
五
年
ニ
ー
三
月
ご
ろ
か
ら
の
魯
迅
が
､
内

面
の
空
し
さ
を
完
成
さ
れ
た
別
の
世
界
に
と
り
出
そ
う
と
し
て
生
み

出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
は
､
｢影
的
告
別
｣
に
は
な
い
蛮
術

上
の
あ
そ
ぴ
が
あ
り
ー
そ
れ
が

｢
死
火
｣
以
下
の
作
品
の
あ
の
イ
リ

ュ
ー

ジ
三
ソ
の
自
由
な
飛
糊
を
許
し
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
あ
そ
ぴ
が
出
て
き
た
こ
と
は
､
同
時
に
､

『
野
草
1コ

の
生
み
出
さ
れ
る
基
本
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
寂
家
か
ら
の
脱
出

の
苦
悶
と
い
う
''(
ネ
の
弛
緩
を
も
意
味
す
る
O
つ
ま
り
､
作
=m
創
造

力
の
渦
渇
が
そ
こ
に
始
ま
る
｡

｢
死
火
｣
か
ら

｢
這
様
的
戦
士
｣
に

か
け
て
の
､
基
本
的
に
イ
メ
ー
ジ
の
強
烈
な
諸
作
の
間
に
混
在
す
る

｢狗
的
駁
詰
｣

｢
立
論
｣

｢
聡
明
人
和
優
子
和
奴
才
｣
な
ど
の
寓
話

的
な
作
品
の
存
在
が
､
そ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
｡
こ
れ
ら
の
作
品
の

楓
刺
は
､
他
の
誰
よ
り
も
魯
迅
自
身
に
む
け
ら
れ
て
い
る
故
に
､

一

種
濁
特
の
音
さ
を
感
じ
さ
せ
る
が
､
詩
的
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
は

●

魯

迅

F
野

草

j

論

(
吉

田

)

た
ら
卓
は
ほ
と
ん
ど
弱
っ
て
い
る
｡

一
九
二
五
年
の
終
り
に
書
か
れ

た

｢
楓
月
｣
は
ー
｢
過
客
｣
以
前
で
い
え
ば

｢
希
望
｣
の
系
統
を
ひ
い

て
い
る
が
､
同
じ
く
魯
迅
の
寂
家
の
現
在
的
心
境
を
の
べ
な
が
ら
､

後
者
に
比
し
三
馴
者
は
詩
的
技
巧
の
み
目
立
っ
て
訴
え
る
力
が
弱
い
｡

こ
の
こ
と
は
'
単
な
る
作
品
の
出
来
不
出
来
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
O

魯
迅
の
.中
に
､
ほ
と
ば
し
り
出
る
詩
的
情
念
の
バ
ネ
の
は
た
ら
孝
の

弱
き
が
､
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
ら
れ
る
｡
そ
れ
か
ら

さ
ら
に
四
ケ
月
お
い
て
書
か
れ
た

｢
淡
淡
的
血
痕
中
｣

｢
一
党
｣
は
､

も
は
や

『
野
草
』
の
作
品
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
｡
前
者
に
つ
い

て
い
え
ば
､
同
じ
内
容
を
も
っ
た

｢
無
花
的
番
微
｣

｢死
地
｣
｢
記

念
劉
和
珍
君
｣
な
ど
の

『
華
蓋
集
｢コ
の
作
品
の
万
が
ー
は
る
か
に

迫

力
が
あ
る
｡

『
野
草

コ
の
世
界
は
､
終
結
し
た
の
で
あ
る
｡

七

以
上
､

わ
た
く
L
は
､

出
来
る
だ
け
作
品
に
密
着
し
っ
.つ

F.野

草
』
の
展
開
を
た
ど
っ
て
き
た
｡
そ
の
結
果
を
､
こ
こ
で
も
う

一
変

大
ま
か
に
ま
と
め
､
魯
迅
に
お
け
る

『
野
草
』
の
位
置
に
つ
い
て
若

干
の
展
望
を
こ
こ
ろ
み
て
､
こ
の
論
文
の
し
め
く
く
り
と
し
た
い
O
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中
歯
文
畢
報

第
十
六
珊

『
野
草
』
を
生
み
出
す
基
本
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
､
魯
迅
の
寂
家
に

あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'

一
口
に
い
っ
て
ー
牛
封
建

･
牛
植
民
地
的
現
寛

の
な
か
で
進
歩
勢
力
が
全
鰹
と
し
て
な
お
確
章
な
出
口
を
見
出
し
か

ね
て
い
た
辛
亥
革
命
か
ら

1
九
二
〇
年
代
後
牛
に
か
け
て
の
中
国
の

全
情
況
の
魯
迅
に
お
け
る
反
映
で
あ
っ
た
｡

『
野
草
i
に
あ
ら
わ
れ

る
よ
う
な
寂
家
は
t

uJ野
草
』
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
｡

｢
狂
人
日
記
｣
を
書
く
ま
で
の
あ
の
沈
獣
の
敷
年
間
の
魯
迅
を
満
し

て
い
た
主
要
な
も
の
は
､
出
口
の
な
い
暗
い
現
資
に
封
す
る
詩
人
の

魂
の
あ
ま
り
に
も
敏
感
な
覚
醒
､
そ
の
覚
醒
か
ら
の
が
れ
て
絶
望
の

安
住
に
む
か
う
心
と
そ
れ
を
許
さ
ぬ
魂
の
覚
酢
と
の
耐
え
が
た
い
相

克
､
そ
こ
に
生
れ
る
名
づ
.け
が
た
い
精
神
の
痛
み
1

寂
家
で
あ
っ

た

｡
寂
家
は
､

｢
狂
人
日
記
｣
以
後
の
魯
迅
に
も
つ
ね
に
か
れ
の
内

に

あ
っ

た

｡

｢
子
供
を
救
え
!
J
と
い
う
素
朴
な
叫
び
も
､
そ
れ
を

叫
ぶ
こ
と
が

一
種
の
救
い
を
魯
迅
に
も
た
ら
す
面
も
あ
っ
た
だ
ろ
う

が
､
そ
の
叫
び
を
現
寛
の
力
に
特
化
す
べ
き
よ
り
ど
こ
ろ
を
現
賓
の

な
か
に
葦
見
で
き
な
い
以
上
ー
魯
迅
の
な
か
の
寂
家
に
か
わ
-
よ
う

は
な
か
っ
た
ろ
う
｡

『
哨
戒
』
や

『
墳
｢コ
の
多
く
の
作
品
が
､
そ
の

こ
と
寧
小
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､

r野

草
[
コ
以
後
に
お
い
て
も
､
お

そ
ら
-
そ
の
死
に
い
た
る
ま
で
､
寂
家

と
名
づ
Lけ
う
る
よ
う
な
苦
痛

は
す
く
な
く
と
も
庶
流
と
し
て
は
魯
迅
の
心
を
は
な
れ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
た
と
え
ば
､
か
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
接

し
て
以
後
に
書
い
た

｢馬
了
忘
却
的
記
念
｣
(
l
九
三
三
年
)

の
や
り

場
の
な
い
悲
痛
な
こ
と
ば
ー
あ
る
い
は
死
の
直
前
に
書
い
た

｢
死
｣

(
一
九
三
六
年
)

と
い
う
文
章
の
も
つ
他
人
の
立
ち
入
る
こ
と
を
全
く

許
さ
ぬ
偏
執
と
も
み
え
る
き
び
し
い
調
子
な
ど
に
は
､
た
よ
る
べ
き

確
寅
な
出
口
を
も
っ
て
い
る
人
に
は
な
い
あ
る
ギ
リ
ギ
リ
の
も
の
が

感
じ
ら
れ
る
｡

『
野
草
』
の
魯

迅
は
ー
精
神
の
寂
家
と
い
う
鮎
か
ら
み
る
な
ら
ば
､

そ
れ
以
前
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
魯
迅
と
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
い

る
｡
し
か
し
､
同
時
に
､
そ
の
寂
蜜
の
魯
迅
の
内
面
に
お
け
る
あ
り

方
､
そ
れ
と
作
品
と
の
緊
張
関
係
に
焦
鮎
を
あ
て
る
な
ら
ば
､

『
野

草
』
の
魯
迅
は
､

一
九
二
四
年
か
ら

一
九
二
五
年
に
か
け
て
の
魯
迅

で
あ
っ
て
､
そ
れ
以
外
で
は
な
か
っ
た
｡

一
九

一
八
年
か
ら

1
九
二

二
年
こ
ろ
に
か
け
て
の
最
初
の
波
の
高
ま
り
が
ひ
い
た
あ
と
の
虚
脱

感
か
ら
再
び

『
華
蓋
集
』
の
論
争
の
生
活

へ
と
進
み
出
て
ゆ
く
魯
迅

の
歩
み
の
な
か
で
こ
そ
1
m
野

草
Lb
は
書
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
O
そ
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の
魯
迅
の
歩
み
は
､

『
野
草
【口
の
な
か
で
は
､

｢
影
的
告
別
｣
の
激

し
い
猫
白
か
ら

｢
過
客
｣
の
対
話

へ
､
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

｢
死
火
｣

以
後
の
異
様
な
イ
マ
ジ
ネ
ィ
シ
n
ソ
の
飛
糊
と
そ
の
急
速
な
お
と
ろ

え
､
と
い
う
ふ
う
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
｡

『
野
草
』
は
散
文
詩

と
い
う
特
殊
な
形
で
書
か
れ
て
S,る
が
､
そ
の
大
き
な
理
由
も
､
理

論
的
思
排
的
で
あ
る
よ
り
も
直
観
的
感
覚
的
で
あ
り
､
外
政
的
硬
散

型
で
あ
る
よ
り
も
内
省
的
執
着
型
で
あ
る
と
い
っ
た
魯
迅
の
一
般
的

な
詩
人
的
資
質
の
特
徴
の
面
か
ら
説
明
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
同
時
に
ー

何
よ
り
も
､

一
九
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
の
魯
迅
の
歩
み
が

か
れ
の
内
面
に
も
た
ら
し
た
苦
痛
の
激
し
さ
の
側
面
か
ら
解
明
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
｡
｢子
供
を
救
え
-
⊥
以
下
の
一
連
の
叫
び
の
も
つ
意

味
が
魯
迅
に
と
っ
て
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
た
と
き

の
虚
脱
感
､
そ
こ
に
生
れ
た
寂
宴
が
耐
え
が
た
き
の
極
限
に
ま
で
深

ま
っ
た
と
き
､
そ
こ
か
ら
の
脱
出
は
､魯
迅
に
と
っ
て
､
瀕
死
の
重
傷

者
が
水
を
求
め
る
よ
う
な
ほ
と
ん
ど
生
理
的
で
す
ら
あ
る
切
寛
な

｢
希
求
｣
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な

｢
希
求
｣
の
切
章
さ
が
､

論
理
や
虚
構
の
手
簡
垂
を
経
な
い
直
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
た
と

き
､

『
野
草
』
と
い
う
散
文
詩
が
次
々
と
生
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

魯
迅

『
野
草
』
論

(吉
田
)

も
ち
ろ
ん
ー
季
長
之
氏

(前
掲

El'免
田迅
批
判
に
1
七
l
ペ
ー
ジ
)
以
来
指

摘
さ
れ
る
魯
迅
の
詩
人
的
資
質
が

『
野
草
』
を
生
む
基
盤
で
あ
っ
た

こ
と
は
､
い
う
ま
で
も
な
い
o
け
れ
ど
も
､
そ
の
魯
迅
の
詩
人
的
資

質
が
外
で
も
な
く

『
野
草
』
的
に
開
花
し
た
こ
と
の
う
ら
に
は
､
一

九
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
の
特
殊
な

一
時
期
の
魯
迅
の
歩
み

が
あ
っ
た
こ
と
も
'
み
の
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

魯
迅
は
､

『
野
草
』
を
通
過
し
て
､

『
華
蓋
集
』
の
論
争

へ
と
進

み
出
て
い
っ
た
｡
そ
の
魯
迅
の
進
み
出
た
地
鮎
を
､
魯
迅
が
自
覚
的

に
み
つ
め
た
も
の
と
し
て
､

｢寓
在

『
墳
』
後
面
｣
が
あ
る
｡
こ
の

文
章
は
､
魯
迅
の
な
か
で
い
わ
ゆ
る
庭
門
時
代
を
総
括
す
る
位
置
に

た
っ
て
い
る
か
ら
､
こ
の
文
章
を
全
面
的
に
検
討
す
る
仕
事
は
､
こ

れ
も
別
の
横
合
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
こ
の
論
文
と
の
関
係

で
注
目
し
た
い
の
は
､
そ
こ
に
み
ら
れ
る
憎
む
も
の
の
た
め
に
生
き

て
ゆ
こ
う
と
い
う
魯
迅
の
態
度
決
定
で
あ
る
｡
魯
迅
は
､
そ
こ
で
'

今
ま
で
の
自
分
が
な
に
を
し
て
き
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安

な
心
境
を
も
ら
し
つ
つ
､
と
に
か
く
自
分
の
生
命
が
何
ご
と
か
の
た

め
に
す
り
へ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
た
し
か
だ
と
い
う
最
後
の
線
ま

で
さ
が
っ
て
過
去
字
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
こ
か
ら
､
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中
隣
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革
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第
十
六
肝

た
と
え
た
っ
た
ひ
と
り
に
な
っ
て
も
､
な
お
正
人
君
子
の
輩
に
少
し

で
も
多
く
不
快
な
目
を
さ
せ
る
た
め
に
生
き
つ
づ
け
て
ゆ
こ
う
と
い

う
決
意
を
の
べ
て
い
る
｡

｢
寓
在

『
墳
』
後
面
｣
に
は
､
矛
盾
し
た

自
己
を
矛
盾
の
ま
ま
に
と
り
出
し
て
じ
っ
と
か
み
し
め
て
み
よ
う
と

い
う
素
直
な
態
度
が
全
篇
に
溢
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
だ
け
に
､
こ
こ

に
の
べ
ら
れ
て
い
る
魯
迅
の
決
意
に
は
み
じ
ん
の
誇
張
も
感
じ
ら
れ

な
い
｡
自
分
の
生
命
が
す
り
へ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
過
去
の
自
己

の
唯

l
つ
の
確
か
な
保
護
と
し
っ
ら

､
悼
む
も
の
の
た
め
に
生
さ
ぬ

こ
う
と
い
う
文
字
通
り
強
靭
な
生
き
方
を
決
意
す
る
魯
迅
は
､
明
ら

か
に

『
野
草
』
の

｢
影
的
告
別
｣
か
ら

｢
過
客
｣

へ
の
あ
の
過
程
を

く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
か
れ
で
あ
る
｡

｢寓
在

『
墳
』
後
1LEE_
｣
と
同
じ

ょ
う
に
回
想
に
と
け
こ
ま
せ
て
現
在
的
心
境
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
'

『
野
草
』
以
前
に
は
｢『
晒
戚
』
自
序
｣
が
あ
る
が
､
｢『
哨
戒
』
自
序
｣

に
は
こ
れ
ほ
ど
明
確
な
態
度
決
定
は
な
い
｡
そ
こ
で
は
､
挫
折
の
な

か
か
ら
希
望
を
生
み
出
し
て
き
た
過
去
が
牛
ぼ
説
明
的
に
牛
ば
昧
嘆

的
に
ぶ
り
か
え
ら
れ
て
い
る
面
が
つ
よ
く
ー
過
去
か
ら
さ
ら
に
前
方

に
ふ
み
出
そ
う
と
い
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ほ
と
ば

し
い
o
そ
れ
が
､

｢
寓
在

『
墳
』
後
面
｣
の
打
ち
た
点
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
強
靭
な
生

､き
方
の
決
意

へ
と
進
み
出
る
た
め
に
は
､
魯
迅
に
と
っ
て
一
九
二
二

年
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
の
四
年
間
の
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
｡
こ

の
四
年
間
の
内
容
は
単
純
で
は
な
い
｡
魯
迅
白
身
は
そ
れ
と
意
識
し

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
第

1
次
闘
共
令
作

(
l
九
二
四
年
)
か

ら
五

･
三

〇
事
件

(二
五
年
)ー
さ
ら
に
第
三
次
北
伐

へ
と
高

ま
っ
て

ゆ
く
観
寅
の
.闘
争
の
進
展
も
大
き
な
意
味
で
は
魯
迅
を
ゆ
す
ぶ
っ
た

は
ず
だ
L
t

よ
り
直
接
的
に
は
女
師
大
事
件

(二
五
年
)
や
三

･
一

八
事
件

(二
六
年
)
の
経
験
を
通
り
ぬ
け
る
こ
と
に
よ

っ
.
て
こ
そ
､

魯
迅
は

｢寓
在

r
墳
L[
後
面
｣

の
地
鮎

へ
た
ど
り
つ
い
た
と
も
い
え

よ
う
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
外
的
な
環
境
の
激
動
の
な
か
で
ー
魯
迅

が
他
で
も
な
く

｢寓
在

『
墳
jj
後
面
｣
の
地
瓢

へ
と
す
す
ん
で
い
っ

た
こ
と
を
魯
迅
の
内
面
に
即
し
て
考
え
る
と
き
に
は
ー

一
九
二
四
年

か
ら
二
五
年
に
か
け
て
存
在
す
る

『
野
草
』

の
諸
作
品
が
ー
あ
る
意

味
で
は
決
定
的
な
位
置
を
し
め
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
う

か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
｡

(
一
九
六
二
･
二
･
二
〇
)
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