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Ⅰ

本
書
は
︑
六
〇
〇
頁
を
超
え
る
重
厚
な
大
著
で
あ
る
︒
中
國
江
南
の
地
�

制
の
實
態
と
そ
の
變
�
が
︑
日
中
戰
爭
・
戰
後
內
戰
�

(一
九
三
七
～
四
九

年
)
に
焦
點
を
あ
て
て
︑
緻
密
な
實
證
作
業
に
も
と
づ
い
て
考
察
さ
れ
て
い

る
︒
著
者
は
︑
す
で
に
十
數
年
�
に
J
る
二
〇
〇
一
年
に
も
︑
ほ
ぼ
同
じ
�

題
と
方
法
を
用
い
︑
こ
れ
に
先
行
す
る
時
�
を
對
象
と
し
た
著
書

(﹃
中
國

�
代
江
南
の
地
�
制
硏
究
﹄

古
書
院
)
を
上
梓
し
て
お
り
︑
そ
の
�
著
と

�
せ
る
な
ら
︑
實
に
一
二
〇
〇
頁
�
く
に
も
�
ぶ
︒
こ
の
二
つ
の
大
著
に

よ
っ
て
︑
太
�
天
國
�
か
ら
中
華
人
民
共
和
國
の
成
立
�
夜
ま
で
の
�
一
〇

〇
年
閒
に
わ
た
る
�
代
江
南
地
�
制
の
�
生
涯
が
︑
我
々
の
眼
�
に
提
示
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
�
著
の
分
析
を
生
か
し
つ
つ
︑
本
書
が
�
に

入
り
細
を
�
っ
て
描
き
出
す
の
は
︑
そ
の
地
�
制
の
命
�
が
盡
き
る
寸
�
の
︑

矛
盾
と
錯
綜
に
滿
ち
た
�
�
�
局
面
で
あ
る
︒

か
つ
て
の
�
說
�
歷
�
宴
に
お
い
て
は
︑
�
代
中
國
の
地
�
制
は
農
民
を

貧
困
狀
態
に
押
し
と
ど
め
︑
�
代
�
や
經
濟
發
展
を
阻
礙
す
る
﹁
封
円
�
﹂

な
軛
と
し
て
�
面
否
定
さ
れ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
地
�
制
へ
の
否
定
�

な
イ
メ
ー
ジ
が
︑
中
國
共
產
黨
に
よ
る
土
地
改
革
や
そ
の
後
の
政
策
展
開
に

歷
�
�
な
正
當
性
を
供
給
し
續
け
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ

う
し
た
政
治
�
色
!
の
强
い
一
面
�
な
歷
�
宴
は
︑
す
で
に
#
去
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
本
書
の
冒
頭
で
も
言
�
さ
れ
て
い
る
四
川
省
の

大
地
�
劉
�
!
の
﹁
收
租
院
﹂
は
︑
地
�
の
惡
辣
さ
の
象
$
と
し
て
毛
澤
東

時
代
の
階
%
敎
育
の
據
點
で
あ
っ
た
︒
'
者
は
二
〇
一
一
年
に
そ
の
﹁
收
租

院
﹂
を
訪
れ
た
が
︑
(
)
い
ガ
ラ
ス
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
向
こ
う
に
︑

地
�
制
の
非
人
+
�
な
殘
,
さ
を
傳
え
る
-
名
な
塑
宴
群
は
な
お
も
ひ
っ
そ

り
と
展
示
さ
れ
て
い
た
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
す
で
に
目
立
た
な
い
脇
役
で

あ
っ
て
︑
大
勢
の
參
觀
者
を
集
め
て
い
た
の
は
︑
劉
氏
一
族
の
贅
を
盡
く
し

た
暮
ら
し
ぶ
り
を
今
日
に
傳
え
る
瀟
洒
な
邸
宅
と
高
價
な
.
度
品
の
數
々
で

あ
っ
た
︒
﹁
收
租
院
﹂
は
︑
か
つ
て
の
政
治
性
を
失
っ
て
觀
光
地
�
さ
れ
︑

/
里
が
生
ん
だ
0
出
し
た
名
士
を
顯
頴
す
る
た
め
の
展
示
へ
と
變
わ
っ
て
い

た
︒そ

れ
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
歷
�
1
識
の
變
�
の
#
2
で
︑
地
�
制
の
實
證

硏
究
自
體
が
︑
怨
た
な
1
味
づ
け
を
3
っ
て
格
段
の
深
�
を
4
げ
て
き
た
か

と
い
え
ば
︑
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
︒
む
し
ろ
︑
日
本
の
學
界
を
は
じ
め
と
し

て
︑
硏
究
者
の
關
心
は
多
種
多
樣
な
怨
し
い
分
野
へ
と
擴
散
し
︑
地
�
制
硏

究
は
そ
の
本
來
の
重
5
性
に
見
合
っ
た
幅
廣
い
6
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
︒
そ
の
1
味
で
は
︑
め
ま
ぐ
る
し
く
變
轉
す
る
學
界
動
向
と
は
7
離

を
置
き
︑
孤
塁
を
守
る
よ
う
に
長
年
に
わ
た
っ
て
同
一
テ
ー
マ
を
地
+
に
8

究
し
續
け
て
い
る
著
者
の
仕
事
ぶ
り
は
際
だ
っ
て
い
る
︒
そ
の
ぶ
れ
る
こ
と

の
な
い
一
貫
し
た
學
問
�
9
熱
に
︑
ま
ず
は
敬
1
を
表
し
た
い
︒

�
料
面
に
つ
い
て
一
'
す
れ
ば
︑
�
著
で
は
︑
日
本
各
地
の
硏
究
機
關
に

分
散
�
斷
片
�
に
:
藏
さ
れ
て
い
る
租
棧
關
係
;
册
な
ど
の
一
<
�
料
を
網

羅
�
に
.
査
し
て
︑
そ
れ
ら
の
丹
念
で
周
到
な
解
析
が
敍
営
の
中
心
で
あ
っ
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た
︒
こ
れ
に
對
し
て
︑
日
中
戰
爭
�
以
影
の
租
棧
關
係
;
册
が
日
本
に
は
:

藏
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
本
書
で
は
︑
中
國
の
蘇
州
市
>
物
館
︑
常
熟
市
檔

案
館
︑
吳
江
市
檔
案
館
︑
臺
灣
の
中
央
硏
究
院
�
代
�
硏
究
:
な
ど
で
數
多

く
の
未
刊
行
の
一
<
�
料
を
收
集
・
解
讀
し
︑
そ
の
弛
ま
ぬ
努
力
の
成
果
が

結
實
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
貴
重
な
一
<
�
料
を
基
軸
と
し
つ
つ
︑
補
助
�

料
と
し
て
當
時
の
蘇
州
お
よ
び
そ
の
周
邊
で
發
行
さ
れ
て
い
た
各
種
地
方
怨

聞
類
の
記
事
を
丹
念
に
對
照
し
つ
つ
B
用
し
︑
�
板
に
な
り
が
ち
な
分
析
�

な
敍
営
に
精
!
と
說
得
力
を
與
え
て
い
る
︒
そ
の
數
も
D
端
で
は
な
い
︒
各

紙
に
よ
っ
て
發
行
�
閒
に
長
短
は
あ
る
も
の
の
︑
吳
縣
で
﹃
蘇
州
怨
報
﹄・

﹃
蘇
報
﹄・﹃
蘇
州
日
報
﹄
な
ど
八
紙
︑
常
熟
で
﹃
常
熟
日
報
﹄・﹃
常
熟
靑
年

日
報
﹄
な
ど
三
紙
︑
崑
山
で
﹃
怨
崑
山
日
報
﹄
一
紙
︑
太
倉
で
﹃
太
倉
怨

報
﹄
な
ど
二
紙
︑
無
錫
で
﹃
怨
錫
日
報
﹄・﹃
江
蘇
民
報
﹄
な
ど
三
紙
︑
合
計

す
れ
ば
實
に
一
七
紙
に
も
の
ぼ
る
︒
さ
ら
に
︑
日
中
戰
爭
�
に
行
わ
れ
た
各

種
の
農
村
實
態
.
査
報
吿
が
隨
:
で
-
效
に
B
わ
れ
︑
分
析
に
深
み
と
奧
行

き
を
與
え
て
い
る
︒
こ
う
し
た
�
料
群
の
涉
獵
・
解
讀
に
投
じ
ら
れ
た
膨
大

な
時
閒
と
勞
力
を
少
し
想
宴
し
て
み
る
だ
け
で
も
︑
本
書
が
眞
に
﹁
勞
作
﹂

の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
︒

Ⅱ

ま
ず
︑
本
書
の
違
別
H
成
を
以
下
に
提
示
し
て
お
こ
う
︒

序
違

�
書
�
料
と
江
南
の
地
�
制
硏
究

第
一
違

中
華
民
國
�
�
の
地
�
團
體

第
一
I

中
華
民
國
�
�
の
租
糧
竝
收
と
8
租
局
︱
︱
蘇
州
市
>
物

館
の
�
料
を
中
心
に

第
二
I

蘇
州
の
田
業
會
と
商
工
業
と
の
關
わ
り
︱
︱
吳
縣
田
業
銀

行
・
蘇
州
電
氣
廠
と
の
關
係
に
つ
い
て

第
二
違

日
中
戰
爭
�
の
田
租
$
收
狀
況

第
一
I

日
中
�
面
戰
爭
の
勃
發
と
日
本
軍
の
江
南
占
領

第
二
I

淸
/
工
作
�
の
田
租
$
收
狀
況

第
三
I

淸
/
工
作
後
の
田
租
$
收
狀
況

(一
九
四
一
年
度
)

第
四
I

地
�
の
自
�
收
租
と
8
租
局

(
一
九
四
二
～
一
九
四
三
年

度
)

第
五
I

一
九
四
四
年
度
の
田
賦
實
物
$
收
と
田
租
$
收

第
三
違

內
戰
�
の
田
租
$
收
狀
況

第
一
I

日
本
敗
戰
後
の
田
租
$
收

(
一
九
四
五
年
度
)

第
二
I

田
賦
實
物
$
收
と
田
租
$
收
狀
況

(一
九
四
六
年
度
)

第
三
I

國
民
政
府
の
戰
局
惡
�
と
田
租
$
收

(
一
九
四
七
～
一
九
四

八
年
度
)

第
四
I

內
戰
�
に
お
け
る
地
�
・
佃
戶
關
係
の
變
�

第
四
違

吳
江
市
檔
案
館
收
藏
;
册
の
分
析

第
一
I

吳
江
縣
第
二
區
釵
金
/
・
東
溪
鎭
・
淸
水
/
の
﹁
佃
戶
.
査

册
﹂

第
二
I

｢
周
愛
蓮
棧
﹂
關
係
;
册
の
分
析

あ
と
が
き

以
上
の
よ
う
な
本
書
の
違
別
H
成
に
沿
っ
て
︑
'
者
が
理
解
し
た
範
圍
內

で
�
體
の
內
容
を
槪
括
し
て
み
よ
う
︒

ま
ず
︑
序
違
に
お
い
て
︑
著
者
の
問
題
1
識
と
方
法
論
︑
B
用
�
料
の
紹

介
︑
そ
し
て
�
著
の
內
容
を
振
り
O
り
な
が
ら
日
中
戰
爭
�
ま
で
の
地
�
經
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營
の
變
�
な
ど
が
槪
括
�
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
の
ね
ら
い
は
︑
�
営
し

た
よ
う
に
︑
�
代
江
南
地
�
制
の
實
態
と
そ
の
變
�
を
P
ら
か
に
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
が
︑
と
く
に
本
書
で
は
<
の
二
點
に
焦
點
を
あ
て
た
と
い

う
︒
第
一
點
は
︑
田
業
會

(田
業
公
會
・
田
業
會
商
處
・
田
業
改
Q
會
・
田

業
聯
誼
會
と
時
�
に
よ
っ
て
名
稱
が
衣
な
る
)
と
い
う
地
�
の
同
業
團
體
の

動
向
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
地
�
た
ち
が
利
益
團
體
を
結
成
し
て
社
會
や
國

家
へ
と
働
き
か
け
︑
密
接
な
關
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
T
が
視
野
に
入
っ
て

く
る
︒
第
二
點
は
︑
�
著
で
は
分
析
對
象
か
ら
外
れ
て
い
た
日
中
戰
爭
・
戰

後
內
戰
�
の
田
租
$
收
問
題
で
あ
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
�
代
江
南
の
地
�

制
は
大
き
く
四
つ
に
時
�
區
分
で
き
る
︒
第
一
�
は
淸
末

(太
�
天
國
後
か

ら
辛
亥
革
命
勃
發
ま
で
)︑
第
二
�
は
民
國
�
�

(南
京
國
民
政
府
成
立
ま

で
)︑
第
三
�
は
南
京
國
民
政
府
時
代

(日
中
戰
爭
勃
發
ま
で
)︑
第
四
�
は

日
中
戰
爭
・
國
共
內
戰
�

(中
華
人
民
共
和
國
成
立
ま
で
)
で
あ
っ
て
︑
そ

の
う
ち
地
�
の
租
棧
經
營
が
�
も
安
定
し
て
い
た
の
は
第
二
�
︑
長
い
戰
時

下
で
大
き
な
變
�
を
被
り
︑
衰
V
へ
と
向
か
う
の
が
第
四
�
に
な
る
︒
と
り

わ
け
︑
人
民
共
和
國
初
�
の
土
地
改
革
と
の
關
わ
り
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
︑

こ
の
第
四
�
の
變
�
を
と
ら
え
る
こ
と
の
重
5
性
が
强
.
さ
れ
て
い
る
︒
そ

こ
で
は
︑
土
地
改
革
の
�
提
や
可
能
性
を
地
�
制
の
內
�
變
�
に
中
に
探
ろ

う
と
い
う
著
者
の
副
<
�
な
問
題
1
識
が
︑
�
著
に
比
べ
て
よ
り
P
確
に
打

ち
出
さ
れ
て
い
る
︒

第
一
違
は
︑
日
中
戰
爭
�
が
對
象
で
あ
る
が
︑
上
記
焦
點
の
第
一
點
に
か

か
わ
っ
て
い
る
︒
第
一
I
の
�
D
で
は
︑
田
業
會
が
本
格
�
に
機
能
す
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
辛
亥
革
命
�
の
﹁
租
糧
竝
收
﹂
(政
府
と
協
力
し
て
田

租
と
田
賦
を
同
時
に
$
收
)
の
實
態
︑
後
D
で
は
田
業
會
が
�
W
し
た
時
�

の
8
租
局

(田
租
滯
X
者
に
對
す
る
督
促
機
關
)
を
分
析
し
て
い
る
︒
第
二

I
で
は
︑
田
業
會
の
�
5
な
役
員
の
經
歷
や
活
動
を
洗
い
出
し
︑
同
會
が
狹

い
地
�
�
利
益
の
8
求
だ
け
で
は
な
く
︑
田
租
の
�
代
商
工
業
へ
の
投
Y
を

促
し
︑
實
業
振
興
や
公
益
事
業
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
深
い
繫
が
り
を

も
っ
て
い
た
こ
と
を
P
ら
か
に
し
て
い
る
︒

續
く
第
二
違
・
第
三
違
が
︑
分
量
�
に
も
內
容
�
に
も
本
書
の
壓
卷
で
あ

る
︒
日
中
戰
爭
�
を
Z
っ
た
第
二
違
で
は
︑
ま
ず
︑
日
本
軍
に
よ
る
江
南
占

領
︑
そ
の
後
の
地
方
行
政
の
再
円
︑
そ
こ
で
の
田
租
$
收
の
困
難
さ
が
詳
細

に
描
か
れ
て
い
く
︒
そ
の
困
難
さ
の
背
景
に
は
︑
地
�
の
都
市
居
]
︑
:
-

地
の
散
在
性
︑
租
棧
と
い
う
收
租
機
關
を
介
し
た
閒
接
�
な
田
租
$
收
︑
そ

れ
ら
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
地
�
と
佃
戶
と
の
9
誼
�
關
係
の
缺
如
な
ど
︑

江
南
地
�
制
の
內
在
�
な
特
質
が
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
︒
こ
の
た
め
︑

官
が
地
�
に
成
り
代
わ
っ
て
田
租
を
暴
力
�
に
$
收
し
︑
そ
の
中
か
ら
田
賦

分
や
$
收
費
用
を
差
し
引
い
た
殘
り
を
地
�
に
荏
給
す
る
﹁
租
賦
�
$
﹂
が

各
地
で
廣
が
っ
た
︒
著
者
は
そ
こ
に
地
�
制
の
自
立
性
が
喪
失
し
て
い
く
危

う
さ
を
讀
み
取
り
︑
地
�
側
の
根
强
い
懸
念
や
反
對
1
見
も
見
^
さ
ず
に
記

営
し
て
い
く
︒
結
局
︑
農
村
の
治
安
が
安
定
し
な
い
中
で
は
︑﹁
租
賦
�
$
﹂

も
わ
ず
か
な
成
果
し
か
生
ま
な
か
っ
た
︒

一
九
四
一
年
に
な
る
と
淸
/
工
作
が
行
わ
れ
た
︒
共
產
黨
系
・
國
民
黨
系

の
_
擊
a
が
農
村
か
ら
驅
b
さ
れ
︑
汪
兆
銘
政
權
の
荏
�
が
江
南
の
農
村
に

ま
で
�
ん
で
い
く
︒
同
年
︑﹁
租
賦
�
$
﹂
は
繼
續
・
擴
大
さ
れ
︑
收
租
狀

況
の
大
幅
な
改
善
が
實
現
す
る
が
︑
そ
の
c
d
も
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
︒
一

九
四
二
年
に
﹁
租
賦
�
$
﹂
は
廢
止
さ
れ
︑
地
�
に
よ
る
自
�
�
な
收
租
が

復
活
す
る
が
︑
戰
爭
勃
發
以
影
︑
地
�
が
經
營
す
る
租
棧
は
佃
戶
や
土
地
に

對
す
る
掌
握
力
を
大
き
く
低
下
さ
せ
︑
佃
戶
側
も
佃
租
を
X
入
し
な
い
こ
と

が
e
性
と
な
っ
て
お
り
︑
租
棧
の
f
年
の
收
租
能
力
は
す
で
に
喪
失
し
て
い
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た
︒
そ
こ
で
縣
政
府
�
W
で
設
置
さ
れ
た
の
が
8
租
處
で
あ
り
︑
も
は
や
政

府
の
積
極
�
な
關
與
な
し
に
は
地
�
經
營
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
︒

政
府
の
關
與
の
强
�
は
︑
地
�
の
收
益
を
大
き
く
左
右
す
る
災
d
時
の
減
免

額
や
﹁
折
價
﹂
(帳
;
上
に
米
で
表
示
さ
れ
た
收
租
額
を
貨
h
に
奄
算
す
る

比
i
)
の
決
定
に
お
い
て
も
�
ん
で
く
る
︒

さ
ら
に
︑
一
九
四
四
年
に
田
賦
の
實
物
$
收
が
W
入
さ
れ
る
と
︑
そ
れ
に

3
う
地
�
の
困
難
に
�
慮
す
る
と
い
う
名
目
で
︑
政
府
は
佃
戶
か
ら
直
接
田

賦
を
$
收
し
た
︒
從
來
の
﹁
糧
從
租
出
﹂
(田
賦
は
田
租
か
ら
X
付
す
る
)

の
原
則
は
j
れ
︑
田
賦
と
田
租
が
分
離
し
て
︑
政
府
・
地
�
そ
れ
ぞ
れ
が
$

收
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
方
針
は
︑
地
�
か
ら
み
れ
ば
︑
自
ら
の
權
限

や
存
在
を
脅
か
す
も
の
と
k
け
止
め
ら
れ
︑
彼
ら
の
不
安
を
か
き
立
て
た
︒

自
ら
の
佃
戶
9
報
を
政
府
に
提
供
す
る
こ
と
を
澁
っ
た
り
︑
共
同
で
對
處
す

る
た
め
に
田
業
會
が
結
成
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
動
き
が
各
地
で
見
ら
れ
た
︒

こ
う
し
た
狀
況
下
で
︑
再
び
共
產
黨
系
・
國
民
黨
系
の
_
擊
a
の
活
動
が
活

潑
�
し
て
農
村
の
治
安
も
惡
�
し
︑
日
中
戰
爭
の
�
焉
を
l
え
る
こ
と
に

な
っ
た
︒

戰
後
內
戰
�
を
Z
っ
た
第
三
違
は
︑
ほ
ぼ
年
度
ご
と
に
田
租
$
收
狀
況
が

詳
細
に
記
営
さ
れ
て
い
く
︒
日
中
戰
爭
の
�
結
を
k
け
て
︑
一
九
四
五
年
度

の
田
賦
は
舊
日
本
占
領
區
に
お
い
て
一
律
に
免
除
さ
れ
た
が
︑
田
租
は
免
除

さ
れ
ず
︑
そ
の
代
わ
り
に
佃
戶
へ
の
讓
步
策
で
あ
り
︑
戰
�
以
來
の
懸
案
で

あ
る
﹁
二
五
減
租
﹂
が
實
施
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
收
租
狀
況
は
低

.
で
あ
り
︑
各
地
で
紛
糾
や
抗
租
事
件
が
多
發
し
た
︒
こ
れ
に
對
應
し
て
田

業
改
Q
會
と
い
う
地
�
團
體
が
結
成
さ
れ
︑
政
府
內
に
8
租
機
關
や
佃
戶
も

一
部
參
加
す
る
仲
裁
機
關
も
設
置
さ
れ
た
が
︑
そ
こ
に
地
�
側
の
1
向
が
强

く
反
映
し
た
た
め
︑
臨
時
參
議
會
や
怨
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
は
嚴
し
い

視
線
を
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

一
九
四
六
年
度
に
な
る
と
︑
國
共
內
戰
の
勃
發
に
3
い
田
賦
實
物
$
收
が

再
度
開
始
さ
れ
る
︒
こ
の
た
め
︑
政
府
に
よ
る
田
賦
確
保
の
嚴
し
い
5
n
を

k
け
て
︑
各
縣
で
衣
な
っ
た
樣
々
な
試
み
が
實
施
さ
れ
︑
複
雜
で
錯
綜
し
た

樣
相
を
o
す
る
が
︑
お
し
な
べ
て
收
租
の
た
め
の
强
硬
な
措
置
が
p
じ
ら
れ

た
︒
な
か
に
は
︑
8
租
に
行
政
末
端
の
/
鎭
保
長

(
彼
ら
自
身
が
佃
戶
で
あ

る
場
合
も
多
か
っ
た
た
め
效
果
は
小
さ
か
っ
た
)
だ
け
で
な
く
武
裝
し
た
保

安
a
や
警
察
ま
で
が
動
員
さ
れ
た
り
︑
收
租
が
ま
ま
な
ら
ず
田
賦
の
X
付
が

で
き
な
い
地
�
に
代
わ
っ
て
︑
政
府
が
佃
戶
か
ら
直
接
田
賦
を
$
收
し
た
り

し
た
事
例
も
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
嚴
し
い
8
租
は
q
に
佃
戶
の
反
發
を
招

い
て
抗
租
風
潮
を
激
�
さ
せ
︑
收
租
機
關
の
不
正
も
發
覺
し
て
怨
聞
で
大
き

く
報
+
さ
れ
る
な
ど
︑
社
會
�
批
r
も
强
ま
り
︑
ほ
と
ん
ど
成
果
を
上
げ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
︒

內
戰
の
戰
況
が
惡
�
す
る
一
九
四
七
年
以
影
に
な
る
と
︑
政
府
が
佃
戶
か

ら
直
接
田
賦
を
$
收
し
︑
そ
の
X
付
分
を
差
し
引
い
た
額
の
田
租
を
地
�
が

$
收
す
る
と
い
う
﹁
指
佃
完
糧
﹂
の
方
式
が
s
用
さ
れ
て
い
く
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
︑
田
賦
$
收
の
成
果
は
田
租
$
收
狀
況
の
如
何
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

な
く
な
り
︑
政
府
が
地
�
に
よ
る
田
租
$
收
に
協
力
す
る
動
機
を
著
し
く
t

め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
戰
況
が
さ
ら
に
緊
u
す
る
一
九
四
八
年
度
に
な
る
と
︑

軍
糧
確
保
の
た
め
の
田
賦
$
收
が
よ
り
優
先
さ
れ
︑
實
際
に
お
い
て
も
政
府

は
地
�
に
よ
る
收
租
の
面
倒
を
み
る
餘
裕
を
ほ
ぼ
失
っ
て
い
く
︒
政
府
の
協

力
な
し
に
收
租
が
で
き
な
い
地
�
側
は
︑
田
賦
・
田
租
を
同
時
に
$
收
す
る

﹁
租
賦
�
$
﹂
に
類
似
す
る
方
式
を
提
案
し
て
︑
田
租
$
收
に
對
す
る
縣
政

府
の
�
面
�
協
力
を
求
め
た
が
︑
こ
の
提
案
は
省
政
府
か
ら
却
下
さ
れ
︑
參

議
會
か
ら
も
荏
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
政
府
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
地
�
の
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頭
越
し
に
佃
戶
か
ら
田
賦
を
確
實
に
$
收
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
︑
社
會
�
批

r
を
k
け
餘
計
な
手
閒
を
か
け
て
ま
で
地
�
を
助
け
る
理
由
は
な
く
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
日
中
戰
爭
・
戰
後
內
戰
�
を
�
じ
て
︑
政
府
に
と
っ
て
地
�

制
を
存
續
さ
せ
る
こ
と
が
實
際
問
題
と
し
て
重
荷
に
な
り
︑
こ
れ
を
切
り
v

て
て
い
く
+
筋
が
w
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
農
地
價
格
︑

と
り
わ
け
田
底
權
價
格
の
大
幅
な
下
落
︑﹁
二
五
減
租
﹂
や
い
く
つ
か
の
地

域
で
の
自
作
農
創
設
計
劃
の
模
索
な
ど
の
政
策
動
向
︑
收
益
を
生
ま
な
い
地

�
經
營
を
自
ら
放
棄
し
よ
う
と
す
る
一
部
の
地
�
の
動
向
な
ど
が
論
じ
ら
れ
︑

こ
れ
ら
が
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
地
�
制
の
解
體
に
向
け
た
條
件
が
創
出

さ
れ
て
い
く
狀
況
が
描
か
れ
る
︒
著
者
は
︑
そ
こ
に
中
國
共
產
黨
が
實
施
し

た
方
法
と
は
衣
な
る
土
地
改
革
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
︒

第
四
違
は
︑
第
二
違
・
第
三
違
の
敍
営
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
そ
れ
を
實
證
面

で
補
强
す
る
二
つ
の
一
<
�
料
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
も
著
者
自

身
が
蘇
州
の
南
方
に
位
置
す
る
吳
江
市
檔
案
館
で
發
見
し
收
集
し
た
貴
重
な

�
獻
で
あ
る
︒
一
つ
は
︑
一
九
四
四
年
に
作
成
さ
れ
た
吳
江
縣
第
二
區
釵
金

/
・
東
溪
鎭
・
淸
水
/
の
﹁
佃
戶
.
査
册
﹂
で
あ
る

(二
册
)︒
こ
こ
に
は

同
/
鎭
に
お
け
る
佃
戶
の
姓
名
︑
]
:
︑
小
作
地
・
自
作
地
別
の
經
營
面
積
︑

そ
の
佃
戶
に
土
地
を
貸
し
出
し
て
い
る
地
�
の
姓
名
・
]
:
な
ど
が
記
載
さ

れ
て
い
る
︒
�
営
し
た
田
賦
實
物
$
收
を
實
施
す
る
際
に
は
︑
政
府
が
田
賦

を
佃
戶
か
ら
$
收
す
る
た
め
に
﹁
租
賦
對
照
册
﹂
が
作
成
さ
れ
て
い
た
︒
本

�
料
は
︑
こ
れ
に
對
應
し
て
/
鎭
で
保
甲
を
�
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
︒

も
う
一
つ
は
︑﹁
周
愛
蓮
棧
﹂
と
い
う
/
紳
周
公
才
と
關
係
す
る
租
棧
に

關
す
る
以
下
の
四
册
の
�
料
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
周
愛
蓮
棧
租
籍
﹂
(一

九
四
四
年
)︑﹁
關
於
松
陵
田
租
完
租
名
册
﹂
(
一
九
四
五
年
)
︑﹁
日
收
﹂
(一

九
四
七
年
)
︑
﹁
分
記
﹂
(
一
九
四
八
年
)
で
あ
る
︒
�
二
册
は
︑
/
村
で
地

�
の
代
理
人
と
し
て
土
地
・
佃
戶
を
管
理
し
て
い
た
﹁
催
甲
﹂
ご
と
に
ま
と

め
ら
れ
た
﹁
催
甲
册
﹂
と
呼
ば
れ
る
帳
;
で
あ
る
︒﹁
日
收
﹂
は
日
附
順
に

收
租
狀
況
を
記
載
し
た
帳
;
︑﹁
分
記
﹂
は
租
棧
の
收
荏
決
算
書
に
あ
た
る

帳
;
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
周
公
才
は
吳
江
縣
城
に
居
]
し
︑
同
縣
�
體
に

大
き
な
影
y
力
を
も
っ
て
い
た
租
棧
地
�
で
あ
り
︑﹁
租
賦
�
$
﹂
の
實
施

に
も
か
か
わ
り
︑
地
�
團
體
で
あ
る
田
業
聯
誼
會
の
-
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
︒
著
者
の
分
析
・
推
計
に
よ
る
と
︑
一
九
四
四
年
度
の
欠
租
i
は
�
四
分

の
一
と
高
く
︑
四
五
年
度
で
も
欠
租
面
積
は
一
〇
％
︑
一
五
％
を
占
め
︑
一

九
四
七
年
度
︑
四
八
年
度
と
さ
ら
に
惡
�
へ
の
z
を
た
ど
っ
た
︒
四
八
年
度

の
欠
租
i
は
�
四
〇
％
で
あ
り
︑
租
棧
の
收
荏
決
算
か
ら
み
て
利
益
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
︒
江
南
の
數
あ
る
租
棧
の
な
か
の
一
事
例
の
分

析
に
#
ぎ
な
い
が
︑
多
く
の
怨
聞
報
+
が
傳
え
る
よ
う
に
︑
地
�
の
租
棧
經

營
は
限
界
に
{
し
て
い
た
こ
と
が
具
體
�
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
ほ
か
︑
本
違
の
末
尾
に
は
︑
そ
の
他
の
怨
聞
�
料
と
檔
案
�
料
を

B
っ
て
︑
吳
江
縣
で
實
施
さ
れ
た
8
租
の
や
り
方
の
よ
り
具
體
�
な
實
態
を

分
析
し
︑
地
�
へ
の
世
論
の
風
當
た
り
が
强
ま
っ
て
い
く
狀
況
を
紹
介
し
て

い
る
︒
地
�
經
營
が
い
よ
い
よ
解
體
の
危
機
に
�
し
て
も
︑
そ
れ
に
同
9
す

る
よ
う
な
社
會
�
雰
圍
氣
は
釀
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
そ
う
し
た
中
で
︑

共
產
黨
軍
が
江
南
に
Q
|
し
て
く
る
の
で
あ
る
︒

Ⅲ

さ
て
︑
以
上
が
本
書
の
論
旨
に
卽
し
た
紹
介
で
あ
る
が
︑
<
に
'
者
自
身

の
問
題
1
識
に
引
き
つ
け
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
記
し
て
︑
書
'
の
責
を
果
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た
し
て
お
き
た
い
︒
な
お
︑
あ
ら
か
じ
め
斷
っ
て
お
く
が
︑
'
者
に
は
著
者

が
精
魂
を
~
め
て
行
っ
た
數
値
デ
ー
タ
の
解
析
に
つ
い
て
個
別
�
に
詳
し
く

檢
證
す
る
能
力
も
餘
裕
も
な
い
︒
こ
の
點
は
︑
書
'
を
引
き
k
け
た
者
と
し

て
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
る
が
︑
よ
り
專
門
分
野
の
�
い
別
の
�
任
者
に
よ
る

批
'
に
委
ね
る
し
か
な
い
︒

'
者
は
︑
�
年
︑﹁
戰
爭
と
社
會
變
容
﹂
と
い
う
視
點
で
日
中
戰
爭
か
ら

人
民
共
和
國
初
�
ま
で
の
中
國
社
會
の
硏
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
︑
本
書

が
P
ら
か
に
し
た
內
容
は
︑
そ
う
し
た
視
點
か
ら
み
て
も
大
變
に
興
味
深
い
︒

�
営
し
た
よ
う
に
︑
著
者
の
方
法
は
地
�
制
の
た
ん
な
る
靜
態
�
な
H
�
分

析
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
時
代
と
と
も
に
變
�
を
4
げ
て
い
く
T
を
8
跡
す
る
︑

い
わ
ば
動
態
�
な
把
握
に
重
點
が
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
本
書
の
�
な

考
察
對
象
は
︑
日
中
戰
爭
と
國
共
內
戰
と
い
う
十
數
年
閒
に
も
わ
た
っ
た
戰

時
體
制
下
で
變
貌
を
餘
儀
な
く
さ
れ
︑
い
よ
い
よ
機
能
不
�
へ
と
8
い
つ
め

ら
れ
て
い
く
地
�
制
の
矛
盾
に
滿
ち
た
�
後
の
T
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑

戰
爭
と
い
う
特
衣
な
�
境
が
も
た
ら
す
影
y
が
色
濃
く
刻
印
さ
れ
て
お
り
︑

土
地
改
革
の
可
能
性
も
ま
た
そ
こ
に
こ
そ
胚
胎
す
る
と
い
う
立
論
に
は
︑
'

者
は
强
い
共
感
を
覺
え
る
︒
す
で
に
解
體
へ
の
z
を
た
ど
っ
て
い
た
地
�
制

の
現
場
に
は
目
を
向
け
ず
︑
土
地
改
革
を
た
ん
な
る
中
國
共
產
黨
の
獨
自
な

理
念
�
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
�
:
產
と
し
て
と
ら
え
る
理
解
が
い
か
に
皮
相
で
あ

る
か
が
實
感
で
き
よ
う
︒

そ
の
よ
う
な
視
點
で
と
ら
え
れ
ば
︑
た
と
え
ば
︑
同
時
代
の
戰
時
日
本
に

お
け
る
地
�
制
の
動
向
と
の
比
�
�
�
な
視
野
が
開
け
て
く
る
︒
第
二
<
世

界
大
戰
下
の
日
本
で
は
︑
都
市
に
居
]
し
て
小
作
料
を
k
け
取
る
だ
け
で
︑

戰
爭
4
行
に
必
5
な
食
糧
の
增
產
・
供
出
に
な
ん
ら
貢
獻
し
な
い
不
在
地
�

は
沒
落
傾
向
に
あ
り
︑
政
府
の
政
策
展
開
も
彼
ら
の
沒
落
を
後
押
し
す
る
方

向
へ
と
舵
を
切
っ
て
い
た
︒
政
府
が
土
地
:
-
の
改
變
に
直
接
手
を
附
け
た

わ
け
で
は
な
い
が
︑
政
府
に
よ
る
地
�
米
買
い
上
げ
價
格
と
農
民
米
買
い
上

げ
價
格
に
露
骨
な
格
差
を
つ
け
た
こ
と
は
︑
そ
の
典
型
�
な
事
例
で
あ
る
︒

戰
時
農
業
生
產
力
の
直
接
�
な
擔
い
手
と
は
な
り
得
な
い
︑
農
業
か
ら
も
農

村
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
不
在
地
�
は
︑
戰
時
下
で
は
公
�
な
保
護
を
k
け

る
べ
き
積
極
�
な
5
件
を
缺
い
た
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
1
味
で
は
︑
政
府
の
手
を
借
り
な
け
れ
ば
獨
力
で
收
租
さ
え
で
き
ず
︑

や
が
て
そ
の
政
府
か
ら
も
世
論
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
い
く
戰
時
下
の
租
棧
地

�
の
�
命
は
︑
紛
れ
も
な
く
日
本
の
不
在
地
�
が
置
か
れ
た
窮
狀
と
ほ
ぼ
軌

を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
戰
爭
が
地
�
制
に
も
た
ら
し
た
ほ
ぼ
共
�
し

た
影
y
が
w
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

し
か
し
︑
問
題
は
︑
以
上
の
よ
う
な
類
似
點
だ
け
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
そ

の
先
に
も
あ
る
︒
不
在
地
�
の
農
村
へ
の
影
y
力
が
減
V
し
た
後
︑
農
村
社

會
で
は
何
が
�
こ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
當
時
の
日
本
で
は
︑
農
業
の
經

營
や
生
產
を
實
際
に
擔
っ
て
い
た
在
村
の
�
作
地
�
や
中
農
層

(
自
作
農
︑

小
作
農
上
層
)
が
︑
內
部
に
對
抗
關
係
を
は
ら
み
つ
つ
も
︑
不
在
地
�
に
代

わ
っ
て
村
落
の
指
W
層
と
し
て
成
長
し
臺
頭
し
て
い
た
︒
彼
ら
こ
そ
が
︑
日

本
の
戰
時
體
制
を
底
邊
の
農
村
レ
ベ
ル
で
荏
え
て
い
た
の
で
あ
り
︑
戰
後
︑

Ｇ
Ｈ
Ｑ

(
聯
合
國
總
司
令
部
)
に
よ
っ
て
外
か
ら
持
ち
~
ま
れ
た
農
地
改
革

の
方
針
を
農
村
の
現
場
で
k
容
し
︑
-
效
に
機
能
さ
せ
る
社
會
�
な
基
盤
と

な
っ
た
︒
戰
時
下
の
中
國
の
場
合
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
と
類
似
し
た
現
象
が

見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
點
は
︑
も
っ
ぱ
ら
租
棧
地
�
の
分
析

に
焦
點
を
あ
わ
せ
た
本
書
か
ら
は
︑
も
ち
ろ
ん
讀
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
︑
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
本
書
の
瑕
疵
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
本
書

の
守
備
範
圍
を
逸
脫
し
た
︑
'
者
自
身
の
�
手
な
問
題
1
識
か
ら
生
ま
れ
て
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き
た
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
︑﹁
戰
爭
と
社
會
變
容
﹂
と
い
う
別
の
廣
が
り
を
も
っ
た
問
題
領

域
に
お
い
て
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
在
/
の
中
小
地
�
︑
自
作
農
︑
さ

ら
に
は
佃
戶
と
い
っ
た
︑
農
村
の
現
場
で
生
產
を
實
際
に
擔
っ
て
い
る
人
々

を
視
野
に
收
め
た
考
察
が
必
5
だ
と
︑
'
者
は
考
え
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑

佃
戶
に
つ
い
て
は
︑
本
書
で
も
︑
地
�
の
租
棧
や
農
村
で
の
地
�
の
代
理
人

た
る
﹁
催
甲
﹂
を
襲
擊
す
る
な
ど
︑
激
し
い
抗
租
風
潮
の
�
役
と
し
て
登
場

し
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
や
は
り
彼
ら
の
農
業
經
營
の
內
實
や
生
活
實
態
に

つ
い
て
は
十
分
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
し
︑
佃
戶
が
/

長
や
保
長
と
し
て
末
端
行
政
を
擔
っ
て
い
た
事
例
や
︑
收
租
を
め
ぐ
る
紛
糾

を
解
決
す
る
た
め
の
仲
裁
機
關
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
參
劃
し
て
い
る
事
例
な

ど
が
︑
本
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
事
例
か
ら
類
推
す
れ
ば
︑

少
な
く
と
も
︑
執
拗
に
抗
租
を
繰
り
O
す
彼
ら
を
︑
た
だ
戰
時
下
で
生
活
を

困
窮
さ
せ
︑
そ
の
た
め
に
田
租
が
拂
え
な
く
な
っ
た
貧
し
い
社
會
�
t
者
と

の
み
r
斷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
な
か
に
は
︑
戰
爭
の
混
亂
で
租

棧
が
機
能
不
�
に
陷
り
︑
そ
の
閒
�
を
巧
み
に
利
用
し
て
收
租
を
^
れ
︑
場

合
に
よ
っ
て
は
自
ら
の
農
業
經
營
を
安
定
・
擴
閏
さ
せ
つ
つ
社
會
�
上
昇
を

4
げ
た
よ
う
な
︑
し
た
た
か
な
佃
戶
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
四
川

省
の
事
例
で
は
あ
る
が
︑
多
く
の
�
農
を
B
っ
て
農
業
經
營
を
行
い
︑
周
圍

の
農
民
よ
り
も
豐
か
な
生
活
を
享
k
し
て
い
た
佃
戶
も
い
た
︒

'
者
が
�
営
の
よ
う
な
疑
問
點
に
特
に
こ
だ
わ
る
の
は
︑
著
者
の
い
う
中

國
共
產
黨
の
や
り
方
と
は
衣
な
る
﹁
土
地
改
革
の
可
能
性
﹂
が
ど
こ
ま
で
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
大
問
題
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
か

ら
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
序
違
に
お
い
て
日
本
農
業
�
硏
究
者
で
あ
る
野
田
公

夫
氏
が
提
�
し
た
土
地
改
革
に
關
す
る
三
つ
の
類
型
論
に
觸
れ
つ
つ
︑﹁
日

本
等
の
東
北
ア
ジ
ア
と
同
樣
の
小
作
農
の
自
作
農
�
と
い
う
土
地
改
革
の
可

能
性

(そ
れ
が
中
華
人
民
共
和
國
成
立
後
の
土
地
改
革
で
つ
み
取
ら
れ
た
と

し
て
も
)
が
な
か
っ
た
の
か
を
檢
證
す
る
必
5
が
あ
る
﹂
(
括
弧
內
も
著
者

の
�
違
)
と
営
べ
て
い
る
︒
著
者
の
い
う
よ
う
に
︑
も
し
佃
戶
が
旣
存
の
經

營
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
土
地
:
-
者
に
轉
じ
た
場
合
︑
戰
爭
で
荒
廢
し
た

社
會
秩
序
の
安
定
と
農
業
生
產
・
經
營
の
發
展
と
を
兩
立
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
問
題
は
︑
お
そ
ら
く
地
�
制
の
內
在
�
な
動
向
分
析
だ
け
で
は
解
答

は
得
ら
れ
ま
い
︒
ま
ず
︑
土
地
の
分
與
を
k
け
る
佃
戶
の
農
業
經
營
者
と
し

て
の
成
熟
度
︑
<
に
︑
彼
ら
を
取
り
卷
く
社
會
狀
況
が
ど
の
2
度
制
�
5
因

と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
か
に
左
右
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑

戰
爭
が
も
た
ら
す
混
亂
は
︑
著
者
が
見
事
に
實
證
し
て
み
せ
た
よ
う
に
地
�

制
を
機
能
不
�
に
8
い
~
む
と
同
時
に
︑
地
域
に
よ
っ
て
2
度
の
�
い
は
あ

れ
︑
や
は
り
大
量
の
�
民
や
難
民
︑
あ
る
い
は
安
定
し
た
生
計
手
段
を
失
っ

た
雜
多
な
貧
困
層
を
增
殖
さ
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
彼
ら
の
社
會
�
定
着

や
救
濟
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
︑
戰
後
日
本
の
農
地
改
革
の
よ
う
に
︑
經
營

能
力
の
あ
る
佃
戶
だ
け
に
對
象
を
�
り
~
ん
で
土
地
を
分
與
す
る
と
い
っ
た

�
擇
肢
が
本
當
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
'
者
は
︑

現
實
に
實
施
さ
れ
た
中
國
共
產
黨
の
土
地
改
革
だ
け
が
唯
一
の
-
效
な
處
方

箋
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
な
い
が
︑
當
時
の
混
亂
し
た
戰
時
中
國
社
會
が
は
ら

む
現
實
�
制
�
を
十
分
に
考
慮
し
た
う
え
で
の
批
r
で
な
け
れ
ば
︑
た
ん
な

る
空
疎
な
願
�
や
机
上
の
空
論
に
陷
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

以
上
︑
本
書
の
本
筋
か
ら
逸
脫
し
た
�
手
な
コ
メ
ン
ト
ば
か
り
に
な
っ
て

し
ま
い
︑
著
者
に
は
不
快
な
思
い
を
�
か
せ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
'

者
の
力
不
足
ゆ
え
の
�
解
も
多
々
あ
る
か
も
し
れ
ず
︑
そ
の
點
は
︑
i
直
に
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お
詫
び
し
た
い
︒
し
か
し
︑
�
後
に
も
う
一
つ
︑
蠻
勇
を
ふ
る
っ
て
著
者
へ

の
5
�
を
記
し
て
お
こ
う
と
思
う
︒

本
書
に
は
︑
驚
く
ほ
ど
緻
密
な
實
證
︑
長
々
と
續
く
原
�
の
引
用
︑
細
か

な
表
や
事
實
の
羅
列
︑
門
外
漢
を
寄
せ
附
け
ぬ
複
雜
な
數
値
デ
ー
タ
の
解
析
︑

そ
し
て
何
よ
り
も
魅
力
�
な
論
點
が
盛
ら
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
殘
念
な

こ
と
に
︑
�
體
を
5
領
よ
く
總
括
し
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
如
何
な
る
歷
�
宴

を
展
�
す
る
の
か
と
い
う
︑
本
來
な
ら
﹁
結
語
﹂
や
﹁
�
違
﹂
に
あ
た
る
部

分
が
見
當
た
ら
な
い
︒
昨
今
の
�
科
系
の
學
問
を
取
り
卷
く
�
境
の
嚴
し
さ

を
考
え
る
な
ら
︑
自
ら
の
硏
究
成
果
を
ど
の
範
圍
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
見

せ
る
か
と
い
う
�
慮
も
必
5
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
'
者
の
r
斷
に
閒

�
い
が
な
け
れ
ば
︑
本
書
の
內
容
と
水
準
は
︑
一
部
の
狹
い
範
圍
の
少
數
の

專
門
家
た
ち
だ
け
の
共
-
物
に
し
て
お
く
に
は
惜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

著
者
に
は
ぜ
ひ
本
書
の
神
髓
を
︑
難
解
で
複
雜
な
專
門
�
タ
ー
ム
に
滿
ち
た

世
界
か
ら
解
き
放
ち
︑
よ
り
幅
廣
い
讀
者
︑
少
な
く
と
も
日
本
�
や
西
洋
�

を
專
攻
す
る
硏
究
者
に
も
自
由
に
出
入
り
が
で
き
︑
十
分
に
そ
の
魅
力
と
1

義
が
傳
わ
る
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
う
え
で
︑
比
�
�
鯵
P
な
書
物
に
ま

と
め
て
ほ
し
い
と
思
う
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
中
國
�
現
代
�
と
い
う
分
野
が

本
來
�
に
は
ら
ん
で
い
る
︑
q
接
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
あ
ふ
れ
た
怨
し
い
魅

力
を
廣
く
發
信
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

二
〇
一
四
年
二
�

東
京
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