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陶
淵
明
に
「
形
影
神
三
首
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
と
思
う
の
で
引
用
し
な
い
が
、
形
、
影
、
神
の
三
者
が
、
生
と

死
の
問
題
に
つ
い
て
飲
酒
、
積
善
、
諦
観
と
三
者
三
様
の
解
決
を
説

く
内
容
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
唐
突
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
を
読
了

し
た
と
き
、
評
者
の
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
の
が
こ
の
詩
で
あ
る
。
た
だ

し
「
影
」
に
つ
い
て
、
本
書
が
論
ず
る
の
は
「
か
げ
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
「
景
」
す
な
わ
ち
「
ひ
か
り
」
で

あ
る
こ
と
だ
け
、
ま
ず
断
っ
て
お
こ
う
。
本
書
は
、
前
近
代
中
国
に

お
け
る
「
形
」「
景
」「
神
」
を
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
、

と
い
う
の
が
評
者
な
り
の
総
括
で
あ
り
、
そ
の
や
や
広
く
感
じ
ら
れ

る
書
名
に
対
す
る
注
解
た
り
う
る
と
思
う
。

　

書
名
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
自
ら
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、

「
藝
術
理
論
」
を
標
榜
し
た
意
図
を
説
明
し
て
い
る
。
評
者
を
含
む

多
く
の
研
究
者
が
、
著
者
を
中
国
思
想
、
よ
り
詳
し
く
は
中
国
絵
画

理
論
の
専
家
と
認
め
て
い
る
こ
と
と
思
う
し
、
本
書
も
ま
た
、
著
者

自
ら
言
う
よ
う
に
「
扱
う
の
は
お
お
よ
そ
絵
画
が
中
心
と
な
」
っ
て

い
る
の
だ
が
、
第
一
に
、「
形
」
を
問
題
に
す
る
場
合
、
議
論
は

「
形
象
を
使
っ
て
表
現
す
る
」
営
み
す
べ
て
に
関
わ
る
の
で
、
そ
の

営
み
を
指
し
示
す
た
め
に
「
藝
術
」
を
選
択
し
た
の
だ
と
い
う
。
ま

た
、
そ
の
前
近
代
に
お
け
る
異
な
る
意
味
を
措
け
ば
、
現
代
に
お
い

て
詩
文
書
画
を
ま
と
め
て
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
「
わ
か
り
や
す

い
」
こ
と
も
、「
藝
術
」
を
選
ん
だ
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
著
者
は
「
は
じ
め
に
」
の
末
尾
を
、「
要
す
る
に
こ
の

書
物
は
、
あ
く
ま
で
中
国
哲
学
の
研
究
書
で
あ
る
と
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
。
た
だ
し
、
藝
術
を
問
題
に
す
る
側
か
ら
も
、
い
つ
か
き
っ

と
な
ん
ら
か
の
役
に
は
立
つ
で
あ
ろ
う
、
そ
う
い
う
書
物
で
あ
る
」

と
結
ん
で
い
る
。「
哲
学
」
な
い
し
「
思
想
」
と
「
藝
術
」
と
を
連

書　
　

評

宇
佐
美
文
理
著

『
中
国
藝
術
理
論
史
研
究
』成　

田　

健 

太 

郎
東
京
大
学
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評

続
的
に
考
察
す
る
著
者
ら
し
い
自
己
規
定
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
書
名
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
説
明
か
ら
は
、
本
書

の
、
も
し
く
は
中
国
藝
術
理
論
の
、
著
者
の
言
及
し
て
い
な
い
特
質

に
気
づ
か
さ
れ
る
。
一
点
は
、
本
書
は
「
中
国
美
術
史
」
の
研
究
書

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
中
国
藝
術
理
論
を
中
国
思
想
と

連
続
し
た
形
で
研
究
す
る
と
き
、
そ
の
主
要
な
論
点
は
美
術
史
研
究

の
そ
れ
と
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
関

連
す
る
も
う
一
点
は
、
美
術
史
研
究
の
対
象
と
な
る
中
国
美
術
の
サ

ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
中
国
絵
画
と
、
本
書
の
扱
う
よ
う
な
藝
術

理
論
が
主
対
象
と
す
る
、
詩
文
書
画
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

中
国
絵
画
と
は
、
そ
の
重
点
を
異
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
前
近
代
中
国
の
藝
術
理
論
は
、
主
に
読
書
人
階
層
に
よ
っ
て
担

わ
れ
た
た
め
、
フ
ァ
イ
ン
・
ア
ー
ト
の
枠
組
み
を
基
本
と
す
る
美
術

史
で
は
な
く
、
読
書
人
が
核
心
的
藝
術
と
見
な
し
た
詩
文
書
画
と
い

う
範
疇
の
下
に
観
察
さ
れ
や
す
く
、
主
に
文
献
資
料
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
、
読
書
人
の
知
識
体
系
を
形
づ
く
っ
た
中
国
思
想
に
対
す
る
研

究
に
連
続
し
や
す
い
。
換
言
す
れ
ば
、
本
書
は
中
国
美
術
史
の
た
め

の
絵
画
理
論
研
究
で
は
な
く
、
中
国
思
想
研
究
の
た
め
の
、
否
、
そ

の
重
要
な
一
部
と
し
て
の
藝
術
理
論
研
究
の
可
能
性
を
提
示
す
る
先

駆
的
著
作
で
あ
る
と
、
評
者
は
理
解
し
て
い
る
。

　

本
書
の
序
章
「
形
に
つ
い
て
」
は
、「
形
」
ば
か
り
で
な
く
「
気

象
」
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
錯
綜
す
る
地
図
に
「
箱
モ
デ
ル
」
と

「
角
砂
糖
モ
デ
ル
」
と
い
う
経
緯
線
を
引
き
、
本
書
全
体
を
貫
く
見

取
図
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。「
箱
モ
デ
ル
」
と
は
、「
形
」
の
意
味

を
外
面
の
見
か
け
に
限
定
し
、
そ
の
中
身
を
代
表
さ
せ
な
い
見
方
で

あ
る
。「
形
似
」
を
軽
ん
じ
「
神
似
」
を
貴
ぶ
考
え
方
は
、
こ
の

「
箱
モ
デ
ル
」
に
属
す
る
。
一
方
「
角
砂
糖
モ
デ
ル
」
は
、
見
か
け

と
中
身
を
一
致
さ
せ
る
見
方
で
あ
る
。
表
現
者
の
「
気
」
が
「
象
」

と
な
っ
て
表
れ
る
と
す
る
「
気
象
」
の
考
え
方
は
、
つ
と
に
『
礼

記
』
楽
記
篇
に
見
え
、
こ
の
「
角
砂
糖
モ
デ
ル
」
に
属
す
る
。
中
国

思
想
が
「
形
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
が
臨
機

応
変
に
使
い
分
け
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
本
書
の
主
要
な
論
旨
は
、

こ
の
序
章
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
「
気
と
形
象
の
問
題
」
は
、
第
一
章
「
気
の
問
題
」、
第
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二
章
「
形
象
の
問
題
」、
第
三
章
「
気
象
の
問
題
」
よ
り
成
り
、
右

に
示
し
た
よ
う
な
「
形
」
を
め
ぐ
る
論
点
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
る
。

本
書
の
核
心
を
占
め
る
部
分
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
議
論
は
、

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
主
に
絵
画
理
論
を
対
象
と
し
つ
つ
、
個
別

の
絵
画
作
品
も
ま
た
議
論
の
材
料
と
し
て
示
し
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
評
者
が
最
も
馴
染
み
深
く
感
じ
た
の
は
、
郭
煕
の
「
早
春
図
」
で

あ
る
。
縦
横
に
か
つ
広
が
り
か
つ
膨
ら
む
か
の
よ
う
な
山
容
が
観
る

者
を
圧
す
る
山
水
画
で
あ
る
。
美
術
館
な
ど
に
行
く
と
、
こ
の
よ
う

な
絵
画
に
つ
い
て
「
こ
ん
な
形
の
山
が
実
在
す
る
の
か
」
と
い
う
よ

う
な
質
問
が
ま
ま
聞
か
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ひ
と
ま
ず
「
山

は
借
り
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
在
す
る
か
ど
う
か
は
重
要
で
な
い
、
気

を
表
現
し
て
い
る
の
だ
」
と
回
答
し
、「
そ
の
気
と
い
う
の
は
作
者

の
気
か
、
そ
れ
と
も
大
自
然
の
気
か
」
と
さ
ら
に
問
わ
れ
れ
ば
、

「
気
は
ひ
と
つ
だ
、
作
者
の
気
も
大
自
然
の
気
も
区
別
は
な
い
」
と

答
え
、
な
ん
と
か
そ
の
場
を
切
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し

評
者
は
、
そ
の
よ
う
な
説
明
で
心
底
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
た
だ
中
国
絵
画
の
文
法
に
慣
れ
、「
気
」
と
い
う
便
利
な
言

葉
を
知
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

第
二
章
「
形
象
の
問
題
」
で
示
さ
れ
る
「
混
成
し
た
形
象
」
は
、

そ
の
よ
う
な
素
朴
な
が
ら
本
質
的
な
疑
問
に
対
す
る
万
全
な
解
答
と

な
っ
て
い
る
。「
気
を
表
現
し
て
い
る
」、「
作
者
の
気
は
大
自
然
の

気
と
一
致
す
る
」
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
の

だ
が
、
そ
も
そ
も
「
気
」
に
対
す
る
理
解
を
欠
い
て
い
た
。
同
章
で

は
、「
気
」
の
「
無
形
か
ら
有
形
へ
の
連
続
性
」（
八
四
頁
）
と
い
う

特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
輪
廓
線
を
放
棄
し
、
時
空
を
一

点
に
限
定
し
な
い
郭
煕
の
絵
画
を
「
形
象
の
持
つ
固
定
性
か
ら
の
脱

却
」（
八
三
頁
）
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、「
気
」
が
い
か
に
し
て

「
形
」
を
と
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
哲
学
文
献
は
基
本
的
に

「
か
た
ま
る
」
と
い
う
モ
デ
ル
し
か
提
示
し
て
い
な
い
が
、
郭
煕
は

こ
れ
を
拒
否
し
、「
造
化
」
な
い
し
こ
の
世
界
に
対
す
る
異
な
る
解

釈
を
示
し
た
の
だ
と
結
論
し
て
い
る
。『
荘
子
』
天
下
篇
に
「
上
は

造
物
者
と
遊
び
、
下
は
死
生
を
外
に
し
終
始
無
き
者
と
友
と
爲
る
」

と
い
う
が
、
郭
煕
こ
そ
は
か
か
る
境
地
を
実
践
し
た
画
家
と
見
な
さ

れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
藝
術
実
践
を
造
化
の
は
た
ら
き
に
擬
え
る
こ
と
は
、

絵
画
の
特
権
で
あ
ろ
う
か
。
詩
文
書
画
の
範
疇
で
い
え
ば
、
ま
ず
詩
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文
に
は
可
能
性
が
あ
り
、
著
者
も
注
釈
（
九
〇
頁
）
に
挙
げ
る
山
本

和
義
「
詩
人
と
造
物
─
蘇
詩
劄
記
─
」（『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
文
学
言
語
編

第
二
七
号
）、
川
合
康
三
「
詩
は
世
界
を
創
る
か
─
中
唐
に
お
け
る
詩

と
造
物
─
」（『
中
国
文
学
報
』
第
四
四
冊
、
の
ち
『
終
南
山
の
変
容
─
中

唐
文
学
論
集
─
』
に
収
録
）
に
関
連
す
る
考
察
が
あ
る
。
評
者
が
絵
画

と
詩
文
の
「
造
化
」
力
に
関
連
し
て
興
味
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
絵

画
は
そ
の
性
質
上
形
象
と
い
う
束
縛
を
強
く
受
け
る
一
方
で
、
上
述

の
よ
う
に
時
空
に
つ
い
て
自
由
を
得
た
よ
う
だ
が
、
詩
文
は
形
象
か

ら
自
由
で
あ
る
か
わ
り
に
、
時
空
を
特
定
す
る
こ
と
に
も
意
義
を
認

め
つ
づ
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
司
空
図
の
「
極
浦
に

与
ふ
る
書
」（『
司
空
表
聖
文
集
』
巻
三
）
に
、
戴
叔
倫
の
言
と
し
て

「
詩
家
の
景
は
、
藍
田　

日
暖
か
く
、
良
玉　

煙
を
生
ず
る
が
如
し
、

望
む
べ
き
も
眉
睫
の
前
に
置
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
い
、
司
空

図
は
こ
れ
に
対
し
て
「
題
紀
の
作
」
す
な
わ
ち
名
勝
古
跡
な
ど
の
実

際
の
景
物
に
即
し
た
作
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。
絵
画
は
戴
叔
倫
の

所
謂
「
詩
家
の
景
」
へ
の
方
向
を
切
り
開
い
た
よ
う
だ
が
、
詩
文
は
、

実
際
の
景
物
と
一
致
し
な
い
表
現
も
も
ち
ろ
ん
可
能
性
を
広
げ
た
に

せ
よ
、
時
代
が
下
っ
て
も
「
題
紀
の
作
」
は
多
く
作
ら
れ
、
そ
の
時

空
は
ま
す
ま
す
詳
細
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
詩
文
は
何
を
描
こ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
今
後

深
く
議
論
さ
れ
る
と
き
に
は
、
本
書
が
そ
の
大
き
な
助
け
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

詩
文
書
画
の
一
角
を
な
す
書
は
、
絵
画
と
視
覚
藝
術
と
い
う
性
質

を
共
有
し
、
両
者
の
連
関
は
論
点
と
し
て
期
待
さ
れ
る
。
第
一
章
で

は
、
絵
画
の
「
気
」
に
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
描
か
れ
る
事
物
に
具
わ
る
気
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
「
対
象
の

気
」
で
あ
り
、
筆
の
動
き
や
筆
を
持
つ
動
き
に
「
気
」
の
流
れ
・
動

き
を
見
、
こ
れ
に
「
作
者
の
人
間
性
」
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
す
る
の

が
「
筆
線
の
気
」
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
「
筆
線
の
気
」
と
い
う

見
方
に
は
、
書
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
。

　

「
筆
線
」
は
、
絵
画
に
お
い
て
輪
廓
線
と
し
て
機
能
し
、
世
界
か

ら
「
形
」
を
切
り
取
る
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
の
と
こ

ろ
前
近
代
の
書
画
論
に
「
筆
線
」
は
見
え
ず
、
一
般
に
「
点
画
」
の

語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
こ
こ
で
少
し
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。

と
い
う
の
も
、
評
者
の
見
る
か
ぎ
り
「
点
画
」
は
、
太
さ
を
持
た
な
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い
「
線
」
と
は
見
な
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　

本
書
に
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
絵
画
の
発
生
と
い
う
こ
と
を
考

え
た
と
き
、「
画
」
す
な
わ
ち
面
を
「
く
ぎ
る
」
輪
廓
線
と
い
う
機

能
こ
そ
肝
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
字
が
「
形
を
象
る
」
文

法
は
、
輪
廓
線
と
い
う
約
束
に
基
づ
く
絵
画
の
切
り
取
り
方
と
必
ず

し
も
一
致
し
な
い
。
た
と
え
ば
、「
日
」
や
「
月
」
の
文
は
輪
廓
線

の
文
法
に
よ
る
象
形
だ
け
れ
ど
も
、「
人
」
や
「
大
」
の
文
は
こ
れ

と
異
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
象
形
的
記
号
と
し
て
見
る
と
き
、

マ
ッ
チ
棒
の
よ
う
に
痩
せ
細
っ
た
人
間
を
思
い
描
く
の
で
は
な
く
、

そ
の
点
画
に
実
際
以
上
の
太
さ
を
纏
わ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
点
画
を
も
っ
て
物
の
中
軸
の
み
抽
象
す
る
、
あ
る
い
は
骨
の
み

描
い
て
肉
を
悟
ら
せ
る
方
法
と
で
も
説
明
で
き
よ
う
か
。
こ
の
よ
う

な
、
本
書
で
述
べ
ら
れ
る
「
形
」
の
発
想
と
異
な
る
、
も
う
一
つ
の

世
界
の
取
り
出
し
方
は
、
絵
画
と
は
別
の
文
法
と
し
て
発
生
し
発
展

し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
書
の
理
論
は
、
こ
の

「
骨
と
肉
」
の
文
法
に
こ
そ
、
よ
り
大
き
く
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
梁
・
陶
弘
景
の
「
梁
武
帝
に
與
へ
て

書
を
論
ず
る
の
啓
」（『
法
書
要
録
』
巻
二
）
に

臣
比
郭
摹
所
得
、
雖
粗
寫
字
形
、
而
無
復
其
用
筆
迹
勢
。

臣
が
比

こ
の
ご
ろ

の
郭
摹
の
所
得
は
、
粗ほ

ぼ
字
形
を
寫
す
と
雖
も
、
而

し
て
復
た
其
の
用
筆
迹
勢
無
し
。

と
い
う
。「
郭
摹
」
と
は
、「
双
鉤
」
と
か
「
籠
字
を
取
る
」
と
か
呼

ば
れ
る
書
の
複
製
技
術
で
、
原
本
の
字
の
輪
廓
を
敷
き
写
し
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
陶
弘
景
が
こ
こ
で
指
摘
す
る
の
は
、
輪
廓
の
み
正
確

に
模
写
し
て
も
、
肝
腎
の
「
用
筆
迹
勢
」
が
再
現
さ
れ
な
い
と
い
う

問
題
で
あ
る
。「
用
筆
迹
勢
」
は
、「
筆
勢
」
な
い
し
「
筆
力
」
と
言

い
換
え
て
も
よ
く
、「
骨
力
」
と
も
近
似
す
る
。
つ
ま
り
、
書
に
お

い
て
「
筆
」
は
「
骨
」
と
し
て
点
画
の
中
軸
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
た
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
語
か
ら
は
、
南
斉
・
謝
赫
『
古
画
品

録
』
に
説
く
「
画
の
六
法
」
の
一
「
骨
法
用
筆
」
も
想
起
さ
れ
よ
う
。

「
骨
法
」
と
は
、
骨
格
上
の
有
意
な
特
徴
を
言
い
、
人
相
を
判
断
す

る
相
術
に
お
い
て
も
、
人
物
画
に
お
い
て
も
、
こ
と
に
顔
面
の
そ
れ

が
「
対
象
の
気
」
を
表
す
も
の
と
し
て
観
察
さ
れ
重
視
さ
れ
た
。
こ

の
「
骨
法
」
と
「
用
筆
」
の
結
び
つ
き
は
、
張
彦
遠
の
「
筆
線
の
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評

気
」
の
思
想
を
支
え
て
い
る
。
絵
画
の
「
筆
線
」
は
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
輪
廓
線
と
し
て
機
能
し
、
そ
し
て
偶
然
に
も
、
人
体
に
お

い
て
頭
部
だ
け
は
例
外
的
に
骨
格
と
輪
廓
が
近
似
す
る
。
つ
ま
り
、

絵
画
に
お
い
て
「
筆
線
」
は
輪
廓
で
あ
り
か
つ
「
骨
」
と
一
致
す
る

の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
骨
」
が
「
筆
」
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
は
書

画
共
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
書
で
は
内
部
・
中
心
を
占
め
、
絵
画
で

は
外
廓
を
縁
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
違
い
は
、
右
に
述

べ
た
書
と
画
の
世
界
を
写
し
取
る
異
な
る
文
法
と
も
対
応
す
る
。
張

彦
遠
が
「
書
画
同
源
」
を
説
く
ま
で
、
両
者
は
じ
つ
は
異
な
る
道
を

辿
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

書
と
画
の
違
い
と
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
画
論
が
「
気
」

を
重
視
す
る
一
方
で
、
六
朝
の
書
論
が
「
気
」
を
ほ
と
ん
ど
言
わ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
事
実
を
認
め
た
う
え
で
、
右
に
述
べ

た
よ
う
な
書
に
お
け
る
「
力
」
を
挙
げ
、「
無
論
、「
力
」
を
見
れ
ば
、

そ
こ
に
「
気
」
の
観
念
が
背
景
に
あ
る
こ
と
も
同
様
に
予
想
さ
れ

る
」（
四
〇
頁
）
と
、
書
に
お
け
る
「
力
」
を
「
気
」
に
置
き
換
え
て

論
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
別
に
絵
画
に
つ
い
て
「
筆

を
動
か
し
て
い
る
も
の
が
腕
で
あ
り
、
腕
を
動
か
す
命
令
を
出
し
て

い
る
の
は
心
だ
と
考
え
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
気
を
介
在
さ
せ
る
な
ら

ば
」、「
そ
の
筆
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
絵
画
に
、
作
者
の
心
あ
る
い
は

作
者
の
気
が
反
映
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
の
疑
い
も
持
ち
得
な

い
だ
ろ
う
」（
八
八

－

八
九
頁
）
と
述
べ
る
の
と
も
揆
を
一
に
す
る
。

し
か
し
、
著
者
は
同
時
に
「
単
に
文
章
表
現
上
の
問
題
と
は
い
え
、

「
気
」
で
な
く
「
力
」
が
言
わ
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
」（
四

〇
頁
）
と
も
い
い
、
評
者
が
書
に
お
け
る
「
気
」
の
介
在
に
疑
い
を

留
め
る
こ
と
を
許
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

さ
き
に
「
造
化
」
力
に
つ
い
て
見
た
と
き
、
書
に
は
触
れ
な
か
っ

た
が
、
そ
も
そ
も
文
字
が
人
間
の
知
性
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
以
上
、
書
が
造
化
の
は
た
ら
き
を
具
現
す
る
理
窟
は
つ
け
が
た

い
。
ま
た
、
文
字
に
は
聖
人
の
道
を
伝
え
る
と
い
う
崇
高
な
使
命
が

あ
っ
て
、
意
義
は
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、「
気
」
に
よ
っ

て
説
明
を
重
ね
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な

原
因
か
ら
、
書
は
「
気
」
を
真
剣
に
考
え
て
こ
な
か
っ
た
、
と
い
う

の
が
評
者
の
見
方
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
書
を
作
者
（
書
者
）
の
「
気
」
が
表
現
さ
れ
た
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も
の
と
見
る
こ
と
も
、
決
し
て
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
著
者
は
、

絵
画
は
「
対
象
の
気
」
を
写
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対

し
、
書
は
そ
れ
が
で
き
な
い
た
め
、「
勢
い
作
者
（
字
を
書
い
た
人

物
）
の
心
情
の
吐
露
、
あ
る
い
は
作
者
（
字
を
書
い
た
人
物
）
の
人
格

の
表
出
と
い
う
方
向
に
書
が
向
か
っ
て
い
く
の
は
、
自
然
な
流
れ
で

あ
ろ
う
」（
四
一
頁
）
と
述
べ
、
そ
の
注
釈
と
し
て
梁
・
庾
肩
吾
『
書

品
』
の
以
下
の
一
節
を
挙
げ
て
い
る
（
六
四
頁
、
書
き
下
し
は
評
者
に

よ
る
）。敏

思
藏
於
胸
中
、
巧
意
發
於
毫
銛
。

敏
思　

胸
中
に
藏
し
、
巧
意　

毫
銛
に
發
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
例
に
お
け
る
「
思
」
や
「
意
」
は
、
外
物
が

人
間
に
作
用
し
て
起
こ
る
心
情
や
、
人
間
の
総
体
的
人
格
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
人
間
が
知
性
に
よ
り
考
え
出
し
た
個
別
の
ア
イ
デ
ィ

ア
と
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

唐
・
孫
過
庭
『
書
譜
』
に
は
、

寫
樂
毅
則
情
多
怫
鬱
、
書
畫
讚
則
意
涉
瓌
奇
。
黃
庭
經
則
怡
懌

虛
無
、
太
師
箴
又
縱
橫
爭
折
。
曁
乎
蘭
亭
興
集
、
思
逸
神
超
。

私
門
誡
誓
、
情
拘
志
慘
。
所
謂
涉
樂
方
笑
、
言
哀
已
歎
。

樂
毅
を
寫
せ
ば
則
ち
情　

怫
鬱
多
く
、
畫
讚
を
書
す
れ
ば
則
ち

意　

瓌
奇
に
涉
る
。
黃
庭
經
は
則
ち
虛
無
に
怡
懌
し
、
太
師
箴

は
又
た
爭
折
を
縱
橫
に
す
。
蘭
亭
の
興
集
に
曁
び
て
は
、
思　

逸
し
神　

超
ゆ
。
私
門
の
誡
誓
は
、
情　

拘
し
志　

慘
た
り
。

所
謂
「
樂
し
き
に
涉
り
て
は
方
に
笑
ひ
、
哀
し
き
を
言
へ
ば
已

に
歎
ず
る
」
な
り
。

と
い
い
、
王
羲
之
の
書
跡
『
楽
毅
論
』『
東
方
朔
画
讚
』『
黄
庭
経
』

『
太
師
箴
』『
蘭
亭
集
序
』『
告
誓
文
』
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
さ
れ
た
情

感
を
説
い
た
う
え
で
、
陸
機
「
文
賦
」
の
一
節
を
引
い
て
結
ん
で
い

る
。
要
す
る
に
「
楽
し
い
内
容
を
書
け
ば
書
も
楽
し
げ
に
、
哀
し
い

内
容
を
書
け
ば
書
も
哀
し
げ
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
書
に
「
対

象
の
気
」
を
見
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
孫
過

庭
も
陸
機
も
「
気
」
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

書
を
作
者
（
書
者
）
の
心
情
の
表
現
と
見
る
考
え
方
は
、
韓
愈

「
高
閑
上
人
を
送
る
の
序
」（『
韓
昌
黎
文
集
』
巻
四
）
に
な
る
と
な
お

は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
。

往
時
張
旭
善
草
書
、
不
治
他
伎
、
喜
怒
・
窘
窮
・
憂
悲
・
愉

快
・
怨
恨
・
思
慕
・
酣
醉
・
無
聊
不
平
、
有
動
於
心
、
必
於
草
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評

書
焉
發
之
。
觀
於
物
、
見
山
水
崖
谷
・
鳥
獸
蟲
魚
・
草
木
之
花

實
・
日
月
列
星
・
風
雨
水
火
・
雷
霆
霹
靂
・
歌
舞
戰
鬭
、
天
地

事
物
之
變
、
可
喜
可
愕
、
一
寓
於
書
。

往
時
張
旭
は
草
書
を
善
く
し
、
他
伎
を
治
め
ず
、
喜
怒
・
窘

窮
・
憂
悲
・
愉
快
・
怨
恨
・
思
慕
・
酣
醉
・
無
聊
不
平
、
心
に

動
く
こ
と
有
れ
ば
、
必
ず
草
書
に
於
て
之
を
發
す
。
物
を
觀
、

山
水
崖
谷
・
鳥
獸
蟲
魚
・
草
木
の
花
實
・
日
月
列
星
・
風
雨
水

火
・
雷
霆
霹
靂
・
歌
舞
戰
鬭
、
天
地
事
物
の
變
の
、
喜
ぶ
べ
き

愕
く
べ
き
を
見
れ
ば
、
一
に
書
に
寓
す
。

杜
甫
の
「
飲
中
八
仙
歌
」
に
も
登
場
す
る
草
書
の
名
手
張
旭
に
つ
い

て
語
る
こ
の
例
は
、「
作
者
の
人
間
性
」
の
表
出
を
言
う
も
の
と
し

て
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
や
は
り
「
気
」
を
言
い
は
し
な
い
も

の
の
、
天
地
万
物
の
有
様
を
見
て
は
喜
怒
哀
楽
を
催
さ
れ
、
そ
れ
を

書
に
託
し
て
形
象
化
す
る
と
い
う
過
程
は
、
本
書
に
述
べ
る
「
気
の

造
形
力
」
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。

　

張
旭
の
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
信
頼
で
き
る
作
例

が
少
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
も
し
「
狂
草
」
と
呼

ば
れ
る
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
書
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
点
画

の
連
続
を
強
調
し
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
場
で
実

演
し
鑑
賞
に
供
さ
れ
る
点
で
、
筆
の
動
き
や
筆
を
持
つ
動
き
に

「
気
」
の
流
れ
・
動
き
を
見
る
と
い
う
「
筆
線
の
気
」
の
考
え
方
と

よ
く
馴
染
む
だ
ろ
う
。
ま
た
、
著
者
は
序
章
の
最
後
に
「
気
が
根
本

的
に
持
つ
流
体
志
向
」
を
指
摘
し
、「
絵
画
は
実
に
流
体
で
あ
る
と

こ
ろ
の
絵
の
具
や
水
墨
を
使
っ
て
い
た
」
と
い
う
象
徴
的
事
実
を
言

い
添
え
て
い
る
（
一
六
頁
）。
書
の
用
い
る
墨
も
も
ち
ろ
ん
ま
た
流
体

で
あ
り
、
中
唐
に
は
流
体
性
を
強
調
す
る
書
の
ス
タ
イ
ル
が
流
行
し

だ
し
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
張
彦
遠
に
よ
る
「
筆
線
の
気
」
の

理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
書
の
新
し
い
展
開
が
背
景
に
あ
っ
て
こ
そ
可

能
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
評
者
が
最
も
興
味
を
寄
せ
て
い
る
書
の
「
気
」
に
関
す
る

問
題
に
い
さ
さ
か
長
く
こ
だ
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
問
題
は
、
実
は
書
ば
か
り
見
て
い
て
は
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
藝
術
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
「
精
神
性
」

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
部
分
を
、「
気
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
か
、
ま
た
必
要
で
あ
る
か
。
絵
画
に
お
い
て
は
可
能
で
あ

り
ま
た
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
本
書
に
お
い
て
十
分
に
示
さ
れ
た
わ
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け
だ
が
、
書
に
つ
い
て
は
、
本
書
は
そ
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
議

論
を
進
め
、
評
者
は
そ
の
必
要
性
に
疑
義
を
呈
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
本
書
の
瑕
疵
を
示
す
も

の
で
は
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
書
な
い
し
書
論
研
究
が

「
気
」
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

　

第
二
部
「
藝
術
に
関
わ
る
諸
概
念
の
検
討
」
の
う
ち
、
第
五
章

「
醜
の
問
題
」
と
第
六
章
「
模
倣
の
問
題
」
で
は
、「
形
」
の
問
題

が
ま
た
別
の
角
度
か
ら
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
内
容
は
、「
美
学
的
」
考
察
と
総
括
さ
れ
う
る
と
思
う
が
、

著
者
の
考
察
は
決
し
て
「
美
」
に
終
始
せ
ず
、「
醜
の
美
学
」
に
果

敢
に
挑
ん
で
い
る
。
著
者
は
ま
ず
「
外
見
的
美
醜
と
道
徳
的
善
悪
は

一
致
せ
ず
、
か
つ
、
美
と
悪
、
醜
と
善
が
セ
ッ
ト
に
な
る
、
と
い
う

「
た
す
き
が
け
」
の
論
理
」（
一
三
〇
頁
）
を
見
出
す
が
、
こ
こ
ま
で

読
み
進
ん
だ
読
者
は
こ
れ
か
ら
す
ぐ
に
「
箱
モ
デ
ル
」
を
連
想
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
韓
愈
の
詩
に
見
え
る
「
奇
」
へ
の
志
向
、

中
唐
以
降
の
絵
画
の
「
怪
石
」
へ
の
志
向
を
経
て
、「
い
わ
ば
「
自

由
な
造
形
」
を
す
る
こ
と
が
「
最
も
」
許
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

「
石
」
は
絵
画
史
上
で
特
異
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
」（
一
四
〇
頁
）
と
、
絵
画
に
お
け
る
造
形
の
問
題
に
再
び
踏
み
こ

む
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
醜
と
い
う
こ
と
ば
を
、
中
唐
以
降
の
人
が
、

怪
奇
で
は
あ
る
が
、
不
快
感
を
伴
わ
ぬ
も
の
に
対
し
て
あ
て
は
め

た
」（
一
四
三
頁
）
と
説
い
た
う
え
で
、
議
論
は
山
水
画
の
「
醜
」
に

ま
で
及
び
、
董
其
昌
や
呉
彬
、
米
万
鍾
の
山
水
画
の
「
造
形
的
傾

向
」（
一
四
七
頁
）
に
関
す
る
指
摘
は
、
さ
き
に
触
れ
た
「
気
の
造
形

力
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
奇
」「
怪
」「
醜
」
を
念
頭
に
置
い
て
「
造

形
」
を
考
え
る
と
き
、「
気
」
は
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
置
き
去
ら

れ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
山
水
画
が
「
造
形
に
走
」
る
と
、

「
気
」
の
表
現
と
し
て
は
や
は
り
い
く
ら
か
後
退
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
四
章
「
快
の
問
題
」
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
以
下
の
よ
う
な
事
情
は
、
そ
の
理
由
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
同
じ
対
象
に
つ
い
て
受
け
取
る
人
間
が
違
っ
て
も
同
じ

美
的
判
断
が
で
き
る
こ
と
は
、「
気
の
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
説
明
が

可
能
だ
が
、
異
な
る
対
象
に
つ
い
て
受
け
取
る
人
間
が
違
っ
て
も
同
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じ
─
─
た
と
え
ば
「
顔
が
違
う
が
美
人
は
み
な
美
人
」
と
い
う
─
─

美
的
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、「
気
」
で
は
説
明
で
き
な
い
。

「
醜
」
も
ま
た
美
的
判
断
で
あ
る
な
ら
ば
、「
醜
の
美
学
」
に

「
気
」
が
割
り
こ
ん
で
こ
な
い
の
は
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

模
倣
に
つ
い
て
の
考
察
に
あ
っ
て
も
、
議
論
の
出
発
点
に
な
っ
て

い
る
の
は
「
形
と
気
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
「
第
一
の
転
回
点
」

と
す
る
六
朝
期
に
つ
い
て
は
、
絵
画
理
論
に
「
気
」
が
導
入
さ
れ
て

「
箱
モ
デ
ル
」
を
強
調
す
る
結
果
に
な
り
、
顧
愷
之
の
模
写
画
家
と

し
て
の
側
面
が
忘
却
さ
れ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

「
第
二
の
転
回
点
」
と
す
る
北
宋
に
つ
い
て
は
、「「
個
性
の
尊
重
」

す
な
わ
ち
作
品
を
制
作
と
い
う
行
為
の
中
で
考
え
よ
う
と
す
る
発

想
」（
一
六
七
頁
）
に
よ
っ
て
、
模
写
の
価
値
が
背
景
に
退
い
た
こ
と

を
述
べ
る
。「
形
」
が
再
現
可
能
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
個
性
（
あ

る
い
は
唯
一
性
）
を
「
形
」
で
担
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

中
唐
以
降
に
興
っ
た
潑
墨
や
破
墨
の
技
法
、
輪
廓
線
を
使
わ
な
い
徐

煕
の
没
骨
画
法
が
「
技
法
的
再
現
不
可
能
性
」
を
有
し
、
そ
れ
が
米

芾
の
理
論
に
お
い
て
「
個
性
の
尊
重
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う

指
摘
は
、
絵
画
史
の
転
回
点
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に

は
、
す
で
に
述
べ
た
「
狂
草
」
と
い
う
書
の
ス
タ
イ
ル
が
ま
さ
に

「
制
作
と
い
う
行
為
」
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
も
響

き
あ
う
だ
ろ
う
。
詩
文
に
目
を
向
け
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
制
作
し
た
時
空
を
詳
細
に
記
す
こ
と
が
こ
れ
と
照
応
す
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

模
倣
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
董
其
昌
の
「
奇
を
以
て
正
と
爲
す
」

理
論
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
奇
」
は
右
の
ご
と
く
「
醜
の
美

学
」
を
導
き
出
す
役
割
を
果
た
し
た
が
、
こ
ん
ど
は
「
正
」
を
議
論

の
俎
上
に
導
き
出
し
た
。
評
者
が
考
え
る
に
は
、「
奇
」
は
「
欹
」

す
な
わ
ち
「
傾
き
」
に
通
じ
、「
平
正
」
の
義
の
「
正
」
と
対
立
す

る
。
し
か
し
董
其
昌
は
、
平
正
を
斥
け
、「
奇
」
に
よ
っ
て
い
わ
ば

「
真
正
性
」
を
担
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も

評
者
の
所
感
に
す
ぎ
な
い
が
、「
形
」
は
一
般
に
平
正
、
す
な
わ
ち

傾
き
の
な
い
状
態
へ
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
─
─
換
言
す
れ
ば
、
人

が
「
形
」
を
意
識
し
た
と
き
、
そ
れ
を
平
正
に
整
え
よ
う
す
る
本
能

的
な
働
き
が
発
動
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て

「
形
」
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
「
奇
」
は
得
ら
れ
ず
、
真
正
性
を
損
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
董
其
昌
の
理
論
の
要
点
な
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
平
正
は
安
定
、
ひ
い
て
は
固
定
に
向

か
う
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
「
郭
煕
が
混
成

し
た
形
象
を
目
指
し
、
固
定
し
た
形
象
を
作
り
出
す
こ
と
を
避
け

た
」（
一
〇
八
頁
）
こ
と
と
も
、
董
其
昌
の
「
奇
」
の
考
え
方
は
つ
な

が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
三
部
は
第
七
章
「
思
想
と
図
像
」
単
独
で
構
成
さ
れ
、
図
像
学

と
存
在
論
を
組
み
合
わ
せ
る
点
が
ユ
ニ
ー
ク
で
、
本
書
の
中
で
も
異

彩
を
放
つ
章
と
な
っ
て
い
る
。
死
後
の
「
無
形
」
の
世
界
を
図
像
に

よ
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
難
題
が
い
か
に
処
理
さ
れ
た
か
、
漢
代
の

画
像
か
ら
多
く
の
例
を
挙
げ
て
追
究
す
る
と
と
も
に
、
同
時
代
の
文

献
に
見
え
る
思
想
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
論
じ
て
お
り
、
本
書
全
体

に
お
け
る
位
置
づ
け
と
し
て
は
、「
形
」
を
「
無
形
」
の
側
か
ら
検

証
す
る
パ
ー
ト
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
四
部
（
第
八
章
、
第
九
章
）
で
は
、「
風
景
の
問
題
」
が
二
章
に

わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
、
本
書
の
な
か
で
も
特
に
多
く
の
文
学
文
献
を

引
用
し
、
文
学
研
究
と
し
て
見
て
も
優
れ
た
論
考
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
ま
ず
説
き
あ
か
さ
れ
る
の
は
、
山
水
詩
は
『
文
選
』
の

分
類
に
お
い
て
も
「
行
旅
詩
」
で
あ
り
、「
身
体
性
」
を
前
提
に
し

て
い
る
こ
と
、
山
水
画
も
ま
た
「
行
旅
図
」
と
し
て
「
身
体
性
」
を

求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
郭
煕
の
所
謂
「
居
る
べ
き
山

水
」
と
は
、
形
象
で
は
な
く
「
身
体
性
」
を
前
提
と
し
た
風
景
を
描

こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
か
く
し
て
、
本
書
で
最
も
多

く
議
論
さ
れ
る
「
形
」
と
は
別
に
、「
景
」
が
問
題
と
し
て
は
っ
き

り
と
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
評
者
が
新
鮮
に
感
じ
た
の
は
、

山
水
画
中
に
し
ば
し
ば
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
、
絵
画
に

「
身
体
性
」
を
賦
与
す
る
た
め
、
つ
ま
り
「
行
旅
図
」
で
あ
る
こ
と

を
明
示
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ

る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
評
者
が
こ
の
こ
と
か
ら
得
た
疑
問
は
、「
行

旅
詩
」
や
「
行
旅
図
」
に
お
い
て
「
行
旅
」
す
る
主
体
は
誰
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
は
「
作
者
で
あ
る
」
と
答
え
、
あ
る
人

は
「
読
者
で
あ
る
」
と
答
え
、
ま
た
あ
る
人
は
「
誰
で
も
な
い
」、

「
問
い
そ
の
も
の
が
無
意
味
だ
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問

い
は
、
藝
術
と
い
う
営
み
の
主
体
は
何
か
（
誰
か
）
と
い
う
問
題
に

ま
で
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
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触
れ
た
い
。

　

風
景
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
、
そ
の
液
化
と
浸
透
と
い
う
現
象
が

議
論
さ
れ
る
。
蘇
軾
の
詩
に
お
い
て
、「
か
ぜ
」
と
「
ひ
か
り
」
は

液
体
と
捉
え
ら
れ
、
詩
人
の
内
部
に
し
み
こ
ん
で
く
る
存
在
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
風
景
の
液
化
」
と
言
わ
れ
る
と
に
わ

か
に
は
了
解
し
か
ね
る
が
、
す
で
に
見
た
「
気
」
の
流
体
と
し
て
の

性
質
を
思
い
起
こ
す
と
よ
い
。「
気
」
が
石
な
ど
の
物
に
し
み
こ
む

と
捉
え
ら
れ
る
の
と
同
様
、
風
と
光
が
詩
人
の
心
肝
に
入
り
こ
ん
で

く
る
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
評
者
は
こ
れ
を
、
詩
人
が
藝
術
に
お

け
る
主
体
性
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
外
界
の
「
気
」
を
い
っ
た
ん
自

己
の
身
体
に
よ
っ
て
引
き
受
け
る
手
法
と
考
え
て
い
る
。
い
わ
ば

「
浩
然
の
気
を
養
」
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
言
っ
た
の
で

は
哲
学
文
献
で
あ
り
、
詩
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
蘇
軾
は
、
風
景
詩

の
文
脈
を
借
り
て
、
風
と
光
を
吸
い
こ
む
こ
と
に
よ
り
詩
人
の
器
量

を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
哲
学
の
「
気
」
を

文
学
の
「
風
景
」
に
仕
立
て
直
す
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

「
景
」
か
ら
評
者
が
さ
ら
に
連
想
し
た
の
は
「
色
彩
」
で
あ
る
。

著
者
も
「
結
論
」
の
末
尾
に
、
な
お
残
る
喫
緊
の
問
題
と
し
て

「
色
」
を
挙
げ
て
い
る
。
光
に
照
ら
さ
れ
た
世
界
は
色
彩
を
持
つ
は

ず
だ
し
、
色
彩
の
再
現
は
絵
画
に
期
待
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
中
国
絵
画
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
、
白
黒
の
モ

ノ
ト
ー
ン
の
世
界
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。
著
色
山
水
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
も
あ
っ
た
し
、「
画
の
六
法
」
の
一
と
し
て
「
随
類
賦

彩
」
が
言
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
画
の
色
彩
が
深
く
議

論
さ
れ
た
形
跡
は
見
出
し
が
た
く
、
張
彦
遠
に
至
っ
て
は
意
識
的
に

避
け
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
色
彩
を
持
た
な
い
書
と
の
同
源

関
係
を
張
彦
遠
が
強
調
し
た
た
め
に
、
著
色
に
頼
る
こ
と
が
一
段
低

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
董
其
昌
が
そ

う
し
た
よ
う
に
、
文
人
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
す
る
う
え
で
、

よ
り
専
門
的
な
技
法
と
い
え
る
著
色
を
排
除
し
た
と
い
う
事
情
も
考

え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
本
書
で
も
多
く
論
及
さ
れ
て
い
る
詩
は
、
色

彩
豊
か
な
世
界
で
あ
る
と
多
く
の
人
が
認
め
る
だ
ろ
う
。
陸
機
「
文

賦
」
に
「
詩
は
情
に
縁
り
て
綺
靡
た
り
」
と
い
い
、
唐
・
楼
穎
の

「
国
秀
集
序
」
に
は
こ
れ
を
引
い
て
「
彩
色
相
ひ
宣
べ
、
烟
霞
交
ご
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も
映
え
、
風
流
婉
麗
た
る
の
謂
な
り
」
と
釈
し
て
い
る
。
本
書
に
も

引
か
れ
る
杜
甫
の
「
絶
句
」
に
「
江
碧
く
し
て
鳥
愈
い
よ
白
く
、
山

青
く
し
て
花
燃
え
ん
と
欲
す
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
鮮
や
か
な
色
彩

の
対
比
を
も
っ
て
山
水
を
描
い
た
詩
と
い
え
る
。
山
水
を
描
く
の
に

色
彩
を
用
い
る
こ
と
は
、
詩
で
は
決
し
て
避
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
色
彩
を
用
い
る
と
は
い
っ
て
も
、

詩
の
色
彩
は
観
念
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
一
点
に

特
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
い
か
な
る
明
度
・
彩
度
の
紅
色
も
、

「
紅
」
と
さ
え
言
え
ば
済
む
の
で
あ
る
。
一
方
水
墨
画
は
、
明
度
の

表
現
に
は
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
色
相
を
特
定
す
る
必

要
の
な
い
彩
度
ゼ
ロ
の
世
界
で
あ
る
。
詩
に
せ
よ
水
墨
画
に
せ
よ
、

色
彩
の
表
現
に
関
し
て
制
限
が
あ
り
、
鑑
賞
者
に
一
定
の
想
像
を
強

い
る
点
が
共
通
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
色
彩
の
問
題
は
、
第
二
部
第
四
章
「
快
の
問
題
」
と

つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
同
章
で
は
ま
ず
、「
感
性
的

快
」
と
「
精
神
的
快
」
を
想
定
し
て
、
後
者
を
前
者
の
上
位
に
置
く

「
通
常
の
観
念
」
を
確
認
す
る
と
と
も
に
（
一
一
八
頁
）、
藝
術
作
品

が
「
理
解
」
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
二

四
頁
）。
色
彩
が
「
感
性
的
快
」
を
容
易
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
十
全
に
表
現
し
た
絵
画
は
下
位
に
置
か
れ
、
観

る
者
に
想
像
を
強
い
「
理
解
」
を
要
求
す
る
水
墨
画
こ
そ
上
位
に
置

か
れ
た
と
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
明
度
の
表
現
に
さ
え
消

極
的
な
書
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
分
、
色
彩
の
問
題
に
は
特
に
興
味

を
持
っ
て
い
る
の
で
、
今
後
の
研
究
の
進
展
を
期
待
し
て
未
熟
な
考

え
を
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
冒
頭
に
「
形
」「
景
」「
神
」
の
三
概
念
を
掲
げ
、
こ
こ
ま

で
本
書
の
内
容
に
沿
っ
て
「
形
」
と
「
景
」
に
つ
い
て
短
見
を
書
き

つ
ら
ね
て
き
た
が
、「
神
」
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

実
の
と
こ
ろ
本
書
に
は
「
神
」
を
正
面
か
ら
論
じ
た
様
子
が
な
い
。

本
書
評
を
振
り
返
っ
て
も
分
か
る
と
お
り
、「
形
」
の
次
に
頻
出
す

る
重
要
な
タ
ー
ム
は
「
気
」
で
あ
り
、「
結
論
」
に
も
「
中
国
の
藝

術
理
論
は
、「
形
」
と
い
う
思
想
と
気
の
思
想
と
い
う
二
つ
の
思
想

の
分
裂
と
融
合
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
書
の
結
論
で
あ
る
」

（
二
八
三
頁
）
と
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
形
」「
景
」「
神
」

な
ど
で
は
な
く
、「
形
」
と
「
気
」
を
冒
頭
に
掲
げ
る
の
が
適
切
で
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書　
　
　

評

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
評
者
は
、
平
素
「
気
」
を
真
剣

に
考
え
て
こ
な
か
っ
た
書
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
で
、
無
意

識
の
う
ち
に
「
気
」
を
「
神
」
に
置
き
換
え
て
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
書
の
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
藝
術
が

「
形
」
以
外
に
表
現
し
伝
達
し
う
る
も
の
と
し
て
「
精
神
性
」
を
想

定
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
「
神
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
評
者
は
考

え
る
。
本
書
に
お
い
て
そ
れ
が
ほ
ぼ
「
気
」
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の

は
、
絵
画
の
表
現
の
対
象
の
う
ち
、
人
物
は
明
ら
か
に
「
神
」
を
持

つ
が
、
山
水
は
「
神
」
を
持
た
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら

を
包
括
す
る
た
め
に
は
「
対
象
の
気
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
事
情

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
か
り
に
、
本
書
に
言
う
「
対
象
の
気
」「
作
者
の
気
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
「
対
象
の
神
」「
作
者
の
神
」
と
言
い
換
え
て
み
よ
う
。

山
水
画
に
つ
い
て
「
対
象
の
神
」
に
疑
問
符
が
つ
い
て
し
ま
う
の
は

上
述
の
と
お
り
だ
が
、「
神
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
新
し
く

「
鑑
賞
者
の
神
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
宗
炳
「
画
山

水
序
」
に
「
神
を
暢
ば
す
」
と
い
う
そ
の
「
神
」
が
ま
さ
に
そ
れ
で

あ
る
。「
行
旅
詩
」
や
「
行
旅
図
」
に
お
い
て
「
行
旅
」
す
る
主
体

は
誰
か
、
と
い
う
問
い
を
さ
き
に
立
て
た
が
、
こ
の
「
主
体
」
と
い

う
こ
と
と
「
神
」
と
い
う
こ
と
は
類
似
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
山

水
画
に
お
い
て
は
、
作
者
な
い
し
鑑
賞
者
が
主
体
と
な
っ
て
「
臥

遊
」
し
「
神
を
暢
ば
す
」、
一
方
人
物
画
に
お
い
て
は
「
対
象
の

神
」
な
い
し
「
作
者
の
神
」
が
主
体
と
な
る
、
と
ま
と
め
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、「
神
」
を
取
り
あ
げ
る
際
に
そ
の
多
義
性
が

問
題
に
な
る
こ
と
は
評
者
も
了
解
し
て
い
る
。「
対
象
の
神
」
は

「
気
」
に
近
く
、「
作
者
の
神
」
は
、『
文
心
雕
龍
』
神
思
篇
に
言
う

よ
う
な
人
間
の
創
造
的
な
は
た
ら
き
に
近
く
、
ま
た
「
鑑
賞
者
の

神
」
は
「
精
神
」
に
近
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

「
神
」
か
ら
は
も
う
一
つ
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
「
意
」

も
連
想
さ
れ
た
。
第
六
章
で
は
、
北
宋
に
「
個
性
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
「
作
者
」
の
問
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
作
者
」
の
問
題
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
藝
術
の
主
体
の
問
題
で

も
あ
り
、
例
え
ば
蘇
軾
は
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
詩
に
お
け
る
作

者
の
主
体
性
を
拡
張
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
し
ば
し
ば
「
意
」
に

つ
い
て
発
言
し
、
そ
こ
に
作
者
性
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

な
お
か
つ
米
芾
は
、
山
水
画
に
つ
い
て
も
「
生
意
」
を
見
出
し
て
お
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り
、
本
書
の
内
容
を
踏
ま
え
て
議
論
を
展
開
す
べ
き
大
き
な
余
地
が

広
が
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。

　

最
後
に
少
し
だ
け
不
満
を
記
す
と
す
れ
ば
、
引
用
に
際
し
て
基
づ

い
た
版
本
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
参
考
文
献
一
覧
が
な
い
こ
と
、

索
引
が
簡
略
に
過
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
六
八
頁
と
一
七
九
頁

に
は
同
じ
く
董
其
昌
の
「
万
巻
の
書
を
読
み
万
里
の
路
を
行
く
」
の

一
節
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
「
画
旨
」
を
、
後
者
は
『
画
禅

室
随
筆
』
巻
二
を
出
典
と
し
、
文
字
の
異
同
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
出
典
は
統
一
す
べ
き
だ
ろ
う
し
、
版
本
に
対
す
る
判
断
を
ど
こ

か
で
示
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
考
文
献
一
覧
に
つ
い
て
は
、

も
し
も
あ
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
有
用
か
、
と
い
う
願
望
に
す
ぎ
な
い
。
著

者
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
は
、「
中
国
芸
術
研
究
関
連
書
籍
目
録
」
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
ペ
ー
ジ
移
転
に
と
も
な
い

工
事
中
と
の
こ
と
で
あ
る
。
索
引
に
つ
い
て
は
、
で
き
れ
ば
事
項
索

引
を
も
っ
と
充
実
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
の
因

は
評
者
自
身
の
不
勉
強
に
帰
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
本
書
評
の
執
筆

に
は
か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
要
し
た
。
他
の
読
者
に
と
っ
て
も
、

通
読
し
咀
嚼
す
る
こ
と
は
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
よ
り
詳

細
な
索
引
を
望
む
所
以
で
あ
る
。

　

中
国
思
想
史
や
中
国
美
術
史
そ
れ
ぞ
れ
に
長
い
学
術
伝
統
が
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
書
が
対
象
と
す
る
中
国
藝
術
理
論

史
の
研
究
は
、
遺
憾
な
が
ら
い
ま
だ
緖
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

本
書
が
号
砲
を
鳴
ら
し
、
こ
の
研
究
ジ
ャ
ン
ル
に
多
く
の
研
究
者
が

参
与
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
は
こ

の
重
厚
な
研
究
書
の
出
版
を
心
か
ら
慶
賀
し
た
い
。

�

（
創
文
社
、
二
〇
一
五
年
二
月
、
三
〇
八
頁
）

〔
附
記
〕『
創
文
』
第
二
一
号
に
、
三
浦
秀
一
氏
に
よ
る
書
評
「
気
と
形

の
か
た
ち
を
描
く
─
宇
佐
美
文
理
『
中
国
藝
術
理
論
史
研
究
』
─
」
が
掲

載
さ
れ
た
。
本
書
評
の
内
容
に
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
思

想
史
研
究
の
視
野
か
ら
本
書
の
意
義
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
に
附
記
し
て
お
く
。


