
㌦

中
島
敦
「
山
月
記
」
論

吉

村

　

久

夫

「
欠
け
る
所
」
　
に
つ
い
て
の
考
察

二
　
は
じ
め
に

「
山
月
記
」
　
の
中
で
、
虎
と
な
っ
た
李
徴
か
ら
詩
の
伝
録
を
依
頼
さ
れ
、
叢
中
よ
り
朗

々
と
響
く
凡
そ
三
十
篇
の
詩
を
部
下
に
書
き
と
ら
せ
た
旧
友
の
衷
惨
は
、
一
読
し
て
作
者

の
非
凡
を
思
わ
せ
る
詩
の
数
々
に
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
よ
う
に
感
じ
る
。
「
成

程
、
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

億
で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け

る
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
。
こ
の
「
欠
け
る
所
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
そ

の
答
え
が
「
山
日
記
」
に
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
李
徴
の
詩
が
衰
修
に
よ
．
っ
て
絶
讃
と
い

っ
て
も
い
い
は
ど
の
評
価
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
中
に
何
ら
か
の
欠
陥
を
含
む
よ
う

な
感
じ
ら
れ
方
を
す
る
不
明
瞭
な
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
多
く
の
議
論
を
呼
ぶ
こ

と
に
な
っ
た
。

こ
の
間
題
は
、
鷺
只
雄
氏
や
門
倉
正
二
氏
が
諸
説
の
ま
と
め
を
行
っ
た
（
注
1
）
後
も
、

多
数
の
「
山
月
記
」
研
究
者
が
避
け
て
通
れ
ぬ
問
題
と
し
て
言
及
し
な
が
ら
、
今
に
至
る

ま
で
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
「
欠
け
る
所
」
が
極
め
て
曖
昧
な
提
出
の
さ
れ

方
を
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
も
、
末
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
欠
け
る
所
」
と
は
何
か
の
問
題
が
容
易
に
決
着
を
見
な
い
原
因
が
、
各
論
者
が
李
徴

と
衰
修
を
作
品
の
設
定
ど
お
り
別
人
格
と
見
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
私
は
、
衰
修

を
も
う
一
人
の
李
徴
と
捉
え
、
「
山
月
記
」
　
と
い
う
作
品
を
李
徴
の
語
り
を
中
心
と
し
た

モ
ノ
ロ
ー
グ
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
間
題
の
解
決
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
諸
説
の
中

に
は
、
作
品
の
中
に
「
欠
け
る
所
」
　
の
答
え
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、

本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
謎
か
け
の
よ
う
に
し
な
が
ら
中
島
は
そ
の
答

え
を
ど
こ
か
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
作
品
内
に
答
え
を
兄
い
出
し
得
な

い
と
す
れ
ば
、
中
島
は
答
え
の
な
い
闘
い
を
創
り
出
し
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
作
品
の
完

成
度
は
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
私
は
、
「
欠
け
る
所
」
　
の
答
え
は
作
品
内

に
し
っ
か
り
と
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
定
の
も
と
に
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
そ
の
追

究
を
行
い
、
同
時
に
曖
昧
さ
の
原
因
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
間
題
の
解
明
が
作
品
理

解
の
根
幹
に
ふ
れ
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
「
欠
け
る
所
」
　
に
つ
い
て
ゐ
諸
説
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
私
見

「
欠
け
る
所
」
　
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
も
の
意
見
が
出
さ

れ
、
議
論
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
意
見
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
私
見
を
加

え
て
み
た
い
。
鷺
只
雄
氏
が
従
来
の
諸
説
を
要
領
よ
く
整
理
し
て
い
て
（
注
2
）
有
効
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
鷺
氏
自
身
の
説
を
加
え
た
五
点
を
採
り
上
げ
る
。

①
議
論
の
起
こ
り
と
な
っ
た
教
科
書
の
設
問
に
、
指
導
書
類
が
与
え
た
「
人
間
性
の

欠
如
」
、
あ
る
い
は
　
「
愛
の
欠
如
」
　
と
い
う
答
え
。

②
関
良
一
氏
は
こ
れ
を
批
判
し
‥
「
作
品
に
書
い
て
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な

い
」
、
「
書
い
て
な
い
こ
と
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
」
、
「
強

い
て
言
え
ば
、
詩
に
投
入
す
る
、
詩
人
に
な
り
切
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
欠
け

て
い
る
点
」
　
と
述
べ
て
い
る
（
注
3
）
。

三
五
頁



③
そ
れ
に
対
し
木
村
一
信
氏
は
、
「
書
い
て
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
」
　
と
言

っ
て
し
ま
う
よ
り
、
衷
修
が
、
ど
こ
と
指
示
は
で
き
な
く
と
も
李
徴
の
↓
詩
」
　
に

「
欠
け
る
所
」
　
を
感
じ
と
っ
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中

島
は
、
自
己
の
文
学
に
お
け
る
何
ら
か
の
　
「
乏
し
さ
」
　
そ
の
も
の
の
存
在
を
語
り

た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
文
学
に
は
　
「
欠
け
る
所
」
　
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
の
　
「
狼
疾
記
」
　
以
来
の
不
充
足
の
思
い
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
。

「
欠
け
る
所
」
　
に
つ
い
て
の
詮
索
よ
り
、
人
間
存
在
へ
の
　
「
懐
疑
」
　
と
い
っ
た
テ

ー
マ
に
も
連
な
る
と
こ
ろ
の
、
中
島
の
自
ら
　
「
執
着
」
す
る
文
学
へ
の
あ
く
な
き

（
自
己
批
評
）
　
の
一
つ
の
在
り
様
を
み
る
視
点
を
、
「
山
月
記
」
　
理
解
に
つ
け
加

え
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。
1
－
1
－
と
反
論
す
る
（
注
4
）
。

④
ま
た
、
勝
又
浩
氏
は
、
そ
れ
を
「
貧
窮
に
堪
へ
ず
、
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
遂
に

節
を
屈
し
て
」
　
働
き
に
出
た
　
「
気
の
弱
さ
、
信
念
の
弱
さ
」
　
で
あ
る
と
し
、
「
本

当
は
詩
の
鬼
」
　
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
（
注
5
）
。

⑤
さ
ら
に
、
鷺
只
雄
氏
は
、
以
上
の
代
表
的
な
諸
説
を
い
ず
れ
も
問
題
を
含
む
と
し

て
退
け
、
次
の
よ
う
な
自
説
を
提
示
し
た
。
李
徴
の
詩
を
聞
い
た
哀
傷
の
感
嘆
は

絶
讃
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
れ
程
の
非
凡
の
才
能
を
も
っ
た
詩
人
が
ど
う
し
て
有
名

に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

対
し
て
作
品
は
何
も
答
え
て
は
い
な
い
。
こ
こ
に
作
者
に
と
っ
て
ぬ
き
さ
し
な
ら

な
い
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
矛
盾
の
同
時
存
在
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
同
時
存
在

を
ど
う
解
決
す
る
か
、
辻
榛
を
い
か
に
合
わ
せ
る
か
と
い
う
難
問
が
作
者
に
課
せ

ら
れ
た
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
提
出
さ
れ
た
の
が
　
「
欠
け

る
所
」
　
だ
っ
た
。
「
欠
け
る
所
」
　
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な

く
、
こ
れ
は
読
者
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
作
者
も
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
－
　
と
い
う
の
が
氏
の
意
見
で
あ
薫

以
上
五
点
に
加
え
、
門
倉
正
二
氏
が
そ
の
他
の
諸
氏
か
ら
出
さ
れ
た
解
釈
と
し
て
自
説

を
含
め
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
る
（
注
6
）
中
か
ら
、
右
の
五
説
と
異
な
る
と
思
わ
れ
る
三

つ
の
意
見
を
採
り
上
げ
た
い
。

⑥
李
徴
詩
に
お
け
る
欠
如
と
は
詩
魂
の
欠
如
で
あ
る
。
詩
魂
こ
そ
詩
人
の
条
件
で
あ

三
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り
、
人
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
」
　
は
詩
の
絶
対

条
件
と
は
い
え
な
い
。
（
伊
藤
雅
子
氏
）

⑦
対
世
間
的
な
名
声
に
拘
泥
す
る
こ
と
が
本
当
の
文
学
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
理
由

で
は
な
い
か
。
（
神
谷
忠
孝
氏
）

⑧
芸
術
家
に
と
っ
て
必
須
の
条
件
で
あ
る
「
刻
苦
」
　
の
不
足
や
、
才
能
を
　
「
専
一
に

磨
く
」
　
こ
と
の
怠
り
が
作
品
に
反
映
し
た
も
の
。
李
徴
に
と
っ
て
そ
の
性
情
の
否

定
と
い
う
努
力
（
刻
苦
）
　
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
詩
が
普
遍
性
を
獲
得
す

る
　
（
一
流
に
な
る
）
　
た
め
に
は
、
そ
の
素
質
が
い
か
に
す
ぐ
れ
て
い
て
も
生
の
ま

ま
の
表
出
で
よ
い
は
ず
が
な
い
。
芸
術
作
品
が
自
己
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
も
必

ず
ど
こ
か
に
自
己
否
定
の
契
機
が
ひ
そ
ん
で
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
個
性
と

か
自
我
と
か
が
絶
対
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
唐
代
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
に
徹

底
的
な
自
己
否
定
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
衰
修
に
微
妙
な
欠
如
感
と

し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
（
門
倉
氏
）

以
上
の
八
説
に
つ
い
て
、
こ
れ
よ
り
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

①
に
つ
い
て
は
、
文
学
と
倫
理
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
問
題
点
、
つ
ま
り
、
人
間
性
が

立
派
で
あ
る
こ
と
が
詩
人
た
る
絶
対
的
条
件
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
作
品
冒
頭
に

「
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
遂
に
節
を
屈
し
て
、
云
々
」
　
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
李
徴
に
　
「
人
間
性
」
　
や
　
「
愛
」
が
欠
如
し
て
い
た
と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
思

わ
れ
、
鷺
氏
同
様
否
定
し
た
い
。

②
の
　
「
作
品
に
書
い
て
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
」
　
と
い
う
見
解
は
、
作
品
そ
の

も
の
に
即
し
た
次
元
で
の
正
し
さ
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
部
分
の
非
常
に
暖
味
な

含
み
の
あ
る
表
現
の
仕
方
に
は
、
恐
ら
く
作
者
の
強
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
り
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
読
者
が
看
過
で
き
ず
に
議
論
を
行
っ
て
き
た
の
だ
と
い

う
思
い
か
ら
、
こ
の
作
品
や
作
者
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
は
そ
う
簡
単
に
は
投
げ
出

す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
開
氏
が
、
「
強
い
て
言
え
ば
」
　
と
留
保

を
つ
け
た
上
で
　
「
詩
に
没
入
す
る
、
詩
人
に
な
り
切
る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
欠
け
て
い

る
点
」
　
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
鷺
氏
が
言
う
よ
う
に
、
で
は
全
身
全
霊
を
う

ち
こ
め
ば
一
流
の
作
品
と
な
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
、
賛
成
で
き

一

が
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な
い
。③

に
つ
い
て
は
、
木
村
氏
は
、
作
者
が
こ
こ
に
お
い
て
自
己
の
文
学
に
お
け
る
何
ら
か

の
　
「
乏
し
さ
」
　
そ
の
も
の
の
存
在
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「
欠
け
る
所
」
　
に
つ

い
て
の
詮
索
は
重
要
で
は
な
く
、
作
者
の
自
ら
「
執
着
」
す
る
文
学
へ
の
あ
く
な
き
（
自

己
批
評
）
　
の
一
つ
の
在
り
様
を
み
る
べ
き
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
点
に
対
し
、
私
は
、

「
欠
け
る
所
」
が
中
島
の
文
学
全
般
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
考
え
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ

の
詮
索
が
重
要
で
な
い
と
は
考
え
な
い
。
ま
た
、
鷺
氏
が
言
う
よ
う
に
、
作
品
は
そ
れ
自

身
で
完
結
し
た
独
自
の
秩
序
と
論
理
と
構
造
を
も
っ
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、

こ
の
作
品
の
中
に
お
い
て
そ
の
　
「
詮
索
」
　
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
た

だ
、
「
欠
け
る
所
」
　
の
真
に
意
味
す
る
も
の
を
解
明
す
る
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
作
者
の

全
作
品
及
び
作
者
の
生
涯
等
を
も
見
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
点
に
お
い
て

は
、
作
品
か
ら
出
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
鷺
氏
の
意
見
に
反
対
で
あ
る
。

④
に
つ
い
て
は
、
②
の
関
氏
の
　
「
強
い
て
一
言
え
ば
」
以
下
と
同
様
、
李
徴
が
強
気
に
な

り
信
念
を
も
ち
鬼
に
な
れ
ば
そ
れ
は
保
証
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
と
の
鷺
氏

の
反
対
意
見
に
同
調
す
る
。

⑤
に
つ
い
て
。
衰
修
の
李
徴
の
詩
に
対
す
る
評
価
は
　
「
絶
讃
」
　
で
あ
り
、
「
欠
け
る

所
」
　
の
あ
り
か
は
詩
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
鷺
氏
の
意
見
と
私
は
同
じ
考
え
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
作
者
は
非
凡
の
才
能
が
世
に
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
矛
盾
を
解
消

し
、
辻
複
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
　
「
欠
け
る
所
」
　
を
用
意
し
た
、
そ
れ
は
、
そ
の
矛
盾
の
解

消
が
難
問
で
あ
っ
た
た
め
苦
心
し
た
末
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
、
「
何
処

か
」
、
「
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
」
、
「
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
　
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た

表
現
が
生
ま
れ
た
の
だ
、
つ
ま
り
、
「
欠
け
る
所
」
　
は
、
非
凡
の
才
能
を
も
っ
た
詩
人
が

ど
う
し
て
有
名
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
作
者
が
苦
心
の

末
用
い
た
表
現
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
実
体
な
ど
な
い
、
と
す
る
主
張
に
は
与
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
中
島
は
中
身
の
な
い
も
の
、
答
え

の
な
い
問
い
を
作
品
に
作
り
出
し
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
完
成
度
を
著
し

く
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
そ
れ
は
否
定
し
た
い
。
ま
た
、
非
凡
の
才
能
が
世
に
認
め

ら
れ
な
い
の
は
矛
盾
だ
と
い
う
が
、
そ
の
才
能
の
世
の
中
へ
の
問
い
方
、
世
の
中
の
受
け

入
れ
態
勢
、
時
流
、
そ
の
才
能
を
世
に
送
り
込
も
う
と
す
る
協
力
者
等
々
の
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
が
整
っ
て
初
め
て
　
「
世
に
出
る
」
　
の
で
あ
っ
て
、
非
凡
の
才
が
埋
も
れ
た
ま
ま
一
生

を
終
え
る
こ
と
は
間
々
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
欠
け
る
所
」
　
は
実
体
の
な
い
表
現
上
の
テ

ク
ニ
ッ
ク
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
作
者
中
島
が
衰
修
に
語
ら
せ
た
李
徴
の
中
の
何
ら
か

の
欠
損
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
漠
然
と
し
た
表
現
に
な
っ
た
理
由
は
、
「
欠
け
る

所
」
　
の
あ
り
か
が
詩
そ
の
も
の
の
中
に
な
い
こ
と
の
他
に
、
あ
る
事
情
が
関
係
し
て
い
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。
後
述
し
た
い
。

⑥
に
関
し
て
は
二
つ
の
点
で
疑
問
を
持
つ
。
ま
ず
、
詩
魂
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
点

に
つ
い
て
。
「
詩
魂
」
　
と
は
、
詩
を
作
り
た
く
な
る
気
持
ち
や
詩
に
対
す
る
情
熱
と
い
う

意
味
を
表
す
と
思
う
が
、
「
人
と
交
を
絶
っ
て
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
」
　
り
、
「
詩
家
と
し

て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
李
徴
に
、
そ
う
い
う
気
持
ち
や
情
熱
が
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
弱
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
詩
魂
」
　
が
、
関
氏
や

勝
又
氏
が
い
う
よ
う
な
　
「
詩
人
に
な
り
き
る
」
、
「
詩
の
鬼
に
な
る
」
　
と
い
う
意
味
を
持

つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
は
、

李
徴
の
詩
が
感
動
を
与
え
得
て
い
な
い
た
め
に
詩
の
条
件
が
整
わ
ず
、
作
品
と
し
て
成
り

立
っ
て
い
な
い
か
の
如
く
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
、
鷺
氏
が
い
う
よ
う
に
衰
修
は
李
徴
の

詩
を
絶
讃
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
絶
讃
に
は
　
「
感
動
」
　
も
含
め
ら
れ
、
作
品
そ
の

も
の
に
欠
陥
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
仮
に
李
徴
の
詩
が
氏
の
い
う
よ
う

に
詩
と
し
て
の
絶
対
条
件
を
欠
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
欠
損
点
は
明
確
な
は
ず
で
あ

り
、
衰
修
は
　
「
漠
然
と
」
　
し
た
感
じ
方
な
ど
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑦
の
説
は
、
「
欠
け
る
所
」
　
の
因
を
対
世
間
的
な
名
声
へ
の
拘
泥
に
求
め
る
も
の
で
あ

る
。
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
、
「
己
の
詩
集
が
長
安
風
流
人

士
の
机
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
様
を
夢
に
見
る
」
　
な
ど
に
込
め
ら
れ
た
李
徴
の
思
い
に
は
、

確
か
に
対
世
間
的
な
名
声
へ
の
拘
泥
、
名
誉
欲
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
李
徴
に
と
っ
て
自
分
の
生
き
た
証
、
自
己
の
存
在
証
明
と
も
い
う
べ

き
詩
が
世
間
に
評
価
さ
れ
後
世
に
残
っ
て
い
く
こ
と
へ
の
願
望
は
、
正
当
か
つ
自
然
な
も

の
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
李
徴
の
場
合
の
そ
れ
が
果
た
し
て
　
「
拘
泥
」
　
と
い
え
る
の
か

疑
問
で
あ
る
。
彼
の
中
の
そ
の
よ
う
な
願
望
、
夢
が
、
「
欠
け
る
所
」
　
を
生
み
出
し
た
と
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は
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。

⑧
に
つ
い
て
。
李
徴
の
述
懐
に
あ
る
よ
う
に
、
己
れ
の
性
情
を
正
し
く
制
御
し
た
り
才

能
を
専
一
に
磨
い
た
り
す
る
た
め
の
努
力
を
怠
っ
た
こ
と
が
詩
に
反
映
し
、
そ
れ
を
衰
修

が
微
妙
な
欠
如
感
と
し
て
感
じ
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
李
徴
の
自
己
批
判
の

内
容
　
（
自
分
で
述
べ
る
彼
の
生
き
ざ
ま
）
　
が
そ
の
言
葉
ど
お
り
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
し
、

そ
の
こ
と
が
李
徴
の
詩
に
反
映
し
て
い
る
と
も
思
わ
な
い
。
繰
り
返
す
が
、
私
は
　
「
欠
け

る
所
」
　
は
李
徴
の
作
品
自
体
に
は
な
い
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
説
を
支
持
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
氏
の
、
「
芸
術
作
品
に
は
徹
底
的
な
自
己
否
定
が
必
要
」
と
の
主
張
に
つ
い
て

は
、
む
し
ろ
、
李
徴
は
そ
の
要
素
を
色
沸
く
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

以
上
、
「
欠
け
る
所
」
　
に
つ
い
て
の
諸
説
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
反
論
と

私
自
身
の
考
え
の
方
向
性
を
示
し
た
。
鷺
氏
や
門
倉
氏
に
よ
っ
て
諸
説
が
ま
と
め
ら
れ
た

後
も
、
各
氏
が
「
山
月
記
」
研
究
の
中
で
こ
の
間
題
に
触
れ
、
こ
こ
で
採
り
あ
げ
た
も
の

と
同
様
の
考
え
や
独
自
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る
が
（
注
7
）
、
正
面
切
っ
て
論
じ
て
い
る

も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
こ
の
難
問
を
避
け
て
通
ろ
う
と
し
て
い
る
瀬
の
よ
う
な
印

象
を
受
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
論
じ
ら
れ
よ
う
は
、
何
れ
も
が
明
解
な
根
拠
に
基

か
ぬ
、
説
得
力
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
欠
け
る
所
」
　
を
詩

そ
の
も
の
に
求
め
る
意
見
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詩
が
絶
讃
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾
に

言
及
せ
ず
、
李
徴
に
求
め
る
意
見
に
つ
い
て
は
、
衰
像
が
「
詩
」
　
に
感
じ
た
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
の
整
合
性
を
問
う
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
李
徴
と
衰
修
を

別
人
格
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
考
停
止
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
状
況
と
い
っ
て
も
い

い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
「
欠
け
る
所
」
　
を
撫
る
に
あ
た
っ
て
次
に
行
い
た
い
の
は
、
「
山
月
記
」
　
と
そ

の
典
拠
で
あ
る
　
「
人
虎
伝
」
　
と
の
比
較
で
あ
る
。
中
島
は
、
「
人
虎
伝
」
　
に
材
を
得
て
新

た
な
る
文
学
創
造
を
成
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
自
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
生
か
す
た
め
に
　
「
人

虎
伝
」
か
ら
の
か
な
り
の
改
変
を
行
っ
て
い
る
。
原
典
の
何
を
消
し
去
り
何
を
加
え
た
の
、

か
。
そ
の
こ
と
は
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
　
「
李
徴
の
轟
に
欠
け
る
所
の
探
究
」
　
に
深

く
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
改
変
の
あ
り
よ
う
を
詳
し
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
島
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の
意
図
を
く
み
取
り
、
論
考
に
役
立
て
て
い
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
に
お
い
て
は
濱
川
勝

彦
氏
と
木
村
一
信
氏
の
論
考
（
注
8
）
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

三
、
「
人
虎
伝
」
　
か
ら
の
主
な
変
更
点
と
そ
の
考
察

「
山
日
記
」
　
の
骨
組
み
は
膚
の
李
景
亮
の
撰
し
た
　
「
人
虎
伝
」
　
か
ら
得
て
い
て
、
中
島

が
依
拠
し
た
の
は
　
「
唐
代
叢
書
」
　
（
「
唐
人
説
菅
」
）
　
系
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

「
人
虎
伝
」
に
は
東
修
が
李
徴
の
詩
に
　
「
欠
け
る
所
」
を
感
ず
る
箇
所
は
な
く
、
そ
の
他

に
も
い
く
つ
か
の
　
「
山
日
記
」
　
と
の
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
主
な
変
更
点
を
挙
げ
る

と
、
一
点
目
は
李
徴
の
性
格
と
周
辺
の
人
物
の
変
更
。
二
点
目
は
李
徴
に
詩
人
と
し
て
の

執
念
を
与
え
た
亡
と
。
三
点
目
は
李
徴
の
心
理
描
写
の
詳
細
化
。
四
点
目
は
変
身
の
原
因
。

五
点
目
は
衰
修
へ
の
依
頼
の
順
序
変
更
。
そ
し
て
、
六
点
目
は
後
日
談
の
削
除
で
あ
る
。

以
上
の
変
更
点
の
中
で
、
二
点
目
と
四
点
目
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
詩
人
を

志
す
人
物
設
定
を
な
し
た
こ
と
、
自
己
の
内
な
る
性
情
を
　
「
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
」
　
こ
と
に

よ
っ
て
変
身
の
原
因
と
し
た
こ
と
の
二
点
は
、
原
典
と
の
比
較
に
お
い
て
明
瞭
と
な
る
と

こ
ろ
の
作
品
造
型
の
モ
チ
ー
フ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
の
主
題
は
こ
塑
一
点
を

重
要
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
島
が
李
徴
像
に
自
分
自
身
を
重

ね
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
彼
は
　
「
人
虎
伝
」
　
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
変
を
加
え
る
こ
と
′
を
通

じ
て
よ
り
深
い
自
己
探
求
と
自
己
の
文
学
の
創
造
を
行
い
、
そ
れ
が
　
「
山
月
記
」
　
と
な
っ

て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
李
徴
の
詩
に
　
「
欠
け
る
所
」
　
を
附
加
し
た
こ
と
は
、
そ
の
自
己

探
求
と
文
学
創
造
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
必
然
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
欠
け
る

所
」
　
の
探
究
は
、
中
島
の
そ
の
営
み
の
中
で
彼
が
最
も
思
い
を
込
め
た
で
あ
ろ
う
右
の
二

箇
所
の
改
変
点
を
中
心
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
そ
の
二
点
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
二
点
目
を
詳
し
く
見
る
た
め
に
　
「
山
月
記
」
に
お
け
る
主
人
公
の
状
況
設
定
を

み
て
み
た
い
。
作
品
の
冒
頭
部
分
、
第
一
段
落
に
は
、
主
人
公
李
徴
の
境
遇
と
そ
の
中
で

の
苦
悶
、
そ
れ
と
同
時
に
李
徴
が
虎
に
変
身
す
る
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
語
ら
れ
て

い
る
。
わ
ず
か
十
数
行
の
こ
の
部
分
に
は
、
虎
と
化
す
以
前
の
李
徴
の
人
生
の
あ
ら
ま
し
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が
凝
縮
さ
れ
、
後
に
李
徴
が
旧
友
衰
修
に
述
懐
す
る
変
身
の
原
因
と
深
く
関
わ
っ
て
い
て
、

重
要
な
意
味
を
持
つ
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
序
章
に
は
、
見
逃
す

こ
と
の
で
き
な
い
作
品
の
背
景
も
し
く
は
根
底
を
成
す
部
分
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

李
徴
は
、
「
博
学
才
穎
」
、
「
若
く
し
て
名
を
虎
棟
に
連
ね
」
　
る
俊
才
で
あ
り
、
「
性
、

狛
介
、
自
ら
悼
む
所
頗
る
厚
く
、
購
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
」
い
人
物
で
あ
る
。

李
徴
の
こ
の
人
物
設
定
は
　
「
人
虎
伝
」
　
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
だ
が
、
「
人
虎
伝
」
　
に
あ

る
「
才
を
悼
ん
で
傭
倣
」
と
い
う
部
分
の
　
「
才
」
に
、
中
島
は
素
材
に
は
な
い
詩
人
と
し

て
の
才
能
を
附
加
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
」
と

す
る
李
徴
像
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
中
島
は
原
典
の
「
徴
、
少
く
し
て
博
学
、
善
く

文
を
属
す
」
　
に
自
分
を
重
ね
、
文
学
を
志
す
己
れ
の
姿
を
投
影
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
詩
人
た
ら
ん
と
す
る
悲
痛
な
ま
で
の
願
い
に
、
自
分
自
身
の
自

己
実
現
へ
の
願
望
、
あ
る
い
は
夢
と
い
っ
た
も
の
を
強
く
込
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
造
型
は
、
中
島
に
と
っ
て
は
必
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
学
に
特

別
な
才
能
を
与
え
ら
れ
た
李
徴
に
よ
る
、
己
れ
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
文
学
に

お
け
る
成
功
と
い
う
自
己
実
現
へ
の
道
に
は
、
大
き
な
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
た
の
で
あ

る
。
妻
子
あ
る
彼
に
は
、
文
学
に
お
け
る
成
功
と
実
生
活
の
遂
行
と
い
う
課
題
が
与
え
ら

れ
る
の
だ
が
、
自
尊
心
の
た
め
に
「
購
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
」
し
な
い
彼
は
、
現
実

生
活
と
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
ず
、
職
を
辞
し
詩
作
に
専
念
し
て
も
「
文
名
は
容
易
に
揚

が
ら
」
　
な
い
の
で
あ
る
。
「
人
虎
伝
」
　
に
は
、
「
博
学
、
善
く
文
を
属
す
」
　
と
い
う

「
才
」
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
才
能
に
よ
っ
て
自
己
実
現
を
図
る
た
め
に
現
実
と
衝
突

を
お
こ
す
こ
と
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
李
徴
を
待
ち
受
け
て
い
た
も
の
は
「
絶
望
」
　
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
に

与
え
ら
れ
た
二
つ
の
課
題
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
挫
折
感
が
原
因
で
あ
る
。

っ
ま
り
、
官
吏
と
し
て
の
挫
折
と
詩
人
と
し
て
の
挫
折
で
あ
る
。
「
購
更
に
甘
ん
ず
る
を

潔
し
と
」
し
な
い
た
め
に
官
吏
が
勤
め
ら
れ
な
か
っ
た
李
徴
は
、
一
般
生
活
者
と
し
て
の

挫
折
感
を
味
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
官
吏
を
辞
し
専
ら
詩
人
を
志
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
文
名
は
容
易
に
揚
が
ら
ず
、
生
活
は
日
を
逐
う
て
苦
し
く
な
」
　
っ
た
た
め
、
「
遂
に
節

を
屈
し
」
た
彼
が
味
わ
っ
た
挫
折
感
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
は
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
、
「
ふ
た
た
び
一
地
方
官
吏
の
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
な
」
り
、
「
昔
、
鈍
物
と
し

て
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
連
中
の
下
命
を
拝
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
李
徴
の
自
尊
心
は
、
以
前
に
も
ま
し
て
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
は

「
快
々
と
し
て
楽
し
ま
ず
、
狂
惇
の
性
は
愈
々
抑
え
難
く
な
」
る
の
だ
が
、
こ
の
「
狂
惇

の
性
」
に
は
彼
の
詩
人
と
し
て
の
挫
折
感
が
深
く
根
を
下
ろ
し
、
ま
た
、
現
実
生
活
に
お

い
て
の
み
な
ら
ず
自
ら
悼
み
と
す
る
と
こ
ろ
の
詩
の
道
に
お
い
て
も
、
己
れ
の
拠
っ
て
立

っ
と
こ
ろ
、
自
己
の
存
在
を
意
義
づ
け
る
べ
き
場
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
絶
望
感
が
含
ま
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

李
徴
が
虎
と
化
す
ま
で
の
助
走
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
の
第
一
段
落
に
は
、
以
上
の

よ
う
な
状
況
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
状
況
の
設
定
は
、
「
人
虎
伝
」

の
そ
れ
と
比
べ
強
烈
な
真
実
性
を
持
っ
て
い
て
、
李
徴
が
虎
に
変
身
す
る
と
い
う
荒
唐
無

稽
な
怪
異
辞
を
読
者
が
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
た
め
の
必
然
性
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し

得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
家
と
し
て
名
を
成
そ
う
と
し
た
男
が
、
そ
の
思

い
を
一
向
に
遂
げ
ら
れ
ず
、
妻
子
の
た
め
に
節
を
屈
し
て
再
び
購
吏
と
な
り
、
鈍
物
の
下

命
を
拝
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
非
常
な
る
自
信
家
で
あ
っ
て
片
意
地
で
他
人
と
同
調

し
な
い
性
格
の
彼
の
自
尊
心
は
耐
え
難
い
ほ
ど
に
傷
つ
け
ら
れ
、
そ
の
生
活
を
続
け
る
こ

と
は
苦
痛
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
男
の
生
き
る
道
は
、
自
分
の

夢
に
見
切
り
を
つ
け
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
の
中
に
や
り
が
い
を
求
め
た
り
、
家
族
へ
の
愛

を
第
一
と
し
て
平
凡
な
日
常
の
生
活
に
歓
び
を
兄
い
だ
し
た
り
、
あ
る
い
は
現
実
の
厳
し

さ
を
知
っ
て
妥
協
し
て
生
き
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
詩
作
に

打
ち
込
み
、
そ
の
作
品
が
世
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
自
己
実
現
す
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
唯
一
の
生
き
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
彼
の
心
は
「
狂
惇
」
　
へ
向

か
い
、
そ
し
て
、
第
二
段
落
以
降
で
語
ら
れ
る
「
人
間
性
喪
失
」
す
な
わ
ち
「
虎
へ
の
変

身
」
　
へ
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
中
島
に
よ
る
こ
の
作
品
造
型
に
人
間
的
真
実
を

見
、
怪
真
諺
世
界
を
突
き
抜
け
て
心
を
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
男
に
作
者

中
島
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
の
真
実
味
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
四
点
目
の
李
徴
に
語
ら
せ
る
変
身
の
原
因
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
右
に
見
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た
よ
う
な
状
況
設
定
を
背
景
と
し
て
李
徴
の
述
懐
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、

「
発
狂
」
　
そ
し
て
　
「
虎
へ
の
変
貌
」
　
の
因
を
何
に
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
李
徴
が

「
ど
う
し
て
今
の
身
と
な
る
に
至
っ
た
か
」
　
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
は
作
品
中
三
箇
所
あ

る
。
第
l
一
は
、
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「
自
分
は
初
め
眼
を
信
じ
な
か
っ
た
。
次
に
、
之
は

夢
に
違
い
な
い
と
考
え
た
。
（
中
略
）
　
ど
う
し
て
も
夢
で
な
い
と
悟
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
時
、
自
分
は
呆
然
と
し
た
。
そ
う
し
て
慣
れ
た
。
全
く
、
ど
ん
な
事
で
も
起
こ
り
得
る

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

ぬ
。
全
く
何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き

も
の
の
か
だ
秒
だ
」
。
第
二
は
、
右
の
「
人
虎
伝
」
か
ら
の
変
更
点
の
四
点
目
の
所
で
引

用
し
た
場
面
で
あ
る
。
第
三
は
、
「
本
当
は
、
先
ず
、
此
の
事
の
方
を
先
に
お
願
い
す
べ

き
だ
っ
た
の
だ
、
己
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、

己
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
い
る
様
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
堕
す
の

だ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
三
箇
所
の
そ
れ
ぞ
れ
に
検
討
を
加
え
、
ど
こ
に
李
徴
の

本
音
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
中
島
の
真
意
が
い
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
探

り
た
い
。

第
一
の
述
懐
に
つ
い
て
。
こ
の
部
分
は
原
典
に
は
な
く
中
島
自
身
の
創
意
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
間
題
が
彼
に
と
っ
て
た
だ
な
ら
ぬ
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

他
の
い
く
つ
か
の
作
品
の
中
に
同
様
の
問
題
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
引
用
し
た
李
徴
の
述
懐
に
は
、
人
間
存
在
の
不
確
か
さ
に
対
す

る
懐
疑
や
慣
れ
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
　
の
　
「
証
明
の
変
化
と
共
に

舞
台
の
感
じ
が
ま
る
で
一
変
す
る
よ
う
に
、
世
界
は
、
ほ
ん
の
ス
イ
ッ
チ
の
一
ひ
ね
り
で
、

そ
う
い
う
幸
福
な
（
？
）
世
界
と
も
な
り
得
る
し
、
又
同
じ
一
ひ
ね
り
で
、
荒
冷
た
る
救

い
の
な
い
も
の
と
も
な
る
。
」
　
と
い
う
一
節
、
あ
る
い
は
、
「
狼
疾
記
」
　
の
　
「
彼
の
周
囲

の
も
の
は
気
を
付
け
て
見
れ
ば
見
る
程
、
不
確
か
な
存
在
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
今
あ
る
如
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
何
処
に
あ
る
か
？
」
、
「
彼
は
何
時
も
、

会
体
の
知
れ
な
い
不
快
と
不
安
と
を
以
て
、
人
間
の
自
由
意
志
の
働
き
得
る
範
囲
の
狭
さ

（
或
い
は
無
さ
）
　
を
思
わ
な
い
訳
に
い
か
な
い
」
等
の
表
現
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

作
者
中
島
の
問
題
意
識
か
ら
し
て
、
李
徴
に
自
己
の
変
身
の
原
因
と
し
て
ま
ず
こ
の
点
を
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脳
裏
に
浮
か
べ
さ
せ
た
こ
と
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
李
徴
の
懐
疑
や
慣
れ
は
、
「
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ

た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
い
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の

の
き
だ
妙
だ
」
と
い
う
諦
念
に
変
わ
っ
て
い
く
。
李
徴
は
、
自
分
の
身
に
起
こ
っ
た
虎
へ

の
変
身
と
い
う
恐
る
べ
き
事
実
を
訳
が
分
か
ら
な
い
な
が
ら
も
、
き
だ
か
と
し
て
受
け
入

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
島
が
、
一
人
の
詩
人
に
人
間
で
な
く
な
る
　
（
人
間
性
の
完

全
な
る
喪
失
）
と
い
う
絶
対
に
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
を
与
え
、
極
限
的
状
況
を
創

り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
男
の
人
生
を
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
李
徴
は
そ
の
絶
対
的
条
件
の
中
で
恐
怖
に
お
の

の
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
凝
視
し
、
生
き
方
や
自
分
自
身
に
つ

い
て
の
激
し
い
総
括
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
第
二
の
述
懐
で
あ
る
。
李
徴
は
、
「
何
故
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、

先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
依
れ
ば
、
思
い
当
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も

な
い
」
と
、
確
信
は
な
く
と
も
そ
の
因
を
自
分
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
己

れ
の
生
き
方
を
振
り
返
る
中
で
、
そ
の
因
に
相
当
す
る
も
の
が
自
分
の
内
部
に
あ
っ
た
の

で
は
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
辛
い
心
情
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
特
に
素
材

か
ら
か
け
離
れ
て
い
て
、
中
島
の
意
図
が
強
く
込
め
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

李
徴
は
、
「
思
い
当
る
こ
と
」
　
と
し
て
自
分
の
　
「
性
情
」
を
挙
げ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
性

情
は
　
「
臆
病
な
自
尊
心
」
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
　
と
二
通
り
の
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
。
「
努
め
て
人
と
の
交
わ
り
を
避
け
」
、
詩
人
を
志
し
な
が
ら
も
　
「
進
ん
で
師
に
就
い

た
り
」
　
し
な
か
っ
た
こ
と
、
「
俗
物
の
間
に
伍
す
る
こ
と
も
潔
し
と
し
な
か
っ
た
」
　
こ
と
、

「
共
に
」
　
こ
の
　
「
性
情
」
　
の
所
為
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
　
「
臆
病
な
自
尊
心
」
　
を

「
飼
い
か
と
か
せ
か
」
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
が
「
猛
獣
」
で
あ

っ
た
と
悔
や
む
の
で
あ
る
。
こ
の
　
「
憶
病
な
自
尊
心
」
　
と
　
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
　
と
は
同
義

で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
注
9
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
中
島
は
、
「
臆
病
」
　
と
　
「
自

尊
心
」
、
「
尊
大
」
　
と
　
「
羞
恥
心
」
　
と
い
う
対
立
す
る
語
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
李

徴
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
た
自
我
を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
徴
は
、
「
他
者
」
　
の
視
線

に
身
を
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
内
面
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
。
人
々
の
己
れ
に
対
す
る
　
「
侭

が



倣
だ
、
尊
大
だ
と
い
」
　
う
視
線
を
前
に
し
て
、
「
傷
つ
き
易
い
内
心
」
　
を
持
つ
彼
は
、

「
誰
も
理
解
し
て
呉
れ
な
」
　
い
苦
し
み
を
抱
え
る
の
で
あ
る
。
自
意
識
過
剰
ゆ
え
の
傷
つ

き
や
す
さ
を
持
ち
、
己
れ
を
肯
定
す
る
強
さ
を
持
た
な
い
彼
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
自

我
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
状
態
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と

に
前
述
し
た
二
つ
の
挫
折
と
い
う
要
因
が
深
く
関
わ
り
、
事
態
を
よ
り
深
刻
化
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
「
憤
閏
と
懲
患
」
　
の
日
々
を
送
る
中
で
、
彼
は
詩
人
と
し
て
の
自
己
に
絶
望
し
、

自
分
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
失
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
絶
望
感
が
拡
大
す
る
に
し
た
が

っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
自
我
も
肥
大
し
て
い
き
、
「
性
情
」
　
を
　
「
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
」

こ
と
が
ま
す
ま
す
進
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
尊
心
」
、
「
羞
恥
心
」
　
と
い
う
性
情
そ

の
も
の
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
彼
の
他
者
へ
の
関
わ
り
方
に
よ
っ
て
自
我
が
バ
ラ
ン
ス
を

失
い
、
そ
の
結
果
、
「
憶
病
な
自
尊
心
」
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
　
と
い
う
厄
介
な
性
情
が
生

ま
れ
て
、
そ
れ
を
拡
大
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
不
幸
の
因
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
三
の
述
懐
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
に
原
典
と
の
比
較
で
見
た
よ
う
に
、

「
人
虎
伝
」
が
詩
の
伝
録
を
依
頼
す
る
前
に
妻
子
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

「
山
月
記
」
　
で
は
、
詩
の
伝
線
を
終
え
た
後
は
じ
め
て
妻
子
の
こ
と
を
口
に
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
自
分
の
　
「
非
人
間
性
」
を
李
徴
は
「
自
嘲
的
な
調
子
」
　
で
批
判
す
る
の

で
あ
る
。
中
島
が
原
典
の
順
序
を
変
更
し
た
理
由
は
、
李
徴
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
　
「
己
の

乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
」
　
い
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
り
、
衰
修
に
詩
の
伝
録

を
依
頼
す
る
時
の
、
「
作
の
巧
拙
は
知
ら
ず
、
と
に
か
く
、
産
を
破
り
心
を
狂
わ
せ
て
ま

で
自
分
が
生
涯
そ
れ
に
執
着
し
た
所
の
も
の
を
、
一
部
な
り
と
も
後
代
へ
伝
え
な
い
で
は
、

死
ん
で
も
死
に
切
れ
な
い
の
だ
」
　
と
い
う
彼
の
執
念
の
形
象
化
の
た
め
の
操
作
と
思
わ
れ

る
。
李
徴
の
詩
に
対
す
る
執
着
は
、
人
間
と
し
て
詩
人
と
し
て
の
自
己
が
滅
び
る
こ
と
へ

の
恐
れ
ゆ
え
に
よ
り
い
っ
そ
う
強
い
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
飢
え
凍

え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
い
る
様
な

男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
堕
す
の
だ
」
　
と
李
徴
は
い
う
が
、
彼
は
「
非
人
間
性
」
　
の

持
ち
主
な
ど
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
「
貧
窮
に
堪
え
ず
、
妻
子
の

衣
食
の
た
め
に
遂
に
節
を
屈
し
」
た
よ
う
な
男
で
あ
っ
て
、
己
れ
の
詩
業
の
こ
と
の
み
考

え
そ
れ
に
没
頭
し
き
る
生
き
方
な
ど
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
述
懐
は
、

自
意
識
過
剰
ゆ
え
の
自
嘲
癖
、
反
省
癖
を
持
ち
、
詩
に
激
し
く
執
着
し
な
が
ら
も
一
途
に

没
頭
し
き
れ
な
か
っ
た
李
徴
の
性
格
を
示
す
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
三
箇
所
の
述
懐
の
意
味
を
改
め
て
考
え
る
と
、
第
一
の
箇
所
に
お
い
て
、
虎
と

化
す
（
詩
人
と
し
て
人
間
と
し
て
の
自
分
が
な
く
な
る
）
と
い
う
苛
酷
な
運
命
が
絶
対
的

な
条
件
と
し
て
主
人
公
李
徴
に
与
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
る
彼
の
人
生

や
内
面
に
つ
い
て
の
自
己
反
省
を
自
嘲
的
に
語
っ
た
の
が
第
二
、
第
三
の
箇
所
で
あ
る
と

い
え
る
。
ま
た
、
改
変
点
の
二
点
目
と
重
な
り
合
う
の
も
こ
の
二
つ
の
箇
所
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
作
者
の
最
も
述
べ
た
か
ケ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私

は
、
「
欠
け
る
所
」
は
李
徴
の
中
に
あ
る
と
い
う
仮
説
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、
も

し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
答
え
は
第
二
、
第
三
の
箇
所
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
そ
の
検
証
を
行
い
、
さ
ら
に
、
答
え
そ
の
も
の
を
見
つ
け
出
し
て

い
き
た
い
。
そ
し
て
、
曖
昧
さ
の
原
因
も
つ
き
と
め
た
い
と
思
う
。

四
、
「
欠
け
る
所
」
　
と
は
何
か

私
は
、
こ
の
謎
を
解
く
カ
ギ
は
二
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
李
徴
伊
静
町
中
に
あ
り
卦
像

が
感
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
欠
け
る
所
」
の
在
り
か
と
そ
れ
を
感
じ
る
主
体
と
を
突
き
崩

し
、
真
の
在
り
か
と
主
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

最
初
に
、
「
欠
け
る
所
」
　
の
在
り
か
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
衰
修
に
「
欠
け
る

所
」
を
感
じ
さ
せ
た
李
徴
の
詩
は
、
一
方
で
、
衰
像
を
し
て
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、

一
読
し
て
作
者
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
」
と
「
感
嘆
」
さ
せ
、
「
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
多
く
の
論
者
は
、
「
格

調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
」
と
作
品
の
出
来
が
表
現
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
軽
視
し
て
、
「
し
か
し
、
こ
の
億
で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に

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

部
分
の
み
に
執
着
し
、
そ
の
矛
盾
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
詩
そ
の
も
の
の
欠
陥
を
認
め

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
衷
修
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
李
徴
の
詩
の
評
価
に
は
、

明
ら
か
な
矛
盾
が
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
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作
者
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
」
と
い
う
「
感
嘆
」
は
感
動
を
も
含
む
絶
青
と
い
え
る
の
で
あ

り
、
し
か
も
、
そ
の
思
い
に
は
「
欠
け
る
所
」
　
の
感
じ
ら
れ
方
の
曖
昧
さ
が
微
塵
も
な
い
。

我
々
読
者
は
、
李
徴
の
詩
が
そ
の
よ
う
な
出
来
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
作
品
そ

の
も
の
の
「
欠
け
る
所
」
を
「
山
月
記
」
の
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
「
欠
け

る
所
」
が
詩
そ
の
も
の
に
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
作
者
で
あ
る
李
徴
に
そ
れ
を
求

め
ざ
る
を
得
な
い
。
中
島
は
、
そ
の
李
徴
に
、
第
二
、
第
三
の
述
懐
で
己
れ
の
性
情
や
生

き
方
考
え
方
の
中
に
あ
る
問
題
点
に
つ
い
て
執
拗
か
つ
詳
細
に
語
ら
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
、

明
示
さ
れ
な
い
　
「
欠
け
る
所
」
が
否
定
的
に
述
べ
ら
れ
る
李
徴
の
性
情
や
生
き
方
考
え
方

の
中
に
あ
る
の
だ
と
い
う
中
島
の
意
図
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

「
欠
け
る
所
」
　
の
真
の
在
り
か
は
李
徴
と
い
う
人
間
な
の
で
あ
っ
て
、
李
徴
自
身
の
中
に

あ
る
も
の
を
作
品
中
に
存
在
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
曖
昧
さ
の
一
因
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

次
に
、
「
欠
け
る
所
」
　
を
感
じ
る
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
中
島
は
、
表
惨
に
　
「
欠
け
る

所
」
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
表
修
が
李
徴
の
性
情
や
生
き
方
考
え
方
に
欠
陥
を
見

出
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
作
品
の
流
れ
は
こ
こ
ま
で
に
な
い
。
か
つ
て
の
交
際
の
中
で
、

「
性
、
狽
介
、
自
ら
悼
む
所
頗
る
厚
く
」
、
「
峻
腑
」
　
で
「
友
人
の
少
」
　
い
、
「
自
嘲
癖
」

の
あ
る
李
徴
の
性
格
は
知
っ
て
い
て
も
、
李
徴
に
対
す
る
友
情
に
あ
ふ
れ
る
衰
惨
が
、
そ

れ
で
も
っ
て
微
妙
だ
が
致
命
的
な
欠
陥
を
李
徴
に
見
出
す
（
感
じ
る
）
　
こ
と
に
は
無
理
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
欠
け
る
所
」
　
を
感
じ
る
主
体
が
他
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
東
修
と

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
曖
昧
さ
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
い
っ

た
い
、

真
の
主
体
は
何
な
の
か
。
私
は
、
そ
れ
は
李
徴
自
身
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
は
、

「
山
月
記
」
が
李
徴
の
語
り
を
中
心
と
し
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
考
え
ら
れ
る
（
江
川
）
こ
と
で

あ
る
。
「
山
月
記
」
　
の
衰
惨
は
、
陰
影
を
欠
い
た
極
め
て
自
立
性
の
乏
し
い
存
在
で
あ
る
。

中
島
は
、
「
人
虎
伝
」
　
に
お
け
る
衰
修
の
人
物
描
写
や
会
話
を
極
力
削
り
、
李
徴
と
別
れ

て
か
ら
の
後
日
談
も
ば
っ
さ
り
と
切
っ
て
い
る
。
李
徴
が
完
全
に
虎
と
化
し
、
李
徴
の
中

の
人
間
が
消
え
去
る
と
同
時
に
、
衰
像
も
「
山
月
記
」
　
の
物
語
世
界
か
ら
姿
を
消
す
の
で

あ
る
。
「
人
虎
伝
」
　
と
比
べ
、
李
徴
の
比
重
が
大
き
く
な
る
の
と
反
比
例
し
て
、
嚢
像
の
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人
物
造
型
は
弱
く
な
り
実
在
感
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
衰
修
と
い
う
人
物
は
、
聞
き

手
あ
る
い
は
李
徴
の
述
懐
の
導
き
出
し
役
と
し
て
の
存
在
で
し
か
な
く
、
わ
ず
か
に
友
情

か
ら
李
徴
の
語
り
に
耳
を
傾
け
、
詩
の
伝
線
等
の
依
頼
に
応
じ
、
李
徴
の
詩
お
よ
び
そ
の

才
能
に
つ
い
て
の
感
想
を
抱
く
の
み
で
あ
る
。
李
徴
と
衰
修
の
二
人
は
対
話
の
形
を
と
っ

て
は
い
る
が
、
二
人
が
影
響
を
及
ぼ
し
合
っ
た
り
対
立
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ド
ラ

マ
が
展
開
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
物
語
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
で

あ
る
こ
と
の
証
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
山
月
記
」
は
、
李
徴
に
よ
る
自
己
完
結
性
を
持

っ
た
、
虚
偽
を
含
ま
ぬ
モ
ノ
ロ
ー
グ
（
注
目
）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
表
修

と
い
う
人
物
は
、
主
人
公
の
友
人
で
あ
り
聞
き
手
で
あ
る
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ
な
が

ら
、
内
実
は
主
人
公
の
中
に
存
在
す
る
も
う
一
人
の
自
分
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
「
博
学
才
穎
」
で
「
若
く
し
て
名
を
虎
横
に
連
ね
」
、
「
江
南
尉
に
補
せ

ら
れ
た
」
李
徴
に
条
件
が
整
え
ば
「
監
察
御
史
」
と
い
う
社
会
的
地
位
を
得
る
道
も
あ
り

得
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
妻
子
の
た
め
に
節
を
屈
」
し
、
「
彼
等
の
孤
弱
を
憐
れ
ん
で
、

今
後
と
も
道
塗
に
飢
凍
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
計
ら
っ
て
戴
け
る
な
ら
ば
、
自
分
に
と

っ
て
、
恩
侍
、
之
に
過
ぎ
た
る
は
臭
い
。
」
と
衷
修
と
の
別
れ
の
前
に
切
望
す
る
李
徴
に
、

嚢
傍
の
持
つ
優
し
さ
、
人
間
味
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
衷
修
が
、
「
超
自
然
の
怪

異
を
、
実
に
素
直
に
受
容
れ
て
、
少
し
も
怪
も
う
と
し
な
か
っ
た
」
　
の
も
、
「
哀
し
く

聞
」
く
の
も
、
「
涙
を
芝
べ
」
る
の
も
、
も
う
一
人
の
自
分
の
姿
を
見
、
そ
の
語
り
に
耳

を
傾
け
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
李
微
が
語
る
第
二
の
部
分
の
中
の

言
葉
、
「
丁
度
、
人
間
だ
っ
た
頃
、
己
の
傷
つ
き
易
い
内
心
を
静
む
野
際
レ
で
祭
れ
な
か

ツ
か
よ
う
に
」
　
（
傍
点
・
吉
村
）
は
、
衰
像
と
い
う
人
物
が
李
徴
の
中
の
存
在
で
あ
っ
て
、

李
徴
の
外
側
に
理
解
者
、
友
人
な
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以

上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
物
語
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
衰
惨
が
感
じ
た

「
欠
け
る
所
」
は
李
徴
自
身
の
思
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
欠
け
る
所
」
と
い
う
の
は
、
李
徴
が
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
否
定
的
な
側
面
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
他
人
で
卦
か
衰
像
に
そ
れ
を
語
ら

せ
よ
う
と
し
た
場
合
、
李
徴
の
内
面
や
生
き
ざ
ま
の
実
相
は
他
人
に
は
分
か
ら
な
い
の
だ

か
ら
明
示
し
得
な
い
し
、
さ
ら
に
、
李
徴
の
詩
に
接
し
て
の
思
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
欠



け
る
所
」
が
詩
の
中
に
あ
る
体
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、

一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
」
　
と
絶
讃
さ
せ
た
詩
に
欠
陥
を
加

え
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
曖
昧
さ
の
度
合
い
が
い
っ
そ
う
増
し
て
、
「
漠
然
と
」
、
「
ど

こ
か
　
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
）
」
、
「
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
　
と
い
う
、
不
明
瞭
さ

を
畳
み
か
け
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
実
質
的
に
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
こ
の
　
「
山
月
記
」
′
に
お
い
て
、
衰
惨
と

い
う
人
物
が
創
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
物
語
の
主
要
な
テ
ー
マ
が
込
め
ら
れ
る
李
徴
の
語
り
を
衰
修
が
導
き

出
す
働
き
を
す
る
。
次
に
、
「
衰
修
は
、
こ
の
超
自
然
の
怪
異
を
、
実
に
素
直
に
受
容
れ

て
、
少
し
も
怪
も
う
と
し
な
か
っ
た
」
　
と
あ
る
こ
と
で
、
読
者
が
こ
の
怪
異
評
を
受
け
入

れ
る
に
あ
た
っ
て
の
抵
抗
感
の
軽
減
を
図
り
得
る
。
第
三
に
、
衰
修
に
李
徴
と
い
う
人
間

や
そ
の
作
品
へ
の
思
い
を
語
ら
せ
る
　
（
抱
か
せ
る
）
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
李
徴
自
身
の
語
り

の
補
完
が
実
現
で
き
、
さ
ら
に
は
李
徴
像
に
客
観
性
が
付
与
で
き
る
。
特
に
、
こ
の
三
点

目
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
李
徴
は
、
そ
の
述
懐
で
、
自
分
の
才
能
に
対
す
る
自
信

と
自
分
自
身
に
対
す
る
自
信
の
な
さ
、
換
言
す
れ
ば
自
己
愛
と
自
己
嫌
悪
、
自
己
肯
定
と

自
己
否
定
と
い
う
、
自
分
の
心
の
中
の
二
つ
の
対
極
に
あ
る
側
面
を
語
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
　
「
勿
論
、
曾
て
の
郷
党
の
鬼

才
と
い
わ
れ
た
自
分
に
、
自
尊
心
が
無
か
っ
た
と
は
云
わ
な
い
」
　
と
あ
る
の
み
で
、
あ
と

は
す
べ
て
後
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
李
徴
の
語
り
は
、
自
分
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
側
面

が
圧
倒
的
に
多
く
、
肯
定
的
な
側
面
が
充
分
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
、
衰
像
を
通
し
て
李
徴
の
語
り
へ
の
補
填
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
わ
せ

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
、
「
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
」
　
と
い
う
表
現
で
李
徴
の
中
の
自
信
を
、
「
欠
け
る
所
」
、
「
自
嘲
癖
」
　
と
い
う
言

葉
で
李
徴
が
延
々
と
語
る
自
己
の
否
定
的
側
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
端
的
に
示
し
て
い
る
。
結

局
、
こ
の
物
語
は
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
形
を
と
っ
て
い
て
も
、
衰
傍
が
も
う
一
人
の
李
徴

と
し
て
造
型
さ
れ
、
そ
の
実
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
と
い
う
か
ら
く
り
が
仕
組
ま
れ
て
い

て
、
そ
の
こ
と
が
、
「
欠
け
る
所
」
　
と
は
何
か
の
問
題
が
容
易
に
決
着
を
見
な
い
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
欠
け
る
所
」
　
は
李
徴
の
語
り
の
中
、
そ
れ
も
第
二
、
第
三
の
述

懐
に
お
け
る
自
分
自
身
の
否
定
的
な
側
面
の
中
の
客
観
性
の
高
い
点
に
求
め
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
そ
の
答
え
は
、
こ
こ
に
お
い
て
自
ず
と
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
ノ
比
較
的
客
観
的
な

表
現
で
描
か
れ
て
い
る
李
徴
の
姿
や
内
面
と
、
李
徴
自
身
の
告
白
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
表

現
と
の
間
に
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
（
注
°
＝
」
と
で
あ
る
。
李
徴
が
語
る
　
「
刻
苦
を
厭
う
怠
惰

と
が
己
の
凡
て
だ
っ
た
の
だ
」
　
と
い
う
自
責
の
言
葉
は
、
冒
頭
の
叙
述
「
ひ
た
す
ら
詩
作

に
耽
っ
た
」
　
と
違
っ
て
い
る
し
、
意
修
に
頼
む
妻
子
の
生
活
の
事
が
詩
の
伝
録
の
依
頼
よ

り
後
に
な
っ
た
事
に
対
し
て
、
「
本
当
は
、
先
ず
、
此
の
事
の
方
を
先
に
お
願
い
す
べ
き

だ
っ
た
の
だ
、
己
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
。
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、

己
の
乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け
て
い
る
様
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
堕
す
の

だ
」
　
と
自
分
の
非
人
間
性
を
責
め
苛
む
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
よ
う
な
客
観
的
描
写
や
衰

惨
の
李
徴
に
対
す
る
好
意
等
か
ら
は
、
李
徴
に
非
人
間
性
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

の
よ
う
な
自
己
に
対
す
る
実
態
以
上
に
厳
し
い
見
方
は
、
彼
の
持
つ
自
嘲
癖
が
生
み
出
し

た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
詩
人
と
し
て
名
を
成
さ
ん
と
し
な
が
ら
果
た
し
得
な
か
っ
た

非
達
成
感
が
、
彼
に
自
己
を
「
怠
惰
」
と
捉
え
さ
せ
た
た
め
で
あ
り
、
過
去
を
振
り
適
っ

て
激
し
い
自
己
糾
弾
を
行
う
今
に
至
っ
て
も
、
自
分
の
中
に
妻
子
へ
の
愛
を
凌
駕
す
る
詩

へ
の
執
念
が
存
在
す
る
事
実
を
　
「
断
罪
」
　
し
た
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
音
の

よ
う
な
自
嘲
に
よ
る
客
観
的
描
写
と
齢
齢
の
あ
る
部
分
を
除
い
た
彼
の
持
つ
問
題
点
が
、

こ
れ
ま
で
追
究
し
て
き
た
　
「
欠
け
る
所
」
　
の
答
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は
、
憶
病
な
自
尊
心
　
（
尊
大
な
羞
恥
心
）
　
と
い

う
性
情
の
た
め
に
人
と
の
交
わ
り
を
避
け
、
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
す
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、

師
に
就
い
た
り
詩
友
と
切
磋
琢
磨
し
た
り
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
次
第
に
世
と
離
れ
、

人
と
遠
ざ
か
り
、
願
い
も
叶
わ
ぬ
た
め
に
憤
関
と
恵
意
が
生
ま
れ
、
益
々
内
な
る
憶
病
な

自
尊
心
を
飼
い
か
と
か
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
こ
こ
で
の
「
憶
病
な
自
尊
心
（
尊
大
な
羞

恥
心
）
」
　
と
い
う
逆
説
的
な
言
辞
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
た
自
我
を
意

味
し
、
そ
れ
は
、
李
徴
が
生
来
持
っ
て
い
た
自
尊
心
や
羞
恥
心
、
言
い
換
え
れ
ば
自
意
識

四
三
頁



の
強
さ
や
傷
つ
き
や
す
い
織
細
さ
が
社
会
と
の
関
わ
り
（
彼
に
対
す
る
非
難
や
無
関
心
、

才
能
を
認
め
な
い
こ
と
な
ど
）
　
の
中
で
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
な
が
ら
負
の
方
向
に
拡
大
し
て

い
き
、
己
れ
を
肯
定
で
き
な
い
彼
は
、
そ
の
自
我
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
抑
え
き
れ
な
く
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
中
島
は
、
そ
う
い
う
李
徴
の
生
の
あ
り

よ
う
を
彼
自
身
に
語
ら
せ
、
ま
た
も
う
一
人
の
李
徴
で
あ
る
表
像
に
も
　
「
欠
け
る
所
」
　
と

し
て
感
じ
さ
せ
た
。
そ
う
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
李
徴
の
生
の
中
に
あ
っ
た
問
題
点
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
山
月
記
」
　
に
用
意
さ
れ
た
　
「
欠
け
る
所
」
　
の
答
え
に
た
ど
り
着
い
た
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
を
も
う
少
し
深
く
追
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

優
れ
た
才
能
と
詩
人
と
し
て
名
を
成
さ
ん
と
の
夢
を
持
ち
、
家
庭
を
営
む
こ
と
も
含
め

て
通
常
の
社
会
生
活
を
送
ろ
う
と
し
た
李
徴
が
、
ど
う
し
て
自
己
を
破
綻
さ
せ
て
し
ま
っ

た
の
か
。
彼
の
持
つ
才
能
が
、
人
間
と
し
て
の
彼
自
身
と
と
も
に
正
常
に
育
ち
開
花
し
て

い
く
こ
と
を
阻
ん
だ
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
家
族
な
ど
顧
み
ず
に
一
切
を
拗

っ
て
詩
業
に
没
頭
し
き
る
非
情
さ
や
非
人
間
性
な
ど
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
ま
た
、
生
来

の
狽
介
で
峻
嶋
な
性
情
や
、
自
尊
心
や
羞
恥
心
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
述
懐
の
第
二
に
語

ら
れ
る
、
自
己
破
綻
の
過
程
で
見
ら
れ
た
、
彼
の
性
情
の
負
の
方
向
へ
の
拡
大
化
を
な
さ

し
め
た
も
の
は
、
自
信
の
な
さ
に
起
因
す
る
自
己
へ
の
過
度
の
執
着
、
自
意
識
へ
の
囚
わ

れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
己
へ
の
関
心
、
自
己
追
究
は
、
自
分
自
身
の
長
所

短
所
あ
る
い
は
心
の
あ
り
よ
う
を
正
し
く
捉
え
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
分
自
身
と
し
て
受

け
入
れ
て
、
そ
れ
が
自
己
反
省
、
向
上
心
等
を
生
み
出
し
、
前
向
き
な
生
へ
の
意
欲
や
行

動
力
、
さ
ら
な
る
自
信
、
健
全
な
る
自
己
愛
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
自
尊
心
や
羞
恥
心
は
人
間
に
上
っ
て
の
不
可
欠
な
要
素

と
し
て
正
常
に
育
て
ら
れ
、
生
き
る
力
の
推
進
役
と
も
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
李
徴
は
、
自

分
自
身
を
対
象
化
し
て
自
己
を
正
し
く
認
識
し
た
り
受
け
入
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、

「
自
嘲
癖
」
　
が
彼
の
持
病
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
の
負
の
面
を
拡
大
し

て
捉
え
、
執
拗
な
自
己
批
判
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
そ
の
行
為
の
生
ま
れ
る
源
は
自
己

愛
や
自
己
へ
の
関
心
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
健
全
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
真

の
自
己
愛
や
自
尊
心
を
育
ま
ず
、
自
分
を
痛
め
つ
け
誇
り
や
自
信
を
失
わ
せ
、
生
き
る
力
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を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
李
徴
に
は
、
自
分
に
健
全
な
る
関
心
を
持
た
せ
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く

性
情
を
発
育
さ
せ
て
生
き
る
力
や
自
信
を
与
え
、
自
己
実
現
に
向
け
て
の
原
動
力
と
な
る

よ
う
な
真
の
自
己
愛
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
、
自
意
識

へ
の
囚
わ
れ
か
ら
の
解
放
を
阻
み
、
自
分
や
周
り
の
者
を
不
幸
に
至
ら
し
め
た
の
だ
。
真

の
自
己
愛
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
信
や
羞
恥
心
を
持
っ
て
自
分
や
周
り
の
者
を
大
切
に
し
、

夢
に
向
か
っ
て
突
き
進
む
生
き
方
（
行
動
性
の
獲
得
）
　
が
で
き
て
い
れ
ば
、
虎
と
な
る
こ

と
も
な
く
、
彼
の
詩
に
　
「
何
か
」
が
加
わ
っ
て
世
の
人
々
に
よ
る
彼
の
才
能
の
正
し
い
評

価
が
為
さ
れ
、
彼
は
更
に
揺
る
ぎ
な
い
自
尊
心
を
育
て
得
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
山
月
記
」
　
に
は
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
点
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

虎
へ
の
変
身
の
原
因
を
生
き
も
の
の
さ
だ
め
と
考
え
る
宿
命
論
（
存
在
論
）
　
と
、
自
己
の

性
情
を
野
放
し
に
し
た
た
め
だ
と
す
る
因
果
論
と
が
作
品
の
中
に
並
存
す
る
よ
う
に
見
え
、

矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
題
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
原
因
に
関
し
て
は
、
李
徴
に
絶
対
的
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
た
　
「
さ
だ
め
」
と

し
て
決
着
し
、
因
果
論
に
つ
い
て
は
、
真
の
原
因
と
い
う
よ
り
そ
う
考
え
ざ
る
を
得
な
い

ほ
ど
の
李
徴
の
中
の
問
題
点
　
（
「
欠
け
る
所
」
）
　
が
語
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
決
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
変
身
に
必
然
を
見
て
そ
の
客
観
的
な
原

因
を
探
ろ
う
と
す
る
従
来
か
ら
の
議
論
は
不
毛
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
で
も
虎
に

な
り
得
、
因
果
応
報
的
に
そ
の
理
由
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
　
「
人
虎
伝
」
　
の
世
界
と

異
な
り
、
「
近
代
小
説
」
　
で
あ
る
　
「
山
月
記
」
　
に
お
い
て
は
、
虎
へ
の
変
身
を
李
徴
の
語

り
を
導
き
出
す
た
め
の
装
置
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
象
徴
と
捉
え
る
の
が
妥
当
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

李
徴
の
変
身
の
原
因
を
探
る
こ
と
が
研
究
の
中
心
と
な
り
、
「
欠
け
る
所
」
　
と
絡
め
て

そ
の
因
を
李
徴
の
人
間
と
し
て
の
欠
陥
に
求
め
、
彼
を
倫
理
的
に
裁
断
し
よ
う
と
す
る
こ

れ
ま
で
の
傾
向
を
批
判
す
る
声
が
高
い
（
注
I
3
）
。
「
欠
け
る
所
」
　
を
李
徴
の
　
「
問
題
性
」
　
に



見
出
し
た
私
の
見
解
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
彼
を
　
「
裁
断
」
　
し
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
新
た
な
手
法
を
用
い
て
の
　
「
欠
け
る
所
」
　
の
追
究
が
、
極
限
状

況
に
お
け
る
す
さ
ま
じ
い
自
己
凝
視
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
「
人
間
李
徴
の
真

実
」
　
を
導
き
出
し
た
結
果
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
　
「
山
日
記
」
　
研
究
が
、

内
容
中
心
の
主
題
主
義
的
な
読
み
方
か
ら
、
語
り
の
構
造
や
表
現
方
法
と
い
っ
た
　
「
外

枠
」
　
に
注
目
す
る
読
み
へ
と
シ
フ
ト
す
る
中
で
、
「
内
容
」
　
を
読
．
み
取
る
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
た
と
も
い
え
る
こ
の
論
考
は
、
図
ら
ず
も
、
作
品
構
造
の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
か
ら
く
り

を
あ
ば
き
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
　
「
語
り
の
特
質
」
　
に
言
及
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

私
は
、
裏
修
と
い
う
人
物
は
李
徴
と
い
う
主
人
公
に
吸
収
さ
れ
て
そ
の
実
体
を
失
い
、
李

徴
の
語
る
自
己
の
欠
け
た
る
点
と
自
尊
心
と
を
よ
り
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
存
在
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
品
世
界
は
実
質
的
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ

る
と
規
定
し
た
。
だ
が
、
私
の
そ
の
見
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
方

法
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
　
「
欠
け
る
所
」
　
が
矛
盾
を
は
ら
む
形
で
提
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
作
品
の
完
成
度
の
問
題
は
、
た
と
え
　
「
欠
け
る
所
」
　
の
答
え
が

作
品
内
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
解
消
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
山
月
記
」

の
文
学
作
品
と
し
て
の
魅
力
と
価
値
は
ゆ
る
が
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
完
成
度
に

つ
い
て
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
　
「
山
月
記
」
　
の
そ
の

問
題
性
の
因
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
「
欠
け
る
所
」
　
を
テ
ー
マ
と
す
る
中
島
文
学
の
全
貌

を
見
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

注
1
、
鷺
只
雄
『
中
島
激
論
　
－
　
『
狼
疾
』
　
の
方
法
　
－
・
』
　
（
有
精
堂
、
平
成
二
年
五
月
）
、
門
倉
正
二

「
『
山
月
記
』
を
読
む
　
－
　
作
品
と
教
材
論
　
－
　
《
ま
と
め
》
」
　
（
「
言
語
と
文
芸
」
昭
和
六
三
年
九

月）。

注
2
、
注
1
の
鷺
氏
『
中
島
放
論
』
。

注
3
、
「
『
ギ
リ
シ
ャ
的
叙
情
詩
』
　
と
『
山
月
記
』
　
に
つ
い
て
」
　
（
「
言
語
と
文
芸
」
　
昭
和
四
十
年
九
月
）
。

注
4
、
『
中
島
激
論
』
　
（
双
文
社
、
昭
和
六
一
年
二
月
）
。

注
5
、
『
s
p
i
r
〓
中
島
教
』
　
（
有
精
堂
、
昭
和
五
九
年
七
月
）
。

注
6
、
注
1
の
門
倉
氏
「
『
山
日
記
』
を
読
む
」
。

注
7
、
主
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。

松
村
良
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
復
啓
　
－
　
中
島
敦
『
山
日
記
』
　
－
　
」
　
（
「
昭
和
文
学
研
究
」
　
平

成
六
年
二
月
）
、
丹
藤
博
文
　
「
教
材
『
山
月
記
』
　
を
読
み
直
す
」
　
（
「
読
書
科
学
」
　
平
成
十
一
年
十

月
）
、
柳
沢
洛
哉
・
森
田
真
吾
「
『
山
月
記
』
の
修
辞
的
分
析
　
－
　
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞

恥
心
」
の
修
辞
と
そ
の
狙
い
　
ー
　
」
　
（
「
人
文
科
教
育
研
究
」
平
成
十
二
年
八
月
）
は
、
関
氏
と
同
様

に
　
「
書
い
て
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
」
　
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

蓼
沼
正
美
「
『
山
月
記
』
論
　
－
　
自
己
劇
化
と
し
て
の
括
り
　
－
　
」
　
（
「
国
語
国
文
研
究
」
平
成
二

年
十
二
月
）
は
、
季
徴
の
詩
に
「
言
葉
を
語
る
こ
と
へ
の
脆
弱
な
認
識
が
表
現
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
」
　
と
す
る
。

前
田
角
蔵
「
自
我
幻
想
の
裁
き
　
－
　
『
山
月
記
』
論
　
－
　
」
　
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
五
年
十

月
）
　
は
、
李
徴
の
　
「
帝
人
へ
の
内
的
動
機
の
欠
如
」
　
で
あ
っ
た
と
す
る
。

田
中
実
「
（
自
閉
）
　
の
鳴
嘩
　
－
　
『
山
月
記
』
　
－
　
」
　
（
「
日
本
文
学
」
平
成
六
年
五
月
）
　
は
、
李

徴
が
「
嘆
き
の
中
に
身
を
任
せ
」
た
た
め
「
自
己
対
象
化
の
甘
さ
」
が
詩
に
現
れ
て
し
ま
っ
た
と
す

る
。日

置
俊
次
「
中
島
敦
『
山
月
記
』
論
」
　
（
「
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
」
平
成
九
年

三
月
）
は
、
「
不
用
意
」
と
い
う
語
を
用
い
て
季
徴
の
詩
作
態
度
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
「
ロ
に
出
ず

る
ま
ま
に
作
る
」
　
「
酔
う
」
　
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
そ
の
詩
が
力
を
欠
い
た
と
す
る
。

長
谷
川
達
哉
「
『
山
月
記
』
の
言
説
分
析
の
試
み
　
ー
　
人
間
＝
李
徴
が
失
っ
た
も
の
、
虎
／
李
徴

が
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
　
ー
　
」
　
（
「
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
」
平
成
十
三
年
三
月
）
は
、
当
時
詩
人

で
あ
る
た
め
に
は
政
治
的
地
位
が
必
要
と
さ
れ
た
と
し
て
、
エ
リ
ー
ト
の
衰
健
か
ら
見
て
李
徴
は

r
詩
人
た
る
資
格
に
欠
け
て
い
た
」
　
と
す
る
。

注
8
、
溝
川
勝
彦
「
中
島
敦
」
　
（
角
川
書
店
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
』
昭
和
五
七
年
一
月
）
、
木
村
一
倍

「
山
月
記
諭
し
　
（
「
日
本
文
学
」
昭
和
五
十
年
四
月
）
。

注
9
、
柳
沢
治
哉
氏
・
森
田
真
吾
両
氏
は
、
注
7
に
挙
げ
た
論
文
で
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な

羞
恥
心
」
に
は
違
い
が
あ
り
、
そ
の
使
い
分
け
に
は
自
己
の
自
尊
心
を
隠
蔽
し
虎
に
変
身
し
た
原
因

を
対
照
的
な
羞
恥
心
に
す
り
替
え
る
よ
う
と
す
る
李
徴
の
た
く
ら
み
が
表
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

興
味
深
い
分
析
で
あ
る
が
賛
同
で
き
な
い
。

注
1
0
、
田
中
実
氏
は
、
注
7
に
挙
げ
た
論
文
の
中
で
「
山
月
記
」
　
の
構
造
に
実
質
的
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
性
を

見
る
が
、
そ
れ
は
語
り
手
と
衰
像
が
李
徴
の
告
白
の
中
に
吸
収
さ
れ
弱
体
化
し
た
た
め
相
対
化
が
妨

げ
ら
れ
自
立
度
が
弱
め
ら
れ
た
と
す
る
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
衰
像
を
も
う
一
人
の

季
徴
と
し
て
見
、
そ
れ
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
点
を
「
山
月
記
」
の

作
品
と
し
て
の
「
綻
び
」
と
す
る
見
方
も
な
い
。
山
本
欣
司
「
後
悔
の
深
淵
　
－
　
『
山
月
記
』
試

論
　
－
　
」
　
（
「
日
本
文
学
」
　
平
成
十
年
十
二
月
）
　
に
も
　
「
李
徴
の
括
り
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
性
も
ま
た
、

『
山
月
記
』
　
の
構
造
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
」
　
り
、
「
衰
修
に
は
、
舞
台
上
に
陣
取
っ
た
第
一
の
観

客
と
い
う
べ
き
側
面
が
あ
」
　
る
と
の
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
田
中
論
文
同
様
「
山
月
記
」
　
モ
ノ
ロ
ー

グ
論
を
展
開
す
る
も
の
で
は
な
い
。

注
目
、
蓼
沼
正
美
氏
は
、
そ
の
後
の
　
「
山
月
記
し
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
注
7
で

採
り
上
げ
た
論
文
に
お
い
て
、
李
徴
の
誇
り
は
「
劇
的
な
自
分
を
演
出
す
る
た
め
に
、
彼
に
よ
っ
て

仮
構
さ
れ
た
言
葉
」
で
あ
る
と
し
て
そ
の
真
実
性
に
疑
義
を
唱
え
、
李
徴
の
悲
劇
は
「
自
分
が
何
を

語
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
虎
に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
点
に
あ
る
と
主
張

四
五
頁



＿
り

し
た
が
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
李
徴
の
語
り
に
は
確
か
に
悲
し
み
や
悔
恨
の
情
の
激
し
い

ほ
と
ば
し
り
が
見
ら
れ
る
し
、
「
自
嘲
」
　
の
た
め
の
必
要
以
上
の
自
己
裁
断
に
よ
っ
て
実
態
と
の
ズ

レ
を
生
み
出
し
て
も
い
る
が
、
人
間
で
な
く
な
ろ
う
と
す
る
李
徴
の
詩
へ
の
情
熱
や
自
己
の
生
き
方

に
対
す
る
悔
い
の
念
に
は
、
や
は
り
圧
倒
的
な
真
実
性
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
読
者
は
こ
の
作
品
世
界
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私

は
李
徴
の
言
葉
に
「
演
出
」
　
の
企
み
も
「
虚
偽
」
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

注
目
∵
蓼
沼
氏
は
こ
の
ズ
レ
を
、
李
徴
に
よ
る
「
自
己
劇
化
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
、
彼
の
告
白
が

「
自
ら
の
過
去
を
対
象
化
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
正
確
な
自
己
分
析
と
し
て
語
ら
れ
」
　
て
い
な
い
こ

と
の
現
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

注
1
3
、
山
本
欣
司
氏
は
注
1
0
で
挙
げ
た
論
文
で
、
そ
の
よ
う
な
「
従
来
の
『
山
月
記
』
論
が
共
通
し
て

構
造
化
し
て
き
た
の
は
、
李
徴
排
除
の
力
学
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
を
断
ち
切
る
べ
き
と
主
張
し
て

い
る
。

四
六
頁

が


