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」

　
中
島
敦
の
遺
作
「
李
陵
」
（
『
文
学
界
』
昭
和
一
八
年
七
月
）
は
、
全
三
節
か
ら

構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
、
主
人
公
李
陵
は
第
一
節
と
第
三
節
に
登
場
し
、
第
二

節
に
は
全
く
登
場
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
第
二
節
に
登
場
す
る
の
は
、
も
う
一

人
の
主
人
公
と
も
言
う
べ
き
司
馬
遷
で
あ
る
。
そ
し
て
、
李
陵
と
司
馬
遷
は
、
こ

の
物
語
の
中
で
は
殆
ど
直
接
的
な
交
渉
を
持
た
な
い
。
勿
論
、
司
馬
遷
は
、
華
甲

の
敗
軍
を
弁
護
し
、
武
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
て
宮
刑
を
受
け
、
そ
の
人
生
に
決
定
的

な
影
響
を
被
る
の
だ
が
、
李
陵
と
司
馬
遷
は
親
密
な
交
り
を
結
ん
だ
友
入
同
志
で

は
な
く
、
天
漢
二
年
秋
九
月
に
始
ま
る
此
の
物
語
の
中
で
は
、
漠
北
の
李
陵
と
長

安
の
司
馬
遷
が
相
会
う
機
会
は
一
度
も
無
い
。
こ
の
「
李
陵
」
と
い
う
小
説
の
題

は
、
如
何
に
も
主
人
公
の
名
前
を
取
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中

島
自
身
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
死
後
深
田
久
弥
に
よ
っ
て
仮
称
さ
れ
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
為
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
を
司
馬
遷
と
考
え
る

ハ
　
　
り

説
さ
え
も
あ
り
、
こ
の
小
説
の
題
が
此
の
小
説
の
内
容
に
相
応
し
い
も
の
か
ど
う

か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
が
、
こ
う
し
た
複
数
の
主
人
公
を
持
つ
多
極
的
構
造

に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
し
て
、
差
当
っ
て
、
先
ず
、
第
一
節
の
李
陵
と

第
三
節
に
再
登
場
し
て
く
る
李
陵
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
と
言
う

の
も
、
第
二
節
の
長
い
不
在
を
挟
ん
で
、
両
者
の
間
に
は
埋
め
難
い
性
格
上
の
不

統
一
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
李
陵
」
の
第
一
節
は
、
そ
の
殆
ど
が
漠
北
に
於
け
る
李
陵
軍
と
飼
専
管
と
の

戦
闘
場
面
に
費
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
其
処
に
登
場
す
る
李
陵
は
、
正
に
典
型

的
な
武
人
で
あ
る
。
主
観
を
抑
制
し
た
客
観
的
な
戦
闘
叙
述
の
中
で
、
李
陵
の
内

面
が
描
か
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
が
、
然
し
、
幾
つ
か
彼
の
人
間
像
を
浮
か
び
上

ら
せ
る
印
象
的
な
文
章
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
最
初
歩
哨
の
報
告
に

接
し
た
彼
は
、
明
朝
戦
闘
状
態
に
入
る
べ
く
命
令
を
発
し
た
後
、
「
幕
螢
に
入
り
、

雷
の
如
き
寸
秒
を
立
て
・
熟
睡
」
す
る
。
正
に
軍
人
ら
し
い
豪
胆
さ
と
沈
着
さ
を

備
え
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
戦
闘
場
面
で
は
、
有
能
で
果
敢
な
武

将
と
し
て
の
非
凡
さ
が
描
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
彼
の
性
格
は
、
例
え
ば
、
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「
李
陵
は
即
刻
こ
の
地
を
撤
退
し
て
」
「
李
陵
は
軍
吏
に
女
等
を
斬
る
べ
く
カ
ン
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ン
に
命
じ
た
」
「
李
陵
は
直
ぐ
に
附
近
の
葦
に
迎
へ
火
を
放
た
し
め
て
」
（
傍
点
一
論

者
）
と
い
っ
た
、
迷
い
の
な
い
表
現
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
愈
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

々
明
日
は
全
軍
斬
死
と
い
う
晩
に
、
李
陵
は
次
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
。

そ
の
夜
、
李
陵
は
小
袖
短
骨
の
衣
を
即
け
、
誰
も
つ
い
て
薫
る
な
と
禁
じ
て

叢
り
幕
螢
の
外
に
出
た
。
（
中
略
）
中
に
残
っ
た
將
士
は
、
仁
心
の
服
装
か
ら

し
て
、
彼
が
軍
身
敵
陣
を
窺
っ
て
あ
は
よ
く
ば
軍
予
と
刺
違
へ
る
所
存
に
違

ひ
な
い
こ
と
を
察
し
た
。
李
陵
は
中
々
戻
っ
て
來
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
か
な

り
久
し
く
た
っ
て
か
ら
、
音
も
な
く
帷
を
か
・
げ
て
李
陵
が
幕
の
内
に
は
ひ

っ
て
來
た
。
駄
目
だ
。
と
一
言
吐
き
出
す
や
う
に
言
ふ
と
、
曙
鉢
に
腰
を
下

し
た
。
全
軍
斬
死
の
外
、
途
は
無
い
や
う
だ
な
（
後
略
）

此
処
に
描
か
れ
た
李
陵
は
、
五
千
の
兵
の
統
卒
者
と
し
て
は
洵
に
相
応
し
い
、
無

私
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
後
、
李
陵
の
為
を
思
っ
て
降
伏
を
進
言
す
る
部
下
も
あ

っ
た
が
、
彼
は
其
れ
を
用
い
な
い
。
「
陵
一
個
の
こ
と
」
は
捨
て
お
か
れ
、
「
全
軍
」

の
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
第
一
節
の
李
陵
に
対
し
、
第
三
節
に
再
登
場
し
て
き
た
彼
は
、

可
成
趣
を
異
に
し
た
人
物
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
乱
戦
の
中
に
気
絶

し
た
彼
が
単
寧
の
帳
房
で
目
を
醒
ま
し
た
時
、
彼
は
、
自
ら
首
刎
ね
て
死
ぬ
か
、

A
7
暫
く
降
伏
し
乍
ら
も
敗
軍
の
責
を
償
う
に
足
る
手
柄
を
立
て
て
（
単
寧
の
首
を

奪
っ
て
）
脱
走
す
る
か
に
つ
い
て
迷
う
。
彼
は
後
者
を
選
び
、
そ
の
機
会
を
忍
耐

強
く
窺
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
時
、
彼
の
心
の
中
に
は
、
縦
え
単
子
の
首
を
奪
っ
て

も
其
れ
を
持
っ
て
漢
．
へ
脱
走
し
な
け
れ
ば
、
旬
奴
は
其
れ
を
有
耶
無
耶
の
内
に
隠

蔽
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
甲
斐
が
な
い
と
い
う
顧
慮
が
入
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

こ
の
顧
慮
は
、
そ
の
機
会
を
得
な
い
内
に
武
帝
に
よ
っ
て
故
国
の
一
族
を
族
滅
さ

れ
、
　
「
無
理
で
も
、
も
う
少
し
早
く
か
ね
て
の
計
書
（
中
略
）
を
實
行
ず
れ
ば
良

か
っ
た
」
と
い
う
後
悔
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
後
年
、
入
に
知
ら
れ
ざ
る

こ
と
を
憂
え
ず
一
人
運
命
に
抗
し
て
生
き
る
蘇
武
に
出
会
っ
た
時
、
李
陵
に
「
冷

汗
の
出
る
思
ひ
し
を
抱
か
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
悪
意
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
単
干
の
首
を
奪
っ
て
も
其
れ
が
漢
に
聞
こ
え
な
け
れ

ば
云
々
と
い
っ
た
顧
慮
は
、
対
世
聞
的
な
名
誉
心
に
調
わ
れ
た
、
極
め
て
個
人
的

な
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
先
に
見
た
第
一
節
の
李
陵
が

持
っ
て
い
た
「
陵
一
個
の
こ
と
」
を
顧
り
み
な
い
没
我
的
な
無
私
性
と
は
、
相
容

れ
な
い
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
又
、
第
一
節
の
李
陵
は
、
葉
身
に
潜
ん
で
い
た
女
等
を
発
見
し
た

時
、
即
座
に
斬
首
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
の
中
に
は
管
笛
の
妻
も
含
ま
れ
て
い

て
、
彼
は
、
妻
を
殺
さ
れ
た
私
怨
に
よ
っ
て
も
李
陵
軍
を
裏
切
る
わ
け
だ
が
、
こ

れ
は
、
第
三
節
の
李
陵
が
、
故
国
の
妻
子
を
族
滅
さ
れ
武
帝
を
裏
切
る
と
い
う
行

為
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
即
ち
、
第
一
節
の
山
陵
は
、
妻
子
へ
の
恩
愛
な
ど
と

い
っ
た
私
情
は
切
り
捨
て
、
そ
う
い
っ
た
態
度
を
他
に
も
強
請
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
第
三
節
の
李
陵
は
、
専
ら
妻
子
に
対
す
る
愛
情
（
故
の
怨
み
）
に
よ
っ
て

行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
一
節
の
彼
と
第
三
節

の
彼
と
で
は
、
そ
の
性
格
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
表
面
上
の
矛
盾
は
、
勿
論
、
性
格
の
不
統
一
と
い
っ
た
質
の

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
第
一
節
の
李
陵
は
、
何
よ
り
も
先
ず
五

千
の
兵
を
率
い
る
統
率
者
と
し
て
、
詰
り
は
漢
の
将
軍
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

行
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
其
処
で
は
、
彼
一
個
の
存
亡
と
軍
全
体
の
存
亡
と

は
↓
致
し
て
お
り
、
又
、
後
者
の
方
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
没
我
的

な
彼
の
無
私
性
は
、
何
よ
り
も
先
ず
軍
全
体
の
利
益
を
計
り
、
漢
か
ら
与
え
ら
れ

た
使
命
を
第
一
と
し
て
生
き
る
他
律
的
な
行
動
原
理
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
第
三
節
の
彼
は
、
既
に
五
千
の
将
兵
を
失
い
、
統
率
者
と
し
て
の
役
割

を
喪
失
し
て
い
る
。
彼
の
行
動
原
理
は
、
　
「
陵
↓
個
の
こ
と
」
に
限
定
さ
れ
る
筈

で
あ
り
、
そ
う
し
た
彼
が
、
一
武
人
と
し
て
敗
軍
の
責
を
償
う
に
足
る
実
効
あ
る

手
柄
を
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
、
奪
い
取
っ
た
単
干
の
首
を
漢
へ
長
し
、
是
非
と
も

4
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其
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
手
柄
は
事
実
と
は

な
ら
ず
、
軍
功
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
に
造
畢
自
身
が
事
々

取
り
違
え
て
い
る
よ
う
な
、
自
己
顕
示
的
な
功
利
追
求
で
は
な
い
。
小
説
「
李
陵
」

の
素
材
た
る
「
蘇
武
二
答
フ
ル
書
」
（
『
文
選
』
）
中
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
「
…
恩

　
　
　
　
ム
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ホ
ヘ

ヲ
国
主
二
報
イ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
ミ
。
誠
二
以
ラ
ク
、
暴
死
ス
ル
ハ
節
ヲ
立
ツ
ル
ニ

如
カ
ズ
、
名
ヲ
滅
ス
ル
ハ
徳
二
報
ユ
ル
ニ
如
カ
ズ
ト
。
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
野
馳
に
は
、
尚
、
武
人
と
し
て
の
無
私
性
は
残
存
し
て

い
た
の
だ
が
、
全
軍
と
切
り
離
さ
れ
た
彼
の
状
況
は
、
否
応
な
く
其
れ
を
変
化
さ

せ
、
稀
薄
化
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
は
、
そ
の
無
私
性
を
保
持
し
つ
つ
も
、
次

第
に
内
な
る
個
人
に
目
覚
め
て
ゆ
く
。
続
い
て
、
第
三
節
の
李
陵
は
妻
子
を
族
滅

さ
れ
て
憤
る
が
、
こ
れ
も
、
又
、
彼
が
既
に
軍
全
体
と
は
無
縁
な
墨
入
と
し
て
在

っ
た
こ
と
を
思
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
の
管
敢
の
よ
う
に
、
軍
全
体

の
中
に
あ
り
乍
ら
規
律
を
破
り
軍
全
体
を
よ
り
危
険
な
位
置
に
陥
れ
る
よ
う
な
形

で
示
さ
れ
た
妻
へ
の
執
着
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
管
敢
は
、
又
、
自
ら
の
落
度

を
韓
延
年
に
罵
倒
さ
れ
た
逆
怨
み
に
よ
っ
て
、
李
陵
軍
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
も
な

っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
矛
盾
は
、
李
陵
の
性
格
的
分
裂
で
は
な
い
。
元
々
第
一

節
の
李
陵
も
、
無
情
冷
酷
な
だ
け
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
最
後
の
戦
闘
で
、
部

下
百
名
が
確
か
に
危
地
を
脱
し
得
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
乱
軍
の
中
へ
と
引
き
返

し
た
李
陵
は
、
部
下
思
い
の
情
愛
を
備
え
た
一
問
で
あ
り
、
又
、
彼
等
の
「
怪
士

の
信
頼
と
心
服
」
を
得
て
い
た
人
物
で
も
あ
る
。

　
以
上
、
要
約
し
て
み
れ
ば
、
第
一
節
の
圏
割
は
、
陵
一
個
の
こ
と
と
軍
全
体
の

こ
と
（
延
い
て
は
漢
帝
国
の
こ
と
）
を
重
ね
合
わ
せ
た
、
謂
わ
ば
、
共
同
体
的
自

我
で
あ
り
、
第
三
節
の
彼
は
、
次
第
に
個
体
的
自
我
と
し
て
在
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
ゆ
く
彼
で
あ
る
。
そ
う
し
て
共
同
体
を
離
脱
し
他
律
的
な
行
動
原
理
を

失
っ
た
彼
を
支
え
る
も
の
は
　
　
　
、
何
も
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
族
を
族
滅

さ
れ
た
彼
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
家
族
へ
の
余
り
に
純
粋
な
哀
情
や
、
黒
鯛

奴
の
左
賢
王
に
も
友
情
を
感
じ
得
る
、
余
り
に
素
直
な
感
受
性
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
彼
を
導
く
行
動
原
理
と
し
て
は
、
余
り
に
心
情
的
な
思
想
以
前
の
も
の

で
あ
っ
た
。
国
家
の
安
寧
よ
り
も
個
人
の
幸
福
を
優
先
す
る
が
如
き
現
代
風
の
個

人
主
義
思
想
な
ど
、
到
底
彼
の
思
い
付
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
内
側

か
ら
自
己
を
支
え
る
思
想
を
持
た
な
か
っ
た
彼
は
、
其
の
純
粋
な
感
受
性
に
導
か

れ
つ
つ
、
外
部
状
況
の
変
化
に
誠
実
に
対
応
し
乍
ら
、
常
に
対
他
的
に
存
在
す
る

外
は
な
か
っ
た
。
第
二
章
に
論
述
す
る
如
く
、
彼
が
誠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
彼

は
対
他
的
存
在
と
し
て
在
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
考
へ
る

こ
と
の
嫌
ひ
な
彼
」
の
意
識
が
、
現
実
状
況
を
超
え
て
、
村
自
的
な
形
而
上
的
認

識
に
深
ま
る
に
は
、
第
二
章
に
論
述
す
る
如
く
、
義
人
蘇
武
の
帰
国
を
実
現
さ
せ

た
「
天
」
の
意
志
に
直
弼
す
る
時
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
二
つ
の
「
国
」

　
共
同
体
的
自
我
と
個
体
的
自
我
は
、
勿
論
、
別
々
別
個
に
独
立
し
て
存
在
し
得

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
等
は
、
寧
ろ
、
岡
心
円
的
な
重
な
り
を
持
つ
も
の
で
あ

る
が
、
第
三
節
に
再
登
場
し
て
き
た
李
陵
は
、
次
第
に
前
者
か
ら
後
者
へ
と
変
貌

し
て
ゆ
く
。

　
彼
を
変
え
た
第
一
の
も
の
は
、
且
堂
下
単
予
の
彼
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
虫

干
は
手
つ
か
ら
李
陵
の
縄
を
解
き
、
賓
客
の
礼
を
以
っ
て
彼
を
厚
遇
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
厚
遇
は
、
李
陵
が
漢
に
対
す
る
軍
略
上
の
諮
問
を
拒
否
し
た
後
も
、
依

然
と
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
利
用
価
値
は
無
く
と
も
、
士
を
遇
す
る
為
に
士

を
遇
す
る
と
い
っ
た
態
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
下
智
の
態
度
は
、
必
然
的
に
、
同

じ
君
主
で
あ
る
武
帝
の
其
れ
を
相
対
化
す
る
も
の
と
な
る
。
武
帝
は
臣
下
に
対
す

る
猜
疑
心
に
捉
わ
れ
、
入
間
的
信
頼
関
係
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
う
し
た

武
帝
に
比
し
、
単
果
は
遙
か
に
望
ま
し
い
君
主
で
あ
る
。
勢
望
は
、
「
と
に
か
く
此

の
掛
子
は
男
だ
」
と
感
じ
、
次
第
に
人
間
的
な
信
頼
を
深
め
る
よ
う
に
な
る
の
で

4
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

あ
る
。

　
皇
陵
を
変
え
た
第
二
の
も
の
は
、
こ
の
単
管
の
長
子
た
る
左
賢
王
と
の
個
人
的

友
情
で
あ
る
。
漢
と
の
戦
争
の
際
に
も
、
李
陵
は
、
全
体
と
し
て
は
漢
軍
の
勝
利

を
願
い
つ
つ
も
、
此
の
左
藩
王
だ
け
は
負
け
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
願
い
を
抱
く
。

無
意
識
の
内
に
左
筆
王
の
戦
績
を
気
遣
っ
て
い
る
自
分
に
気
付
い
た
時
、
早
早
は

激
し
く
自
分
を
責
め
る
が
、
此
処
で
は
、
も
う
、
明
ら
か
に
漢
の
勝
利
を
願
う
「

公
」
の
彼
が
後
退
し
、
友
人
の
勝
利
を
願
う
「
私
」
の
彼
が
前
面
に
現
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
尚
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
小
説
「
李
陵
」
の
素
材
た
る
『
漢
書
』
等
に
は
見
受

け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
中
島
の
造
型
す
る
李
陵
は
、
古
典
の
中
か
ら
抜
け
出

し
、
次
第
に
其
の
近
代
人
的
面
貌
を
露
わ
に
し
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
行
事
に
、
故
国
の
老
母
妻
子
懸
屋
の
族
滅
の
報
が
齋
さ
れ
る
。
李
陵

は
、
愈
愈
に
対
す
る
憤
り
を
如
何
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
第
三
章
で
述
べ
る
「

司
馬
遷
の
場
合
と
違
っ
て
李
陵
の
方
は
簡
輩
で
あ
っ
た
。
憤
怒
が
凡
て
で
あ
っ
た
し

と
中
島
は
書
い
て
い
る
。
李
陵
と
司
馬
遷
が
比
較
さ
れ
つ
つ
描
か
れ
た
の
は
、
作

中
こ
の
一
ケ
所
だ
け
で
あ
る
。
元
々
李
陵
に
は
、
漢
朝
に
対
す
る
複
雑
な
思
い
が

内
在
し
て
い
た
。
祖
父
李
広
及
び
叔
父
李
敢
が
何
故
に
非
業
の
死
を
遂
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
の
が
其
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
李
陵
の
漢
朝
に
対

す
る
忠
誠
心
は
、
此
処
で
｝
挙
に
崩
壊
す
る
。
以
後
の
彼
は
「
入
間
が
攣
っ
た
や

う
に
」
見
え
、
漢
に
対
す
る
軍
略
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
飼
奴
の
右
校
王
と
な

り
、
立
干
の
娘
を
取
女
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
ら
請
う
て
漢
へ
の
戦
闘
に
も

加
わ
ろ
う
と
す
る
が
、
曽
て
の
戦
場
凌
稽
山
麓
に
差
し
か
か
っ
た
時
、
曽
て
己
に

従
っ
て
旬
奴
と
死
戦
し
た
部
下
達
の
こ
と
を
思
い
、
漢
と
戦
う
勇
気
を
失
っ
て
俄

か
に
退
い
て
し
ま
う
。

　
此
処
で
、
事
実
上
、
李
陵
の
内
部
で
国
家
と
い
う
も
の
は
二
つ
に
分
裂
す
る
。

即
ち
、
武
帝
の
体
現
す
る
烏
鳶
と
、
家
族
や
曽
て
の
部
下
や
友
人
に
象
徴
さ
れ
る

故
国
の
二
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
李
陵
自
身
は
、
こ
の
二
つ
を
明
確
に
区
分
し
て
認

識
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
李
陵
に
対
し
て
は
甚
だ
冷
淡
な
も
の
言
い
で
あ
る
が
、

思
い
切
っ
て
形
而
下
的
に
言
え
ば
、
以
後
の
彼
の
苦
悩
は
、
こ
の
点
に
尽
き
る
の

で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
後
の
寿
陵
は
、
諸
夏
の
俗
を
正
し
き
も
の
、
胡
俗
を
卑

し
き
も
の
と
頭
か
ら
決
め
て
か
か
る
中
華
的
偏
見
を
脱
し
、
表
面
を
飾
る
漢
人
の

陰
険
さ
よ
り
も
勾
奴
の
粗
野
な
正
直
さ
の
方
を
好
ま
し
い
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
広
野
を
疾
駆
し
、
秋
天
一
碧
の
下
「
あ
・
我
も
と
天
地
聞

の
一
微
粒
子
の
み
、
何
ぞ
又
漢
と
胡
と
あ
ら
ん
や
」
と
い
っ
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

的
感
慨
を
抱
く
時
も
あ
る
の
だ
が
、
彼
が
よ
り
広
や
か
な
認
識
者
と
な
れ
ば
な
る

程
、
そ
の
心
底
に
欝
積
す
る
故
国
へ
の
思
い
を
如
何
と
も
し
難
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
明
確
に
意
識
さ
せ
た
の
は
、
言
う
迄
も
な
く
、
蘇
武
の
存
在
で
あ
る
。

常
に
対
他
的
に
存
在
す
る
李
陵
の
意
識
は
、
自
己
内
部
の
葛
藤
と
い
う
形
を
と
ら

ず
、
蘇
武
と
い
う
外
在
す
る
他
者
を
媒
介
と
し
て
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
。
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ウ
ニ

処
で
注
目
す
べ
き
は
、
諸
家
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
蘇
武
の
内
面
が
直
接
描
か
れ

る
こ
と
は
な
く
、
常
に
李
陵
の
目
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
蘇
武
の
内
面
が
描
か
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
蘇
武
が
李
陵
に
対
し
て
抱
く
と
い
う
「
富
者
が
貧
者

に
封
ず
る
時
の
や
う
な
一
己
の
優
越
を
知
っ
た
上
」
で
の
寛
大
さ
も
、
そ
の
目

に
浮
か
ぶ
と
い
う
「
か
す
か
な
憐
懲
の
色
」
も
、
そ
れ
が
真
に
蘇
武
の
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
寧
ろ
、
李
陵
内
部
の
苦
悩
が
生
み
出

し
た
架
空
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
丘
陵
は
、
漢
に
も
単
干
に
さ
え
も
知
ら
れ
る
こ
と

な
く
困
苦
の
中
に
運
命
を
笑
殺
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
自
己
完
結
的
な
蘇
武
の
姿

を
前
に
し
て
、
撃
て
島
島
の
首
を
窺
い
乍
ら
自
分
が
其
れ
を
持
っ
て
旬
奴
の
地
を

脱
走
し
得
な
け
れ
ば
折
角
の
行
為
が
漢
に
聞
こ
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
走
れ
て

躊
躇
し
た
自
分
を
恥
じ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
過
度
の
自
責
で
あ
り
、
自
己
卑
小

化
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
李
陵
内
部
の
苦
悩
が
、
実
際

の
蘇
武
と
は
関
係
な
く
、
運
命
に
対
し
意
地
の
張
り
合
い
を
挑
み
曽
て
の
痩
我
慢

4
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を
斯
か
る
大
我
慢
に
迄
発
展
さ
せ
た
義
人
蘇
武
と
い
う
幻
影
を
生
み
出
す
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
蘇
武
は
、
実
は
、
李
陵
の
在
ら
ま
ほ
し
き
も
う
一
人
の
自
己
で
あ

り
、
そ
れ
は
、
又
、
李
陵
が
自
ら
埋
葬
し
た
共
同
体
的
自
我
が
亡
霊
と
し
て
立
ち

現
わ
れ
て
き
た
姿
で
も
あ
っ
た
。
音
訳
の
聡
警
に
接
し
た
時
、
そ
の
死
を
悼
ん
で

働
叩
石
数
日
血
を
吐
く
に
到
る
蘇
武
の
姿
を
見
て
、
李
陵
は
、
蘇
武
の
中
に
「
讐
へ

や
う
も
無
く
清
洌
な
純
粋
な
漢
の
國
土
へ
の
愛
」
を
発
見
す
る
が
、
こ
れ
は
、
半

ば
以
上
李
陵
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
唯
、
李
陵
の
場
合
に
は
、
そ
の
愛
の
発
露
は

封
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
陵
内
部
に
漢
の
国
土
へ
の
断
ち
難
い
愛
の
あ
る

こ
と
は
、
後
に
漢
の
使
節
と
し
て
や
っ
て
来
た
旧
友
孤
立
政
の
帰
国
を
促
す
言
葉

に
激
し
く
動
揺
す
る
事
実
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
で
は
、
虚
無
は
何
故
旧
友
の
勧
め
を
拒
否
し
、
断
ち
難
い
故
国
へ
の
思
い
に
苦

し
み
乍
ら
帰
国
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
で
は
、
既
に
、
憤
怒
の

対
象
で
あ
っ
た
武
帝
は
亡
く
、
胡
地
に
於
け
る
彼
の
苦
悩
に
理
解
あ
る
旧
友
達
の

手
に
よ
っ
て
、
帰
国
の
準
備
は
順
調
に
捗
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
漢
に

復
帰
し
た
と
し
て
も
、
　
「
再
び
辱
し
め
ら
る
ご
怖
れ
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
故

国
の
妻
子
を
族
滅
さ
れ
た
時
、
李
陵
が
背
い
た
の
は
、
厳
密
に
は
老
鴬
に
で
あ
っ

て
、
そ
の
後
奇
兵
と
戦
う
こ
と
を
忌
避
し
た
彼
は
、
漢
そ
の
も
の
を
裏
切
っ
た
の

で
は
な
い
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
先
述
の
如
く
、
李
陵
に
は
、
君
主
（
早
苗
）
と

国
家
（
漢
）
と
を
裁
断
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

武
帝
へ
の
返
逆
は
、
其
儘
漢
へ
の
売
国
的
行
為
と
な
る
。
そ
う
し
た
自
責
の
念
に

苦
し
む
李
陵
に
と
っ
て
は
、
　
一
度
裏
切
っ
た
漢
へ
の
復
帰
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
り
、
若
し
其
れ
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
、
又
、
現
に
禄
を
罷
ん
で
い
る

胡
国
に
対
す
る
裏
切
り
と
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
再
度
の
裏
切
り
は
、
自

己
を
鳥
で
も
獣
で
も
な
い
編
蟷
的
存
在
に
陥
ら
せ
る
こ
と
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
等
の
こ
だ
わ
り
を
総
て
押
し
流
す
程
の
「
抑
へ
よ

う
と
し
て
抑
へ
ら
れ
ぬ
、
こ
ん
く
と
常
に
湧
出
る
最
も
親
身
な
自
然
な
」
故
国

へ
の
愛
は
、
尭
に
な
か
っ
た
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
れ
に
、
今
更
漢
へ
帰
っ
た
処
で
、
も
う
老
母
妻
子
野
面
は
生
存
し
な
い
の
で

あ
る
。
強
い
家
族
愛
に
生
き
て
い
た
彼
に
と
っ
て
、
故
国
と
い
う
も
の
の
中
核
は

何
と
い
っ
て
も
家
族
で
あ
っ
た
。
今
昔
奴
の
右
校
王
と
し
て
胡
国
に
根
を
下
し
、

妻
を
嬰
り
二
六
儲
け
た
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
に
生
存
す
る
家
族
を
振
り
捨
て

漢
へ
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ま
よ
え
る
湖
の
如
く
、
彼
は
、

尭
に
、
無
限
の
精
神
的
彷
復
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
黙
思
に
と
っ
て
、
国
家
と
は
漢
朝
と
漢
の
国
土
と
の
複
合
体

で
あ
っ
た
が
、
作
者
中
島
に
と
っ
て
、
国
家
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か
。
以
下
、

そ
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
臆
断
を
挿
入
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
中
島
が
「

面
戸
」
を
書
い
て
い
た
の
は
、
国
体
護
持
の
名
の
下
に
、
君
主
と
国
家
と
が
不
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
み

の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
社
会
で
あ
っ
た
。
大
王
の
辺
に
こ
そ
死
な
め
と
い

う
国
家
主
義
的
思
潮
の
強
ま
っ
て
ゆ
く
中
で
、
中
島
は
、
李
陵
の
よ
う
な
懐
疑
に

陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
中
島
の
国
家
観
を
知
る
直
接
の
手
掛
か
り

は
無
い
が
、
絶
筆
「
章
魚
木
の
下
で
し
等
か
ら
類
推
し
て
み
る
と
、
彼
が
単
純
な

国
家
主
義
者
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
又
、
朝
鮮
や
満
洲
で
過
ご

し
た
少
年
時
代
に
取
材
し
た
、
彼
の
↓
高
時
代
の
習
作
「
巡
査
の
居
る
風
景
」
や

「
D
市
七
月
叙
景
ご
、
或
い
は
未
完
の
長
篇
「
北
方
行
」
の
中
で
、
彼
は
、
広
大

な
中
国
大
陸
を
放
浪
す
る
旅
行
者
や
、
日
本
帝
国
主
義
下
の
植
民
地
で
苦
し
む
異

邦
人
の
姿
を
同
情
的
に
描
い
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
父
祖
伝
来
の
儒
家
に
生

ま
れ
た
彼
は
、
血
肉
化
し
た
漢
学
の
素
養
を
持
ち
、
日
本
］
国
の
枠
を
超
え
た
、

広
や
か
な
漢
字
文
化
圏
の
世
界
観
を
有
し
て
も
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
後
年
南

洋
パ
ラ
オ
へ
赴
き
、
日
本
と
は
ま
る
で
違
っ
た
文
化
や
価
値
観
の
下
に
生
き
る
南

洋
の
人
々
を
発
見
し
て
も
い
る
。
彼
の
第
二
短
篇
集
「
南
島
繹
」
は
、
そ
れ
等
の

発
見
の
記
録
と
さ
え
見
え
る
。
こ
う
し
た
彼
に
は
、
謂
わ
ば
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

的
傾
向
が
あ
り
、
大
日
本
帝
国
を
相
対
化
し
得
る
国
家
観
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ

4
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。

　
然
し
、
又
、
国
家
と
は
、
二
品
が
無
意
識
の
裡
に
感
じ
て
い
た
よ
う
に
、
我
々

に
と
っ
て
も
、
単
に
天
皇
制
国
家
機
構
の
み
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、

国
土
で
あ
り
、
そ
の
土
に
生
き
る
国
民
の
謂
で
も
あ
る
。
李
陵
と
は
違
っ
て
近
代

的
個
我
で
あ
っ
た
中
島
に
と
っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
昧
の
吾
が

国
土
で
あ
り
、
五
口
が
国
民
で
あ
る
。
吾
が
国
土
と
は
、
単
に
其
処
に
生
ま
れ
其
処

に
育
っ
た
場
所
と
い
う
に
は
余
り
に
深
く
己
の
過
去
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
り
、

諸
々
の
生
活
感
情
が
其
れ
に
起
因
す
る
処
の
何
か
で
も
あ
る
。
又
、
吾
が
国
民
と

は
、
最
も
具
体
的
に
は
吾
が
家
族
で
あ
り
、
血
族
で
あ
り
、
言
入
で
あ
る
が
、
入

間
は
、
そ
れ
等
に
対
す
る
愛
情
の
延
長
上
に
、
心
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
民
族
の

伝
統
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
又
、
無
償
の
内
に
自
己
存
在
の
確
か
さ

を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
人
間
は
、
李
陵
の
よ
う
に
其
れ
と
切
断
さ

れ
た
時
、
遂
に
自
己
と
は
何
か
を
見
失
う
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
涙
ぐ
ま
し
い
程

の
家
族
愛
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
中
島
の
内
に
も
、
吾
が
国
土
や
国
民
の
像
は
存

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
斗
南
先
生
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
直
る
種
の
屈
折
を
持

ち
乍
ら
も
、
彼
は
儒
家
た
る
血
筋
に
愛
着
を
持
ち
、
東
大
国
文
科
を
卒
業
し
、
「
尊

大
な
る
董
恥
心
」
に
悩
み
乍
ら
も
少
数
の
優
れ
た
友
人
達
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
、

中
島
の
精
神
の
深
部
に
は
、
先
に
見
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
傾
向
の
裏
に
、
故
郷
喪

失
者
の
不
安
と
も
い
う
べ
き
、
共
同
体
に
対
す
る
帰
属
意
識
の
稀
薄
さ
が
隠
さ
れ

て
い
た
。
東
京
に
生
ま
れ
乍
ら
、
生
母
と
の
離
別
や
第
二
、
第
三
の
母
を
迎
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
不
幸
な
家
庭
事
情
に
よ
り
、
或
い
は
埼
玉
の
祖
父
母
の
手

に
預
け
ら
れ
、
或
い
は
、
又
、
父
の
転
勤
に
従
っ
て
奈
良
や
静
岡
の
地
を
転
々
と

し
、
更
に
は
遠
く
朝
鮮
の
中
学
を
卒
業
し
た
彼
の
生
い
立
ち
は
、
家
庭
や
郷
里
、

更
に
は
国
家
と
い
っ
た
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
を
奪
い
、
弧
立
感
を
育
む
も
の
で

あ
っ
た
。
初
期
の
短
篇
「
狼
疾
記
」
や
「
吾
等
歎
異
」
を
見
る
と
、
中
島
は
、
無

限
空
間
の
中
を
流
星
の
よ
う
に
落
下
す
る
千
丁
な
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
少
年
時
以
来
の
不
安
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　
作
品
「
忍
車
」
の
中
で
、
李
陵
の
国
家
共
同
体
へ
の
愛
は
、
蘇
武
と
い
う
触
媒

に
よ
っ
て
凝
固
し
か
け
た
が
、
こ
れ
は
、
矢
張
り
、
憧
憬
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
た

観
念
で
あ
っ
て
、
李
陵
自
身
の
其
れ
は
、
最
も
自
然
な
肉
体
的
な
強
固
さ
を
持
つ

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
幽
間
は
、
遂
に
漢
へ
の
復
帰
を
果
た
す
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
が
、
此
処
に
は
、
或
い
は
、
中
島
自
身
の
微
妙
な
心
情

の
投
影
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
無
論
、
主
人
公
と
作
者
と
を
同
一
視
す
る
こ

と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
故
郷
喪
失
者
た
る
中
島
も
、
李
陵
と
同
様
に
、

自
己
存
在
の
確
か
さ
を
支
え
る
何
か
が
決
定
的
に
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
痛
感
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
う
し
た
中
島
は
、
李
陵
や
（
李
陵

の
憧
憬
す
る
）
蘇
武
の
中
に
で
は
な
く
司
馬
遷
の
中
に
、
も
う
一
人
の
自
分
を
仮

託
し
つ
つ
、
そ
れ
を
求
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
様
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
り

な
意
味
で
、
李
陵
の
悲
劇
は
、
司
馬
遷
の
悲
劇
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
時
よ
り
明
ら

か
な
も
の
と
な
り
、
歯
黒
の
舞
い
且
つ
歌
う
た
漢
北
悲
歌
も
、
司
馬
遷
の
主
調
低

音
と
協
奏
さ
れ
た
時
、
よ
り
深
い
響
き
を
持
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

第
三
章
　
二
つ
の
「
天
」

　
論
者
は
、
　
「
李
陵
」
に
於
け
る
共
同
体
的
自
我
と
個
体
的
自
我
に
つ
い
て
、
又
、

そ
れ
等
に
対
応
す
る
二
つ
の
国
家
像
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
う
し
た
李
陵
の

分
裂
的
な
生
を
一
層
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
中
島
が
用
意
し
た
も
の
は
、
司
馬

遷
の
其
れ
で
あ
っ
た
。
先
に
此
の
作
品
の
多
極
的
構
造
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ

の
物
語
の
中
に
は
李
陵
や
司
馬
遷
、
武
帝
や
単
干
、
蘇
武
や
皆
無
と
い
っ
た
複
数

の
人
物
が
登
場
し
、
彼
等
は
相
互
に
複
雑
な
対
立
図
式
を
構
成
し
て
い
る
。
が
、

徒
ら
に
複
雑
な
構
想
に
証
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
思
い
切
っ
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
、

そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
の
は
、
矢
張
り
、
斜
鼻
と
司
馬
遷
の
対
比
で
あ
る
。
中

島
は
、
草
稿
断
片
の
中
で
「
李
陵
i
司
馬
遷
－
1
↓
俣
北
悲
歌
」
と
書
き
付
け
て

4
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い
る
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
矢
張
り
、
こ
の
縞
入
の
関
係
で
あ

る
。　

李
陵
に
つ
い
て
は
前
二
章
に
詳
述
し
て
き
た
が
、
司
馬
遷
と
は
一
体
如
何
な
る

人
物
で
あ
る
か
。
彼
も
、
又
、
気
紛
れ
な
武
帝
の
意
志
に
体
現
さ
れ
る
運
命
に
抗

し
て
、
李
陵
と
は
亦
別
の
悲
劇
的
な
生
を
送
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
李
陵
は
、
初

め
、
毛
嚢
の
役
を
免
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
願
い
、
自
ら
請
う
て
漠
北
に
出
征
し
た
。

が
、
そ
の
後
の
彼
の
運
命
を
支
配
し
た
の
は
、
常
に
彼
自
身
の
意
志
の
関
知
せ
ぬ

と
こ
ろ
の
何
物
か
で
あ
っ
た
。
老
将
方
路
博
徳
の
上
奏
文
と
其
れ
に
激
怒
し
た
武

帝
の
過
酷
な
命
令
、
韓
延
年
に
私
怨
を
抱
い
た
管
敢
の
裏
切
り
、
乱
軍
の
中
の
気

絶
と
捕
縛
、
害
毒
と
李
陵
の
混
同
に
よ
る
毒
悪
一
家
の
族
滅
等
々
。
こ
う
し
て
心

遣
は
不
可
避
的
に
運
命
の
翻
弄
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
司
馬
遷
の
生

き
方
は
、
李
陵
に
比
較
す
れ
ば
、
梢
々
主
体
的
な
意
志
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

武
帝
の
下
問
に
対
し
敗
軍
の
李
陵
を
弁
護
し
た
の
も
、
彼
の
内
な
る
正
義
感
の
発

露
で
あ
っ
た
。
然
し
、
そ
の
後
の
宮
刑
は
、
彼
の
予
期
せ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
受

刑
後
の
蚕
室
の
中
で
、
彼
の
思
索
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

　
彼
は
、
先
ず
武
帝
を
怨
ん
だ
。
然
し
、
歴
史
家
と
し
て
の
彼
が
目
覚
め
て
く
る

に
つ
れ
て
、
武
帝
の
偉
大
さ
（
そ
の
長
所
も
短
所
も
含
め
て
）
を
否
定
し
去
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
の
　
　
り
　
　
り

と
は
出
来
な
い
。
「
A
7
度
の
こ
と
は
要
す
る
に
天
の
作
せ
る
疾
風
暴
雨
醇
購
に
見
舞

は
れ
た
も
の
と
思
ふ
外
は
な
い
と
い
ふ
考
へ
が
、
彼
を
一
層
絶
望
的
な
憤
り
へ
と

騙
っ
た
が
、
又
一
方
、
逆
に
諦
観
へ
も
向
は
せ
よ
う
と
す
る
し
（
傍
点
1
1
論
者
）
。
そ

し
て
、
憤
り
を
武
帝
に
向
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
と
、
次
に
は
君
側
の
姦
臣

に
向
け
る
。
が
、
自
衿
心
の
強
い
彼
に
は
、
彼
等
小
人
輩
は
怨
恨
の
対
象
と
す
ら

な
り
得
な
か
っ
た
。
結
局
、
彼
は
、
今
度
の
こ
と
の
原
因
を
自
己
自
身
の
存
在
に

求
め
る
の
で
あ
る
。

動
機
が
ど
う
あ
ら
う
と
、
こ
の
や
う
な
結
果
を
招
く
も
の
は
、
結
局
「
悪
か

っ
た
」
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
何
庭
が
悪
か
っ
た
？
　
己
の

何
虞
が
？
　
何
庭
も
悪
く
な
か
っ
た
。
己
は
正
し
い
事
し
か
し
な
か
っ
た
。

強
ひ
て
い
へ
ば
、
唯
、
「
我
在
り
」
と
い
ふ
事
實
だ
け
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宮
刑
と
は
、
士
大
夫
を
匹
夫
以
下
に
堕
し
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
資
格
の
み
な
ら
ず

人
間
そ
の
も
の
の
尊
厳
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
極
限
状
況
で
あ
る
。
が
、
悪
で
あ
る

の
は
、
司
馬
遷
が
宮
刑
を
受
け
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
己
の
存

在
そ
れ
自
体
が
悪
と
規
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
生
き
て
い
る
こ
と
、

こ
の
世
に
在
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
も
う
悪
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
う
、
世
界

の
存
在
そ
の
も
の
を
悪
と
見
る
不
条
理
な
思
想
で
あ
る
。
曽
て
中
島
は
、
「
浦
人
」

の
中
で
「
原
始
の
混
沌
に
根
を
生
や
し
た
」
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
に
押
し
潰

さ
れ
て
ゆ
く
叔
孫
豹
の
姿
を
描
い
た
が
、
こ
の
司
馬
遷
の
認
識
は
、
そ
れ
と
同
質

の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
思
想
に
到
達
し
た
司
馬
遷
は
、
当
然
自
殺

を
考
え
る
。
然
し
、
彼
の
内
な
る
修
史
の
仕
事
へ
の
思
い
が
、
其
れ
を
妨
げ
る
。

そ
れ
は
何
よ
り
も
、
そ
の
仕
事
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
仕
事
の
魅
力
と
か
仕

事
へ
の
情
熱
と
か
い
ふ
塗
し
い
態
の
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
更
に
昂
然
と

し
て
自
ら
を
侍
す
る
拝
覧
で
は
な
い
。
（
中
略
）
今
度
の
事
で
、
（
中
略
）
こ
の

や
う
な
淺
麗
し
い
身
と
成
果
て
自
信
も
自
侍
も
失
ひ
つ
く
し
た
後
、
そ
れ
で

も
尚
世
に
な
が
ら
へ
て
此
の
仕
事
に
從
ふ
と
い
ふ
事
は
、
ど
う
考
へ
て
も
恰

し
い
繹
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
殆
ど
、
如
何
に
い
と
は
し
く
と
も
最
後
迄
そ

の
關
係
を
絶
つ
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
入
間
同
志
の
や
う
な
宿
命
的
な
因
縁
に

近
い
も
の
と
、
彼
自
身
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
と
に
か
く
此
の
仕
事
の
た
め
に

自
分
は
自
ら
を
殺
す
こ
と
が
で
き
ぬ
の
だ
（
そ
れ
も
義
務
感
か
ら
で
は
な
く
、

も
っ
と
肉
膿
的
な
、
此
の
仕
事
と
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
で
あ
る
）
と
い
ふ
こ

と
だ
け
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
き
た
。
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こ
う
し
て
太
史
令
司
馬
遷
の
現
身
は
消
え
、
そ
の
代
り
に
「
完
全
に
身
を
亡
き
も

の
と
思
ひ
込
」
み
「
知
箆
も
意
識
も
な
い
一
つ
の
書
篇
機
械
」
が
蘇
っ
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

棲
惨
な
努
力
を
一
年
ば
か
り
纏
け
た
後
、
漸
く
、
生
き
る
こ
と
の
漱
び
を
失

ひ
つ
く
し
た
後
も
尚
表
現
す
る
こ
と
の
歓
び
だ
け
は
生
残
り
得
る
も
の
だ
と

い
ふ
こ
と
を
、
彼
は
護
見
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
に
な
っ
て
も
ま
だ
、
彼

の
完
全
な
沈
黙
は
破
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
風
貌
の
中
の
す
さ
ま
じ
さ
も
全
然

和
ら
げ
ら
れ
は
し
な
い
。

此
処
で
は
、
実
生
活
の
中
で
「
我
」
が
押
し
潰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
思
想
の

中
で
第
二
の
「
我
」
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
存
的
自
我
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
表
現
す
る
こ
と
の
歓
び
は
あ
る
が
、
彼
の
風
貌
の
中
の

す
さ
ま
じ
さ
が
全
然
和
ら
げ
ら
れ
な
い
の
は
、
既
に
第
↓
の
「
我
」
が
死
滅
し
、

あ
の
蚕
室
の
中
で
到
達
し
た
悪
の
思
想
を
持
続
さ
せ
た
第
二
の
「
我
」
が
存
在
し

　
　
　
　
　
　
ロ
　
ヨ
　

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
又
、
実
生
活
へ
の
絶
縁
を
完
了
し
、
世
俗
の
諸
々
の
功
利
性
を
削
ぎ

落
し
た
後
、
司
馬
遷
は
、
そ
れ
自
体
の
意
味
に
於
い
て
自
律
的
に
存
在
す
る
表
現

者
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
と
没
交
渉
な
彼
の
表
現
す
る
も
の

が
、
謂
わ
ば
、
そ
の
絶
頂
の
力
で
歴
史
的
現
実
の
中
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
の
意
識
を
超
え
た
処
の
逆
説
で
あ
る
。
彼
は
、
専
ら
自
己
内

部
に
下
降
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
や
か
し
の
道
徳
や
時
代
の
常
識
的
思
想
を
突

き
破
り
、
人
間
存
在
の
深
部
に
到
達
し
、
其
処
か
ら
人
間
精
神
の
形
を
刻
む
表
現

者
の
宿
命
を
掴
み
出
し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
者
の
問
題
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

て
は
、
既
に
別
の
処
で
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
今
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
表
現

者
司
馬
遷
の
自
己
存
在
の
確
か
さ
は
（
そ
れ
は
彼
に
な
ん
ら
の
安
心
も
幸
福
も
与

え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
）
、
シ
ェ
ス
ト
フ
風
に
言
え
ば
、
虚
無
か
ら
の
創
造
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
対
他
的
認
識
者
李
陵
の
自
己
存
在
の

不
確
か
さ
に
対
し
、
或
る
一
面
で
、
一
つ
の
反
措
定
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
こ
の
対
自
的
認
識
者
司
馬
遷
の
像
は
、
或
る
一
面
で
、
「
悟
浮
歎
異
」
中
の
三
蔵

法
師
や
「
弟
子
」
中
の
孔
子
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
躍
る
一
面
で
、
彼
等
と
は

決
定
的
に
異
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
悟
浄
の
観
察
す
る
処
に
よ
れ
ば
、
三
蔵
法
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
り
　
　
り

は
、
総
て
の
解
決
を
内
に
求
め
る
弱
き
強
者
で
あ
り
、
「
所
與
を
必
然
と
考
へ
㌧
そ

の
必
然
を
自
由
と
見
倣
」
そ
う
と
す
る
自
律
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

又
、
孔
子
は
、
子
路
の
理
解
す
る
処
に
よ
れ
ば
、
正
が
虐
げ
ら
れ
邪
が
栄
え
る
と

い
う
現
世
の
汚
濁
の
中
で
も
「
與
へ
ら
れ
た
範
圃
で
常
に
最
善
を
蓋
く
」
し
、
後

世
の
人
々
の
批
判
を
待
つ
と
い
う
超
時
代
的
な
木
鐸
と
し
て
の
使
命
を
自
覚
し
た

人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
優
れ
た
思
想
が
本
質
的
に
有
す
る
現
世
で
の
無
力
、

無
効
と
い
っ
た
逆
説
的
栄
光
を
揺
っ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
等
二
人
の
悲
劇

的
な
思
想
家
に
対
し
、
司
馬
遷
も
、
又
、
宮
珊
と
い
う
所
与
を
必
然
と
観
じ
、
そ

の
中
で
精
神
の
自
律
を
必
死
に
求
め
よ
う
と
す
る
思
想
家
で
あ
っ
た
。
但
し
、
三

蔵
法
師
は
、
常
に
永
遠
を
透
視
す
る
よ
う
な
其
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
、
何
時
か
は

来
る
滅
亡
の
前
に
そ
れ
で
も
可
憐
に
花
開
こ
う
と
す
る
叡
智
や
愛
情
や
、
そ
う
し

た
数
々
の
善
き
も
の
の
運
命
を
凝
視
す
る
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
孔
子
の
場
合

も
、
彼
が
遠
望
し
て
い
る
の
は
、
道
の
正
義
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
理
想
で
あ
っ

て
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
に
は
「
如
何
な
る
場
合
に
も
絶
望
せ
ず
㌧
決
し
て
現
實
を
輕

蔑
せ
ず
」
粘
り
強
く
生
き
て
ゆ
く
楽
天
主
義
が
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
で

は
、
彼
等
は
、
寧
ろ
、
司
馬
遷
と
は
対
蹄
的
な
人
物
で
あ
る
。
司
馬
遷
が
凝
視
し

て
い
た
の
は
、
存
在
そ
の
も
の
を
悪
と
見
る
思
想
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
彼
は
、

一
方
で
、
衝
路
連
や
藺
相
如
の
如
き
人
物
に
仮
託
し
乍
ら
も
、
他
方
で
、
自
ら
眼

を
挟
ら
し
め
た
母
子
胃
や
憤
悶
の
内
に
泪
羅
に
身
を
投
じ
た
屈
原
の
如
き
書
中
の

人
物
と
も
化
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
は
、
も
う
、
正
義
が
実
現
さ
れ
よ
う
と
邪
悪
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が
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
孔
子
の
「
述
べ
て
作
ら
ず
」

と
い
う
態
度
を
継
承
し
乍
ら
、
其
れ
を
踏
み
越
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
司
馬
遷

は
、
孔
子
と
は
決
定
的
に
異
な
る
地
点
に
迄
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
思
想
家
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
更
に
、
「
史
記
」
を
書
き
上
げ
表
現
者
で
さ
え
な
く
な
っ
た
彼
に

は
、
元
よ
り
完
成
の
歓
び
な
ど
は
な
く
、
救
い
も
な
く
、
そ
の
脱
殻
は
煙
の
よ
う

に
消
え
て
い
っ
た
。
後
に
は
「
史
記
」
百
三
十
巻
だ
け
が
遺
り
、
そ
れ
は
、
も
う

司
馬
遷
と
は
無
縁
だ
と
さ
え
言
え
る
。

　
又
、
一
方
、
暗
い
自
己
懐
疑
に
捉
わ
れ
た
李
陵
の
姿
は
、
「
悟
浄
出
世
」
や
「
悟

浄
歎
異
」
中
の
沙
悟
浮
を
想
わ
せ
る
。
例
え
ば
、
李
陵
が
漠
北
の
広
野
で
眩
く
「

あ
・
我
も
と
天
地
間
の
一
微
粒
子
の
み
し
云
々
と
言
っ
た
述
懐
は
、
「
悟
浮
歎
異
」

の
末
尾
で
広
野
の
星
空
を
見
上
げ
乍
ら
沙
悟
浄
が
眩
く
述
懐
に
似
て
い
る
。
又
、

流
沙
河
の
中
で
果
て
し
な
い
自
己
懐
疑
を
続
け
る
沙
宝
玉
の
正
体
は
、
そ
の
源
に

あ
る
「
狼
疾
記
」
や
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
中
の
主
人
公
で
あ
る
が
、
先
の
李
陵

の
述
懐
は
、
何
事
を
も
永
遠
の
層
の
下
に
眺
め
、
自
己
の
生
を
無
限
空
間
の
中
を

奔
る
一
瞬
の
閃
光
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
「
狼
疾
記
」
の
主
人
公
の
述
懐
に
も
似

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
李
陵
が
蘇
武
に
対
し
て
抱
く
憧
憬
は
、
沙
急
心
が
行

動
主
義
の
天
才
孫
悟
空
に
対
し
て
抱
く
憧
憬
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
又
、
「
か

め
れ
お
ん
日
記
」
の
主
入
公
が
疲
れ
を
知
ら
ぬ
行
動
者
「
高
等
小
学
生
的
人
物
」

吉
田
に
感
じ
た
圧
迫
に
発
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
李
陵
の
一
面
は
、
沙
悟
浄
に

繋
が
り
、
更
に
「
狼
疾
記
」
等
の
主
人
公
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な

出
自
を
透
視
し
つ
つ
、
李
陵
と
司
馬
遷
を
比
較
す
れ
ば
、
一
層
両
者
の
対
比
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
李
陵
が
真
の
意
味
で
司
馬
遷
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
な
る
の
は
、

次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
即
ち
、
持
節
十
九
年
の
後
漢
に
復
帰
す
る
蘇
武
の
姿

を
前
に
し
て
、
李
陵
が
次
の
よ
う
な
運
命
的
畏
怖
を
抱
く
処
で
あ
る
。

李
陵
の
心
は
流
石
に
動
揺
し
た
。
再
び
漢
に
戻
れ
よ
う
と
戻
れ
ま
い
と
蘇
武

の
偉
大
さ
に
攣
り
は
無
く
、
従
っ
て
陵
の
心
の
苔
た
る
に
攣
り
は
な
い
に
違

ひ
な
い
が
、
併
し
、
天
は
矢
張
り
見
て
み
た
の
だ
と
い
ふ
考
へ
が
決
着
を
い

た
く
打
っ
た
。
見
て
み
な
い
や
う
で
み
て
、
や
っ
ぱ
り
天
は
見
て
み
る
。
彼

は
齋
然
と
し
て
重
れ
た
。
今
で
も
己
の
過
去
を
決
し
て
非
な
り
と
は
思
は
な

い
け
れ
ど
も
、
（
後
略
）

所
与
を
必
然
と
観
じ
る
こ
と
の
出
来
な
い
李
陵
に
と
っ
て
は
、
「
天
」
も
、
又
、
唯

己
を
嘲
弄
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
天
」
は
、
義
人
蘇
武
を
天
下
に

顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
見
、
正
邪
善
悪
を
弁
別
し
其
の
奥
深
い
意
志
を
現
わ

し
た
も
の
と
見
え
る
が
、
李
陵
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
罪
な
き
故
国
の
家
族
を
族
滅

さ
せ
己
を
旬
奴
の
右
校
王
と
さ
せ
乍
ら
、
此
処
で
、
又
、
蘇
武
の
形
を
借
り
て
李

陵
の
過
去
を
突
き
崩
し
、
彼
を
潮
画
す
る
執
拗
な
悪
意
に
満
ち
た
も
の
と
映
っ
た

で
あ
ろ
う
。
あ
の
叔
主
命
に
と
っ
て
、
一
度
は
救
済
者
と
思
わ
れ
た
「
偶
人
し
が

実
は
自
分
を
欺
く
狡
主
な
「
世
界
の
悪
意
」
の
体
現
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
李
陵

に
と
っ
て
は
、
「
天
」
を
背
負
っ
た
蘇
武
は
「
崇
高
な
訓
誠
し
の
仮
面
を
付
け
た
「
い

ら
だ
た
し
い
悪
夢
」
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
李
陵
は
、
逆
に
、
蘇
武
を
「
い
ら
だ
た
し
い
悪
夢
」
の
仮
面
を
付
け
た

「
崇
高
な
三
位
」
で
は
な
い
か
と
畏
敬
す
る
。
彼
は
、
蘇
武
の
背
後
に
あ
る
「
天
」

を
「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
を
体
現
し
た
も
の
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
又
、

一
方
、
「
己
の
過
去
を
決
し
て
非
な
り
と
は
思
は
な
い
」
李
陵
は
、
あ
の
司
馬
遷
の

よ
う
に
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
悪
な
る
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い

の
で
あ
る
。
結
局
、
彼
は
、
正
邪
善
悪
を
弁
別
し
其
の
意
志
を
表
わ
す
「
天
」
を

容
認
し
乍
ら
、
自
ら
は
其
の
「
天
」
の
庇
護
下
か
ら
も
弾
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た

存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
処
で
、
彼
は
、

謂
わ
ば
、
二
重
の
孤
独
に
陥
っ
て
い
る
。
即
ち
、
家
族
や
故
国
か
ら
切
断
さ
れ
た

4
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

孤
独
と
、
「
天
」
の
律
す
る
道
徳
や
倫
理
か
ら
疎
外
さ
れ
た
孤
独
で
あ
る
。
其
処
で

は
、
も
う
、
善
悪
も
是
非
も
意
味
を
持
た
な
い
。
彼
は
、
唯
、
心
の
奥
深
く
怖
れ

る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
李
陵
が
自
己
内
部
の
魂
か
ら
呼
び
出
し
た
も
の
は
、
「
天
」
で
あ
っ

た
が
、
彼
が
真
に
要
請
す
べ
き
は
、
「
天
」
で
は
な
く
、
寧
ろ
「
神
」
で
あ
る
べ
き

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
万
物
の
創
造
主
た
る
基
督
教
的
唯
一
神
は
、

天
地
に
秩
序
を
暮
し
、
個
我
尊
厳
の
中
核
に
「
神
の
子
」
と
し
て
の
確
信
を
賦
与

し
、
そ
の
精
神
の
不
滅
を
約
束
す
る
。
そ
し
て
、
現
実
な
ら
ぬ
超
現
実
の
世
界
に

永
遠
の
安
息
と
栄
光
を
保
証
す
る
。
だ
が
、
個
我
存
立
の
観
念
を
性
急
に
輸
入
し

乍
ら
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
神
」
を
拒
否
し
た
近
代
日
本
の
中
で
、
中
島
が
造
型

し
た
李
陵
は
、
そ
の
自
己
存
在
の
核
心
に
何
を
支
え
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
裁
き
で
は
な
く
愛
に
よ
っ
て
個
我
尊
厳
の
先
験
的
価
値
を
保
証
す
る
神
を
持

た
な
い
国
に
あ
っ
て
、
淋
し
き
個
我
は
如
何
に
し
て
自
己
を
支
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

李
陵
の
未
来
に
つ
い
て
、
中
島
は
、
李
陵
は
又
し
て
も
「
心
な
ら
ず
も
」
旬
奴
の

内
紛
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
対
他
的
に
生
き
続
け
る
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
り
げ

な
く
書
き
記
し
て
い
る
。
総
て
が
失
わ
れ
埋
没
さ
れ
て
ゆ
く
非
情
な
歴
史
の
推
移

の
中
で
。

　
以
上
、
論
者
は
、
「
李
陵
」
に
於
け
る
様
々
な
自
我
の
重
層
的
構
造
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
。
論
者
は
、
出
来
る
だ
け
形
而
上
学
的
懐
疑
の
泥
沼
を
迂
回
し
つ
つ
迷

走
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
主
人
公
李
陵
は
、
前
方
に
、
蘇
武
の
反
近
代
的
な
没
功

利
主
義
的
な
生
き
方
を
遠
望
し
つ
つ
、
後
方
に
、
司
馬
遷
の
不
条
理
な
実
存
主
義

的
な
思
想
の
影
を
背
負
っ
て
停
立
し
て
い
た
。
彼
は
、
遂
に
、
内
発
的
な
祖
国
愛

を
貫
ぬ
い
た
義
人
で
も
な
く
、
ま
し
て
宿
命
的
な
表
現
者
と
し
て
蘇
生
し
て
い
っ

た
偉
人
で
も
な
か
っ
た
。
然
し
、
最
後
に
梢
々
恣
意
的
な
感
想
を
付
言
す
る
な
ら

ば
、
論
者
は
、
ふ
と
、
鬼
神
に
も
似
た
司
馬
遷
の
、
不
幸
と
さ
え
言
え
な
い
よ
う

な
「
深
い
溜
息
」
を
聞
く
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
こ
の
不
徹
底
な

る
認
識
者
李
陵
の
苦
悩
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
続
く
歴
史
の
長
城
の
中
で
、
舗

石
の
如
く
に
黙
し
て
生
き
る
外
は
な
い
吾
々
に
と
っ
て
、
決
し
て
無
縁
な
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
入
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
彼
の
後
姿
は
、
言
意
の
砂

塵
に
消
え
て
い
っ
た
が
、
「
李
陵
」
一
巻
を
読
む
者
の
心
の
中
に
、
再
び
、
冷
気
楼

の
如
く
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

読
－
　
例
え
ば
、
三
浦
朱
門
氏
は
「
中
島
敦
の
文
学
」
（
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
1
8
・
梶
井
基

　
　
次
郎
・
中
島
敦
』
、
昭
和
3
4
・
1
2
、
角
川
書
店
）
の
中
で
、
「
実
は
そ
の
李
陵
を
あ
や
つ
つ

　
　
て
い
る
の
は
、
史
記
の
作
者
で
あ
る
司
馬
遷
で
あ
る
と
い
う
意
昧
で
、
彼
を
中
心
に
考

　
　
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

註
2
　
こ
の
点
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
の
は
、
勝
又
両
氏
司
李
陵
』
の
構
図
L
（
『
日
本
文
学
』
、

　
　
昭
和
4
6
・
3
）
で
あ
る
。

註
3
　
こ
う
し
た
点
に
や
や
関
連
し
て
、
木
村
東
吉
氏
は
「
『
李
陵
』
の
構
想
」
（
『
日
本
文
学
』

　
　
昭
和
5
3
・
5
）
の
中
で
、
司
馬
遷
が
「
運
命
の
非
条
理
に
支
配
さ
れ
る
」
世
界
を
直
視

　
　
す
る
の
は
、
「
史
記
」
完
成
後
の
不
安
と
虚
脱
感
の
中
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
絶
望

　
　
的
な
書
写
機
械
と
化
し
、
屈
原
や
伍
子
疋
目
の
一
如
を
書
い
て
い
た
司
馬
遷
が
、
「
畢
生
の

　
事
業
完
成
の
歓
喜
」
を
期
待
し
つ
つ
書
い
て
い
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
蘇
武
的
信
念
に
で

　
　
は
な
く
存
在
悪
の
認
識
に
根
差
し
た
表
現
者
と
し
て
の
彼
の
有
り
様
は
、
既
に
宮
刑
後

　
　
に
決
定
さ
れ
て
い
た
と
見
た
い
Q

註
4
　
拙
稿
「
中
島
敦
論
の
こ
こ
ろ
み
口
－
表
現
者
の
系
譜
を
廻
っ
て
一
」
　
（
『
近
代
文
学

　
　
試
論
』
1
5
、
昭
和
5
！
・
1
1
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
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