
中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開
一
白
居
易
を
中
心
と
し
て

諸
　
田
　
龍
　
美

問
題
の
確
認

　
至
徳
二
載
（
七
五
七
年
）
の
春
、
安
茸
山
の
反
乱
軍
に
よ
っ
て
長
安
に
軟
禁
さ
れ
て
い
た
杜
甫
は
、
有
数
の
行
楽
地
で
あ
っ
た
曲
江
池

を
緋
徊
し
つ
つ
「
哀
江
頭
（
江
頭
に
哀
し
む
）
」
と
い
う
作
品
を
詠
じ
た
。
滅
亡
に
瀕
し
た
国
家
へ
の
悲
嘆
を
詠
じ
た
心
心
は
、
ほ
ぼ
半

世
紀
の
後
に
白
居
易
が
詠
じ
た
「
長
恨
歌
」
と
並
び
、
玄
宗
・
富
貴
妃
を
題
材
と
し
た
著
名
な
作
品
と
し
て
人
口
に
謄
目
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
両
作
は
、
題
材
を
同
じ
く
し
な
が
ら
も
、
あ
る
重
要
な
点
に
お
い
て
決
定
的
な
相
違
1
1
逆
転
現
象
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
逆
転
」
は
何
故
に
生
じ
た
の
か
一
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
、
白
居
易
の
個
人
的
な
資
質
と
い
う
角
度
か
ら

詳
論
し
た
が
、
本
稿
は
、
前
稿
と
同
じ
課
題
を
、
別
な
視
角
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
前
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
「
逆
転
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
杜
甫
「
哀
江
頭
」
（
巻
四
）
の
冒
頭
部
は
、
次
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
て
い
た
。

少
陵
野
老
呑
聲
突

春
日
潜
行
曲
江
曲

江
頭
宮
殿
鎖
千
門

少
陵
の
野
老

春
日
潜
行
す

江
頭
の
宮
殿

（
杜
甫
自
身
を
い
う
）

　
　
　
く
す
エ

曲
江
の
曲

千
門
を
鎖
し

声
を
呑
み
て
宜
し

五
「



一
五
二

細
柳
新
蒲
爲
誰
緑
　
　
細
柳
新
蒲
　
誰
が
為
に
か
緑
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
で

つ
い
数
年
前
ま
で
は
賑
わ
っ
て
い
た
曲
江
池
の
離
宮
は
今
や
そ
の
門
を
閉
ざ
し
、
美
し
い
新
緑
を
諮
る
べ
き
主
人
（
玄
宗
・
製
革
妃
）
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
な

も
は
や
い
な
い
ー
ー
。
杜
甫
は
こ
の
後
、
玄
宗
の
寵
愛
を
一
身
に
集
め
て
い
た
頃
の
落
差
妃
を
描
写
し
、
更
に
続
け
て
、
そ
の
栄
華
の
停

さ
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

明
眸
皓
歯
今
何
在

血
汚
遊
魂
蹄
不
得

清
潤
東
流
創
閣
深

去
住
彼
此
無
消
息

人
生
宥
情
涙
沽
臆

江
水
〔
底
本
作
草
〕

江
花
山
豆
終
極

明
眸
皓
歯
（
楊
貴
妃
を
い
う
）
　
今
置
く
に
か
在
る

血
汚
の
遊
魂
　
帰
り
得
ず

清
淵
は
東
流
し
　
剣
閣
は
深
し

去
住
彼
此
（
玄
宗
と
楊
貴
重
）
　
消
息
無
し

　
　
　
　
　
　
　
む
ね
　
　
う
る
ほ

人
生
情
有
り
　
涙
　
臆
を
淫
す

江
水
江
花
　
山
豆
に
終
に
極
ま
ら
ん
や

　
詩
に
い
う
「
青
苧
の
遊
魂
　
帰
り
得
ず
」
と
は
、
馬
糧
披
で
処
刑
さ
れ
た
楊
貴
妃
の
魂
が
、
再
び
長
安
に
戻
っ
て
は
来
ら
れ
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
つ

を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
蜀
へ
と
都
落
ち
し
た
玄
宗
の
消
息
も
、
杏
と
し
て
知
れ
な
か
っ
た
。
人
間
の
営
み
と
は
、
か
く
も

儂
い
も
の
か
暮
そ
う
し
た
慨
嘆
に
と
ら
わ
れ
て
、
「
有
情
」
の
人
た
る
杜
甫
は
、
涙
を
流
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
、
感
情
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
「
無
情
」
な
る
自
然
は
、
永
遠
に
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
は
な
い
。
「
江
水
江
花
　
山
豆
に
終
に
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
ら
ん
や
」
と
い
う
杜
甫
の
叫
び
は
、
永
遠
な
る
自
然
の
前
で
は
、
人
間
の
営
み
な
ど
優
い
コ
場
の
夢
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
、
悲
痛



な
る
認
識
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
安
禄
山
の
反
乱
か
ら
ほ
ぼ
五
十
年
後
に
詠
じ
ら
れ
た
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
（
〇
五
九
六
）
で
は
、
同
じ
く
玄
宗
・
楊
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

妃
の
事
件
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
、
そ
の
結
句
に
お
い
て
、
杜
甫
と
は
全
く
違
っ
た
感
慨
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
長
地
久
有
時
蓋
　
　
　
　
　
　
　
　
天
長
地
久

此
恨
縣
縣
三
絶
〔
底
本
作
圭
菖
期
　
　
此
の
恨
み

時
有
り
て
尽
く
る
も

め
ん
め
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

縣
縣
と
し
て
絶
ゆ
る
期
無
か
ら
ん

す
な
わ
ち
、
天
地
自
然
は
悠
久
な
も
の
で
は
あ
つ
で
も
、
い
っ
か
は
尽
き
果
て
る
時
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
貴
妃
と
永
訣
し
た
玄

宗
の
「
恋
の
恨
み
」
だ
け
は
、
い
つ
ま
で
も
永
遠
に
絶
え
る
と
き
は
あ
る
ま
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
自
然
」
よ
り
も
む

し
ろ
人
間
の
「
感
情
（
恋
情
）
」
こ
そ
が
永
遠
で
あ
る
と
い
う
、
杜
甫
の
「
哀
江
頭
」
と
は
全
く
逆
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

　
ヘ
　
　
　
へ

た
逆
転
は
、
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
が
需
品
で
提
示
し
た
「
逆
転
現
象
」
で
あ
っ
た
。

う
視
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
い
た
。

そ
れ
が
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
、
論
者
は
「
白
居
易
の
個
人
的
な
資
質
」
と
い

白
居
易
に
は
「
情
の
根
源
性
」
に
関
す
る
、
比
類
の
な
い
深
い
認
識
と
実
感
と
が
存
在
し
、
そ
れ
が
「
長
恨
歌
」
の
結
句
に
も
反
映

し
て
い
る
…
…
。
つ
ま
り
、
白
居
易
に
は
「
男
女
の
恋
情
は
、
身
体
の
生
理
を
基
礎
と
す
る
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
存
在
す

る
限
り
永
続
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
認
識
が
、
自
然
な
実
感
と
し
て
抱
か
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
白
居
易
の
文

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



一
五
四

学
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
「
情
」
へ
の
深
い
認
識
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。

と
一
。

　
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
前
書
に
お
け
る
「
結
論
」
は
、
考
察
の
対
象
を
白
居
易
の
「
詩
人
と
し
て
の
個
人
的
な
資
質
」

に
限
定
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
論
者
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
補
説
し
て
お
い
た
。

こ
う
し
た
指
摘
は
［
定
の
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
（
玄
宗
と
楊
貴
書
の
間
に
存
在
し
た
よ
う
な
）
「
恋

情
」
と
い
う
も
の
は
、
本
来
、
異
性
を
対
象
と
し
た
「
対
他
的
な
」
感
情
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
白
居
易
の
「
個
性
」
か
ら
の

み
考
察
し
た
の
で
は
、
把
捉
し
き
れ
な
い
要
素
が
遺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
自
明
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
補
う
た
め
に
は
、
中
唐

に
お
け
る
「
科
挙
の
充
実
」
や
、
そ
れ
に
伴
う
「
男
女
関
係
の
変
化
」
と
い
っ
た
、
よ
り
社
会
的
な
視
点
か
ら
、
本
稿
の
課
題
を
あ

ら
た
め
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
…
…

　
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
目
的
は
、
言
託
に
お
い
て
「
課
題
」
と
し
て
残
し
た
「
社
会
的
な
視
点
か
ら
両
作
に
お
け
る
『
逆
転
』
を
考
察
す

る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
画
稿
で
も
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
逆
転
」
に
関
し
て
は
、
小
論
で
は
あ
る
が
、
以
前
「
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

唐
の
恋
愛
詩
　
一
紫
式
部
を
感
動
さ
せ
た
『
長
恨
歌
』
の
悲
恋
」
と
題
し
て
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
を
全
面
的
に
改
稿

し
、
社
会
的
な
視
点
を
中
心
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
疑
問
の
解
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。



二
　
中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立

　
男
女
が
た
が
い
を
恋
い
慕
う
「
恋
情
」
と
い
う
感
情
が
》
文
学
の
発
生
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
程
に
古
く
か
ら
存
在
し
、
中
国
社
会
に

根
付
い
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
『
詩
経
』
国
風
の
作
品
群
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
感
情
が
人
間

の
生
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
当
然
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
根
源
的
な
感
情
で
あ
る
「
恋

情
」
を
、
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
、
と
い
う
評
価
の
次
元
と
も
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
早
く
も
様
々
な
社
会
的
文
化
的
要
因
が
介
在
し
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
、
男
女
と
い
う
二
人
の
人
間
　
　
す
な
わ
ち
杜
会
　
　
の
間
に
成
立
す
る
、
社
交
と
し
て
の
「
恋
愛
」
を
考

え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
代
の
社
会
的
文
化
的
要
因
と
切
り
離
し
て
論
ず
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
妹
尾
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

彦
氏
は
論
文
「
“
才
子
”
与
“
佳
人
”
　
　
九
世
紀
中
国
新
的
男
女
認
識
的
形
成
」
に
お
い
て
、
「
恋
愛
」
を
「
規
則
や
礼
儀
に
基
づ
い

た
、
相
手
に
対
す
る
｝
種
の
愛
情
表
現
で
あ
り
知
的
遊
戯
で
あ
る
（
基
子
規
則
和
礼
儀
的
対
干
対
方
的
一
種
愛
情
的
表
現
和
智
力
遊
戯
）
」

（
六
九
六
頁
）
、
ま
た
は
「
男
女
間
の
愛
情
を
成
就
す
る
た
め
の
、
策
略
や
技
巧
を
そ
な
え
た
遊
戯
（
楽
車
営
造
男
女
間
愛
情
的
具
備
策

略
技
巧
的
遊
戯
）
」
（
六
九
七
頁
）
と
定
義
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
恋
愛
」
の
様
式
が
中
国
に
お
い
て
創
始
さ
れ
た
の
は
、
唐

代
　
　
そ
れ
も
中
唐
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
先
行
の
諸
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
「
中

唐
に
お
け
る
恋
愛
の
成
立
」
と
い
う
本
節
の
課
題
を
考
察
す
る
際
に
は
、
こ
の
妹
尾
氏
の
論
考
は
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
以
下
長
文
に

は
な
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
論
旨
の
骨
格
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

【
1
】
八
世
紀
に
は
高
級
官
僚
の
半
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
科
挙
出
身
者
は
、
九
世
紀
に
は
八
、
九
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
「
科
挙
出
身
者
が
統
治
階
層
を
掌
握
す
る
」
と
い
う
、
中
国
帝
政
後
期
社
会
の
構
造
の
基
本
型
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

「
五
五



一
五
六

た
。
【
2
】
九
世
紀
の
科
挙
は
、
新
興
の
地
域
勢
力
者
（
郷
紳
）
の
台
頭
を
促
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
従
来
、
出
身
・

人
間
関
係
・
私
情
な
ど
に
よ
っ
て
任
官
し
て
い
た
門
閥
貴
族
に
と
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
科
挙
合
格
が
必
須
の
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ

と
（
1
1
門
閥
貴
族
が
こ
ぞ
っ
て
科
挙
を
受
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
）
で
あ
り
、
こ
の
点
、
新
興
の
地
域
勢
力
者
（
郷
紳
）
が
合

格
者
の
多
数
を
占
め
た
曲
面
以
後
の
科
挙
と
は
同
じ
で
な
い
。
肩
代
の
門
閥
貴
族
は
、
科
挙
を
利
用
し
て
中
央
官
僚
と
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
総
代
末
期
ま
で
、
そ
の
社
会
的
地
位
を
維
持
し
た
。
【
3
】
社
会
的
地
位
の
高
い
貴
族
が
大
挙
し
て
科
挙
を
受
験
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
科
挙
の
権
威
が
樹
立
さ
れ
た
（
「
属
性
〔
身
分
〕
主
義
」
か
ら
「
業
績
主
義
」
へ
の
転
向
が
決
定
し
た
）
。
科

挙
合
格
者
た
ち
は
貴
族
・
非
貴
族
と
い
う
従
前
の
属
性
を
抜
け
出
し
て
「
科
挙
合
格
者
階
級
」
と
い
う
新
し
い
階
層
を
構
纂
。
特
に

「
同
年
」
度
の
科
挙
合
格
者
た
ち
は
、
出
身
地
や
出
身
身
分
を
越
え
て
、
一
生
続
く
強
烈
な
連
帯
感
で
結
ば
れ
た
。
科
挙
合
格
は
、

一
種
の
「
爵
位
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
得
る
こ
と
で
、
政
界
で
の
出
世
や
結
婚
、
人
間
関
係
な
ど
を
有
利
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

よ
っ
て
次
第
に
受
験
競
争
は
熾
烈
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
【
4
】
し
か
し
、
中
国
の
中
下
層
階
級
は
、
依
然
と
し
て
「
属
性
主

義
（
身
分
制
）
」
社
会
で
あ
っ
た
。
「
業
績
（
能
力
）
主
義
」
は
、
あ
く
ま
で
も
最
高
階
層
の
エ
リ
ー
ト
間
に
お
け
る
限
ら
れ
た
範
囲

で
の
「
流
動
」
に
適
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
近
代
の
能
力
主
義
と
違
い
「
学
校
制
度
」
は
不
備
で
あ
っ
た
。
【
5
】
科
挙
の
浸
透

は
、
し
か
し
、
①
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
官
僚
制
度
の
形
成
、
②
王
都
を
頂
点
と
す
る
都
市
の
階
梯
化
（
長
安
が
文
化
の
中
心
）
、
③

古
典
に
対
す
る
統
一
解
釈
と
文
言
（
漢
文
）
の
浸
透
、
④
そ
れ
に
伴
う
情
報
の
共
有
化
、
等
々
の
影
響
を
政
治
と
社
会
に
与
え
た
。

【
6
】
長
安
に
出
て
き
た
科
挙
受
験
生
た
ち
は
、
都
市
の
妓
館
の
女
性
を
対
象
と
し
て
文
学
作
品
（
小
説
・
詩
）
を
創
作
し
、
彼
ら

が
追
求
す
る
所
の
「
男
女
関
係
」
を
表
現
し
た
。
科
挙
受
験
生
に
と
っ
て
は
、
花
柳
界
以
外
に
は
、
自
由
に
女
性
と
接
触
で
き
る
場

所
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
唐
代
で
は
、
（
男
女
間
で
）
詩
の
贈
答
が
で
き
る
女
性
は
、
妓
女
で
な
け
れ
ば
妾
・
姫
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
当
時
の
女
子
は
「
詩
を
読
む
」
こ
と
は
で
き
た
け
れ
ど
も
、
「
詩
を
書
く
」
こ
と
は
軽
蔑
を
受
け
る
行
為
で
あ
り
、
妓
女
の
す



る
こ
と
、
と
み
な
し
て
い
た
。
【
7
】
科
挙
受
験
生
に
と
っ
て
、
妓
女
は
単
に
性
欲
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
更
な
る

魅
力
は
、
宴
席
に
お
い
て
詩
を
理
解
・
創
作
し
、
秀
で
た
技
芸
を
有
し
、
高
雅
で
機
知
に
富
ん
だ
対
話
が
で
き
る
な
ど
の
「
才
智
」

に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
「
重
文
軽
武
」
の
風
気
の
中
で
、
青
年
知
識
階
層
が
男
女
関
係
に
対
し
て
抱
い
た
一
種
の
「
憧
れ
」
と

「
想
像
」
を
反
映
し
た
現
象
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
時
の
科
挙
受
験
生
は
、
妓
女
を
「
佳
人
」
と
し
て
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
自
分
自
身
を
「
才
子
」
と
し
て
自
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
知
識
青
年
が
大
挙
し
て
都
・
長
安
を
訪
れ
、
妓
館

の
女
子
と
交
流
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
が
生
み
出
さ
れ
た
。
科
挙
合
格
を
目
標
と
し
た
青
年
知
識
人
た
ち
は
、

こ
う
し
て
「
才
子
佳
人
」
式
の
恋
愛
小
説
を
創
出
し
た
が
、
そ
れ
は
自
ら
の
需
要
に
基
づ
き
、
「
才
子
」
と
「
佳
人
」
と
を
創
造
し

た
の
で
あ
っ
た
。
【
8
】
九
世
紀
の
「
才
子
佳
人
」
の
観
念
は
、
科
挙
試
験
を
目
標
と
す
る
中
小
貴
族
或
い
は
非
貴
族
出
身
の
男
性

が
創
出
し
た
新
概
念
で
あ
っ
て
、
当
時
は
ま
だ
社
会
の
各
層
に
ま
で
広
範
に
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
概
念
は
、
宋
元
明
清

の
時
期
に
、
唐
代
恋
愛
小
説
が
戯
劇
化
さ
れ
、
民
間
雑
劇
の
代
表
的
な
面
目
に
な
る
に
随
っ
て
、
は
じ
め
て
多
大
な
影
響
を
社
会
の

各
層
に
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
「
才
子
佳
人
」
の
価
値
観
は
、
二
十
世
紀
に
科
挙
が
廃
止
さ
れ
、
欧
州
の
近
代
恋
愛
小
説
が
伝
わ

る
ま
で
、
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
た
。

　
以
上
に
紹
介
し
た
妹
尾
氏
の
所
説
は
、
中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
（
文
学
）
」
の
成
立
と
そ
の
要
因
を
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
体

系
的
に
把
握
し
た
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
当
時
の
知
識
階
層
・
上
流
階
層
の
青
年
男
子
に
と
っ
て
は
「
科
挙
合
格
」
が
最
高

の
目
標
・
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
習
得
し
た
「
知
識
や
詩
文
の
創
作
能
力
」
を
高
く
評
価
し
て
く
れ
る
女
性
が
、
す
な
わ
ち
望
ま

し
い
「
理
想
の
女
性
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
受
験
・
任
官
と
い
う
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
日
常
の
な
か
で
、
い
わ
ば
「
気
軽
に

つ
き
合
え
る
」
（
結
婚
を
考
え
ず
と
も
よ
く
、
ま
た
自
由
に
接
触
で
き
る
）
女
性
と
し
て
、
妓
館
や
宴
席
に
侍
る
妓
女
は
、
貴
重
な
存
在

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
五
七



一
五
八

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
科
挙
受
験
生
ら
は
、
そ
う
し
た
妓
女
に
「
理
想
の
女
性
」
ほ
「
佳
人
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
、
ま
た
妓
女
の
側
も
、

「
佳
人
」
に
近
づ
く
べ
く
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
男
女
　
　
　
「
才
子
」
と
「
佳
人
」
1
が
、
「
理
想
の
知
的
で

美
的
な
恋
」
を
成
就
す
る
た
め
に
最
も
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
も
の
、
そ
れ
が
「
艶
詩
」
の
贈
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
「
才
子
佳
人

小
説
」
の
原
型
と
さ
れ
る
『
遊
仙
窟
』
や
「
蓑
亀
伝
」
に
お
い
て
、
主
人
公
の
男
女
が
契
り
を
結
ぶ
際
に
、
「
嘉
詩
」
が
い
か
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
を
想
起
す
れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
妹
尾
氏
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
的

確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
主
に
第
二
章
「
三
代
恋
愛
小
説
所
表
潮
田
内
容
」
に
詳
し
い
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
と
こ
ろ
で
、
中
唐
に
お
け
る
艶
詩
の
贈
答
に
関
し
て
は
、
論
者
も
以
前
考
え
を
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
細
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た

い
が
、
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
な
諸
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

①
元
棋
や
白
居
易
は
、
中
唐
元
和
期
を
代
表
す
る
「
艶
詩
作
家
」
と
目
さ
れ
て
い
た
。

②
三
白
の
艶
詩
は
、
当
時
の
各
層
の
女
性
に
幅
広
く
愛
好
さ
れ
た
。

③
『
全
唐
詩
』
に
登
場
す
る
女
性
詩
人
は
、
初
盛
唐
期
に
は
宮
女
が
主
流
で
あ
る
が
、
爵
号
画
期
に
は
妓
女
や
士
女
が
主
流
と
な
り
、

　
中
で
も
妓
女
の
詩
作
の
九
割
は
、
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

④
『
全
唐
詩
』
に
収
録
さ
れ
る
女
性
の
詩
作
は
、
お
お
む
ね
そ
の
四
分
の
一
が
艶
詩
で
あ
る
。

⑤
女
性
の
詩
作
の
う
ち
、
恋
人
宛
て
の
詩
や
男
性
と
の
贈
答
詩
の
九
割
は
、
中
黒
唐
期
の
も
の
で
あ
る
。

⑥
中
唐
期
に
は
、
未
婚
男
女
間
の
艶
詩
の
贈
答
を
手
段
と
す
る
、
新
し
い
恋
愛
形
式
が
生
ま
れ
た
。

こ
の
う
ち
⑥
に
関
し
て
は
、
先
の
妹
尾
氏
の
指
摘
（
中
唐
に
お
け
る
才
子
佳
人
式
の
恋
愛
の
誕
生
V
と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の



よ
う
に
、
中
唐
期
に
は
、
「
才
子
と
佳
人
の
恋
愛
」
を
取
り
結
ぶ
手
段
と
し
て
、
「
艶
詩
」
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
恋
愛
形
式
の
誕
生
は
、
当
時
の
女
性
観
・
人
間
観
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
詳
細

は
注
（
6
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
私
見
を
要
す
る
に
、
科
挙
の
充
実
が
将
来
し
た
、
エ
リ
ー
ト
階
層
に
お
け
る
「
業
績
主
義
の

社
会
」
に
あ
っ
て
は
、
「
個
人
の
才
智
」
こ
そ
が
、
「
出
世
」
を
決
め
る
最
も
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
。
「
地
位
や
身
分
」
は
、
「
個
人
の
才

智
」
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
相
対
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
六
朝
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
よ
う
な
絶
対
性
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
「
個
人
の
才
智
」
が
至
上
と
な
っ
た
社
会
で
は
、
半
ば
必
然
的
に
、
人
間
を
そ
の
内
面
性
に
お
い
て
評
価
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て

ゆ
く
。
中
唐
の
士
大
夫
た
ち
が
、
「
恋
愛
」
の
主
要
な
相
手
で
あ
っ
た
妓
女
を
、
そ
の
容
姿
の
み
で
な
く
、
歌
舞
・
演
奏
と
い
っ
た
技
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

や
、
話
術
の
巧
み
さ
な
ど
、
よ
り
内
面
的
な
要
因
に
よ
っ
て
評
価
し
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
人
間
の

内
面
性
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
や
が
て
、
人
間
は
、
性
別
や
身
分
を
越
え
て
、
そ
の
精
神
や
感
情
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
、
と
い
う
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
生
み
出
し
、
浸
透
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
白
居
易
の
よ
う
な
、
比
較
的
下
層
の
知
識
階
級
を
出
自
と
す
る
若
者
の
場

合
に
は
、
科
挙
を
通
じ
て
発
揮
す
る
「
個
人
の
才
智
1
1
文
才
」
に
よ
っ
て
「
の
し
上
が
り
」
、
支
配
階
級
と
、
い
わ
ば
「
同
等
の
人
間
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
な
る
こ
と
が
、
具
体
的
な
目
標
と
さ
れ
た
。
し
か
し
例
え
ば
、
六
朝
の
貴
族
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
目
標
を
抱
く
こ
と
自
体
、

不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
人
間
の
平
等
」
と
い
う
観
念
が
、
中
唐
に
お
い
て
、
初
め
て
本
格
的
に
浸
透
し
得
た
観
念
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
以
前
別
の
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
白
居
易
は
「
与
元
九
書
」
（
一
四
八
六
）
に
お
い
て
「
上
は
賢

聖
瞠
り
下
は
逸
楽
に
至
る
ま
で
、
微
は
豚
魚
に
及
び
、
幽
は
鬼
神
に
及
ぶ
ま
で
、
群
分
か
る
る
も
気
は
同
じ
く
、
形
異
な
れ
ど
も
情
は
］

な
り
（
上
薬
聖
賢
、
下
至
愚
験
、
微
及
二
恩
、
幽
及
鬼
神
、
撃
豊
里
氣
同
、
形
異
而
情
一
）
」
と
「
情
の
普
遍
性
」
を
主
張
し
、
そ
れ
を

調
諭
詩
が
有
効
で
あ
る
根
拠
と
し
て
い
た
。
白
居
易
が
こ
う
し
た
主
張
を
な
し
得
た
背
景
に
も
、
お
そ
ら
く
中
唐
の
社
会
に
お
い
て
「
人

間
の
内
面
に
お
け
る
平
等
」
と
い
う
観
念
が
、
＝
疋
の
現
実
味
を
帯
び
た
観
念
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
情
況
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

］
五
九



｝
六
〇

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
人
間
」
の
内
に
、
当
然
な
が
ら
女
性
も
ま
た
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
当
時
の
女
性
観
や
恋
愛
観
に

も
、
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
当
時
「
儒
家
の
教
養
」
と
「
歌
舞
音
曲
」
i
女
性
の

場
合
に
は
容
姿
も
「
天
賦
の
才
」
と
し
て
含
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
一
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
個
人
の
才
智
に
頼
っ
て
生
き
て
ゆ

く
士
大
夫
と
妓
女
と
は
、
極
め
て
相
似
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
が
侍
み
と
す
る
「
個
人
の
才
智
」
と
い
う
も
の

は
、
反
面
、
そ
れ
を
評
価
す
る
者
の
恣
意
に
左
右
さ
れ
か
ね
な
い
「
不
確
か
な
も
の
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
両
者
は
共
に

　
デ
　
　
ラ
　
　
シ
　
　
コ
み

「
根
無
し
草
」
と
も
い
う
べ
き
不
安
定
な
存
在
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
一
例
が
、
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
（
〇
六

〇
三
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
半
部
に
お
い
て
彼
は
、
自
身
と
同
じ
く
江
州
に
都
落
ち
し
た
妓
女
の
こ
と
を
「
同
じ
く
誉
れ
天
涯
倫
落
の
人
、

相
逢
ふ
何
ぞ
必
ず
し
も
曽
相
識
（
旧
友
）
の
み
な
ら
ん
（
同
是
天
涯
倫
落
人
、
相
即
何
平
時
相
識
）
」
と
述
べ
、
身
分
や
性
別
を
越
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
み
だ

そ
の
境
遇
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
へ
の
親
近
感
を
露
わ
に
し
て
い
た
。
さ
ら
に
末
尾
で
は
「
座
中
泣
下
る
こ
と
誰
か
最
毛
多
き
、
江
州

の
司
馬
　
青
春
湿
ふ
（
座
中
泣
下
獄
最
多
、
江
州
司
馬
青
杉
灘
）
」
と
詠
じ
て
、
妓
女
の
心
情
へ
の
深
い
共
感
を
表
明
し
て
い
る
。
白
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

易
が
こ
う
し
た
感
慨
を
催
し
た
（
と
詠
じ
て
い
る
）
の
は
、
単
に
、
偶
然
に
漂
泊
の
身
の
上
が
同
じ
で
あ
っ
た
か
ら
、
と
い
う
の
で
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
ま
い
。
お
そ
ら
く
詩
人
の
念
頭
に
は
、
そ
の
よ
う
な
漂
泊
を
半
ば
宿
命
的
に
も
た
ら
し
た
、
当
時
の
士
大
夫
と
妓
女
と
の
、
「
存
在
の

本
質
的
な
類
似
」
が
想
起
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
個
人
の
才
智
」
と
い
う
「
あ
て
に
な
ら
ぬ
も
の
」
に
頼
る
ほ
か
な
い

　
デ
　
ラ
　
シ
　
ネ

「
根
無
し
草
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
の
類
似
性
が
、
で
あ
る
。
流
講
の
地
・
江
州
に
お
け
る
、
白
居
易
と
妓
女
と
の
境
遇
は
、
偶
然
に
で

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
な
く
本
質
的
に
、
類
似
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
唐
の
士
大
夫
と
妓
女
と
は
、
そ
の
「
存
在
と
し
て
の
本
質
」
自
体
が
類
似
し
て
い
た
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
両
者
は
元
来
、
共
感
一
ひ
い
て
は
恋
情
一
を
抱
き
易
い
者
同
士
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
「
恋
愛
」
を
仲
介
す
る
手
段
こ
そ
が
、
他
な
ら
ぬ
艶
詩
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
の
は
「
異
性
へ
の
恋
情
」
で
あ
り
、
艶
詩
の
贈



ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

答
を
手
段
と
す
る
恋
愛
が
、
中
唐
期
に
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
こ
の
時
期
に
士
大
夫
と
妓
女
と
の
「
感
情
の
交
流
」

が
活
性
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
白
居
易
の
「
琵
琶
行
」
や
「
長
恨
歌
」
と
い
っ
た
物
語
詩
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
時
代
に
盛
行
し

た
「
鴬
忙
忙
」
「
李
娃
伝
」
「
霊
小
玉
伝
」
と
い
っ
た
、
恋
愛
を
主
題
と
す
る
伝
奇
小
説
に
お
い
て
、
女
性
の
感
情
が
以
前
に
比
し
て
格
段

に
詳
し
く
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
中
唐
期
に
お
け
る
男
女
間
の
「
感
情
の
交
流
の
活
性
化
」
と
い
う
、
時
代
の
情
況
を
反
映

す
る
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
面
癖
以
前
の
重
体
詩
や
閨
怨
詩
に
登
場
す
る
女
性
が
、
概
ね
「
待
つ
女
」
と
い
う
、
型
に
嵌
っ
た
女

　
　
　
（
1
1
）

性
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
中
唐
の
伝
奇
小
説
に
描
か
れ
た
女
性
は
「
活
き
活
き
と
し
た
感
情
を
有
す
る
、
生
身
の
、
個
性
を
持
っ
た
人

間
」
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
「
男
性
の
所
有
物
と
し
て
の
女
性
」
か
ら
、
「
（
感
情
の
交
流
の
相
手
で
あ
る
）
対
等
な

爪
切
性
と
し
て
の
女
性
」
へ
と
い
う
、
女
性
観
・
人
間
観
の
変
化
が
あ
っ
た
。
「
長
恨
歌
」
の
後
半
、
仙
界
に
て
道
士
と
対
面
し
た
際
の
、

自
ら
の
感
情
を
露
わ
に
す
る
楊
貴
妃
は
、
正
し
く
そ
う
し
た
中
唐
の
女
性
像
を
反
映
し
た
形
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
士
大
夫
と
妓
女

と
は
、
身
分
差
や
性
別
を
越
え
て
、
同
じ
く
「
個
人
の
才
智
」
に
依
拠
し
な
が
ら
生
き
て
行
く
存
在
と
し
て
、
本
質
的
な
共
通
点
を
有
し

て
い
た
。
そ
の
両
者
の
「
感
情
の
交
流
」
を
最
も
よ
く
促
す
手
段
が
鼠
毛
の
贈
答
で
あ
り
、
そ
れ
が
盛
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
唐
の

社
会
は
、
男
女
間
の
感
情
、
す
な
わ
ち
「
恋
情
」
に
対
す
る
認
識
を
、
そ
れ
以
前
の
如
何
な
る
時
代
に
も
増
し
て
、
深
め
て
い
っ
た
の
だ

と
思
し
い
。
第
一
節
で
課
題
と
し
た
「
長
恨
歌
」
の
結
句
は
、
正
に
そ
う
し
た
「
中
唐
に
お
け
る
恋
情
認
識
の
深
ま
り
」
を
示
す
、
象
徴

的
な
一
例
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
以
下
に
節
を
改
め
て
再
論
し
た
い
。

三
　
「
情
」
認
識
の
深
化
（
i
）
－
情
の
発
露
と
し
て
の
詩
と
恋

科
挙
制
度
は
中
唐
に
至
り
空
前
の
充
実
ぶ
り
を
示
し
た
が
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
た
「
儒
家
の
教
養
」
の
う
ち
、
恋
情
や
艶
詩
と
い
っ
た

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
六
］



一
六
二

本
稿
の
テ
ー
マ
と
最
も
密
接
に
関
連
す
る
経
典
は
、
『
詩
経
』
で
あ
ろ
う
。
既
に
前
稿
「
恋
情
の
復
権
」
の
第
二
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
「
大
序
」
に
お
い
て
『
詩
経
（
冷
罵
）
』
は
、
原
理
的
に
「
情
」
を
文
学
（
h
詩
）
の
源
泉
と
し
て
認
め
て
い
た
。
白
居
易
は
そ
の

コ
三
口
情
」
の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
、
「
情
」
と
文
学
と
の
関
連
の
深
さ
を
一
段
と
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
（
与
元
集
書
）
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
に
、
詩
（
文
学
）
が
「
情
の
発
露
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
肯
定
す
る
こ
と
は
、
本
質
的
な
次
元
で
、
「
恋
情
」
を
承
認
し
肯

定
す
る
こ
と
へ
と
繋
が
る
着
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
恋
情
」
も
「
情
の
発
露
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
ま
し
て
や
『
詩
経
』
国
風
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
恋
情
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
「
情
」
を
殊
更
に
重

視
す
る
（
白
居
易
の
よ
う
な
）
詩
人
に
あ
っ
て
は
、
「
大
序
」
を
論
拠
と
し
た
「
情
の
発
露
と
し
て
の
詩
」
の
強
調
は
、
自
ず
か
ら
「
情

の
発
露
」
た
る
「
恋
情
」
の
肯
定
へ
と
繋
が
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
事
実
『
白
馬
文
集
』
中
に
は
、
こ
う
し
た
機
制
が
、
自
覚
的
で

あ
れ
無
自
覚
的
で
あ
れ
、
働
い
た
と
思
し
い
現
象
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
た
事
例
は
、
そ
れ
が
、
よ
り
無
自

覚
的
に
働
い
た
場
合
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
例
え
ば
、
以
前
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
「
鄭
声
は
淫
な
り
」
（
『
論
語
』
衛
霊
獣
）
、
「
鄭
衛
の
音
は
、
乱
世
の
音
な
り
」
（
『
礼
記
』

楽
記
）
と
、
『
詩
経
』
国
風
の
な
か
で
も
特
に
「
淫
乱
」
な
詩
が
多
い
と
さ
れ
た
鄭
風
・
衛
風
の
詩
に
対
し
て
、
白
居
易
は
、
当
時
の
儒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
み

家
の
公
式
見
解
と
は
別
様
の
受
け
と
め
方
を
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
顕
著
な
一
例
と
し
て
、
鄭
風
「
暴
落
」
の
詩
を
取
り
上
げ
て
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
。
該
詩
は
二
章
畳
詠
の
形
式
を
と
る
が
、
第
一
章
の
み
を
示
し
て
お
く
。

湊
與
泊

方
換
換
分

士
與
女

湊
と
清
と

ま
さ方

に
換
換
た
り

士
と
女
と



方
乗
商
分

女
日
観
乎

士
日
既
且

且
往
観
乎

清
之
外

洵
計
且
樂

維
士
與
女

伊
其
相
譲

贈
之
以
勺
藥

　
　
　
　
　
　
　
　
と

方
に
商
（
草
名
）
を
乗
る

　
　
　
み
そ
ぎ

女
曰
く
　
観
せ
ん
か

士
曰
く
　
既
に
せ
り

と
も且

に
往
き
て
観
せ
ん

清
の
外
は

洵
に
註
（
大
い
）
に
し
て
且
つ
楽
し

こ
こ維

に
士
と
女
と

こ
こ伊

に
其
れ
相
諺
れ

之
に
贈
る
に
勺
薬
を
以
て
す

　
鈴
木
修
次
氏
や
白
川
静
氏
は
、
該
詩
を
含
む
鄭
風
の
詩
全
体
か
ら
、
古
代
人
の
恋
愛
に
対
す
る
「
お
お
ら
か
で
」
「
開
放
的
な
」
「
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
＞

さ
」
を
読
み
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
例
え
ば
、
唐
・
孔
穎
達
の
『
嘉
詩
正
義
』
は
、
こ
の
詩
を
「
（
豊
国
の
）
淫
を
為
す
の
事
を
述
」

べ
、
「
以
て
乱
を
刺
」
つ
た
作
品
だ
と
解
釈
し
た
。
封
書
は
、
科
挙
受
験
生
の
教
科
書
と
も
い
う
べ
き
書
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
孔
穎
達
の

解
釈
は
唐
代
士
大
夫
の
公
式
見
解
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
白
居
易
は
「
湊
浦
を
経
（
心
当
清
）
」
（
二
二
＝
＝
）

と
い
う
詩
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
詠
じ
て
い
る
。

落
日
駐
行
騎
　
　
落
日
　
行
騎
を
駐
め

沈
吟
懐
古
情
　
　
沈
吟
し
て
古
情
を
懐
ふ

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

六
三



六
四

鄭
風
攣
已
壷

湊
清
至
今
清

不
見
士
與
女

亦
無
均
藥
名

鄭
風
　
変
じ
て
已
に
尽
く
る
も

湊
清
　
今
に
至
る
ま
で
清
し

士
と
女
と
を
見
ず

亦
た
有
薬
の
名
も
無
し

　
末
尾
の
二
句
は
、
言
言
「
湊
清
」
詩
に
「
維
に
士
と
女
と
／
伊
に
其
れ
相
逸
れ
／
之
に
贈
る
に
有
薬
を
以
て
す
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え

る
。
要
す
る
に
、
孔
告
達
が
「
淫
風
大
い
に
行
は
れ
」
た
と
非
難
す
る
粟
国
の
風
俗
を
、
白
居
易
は
こ
こ
で
む
し
ろ
懐
か
し
ん
で
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
あ
る
。
戦
乱
を
経
た
後
の
情
景
で
あ
る
か
ら
、
詩
全
体
の
情
調
は
明
る
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
鄭
風
の
時
代
が
、
い
わ

ば
「
牧
歌
的
で
平
和
な
古
代
」
と
し
て
懐
古
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
詩
の
舞
台
と
な
っ
た
清
水
と
清
水
が
、
白
居
易
の

生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
新
言
葉
（
河
南
省
）
近
く
を
流
れ
る
、
い
わ
ば
「
故
郷
の
川
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
に

白
居
易
が
『
詩
経
』
の
「
漆
清
」
を
、
儒
家
の
公
式
見
解
の
ご
と
く
、
鄭
国
の
「
淫
風
」
を
風
刺
し
た
作
品
だ
と
頑
な
に
信
じ
て
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
う
し
た
風
俗
に
対
し
て
、
第
二
句
の
よ
う
に
、
共
感
を
込
め
て
「
古
情
を
懐
ふ
」
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
白

居
易
は
、
こ
の
詩
か
ら
、
現
代
の
見
解
と
同
じ
よ
う
に
、
古
代
人
の
「
恋
に
対
す
る
、
お
お
ら
か
で
開
放
的
な
自
由
さ
」
を
感
取
し
、
懐

か
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
男
女
の
「
恋
情
」
そ
れ
自
体
を
「
情
の
自
然
な
発
露
」
と
し
て
肯
定
す
る
、
白
居
易
の
、

詩
人
と
し
て
の
感
性
が
、
無
自
覚
の
う
ち
に
作
用
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
に
挙
げ
た
例
は
、
「
情
の
発
露
」
を
詩
の
源
泉
と
捉
え
る
白
居
易
の
文
学
的
感
性
が
、
自
ず
か
ら
恋
情
の
肯
定
へ
と
繋
が
っ
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

例
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
］
方
で
、
『
毛
詩
』
大
序
に
由
来
す
る
白
居
易
の
文
学
観
が
よ
り
自
覚
的
に
恋
情
の
肯
定
へ
と
繋
が
っ
た

事
例
も
指
摘
で
き
る
。
感
傷
詩
や
雑
律
詩
に
散
見
さ
れ
る
コ
人
称
恋
愛
詩
」
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
。
異
性
に
対
す
る
自
ら
の
恋
情
を



率
直
に
吐
露
し
た
作
品
を
松
浦
友
久
氏
に
倣
っ
て
「
一
人
称
恋
愛
詩
」
と
称
す
る
な
ら
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
唐
以
前
の
中
国
古
典
詩

に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
松
浦
氏
は
、
①
男
尊
女
卑
の
観
念
、
②
人
為
性
の
尊
重
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

③
詩
の
古
典
的
・
正
統
的
な
性
格
、
の
三
点
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
白
居
易
の
感
傷
詩
や
雑
律
詩
に
は
、
そ
の
よ
う
な
＝
人
称
恋
愛
詩
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
（
私
見
で
は
）
指
数
首
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
浦
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
場
合
、
そ
れ
は
く
1
＞
男
女
対
等
の
視
座
か
ら
、
〈
2
＞

自
然
な
感
情
を
偽
る
こ
と
な
く
、
〈
3
＞
敢
え
て
新
奇
な
異
端
的
作
品
を
詠
じ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
極
め
て
自
覚
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
斬
新
な
＝
人
称
恋
愛
詩
」
を
、
削
除
す
る
こ
と
な
く
『
白

氏
文
集
』
中
に
留
め
得
た
の
は
、
白
居
易
が
、
そ
れ
ら
を
収
録
す
る
感
傷
詩
を
「
事
物
外
に
牽
き
、
情
理
内
に
動
き
、
仁
山
に
随
ひ
て
歎

詠
に
形
は
る
る
者
一
百
首
」
（
牛
馬
九
書
）
の
ご
と
く
「
自
然
な
感
情
が
発
露
し
た
作
品
群
」
と
し
て
定
義
し
て
い
た
こ
と
と
、
無
関
係

で
は
あ
り
得
ま
い
。
こ
の
定
義
が
「
大
序
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
瓦
窯
二
節
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
白
居
易
は
新
進
の
青
年
官
僚
で
あ
っ
た
当
時
か
ら
、
自
ら
の
調
諭
詩
を
『
詩
経
』
の
伝
統
を
継
承
す
る
、
儒
家
の
正
統
な
文
学
と
し
て

位
置
付
け
て
き
た
。
白
居
易
に
と
っ
て
、
『
詩
経
』
は
い
わ
ば
詩
人
と
し
て
の
原
点
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
早
く
か
ら
『
詩

経
』
を
熟
読
玩
味
し
な
が
ら
、
生
来
「
多
情
多
感
」
な
白
居
易
は
、
そ
こ
に
正
統
儒
家
の
い
う
「
誠
諭
」
と
は
ま
た
別
な
精
神
を
見
出
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
大
序
」
に
示
さ
れ
た
「
詩
と
は
、
情
の
自
然
な
発
露
で
あ
る
」
と
い
う
文
学
観
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
学

観
の
継
承
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
居
易
は
、
同
じ
「
情
の
発
露
」
た
る
「
恋
情
」
を
伝
統
的
な
「
文
学
」
の
範
疇
に
取
り
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
…

る
た
め
の
、
理
論
的
な
支
柱
を
得
た
の
だ
と
思
し
い
。
こ
れ
は
「
情
」
認
識
の
深
化
が
、
「
文
学
」
の
世
界
を
拡
大
し
た
一
例
と
し
て
捉

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

え
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
唐
の
文
学
を
考
え
た
場
合
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
事
例
が
白
居
易
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
（
2
0
）

い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
取
唐
の
文
人
・
孟
繁
の
手
に
な
る
『
本
事
詩
』
に
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
の
冒
頭
「
情
感
」
に
は
、
男
女

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

＝
ハ
五



一
六
六

の
情
愛
を
テ
ー
マ
と
す
る
記
事
が
、
詩
篇
を
含
ん
だ
所
謂
「
歌
物
語
」
の
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
光
啓
二
年
（
八
八
六
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
っ
ち

書
か
れ
た
「
序
文
」
に
は
、
「
大
序
」
の
「
詩
は
、
難
中
に
動
き
て
、
言
に
形
は
る
（
曝
者
情
動
於
中
、
而
形
於
言
）
」
と
い
う
言
葉
が
真
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

先
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
西
上
勝
氏
の
論
文
に
拠
っ
て
、
大
意
と
原
文
を
示
し
て
お
き
た
い
。

　
詩
は
感
情
が
内
心
に
動
い
て
、
言
葉
と
な
っ
て
現
れ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
尾
を
引
く
思
い
悲
し
げ
な
愁
い
は
、
い
つ
も
多
く
心
を

動
か
し
、
思
い
を
述
べ
た
優
れ
た
作
品
、
含
む
と
こ
ろ
の
あ
る
雅
な
言
葉
と
な
っ
て
、
数
々
の
書
物
に
著
さ
れ
る
。
本
棚
や
書
庫
に

溢
れ
る
ほ
ど
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
表
現
の
原
因
、
尤
も
感
情
の
集
ま
っ
た
点
は
、
十
分
に
解
釈
を
施
さ
な
け
れ
ば
、
誰

が
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
得
よ
う
。
そ
こ
で
集
め
て
『
思
事
詩
』
大
凡
七
題
と
し
た
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
詩
経
の
風
、
小
雅
、

大
雅
、
頗
の
よ
う
な
も
の
だ
。
情
感
、
事
感
、
高
逸
、
怨
憤
、
徴
異
、
徴
答
、
嘲
戯
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
類
似
す
る
も
の
を
取
り

ま
と
め
た
。
…
…
（
詩
論
情
動
正
中
、
置
形
於
言
。
故
下
思
悲
愁
、
常
多
感
慨
、
拝
堂
佳
作
、
調
刺
雅
言
、
著
於
群
書
。
難
盈
厨
浴

閣
、
其
問
慶
事
興
詠
、
尤
所
報
情
、
不
有
獲
揮
、
敦
明
豊
義
。
因
采
爲
本
事
詩
凡
七
題
、
猶
四
種
也
。
情
感
、
事
感
、
高
逸
、
怨
憤
、

徴
異
、
徴
各
、
嘲
戯
、
各
以
其
類
聚
之
。
…
…
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
全
唐
文
』
野
壷
一
七
）

　
西
上
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
序
文
に
お
い
て
孟
繁
は
「
詩
篇
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
意
味
を
説
き
明
か
す
た
め
に
、
こ
の

書
を
ま
と
め
た
」
（
二
一
頁
）
と
、
そ
の
編
纂
意
図
を
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
男
女
の
恋
情
に
取
材
し
た
「
情
感
」
の

部
が
、
他
の
六
部
（
事
感
・
高
道
・
怨
憤
・
徴
異
・
高
直
・
嘲
戯
）
を
差
し
置
い
て
、
そ
の
筆
頭
に
お
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
孟
繁
に
は
、
①
様
々
な
感
情
の
中
で
も
「
恋
情
」
こ
そ
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
②
「
恋
情
」
を
詩
に
詠
ず
る
こ
と
は
『
詩
経
』

の
伝
統
に
添
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
明
確
な
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
先
に
見
た
白
居
易



の
認
識
を
よ
り
明
確
化
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
白
居
易
を
中
心
と
し
て
、
中
唐
期
に
は
、
「
恋
情
」
を
「
文
学
」

の
題
材
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
文
学
観
に
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
「
新
し
い
文
学
観
」
が
、
徐
々
に
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

さ
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
「
情
」
認
識
の
深
化
（
一
↓

多
情
と
好
色

　
中
唐
期
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
詩
作
と
恋
愛
」
を
共
に
「
情
の
発
露
」
と
し
て
肯
定
す
る
、
い
わ
ば
主
情
主
義
的
な
気
風
が
次
第
に
醸

成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
を
顕
著
に
示
す
現
象
の
一
つ
が
、
「
多
情
」
と
い
う
詩
語
の
顕
在
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ー
ワ
ー
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

葉
が
、
白
居
易
の
本
質
を
示
す
関
鍵
語
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
で
詳
論
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
が
「
多
情
」
を
「
常
人
が
無
関
心
な
事
象
に

も
多
感
に
情
の
動
く
鋭
敏
な
感
性
を
有
す
る
こ
と
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
「
人
が
真
に
詩
人
で
あ
る
た
め
の
必
須
条
件
」
で
あ
る
と
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

い
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
「
四
時
の
新
境
　
何
人
か
別
つ
／
遥
か
に
憶
ふ
　
多
情
の
李
侍
郎
」
（
「
春

早
秋
初
、
二
時
即
事
。
…
…
」
詩
・
三
一
六
七
）
及
び
「
光
陰
と
時
節
と
／
先
づ
感
づ
る
は
　
是
れ
詩
人
」
（
「
新
秋
喜
涼
」
詩
・
三
一
六

八
）
と
い
う
詩
句
を
併
せ
読
む
時
、
白
居
易
に
と
っ
て
「
詩
人
」
と
は
、
四
季
の
心
境
を
い
ち
早
く
識
別
し
、
光
陰
と
時
節
の
推
移
を
余

人
に
先
ん
じ
て
感
じ
ら
れ
る
「
多
情
さ
（
と
い
う
異
能
）
」
を
身
に
化
け
た
「
選
民
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
白
居
易
の
「
多
情
さ
」
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
作
品
に
「
不
能
忘
零
丁
　
井
序
」
（
三
六
一
〇
）
が
あ
る
。
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

作
は
、
長
年
仕
え
て
く
れ
た
家
母
の
二
三
と
愛
馬
の
酪
と
に
訣
別
し
よ
う
と
し
て
情
に
忍
び
ず
、
つ
い
に
そ
れ
ら
を
呼
び
戻
し
た
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

歌
う
有
名
な
作
品
で
あ
る
が
、
丸
山
茂
氏
は
、
論
文
「
楽
天
の
馬
一
筋
代
文
学
の
文
化
史
的
研
究
i
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
お
ら
れ
る
。

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

＝
庵
点



一
六
八

・
白
氏
の
「
多
情
」
は
自
他
と
も
に
認
め
る
「
人
と
な
り
」
で
あ
り
、
「
不
能
五
情
」

白
丁
の
「
宿
業
」
で
あ
り
、
白
詩
の
叙
情
性
を
支
え
る
資
質
で
あ
る
。

こ
そ
は
「
詩
魔
」
「
狂
言
綺
語
」

の
根
源
を
な
す

　
　
（
七
二
頁
）

・
白
露
は
、
三
生
も
馬
も
主
人
の
所
有
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
し
、
奴
碑
と
の
主
従
関
係
を
親
子
関
係
の
「
孝
」
の
意
識
で
律
し
よ

う
と
す
る
儒
家
思
想
か
ら
は
脱
し
得
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
今
日
の
価
値
観
で
批
判
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
…
…
馬
に
ま
で
妓
女
と
同
じ
哀
惜
の
情
を
注
が
ず
に
お
れ
な
い
「
多
情
多
感
」
な
る
黄
昏
の
「
や
さ
し

さ
」
に
眼
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
八
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

こ
う
し
た
丸
山
氏
の
見
解
に
、
論
者
も
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
該
作
が
「
不
能
重
心
吟
」
と
命
名
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

そ
の
序
文
に
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

あ
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

臆
、
予
は
聖
達
に
非
ざ
れ
ば
、
情
を
忘
る
る
能
は
ず
。
感
情
に
及
ば
ざ
る
者
に
至
ら
ず
。
事
来
れ
ば
情
を
署
し
、
情
動
け
ば
梶
ず
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら

か
ら
ず
。
因
っ
て
自
ら
を
晒
ひ
、
其
の
篇
に
題
し
て
「
不
能
忘
黙
坐
」
と
日
ふ
。
（
臆
、
予
非
聖
達
、
不
能
忘
情
、
言
言
至
於
不
及

情
者
。
事
來
撹
情
、
情
動
不
可
梶
。
因
自
晒
、
題
其
篇
日
、
不
能
忘
情
吟
。
）

　
こ
の
箇
所
は
明
ら
か
に
『
世
説
新
語
』
毒
言
篇
の
、
王
戎
が
我
が
子
を
喪
っ
た
際
の
科
白
「
聖
人
は
情
を
忘
れ
、
最
下
は
情
に
及
ば
ず
。

　
あ
っ
ま

情
の
鍾
る
所
は
、
正
に
我
が
輩
に
在
吟
（
聖
人
忘
情
、
最
下
不
及
情
。
情
之
丁
重
、
正
極
我
輩
）
」
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
「
自
ら
を
晒
ふ
」

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
表
面
上
は
「
不
能
忘
情
」
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
た
場
合
、
お
そ



ら
く
、
そ
の
背
後
に
は
「
不
能
卑
情
」
で
あ
る
こ
と
を
自
身
の
「
宿
業
」
と
し
て
甘
受
し
、
容
認
し
よ
う
と
い
う
、
む
し
ろ
肯
定
的
な
志

向
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
第
↓
に
、
白
痴
が
「
情
」
を
極
め
て
根
源
的
な
も
の
と
捉
え
、
詩
人
に
必

須
の
要
件
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
で
は
あ
る
の
だ
が
、
第
二
に
「
不
能
忘
情
」
、
す
な
わ
ち
「
多
情
」
で
あ
る
こ
と
を
「
肯
定
的
な
属
性
」

と
し
て
捉
え
る
気
風
が
、
中
唐
期
に
は
醸
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
最
も
顕
著
に
示
す
事
例
が
、
次
に
挙
げ
る
元
積
「
鴬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

鴬
伝
」
の
冒
頭
部
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
つ
る

貞
元
中
、
張
生
な
る
者
有
り
。
性
温
茂
に
し
て
、
風
面
美
は
し
く
、
内
乗
堅
孤
（
芯
は
堅
固
）
に
し
て
、
非
礼
入
る
べ
か
ら
ず
。
…

…
亘
れ
を
以
て
年
二
十
三
な
る
も
、
未
だ
嘗
て
女
色
を
近
づ
け
ず
。
知
る
尊
重
を
詰
れ
ば
、
（
萩
生
）
謝
し
て
言
ひ
て
曰
く
「
登
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
た
　
　
　
　
　
　
あ

子
は
色
を
好
む
者
に
非
ず
、
是
れ
兇
行
有
る
の
み
。
余
は
真
の
好
色
者
に
し
て
、
適
ま
我
に
値
は
ざ
る
の
み
。
何
を
以
て
之
を
言

　
　
　
お
ほ
よ
そ

ふ
か
。
大
凡
物
の
尤
な
る
者
（
絶
世
の
美
女
）
、
未
だ
嘗
て
心
に
留
連
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
零
れ
其
の
情
を
煎
る
る
者
に
非
ざ
る
を

知
る
な
り
」
と
。
詰
る
者
之
を
当
る
。
（
貞
元
中
、
鴬
張
生
者
。
性
温
茂
、
美
風
容
、
内
乗
堅
孤
、
非
禮
不
可
入
。
…
…
以
三
年
二

十
三
、
二
値
近
女
色
。
知
者
詰
之
、
謝
而
言
日
『
登
二
子
非
好
色
者
、
尊
号
兇
行
。
余
眞
好
色
者
、
而
適
不
我
値
。
何
言
言
之
、
大

凡
物
之
尤
者
、
未
嘗
不
留
連
於
心
。
是
知
其
非
忘
情
念
也
。
』
詰
者
識
之
。
）

　
要
す
る
に
、
主
人
公
の
張
網
は
こ
こ
で
、
自
分
は
「
情
を
忘
れ
た
者
で
は
な
い
」
の
だ
か
ら
「
真
の
色
好
み
（
好
色
者
こ
な
の
だ
、

と
い
う
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
情
」
と
は
、
女
性
へ
の
「
恋
情
」
を
指
す
が
、
そ
れ
を
忘
れ
な
い
こ
と
は
「
真

の
好
色
者
」
で
あ
る
た
め
の
第
一
条
件
な
の
で
あ
っ
た
。
出
典
で
あ
る
『
世
説
新
語
』
に
お
い
て
は
、
常
人
の
や
む
な
き
「
宿
業
」
と
し

て
諦
観
を
も
っ
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
「
情
を
忘
れ
（
え
）
な
い
」
属
性
が
、
「
聖
業
伝
」
で
は
一
転
し
て
、
「
真
の
好
色
者
」
の
「
あ

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
六
九



一
七
〇

る
べ
き
理
想
」
と
し
て
呈
示
さ
れ
、
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
脂
汗
伝
」
冒
頭
部
に
関
し
て
、
同
時
に
見

過
ご
せ
な
い
の
は
、
こ
こ
で
「
好
色
（
色
好
み
）
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
否
定
か
ら
肯
定
へ
と
い
う
「
価
値
の
逆
転
」
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
素
生
が
言
及
し
た
「
登
徒
子
」
と
は
、
『
文
選
』
の
「
登
算
子
好
色
の
賦
」
（
巻
十
九
）
に
登
場
す
る
人
物
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
こ
　
め

る
が
、
濫
作
に
お
い
て
作
者
の
曲
玉
は
、
醜
女
に
た
く
さ
ん
子
を
産
ま
せ
た
登
徒
子
を
「
好
色
者
」
の
典
型
と
し
て
非
難
し
、
そ
の
対
極

に
い
る
者
と
し
て
、
美
人
に
目
も
く
れ
な
い
「
非
好
色
者
」
た
る
自
己
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
芝
生
は
こ
こ
で
「
登
徒
惚
」

1
1
「
好
色
者
」
と
い
う
前
提
を
否
定
し
、
自
分
こ
そ
は
「
真
の
好
色
者
」
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
玉
の

「
賦
」
に
お
い
て
否
定
的
な
属
性
で
あ
っ
た
「
好
色
」
が
、
「
鴬
遷
伝
」
で
は
「
理
想
的
な
価
値
」
と
し
て
宣
揚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
う
し
た
恋
愛
に
お
け
る
「
多
情
さ
」
や
「
好
色
」
の
肯
定
は
、
第
二
節
で
論
じ
た
よ
う
な
「
才
子
佳
人
式
の
恋
愛
の
誕
生
」
と
不

可
分
の
現
象
で
あ
り
、
同
じ
時
代
背
景
の
も
と
で
醸
成
さ
れ
た
気
風
・
価
値
観
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
後
年
の
「
不
能
忘
情
吟
　
井
序
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

に
つ
い
て
も
一
ど
う
や
ら
こ
の
時
白
居
易
に
は
、
家
妓
の
焚
素
に
対
す
る
「
恋
情
」
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
よ
う
な
の
だ
が
一

t
「
多
情
」
を
肯
定
す
る
主
情
主
義
的
な
時
代
の
気
風
が
、
該
作
を
生
み
、
ま
た
、
好
ま
し
い
作
品
と
し
て
享
受
も
さ
れ
た
、
と
い
う
側

面
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
前
節
と
併
せ
て
、
論
旨
を
一
端
整
理
し
て
お
き
た
い
。
要
す
る
に
、
確
認
で
き
た
こ
と
は
①
中
唐
に
お
い
て
は
、
「
恋
情
」
を

「
文
学
」
の
題
材
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
は
伝
統
的
な
文
学
観
に
背
馳
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
「
新
し
い
文
学
観
」
が
、
徐
々
に

形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
恋
愛
に
お
け
る
「
多
情
」
や
「
好
色
」
を
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
属
性
と
し
て
評
価
す
る
「
新
し
い
価
値
観
」

が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
現
象
そ
の
も
の
が
、
既
に
、
中
唐
に
お
け
る
「
情
」
認
識
の
深
化
と
、
そ
れ
に

伴
う
新
し
い
価
値
観
の
誕
生
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
③
「
文
学
」
は
「
経
国
の
大
業
」
で
あ
り
、
究
極

的
に
は
政
治
や
社
会
に
寄
与
す
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
儒
家
の
正
統
的
な
文
学
観
や
、
④
恋
情
を
吐
露
し
た
り
、
好
色
な
振
る
舞
い
を
す



る
こ
と
は
、
儒
者
・
士
大
夫
と
し
て
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
、

実
は
、
こ
の
新
・
旧
二
つ
の
価
値
観
の
矛
盾
・
葛
藤
こ
そ
が
、

な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

と
い
う
伝
統
的
な
倫
理
観
も
、
依
然
と
し
て
根
強
く
継
承
さ
れ
て
い
た
。

中
唐
に
お
け
る
「
情
」
認
識
の
深
化
を
、
さ
ら
に
推
し
進
め
る
原
動
力
に

五
　
「
情
」
認
識
の
深
化
（
…
川
）
一
恋
情
の
魅
力
と
魔
力

　
恋
愛
に
お
け
る
「
多
情
」
や
「
好
色
」
を
、
望
ま
し
い
属
性
と
考
え
る
新
し
い
価
値
観
が
、
中
唐
期
に
生
ま
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
第

二
節
で
論
じ
た
よ
う
な
「
蓋
車
の
贈
答
を
手
段
と
す
る
、
才
子
佳
人
の
新
し
い
恋
愛
様
式
の
誕
生
」
が
重
要
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
男
女

間
で
艶
々
の
贈
答
を
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
恋
情
」
を
肯
定
す
る
風
潮
が
社
会
に
定
着
し
て
い
く
の
は
、

む
し
ろ
当
然
の
現
象
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
風
潮
の
中
で
、
白
居
易
や
元
愼
は
、
優
れ
た
「
艶
詩
作
家
」
と
し
て
】
世
を
風
靡
し
た
。

し
か
し
、
彼
ら
の
「
艶
詩
」
は
、
決
し
て
手
放
し
で
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
や
や
後
の
杜
牧
は
、

つ
ね嘗

に
痛
む
、
元
和
よ
り
已
来
、
元
・
白
詩
な
る
者
有
り
て
、
繊
艶
不
逞
、
荘
士
雅
人
に
非
ざ
れ
ば
、
多
く
其
の
破
壊
す
る
所
と
為
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ

民
間
に
流
れ
、
屏
壁
に
疏
か
れ
、
子
壷
女
母
、
口
を
交
え
て
教
授
し
、
罵
言
出
語
は
、
冬
寒
三
熱
の
ご
と
く
、
人
の
麗
質
に
入
り
て
、

除
去
す
べ
か
ら
ず
（
星
章
、
自
元
和
已
來
、
有
元
・
白
詩
者
、
繊
艶
不
逞
、
非
荘
士
雅
人
、
多
爲
其
所
破
壊
。
流
於
民
間
、
疏
於
屏

壁
、
子
父
女
母
、
交
口
教
授
、
淫
言
媒
語
、
欝
血
土
熱
、
入
人
肌
骨
、
不
可
除
去
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
奨
川
文
集
』
巻
六
「
唐
故
平
盧
軍
節
度
巡
回
朧
西
李
府
君
墓
誌
銘
」
）

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
七
一



一
七
二

と
述
べ
て
、
艶
語
の
流
行
を
、
伝
統
的
な
儒
家
の
倫
理
観
に
立
脚
し
な
が
ら
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
白
の
同
時
代
に
も
、
同
じ
よ

う
な
非
難
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
今
こ
れ
を
「
恋
情
」
と
「
儒
教
倫
理
」
の
葛
藤
と
捉
え
れ
ば
、
同
様
の
現
象
は
こ
の
時

代
に
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
他
な
ら
ぬ
白
居
易
の
讃
諭
詳
に
お
い
て
「
賦
与
に
儲
繋
み
る
な
り
」
と
の
自
注
が
付
さ

れ
た
「
李
夫
人
」
（
〇
一
六
〇
）
で
も
、
そ
の
末
尾
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

生
亦
惑
　
死
亦
惑

尤
物
惑
人
忘
不
得

人
非
木
石
皆
有
情

不
如
不
遇
傾
城
色

生
き
て
も
亦
た
惑
ひ
　
死
し
て
も
亦
た
惑
ふ

尤
物
　
人
を
惑
は
し
て
忘
れ
得
ず

人
は
木
石
に
非
ず
　
皆
情
有
り

如
か
ず
　
傾
城
の
色
に
遇
は
ざ
ら
ん
に
は

　
美
人
の
害
悪
を
こ
そ
指
弾
す
べ
き
は
ず
の
調
諭
詩
に
あ
っ
て
「
女
に
溺
れ
ぬ
為
に
は
こ
れ
と
出
会
わ
ぬ
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
、
こ
の

「
李
夫
人
」
の
結
句
は
、
何
と
煮
え
切
ら
ぬ
、
弱
々
し
い
主
張
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
「
人
は
木
石
に
非
ず
　
皆
情

有
り
」
と
い
う
、
恋
情
の
根
深
さ
へ
の
確
信
と
、
「
女
性
へ
の
恋
情
に
惑
う
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
儒
教
倫
理
と
の
、
矛
盾
・
葛
藤
が
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

た
ら
し
た
結
果
（
の
煮
え
切
ら
な
さ
）
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
情
」
と
「
倫
理
」
の
矛
盾
・
葛
藤
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
伝
奇

小
説
「
鴬
鴬
伝
」
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
前
節
で
み
た
よ
う
に
「
伝
」
の
冒
頭
に
お
い
て
独
自
の
「
好
色
哲
学
」
を
披
甘
し
て
い
た
化
生
は
、
や
が
て
理
想
の
女
性
・
崔
鴬
鴬
と

出
会
い
、
一
目
惚
れ
を
す
る
。
彼
女
の
文
学
趣
味
を
知
っ
た
張
生
は
、
得
意
の
「
情
詩
（
艶
本
）
」
を
贈
っ
て
、
魯
魚
の
気
を
引
こ
う
と

し
た
。
首
尾
良
く
そ
の
返
詩
を
受
け
と
り
有
頂
天
に
な
っ
た
張
生
は
、
あ
る
夜
彼
女
の
も
と
に
忍
び
入
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
彼
は
思
わ
ぬ



叱
責
の
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
い
　
　
　
　
　
　
わ
れ

崔
至
る
に
及
び
、
則
ち
端
々
厳
容
、
大
い
に
張
を
富
め
て
曰
く
「
兄
の
恩
我
の
家
を
活
か
す
こ
と
厚
し
。
是
を
以
て
慈
母
弱
子

幼
女
を
以
て
託
せ
ら
る
。
奈
何
ぞ
不
令
の
（
は
し
た
な
い
）
碑
に
因
り
て
、
淫
逸
の
詞
（
情
詩
）
を
致
す
。
始
め
は
人
の
乱
を
護
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
ば
く

を
以
て
義
と
為
し
、
終
り
は
掠
乱
以
て
之
を
求
む
。
馴
れ
乱
を
以
て
乱
に
易
ふ
る
な
り
。
其
の
去
る
こ
と
幾
何
ぞ
。
…
…
」
（
及
崔

至
、
則
二
藍
嚴
容
、
大
面
縛
日
、
兄
豆
油
、
活
我
之
家
税
　
。
是
以
慈
母
嚢
腫
子
幼
女
見
託
。
奈
何
因
不
令
之
碑
、
致
淫
逸
之
詞
。

始
以
護
人
之
齪
爲
義
、
而
終
掠
齪
以
求
之
。
丁
年
齪
面
癖
。
其
去
幾
何
。
…
…
）

　
三
教
の
倫
理
を
以
て
張
生
の
好
色
な
振
る
舞
い
を
厳
し
く
た
し
な
め
た
鴬
鴬
の
こ
の
科
白
は
、
し
か
し
決
し
て
彼
女
の
「
本
音
」
で
は

な
か
っ
た
。
事
実
、
そ
の
後
、
彼
女
自
身
が
、
自
ら
張
生
の
も
と
を
訪
ね
る
と
い
う
「
自
惚
」
行
為
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、

こ
の
「
言
」
「
行
」
の
矛
盾
は
、
明
ら
か
に
、
彼
女
の
内
な
る
恋
情
と
、
儒
教
倫
理
と
の
葛
藤
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
の

葛
藤
は
、
や
が
て
、
鴬
鴬
と
結
ば
れ
な
が
ら
も
、
科
挙
受
験
の
た
め
に
長
安
に
赴
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
張
生
の
心
を
も
苦
し
め
る
こ
と

と
な
る
。
恋
情
と
倫
理
と
の
葛
藤
に
苦
悩
し
た
挙
げ
句
、
張
生
は
有
名
な
「
尤
物
論
」
を
披
面
し
て
、
鴬
鴬
と
の
交
際
を
断
ち
切
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
お
ほ
よ
そ

張
曰
く
「
大
凡
天
の
尤
物
（
絶
世
の
美
女
）
に
命
ず
る
所
や
、
其
の
身
に
直
せ
ざ
れ
ば
、
必
ず
人
に
塗
す
。
汗
塗
の
子
（
鴬
鴬
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
　
　
　
　
　
　
　
ち

し
て
富
貴
に
遇
合
し
、
寵
嬌
を
乗
ら
し
め
ば
、
雲
と
為
ら
ず
、
雨
と
為
ら
ず
ん
ば
、
鮫
と
為
り
璃
と
為
り
、
吾
其
の
変
化
す
る
所
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ひ
や

知
ら
ざ
る
な
り
。
昔
、
股
の
辛
、
周
の
幽
、
百
万
の
国
に
拠
り
、
其
の
勢
甚
だ
厚
し
。
然
れ
ど
も
一
女
子
之
を
敗
り
、
其
の
衆
を
潰

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
七
三



一
七
四

　
　
　
　
　
　
ほ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
く
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
う
げ
つ

し
、
其
の
身
を
屠
り
、
今
に
至
る
ま
で
天
下
の
膠
笑
（
も
の
笑
い
）
と
為
る
。
予
の
徳
以
て
金
華
に
勝
つ
に
足
ら
ず
、
是
を
用
て
情

を
忍
ぶ
」
と
。
（
張
日
、
大
凡
天
覧
所
命
尤
物
也
、
不
妖
其
身
、
必
妖
証
人
。
使
崔
氏
子
遇
合
富
貴
、
乗
寵
嬌
、
不
予
雲
、
不
爲
雨
、

爲
鮫
爲
蠣
、
吾
不
知
其
所
二
化
　
。
昔
般
薫
辛
、
周
之
幽
、
擦
百
萬
踏
面
、
其
勢
甚
厚
。
然
而
「
女
子
敗
之
、
潰
其
衆
、
屠
其
身
、

至
今
爲
天
下
謬
笑
。
予
之
徳
不
足
以
勝
妖
華
、
是
用
忍
情
。
）

　
す
な
わ
ち
「
鴬
言
伝
」
と
は
、
「
情
を
苦
る
る
者
に
非
ざ
る
」
張
生
が
「
情
を
忍
ぶ
」
に
至
る
物
語
だ
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ざ

で
あ
る
。
魯
迅
が
こ
れ
を
「
惟
だ
篇
末
に
過
ち
を
文
り
非
を
飾
り
て
、
遂
に
悪
趣
に
五
つ
」
（
『
中
国
小
説
史
略
』
第
九
篇
唐
之
伝
奇
雨
下
）

と
評
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
伝
」
に
は
続
け
て
「
時
に
坐
せ
る
者
皆
為
に
深
く
歎
ぜ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
張

替
の
「
尤
物
論
」
に
は
、
同
席
し
た
朋
輩
の
胸
を
強
く
打
つ
要
素
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
例
え
ば
西
岡
晴
彦
氏
が
「
彼
は
鴬
鴬

と
の
恋
愛
生
活
の
過
程
で
、
美
し
い
女
の
内
面
に
秘
め
ら
れ
た
烈
し
い
破
壊
の
情
熱
を
見
た
。
鴬
鴬
が
そ
の
手
紙
の
中
で
語
っ
て
い
る
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

た
む
き
な
彼
へ
の
愛
、
そ
の
死
を
も
の
り
こ
え
た
執
着
と
い
う
要
素
を
持
つ
情
熱
に
気
押
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

都
の
張
生
に
宛
て
た
、
彼
女
の
長
文
の
手
紙
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
翌
夕
が
友
人
に
見
せ
た
と
い
う
こ
の
手
紙
に
は
「
（
私
を
婆
ら
ね
ば
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ

則
ち
当
に
骨
化
し
形
錆
す
べ
け
ん
。
丹
誠
混
び
ず
、
風
に
因
り
露
に
委
し
、
猶
ほ
清
塵
に
託
す
」
だ
ろ
う
と
い
う
、
あ
た
か
も
死
霊
と
し

て
崇
ら
ん
ば
か
り
の
、
鴬
鴬
の
ひ
た
む
き
な
熱
情
が
盗
れ
て
い
る
。
こ
の
燃
え
熾
る
「
恋
情
の
炎
」
に
触
れ
て
、
「
情
を
忘
れ
」
ぬ
男
生

が
「
情
を
忍
ぶ
」
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
れ
た
、
凄
ま
じ
い
ま
で
の
恋
情
の
激
し
さ
、
根
深
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
、
学

生
の
友
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
感
動
と
と
も
に
あ
る
種
の
戦
標
を
覚
え
、
破
滅
に
至
ら
ぬ
前
に
「
情
を
忍
ぶ
」
の
だ
、
と
い
う
童
生
の
決

断
に
、
異
を
唱
え
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
科
挙
合
格
と
官
僚
と
し
て
の
立
身
出
世
一
こ

れ
ら
は
、
当
時
の
青
年
士
大
夫
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
当
然
希
求
す
べ
き
「
理
想
」
で
あ
っ
た
。
恋
に
溺
れ
る
こ
と
自
体
は
、
本
来
「
悪
」



と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
「
受
験
・
就
職
・
出
世
」
と
い
う
、
士
大
夫
の
儒
家
的
な
「
理
想
」
を
破
壊
す
る
結
果
を
も
た
ら

し
（
そ
う
だ
と
感
じ
ら
れ
）
た
時
点
で
、
そ
れ
は
「
悪
」
と
な
り
、
「
逸
る
べ
き
こ
と
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
恋
情
の
持
つ
「
魔
力
」

は
、
儒
家
的
な
「
理
想
」
と
の
葛
藤
を
通
じ
て
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
「
恋
」
を
捨
て
「
立
身
」
を
選
択
し
た
こ
と
を
、
「
俗

物
」
の
仕
儀
だ
と
↓
位
し
軽
蔑
す
る
立
場
も
あ
り
得
よ
う
が
、
当
時
の
青
年
士
大
夫
の
多
く
は
、
そ
の
よ
う
に
は
受
け
と
ら
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
西
岡
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
唐
の
士
大
夫
の
脳
裏
に
は
、
張
扇
が
「
尤
物
論
」
で
言
及
し
た
よ

う
な
、
美
人
に
よ
っ
て
国
を
滅
ぼ
し
た
帝
王
（
股
の
辛
・
周
の
幽
）
の
事
例
が
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
記
憶
と
重
な
っ
て
想
起
さ
れ
た
に
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
以
前
拙
稿
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
欧
陽
盾
と
太
原
の
妓
女
と
の
情
死
事
件
も
、
彼
ら
に
身
近
な
、
同
時
期

の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
「
恋
」
と
「
出
世
」
を
巡
る
葛
藤
は
、
単
な
る
観
念
上
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
時

代
の
青
年
士
大
夫
に
と
っ
て
斉
し
く
切
実
な
、
「
処
世
の
課
題
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
中
唐
期
に
は
、
聾
唖
の
贈
答
を
手
段
と
す
る
、
才
子
佳
人
の
新
し
い
恋
愛
様
式
が
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
「
理

想
の
恋
」
に
、
男
女
と
も
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
過
程
で
、
様
々
な
「
恋
愛
」
が
実
際
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
同
時
に
、
「
失
敗
」
も
繰

り
返
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
太
平
広
記
』
所
収
の
「
欧
陽
虐
」
の
情
死
事
件
や
、
「
鴬
鴬
伝
」
の
故
事
は
、
そ
の
代
表
的
な
事
例
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
恋
愛
の
（
失
敗
）
体
験
」
が
、
小
説
や
詩
な
ど
を
通
じ
て
、
共
有
の
情
報
と
し
て
青
年
士
大
夫
の
問
に
蓄
積
さ

　
　
（
3
3
）

れ
て
い
き
、
そ
の
結
果
、
「
恋
情
」
と
い
う
も
の
の
持
つ
「
魅
力
」
と
同
時
に
、
そ
の
「
魔
力
」
に
つ
い
て
も
、
次
第
に
認
識
が
深
め
ら

れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
白
居
易
の
「
李
夫
人
」
を
再
掲
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
末
尾
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
慨
嘆
し
て

い
た
。

傷
心
不
濁
漢
武
帝

心
を
傷
ま
し
む
る
こ
と
　
独
り
漢
の
武
帝
の
み
な
ら
ず

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

】
七
五



一
七
六

自
古
及
今
皆
若
斯

君
不
見
穆
王
三
日
嬰

重
壁
毫
前
傷
盛
姫

又
不
見
泰
陵
一
掬
涙

馬
蒐
路
上
念
楊
妃

縦
令
研
姿
艶
質
化
爲
土

此
恨
長
在
無
錆
期

生
亦
惑
　
死
亦
惑

尤
物
惑
人
忘
不
得

人
非
木
石
皆
有
情

不
如
不
遇
傾
城
色

古
よ
り
今
に
及
ぶ
ま
で
　
皆
斯
く
の
若
し

君
見
ず
や
　
三
王
三
日
実
し

重
壁
台
前
に
　
盛
姫
を
傷
む

又
見
ず
や
　
泰
陵
（
玄
宗
）
↓
掬
の
涙

馬
鬼
路
上
に
　
楊
妃
を
念
ふ

た
と
ひ

縦
令
妊
姿
艶
々
を
し
て
　
化
し
て
土
と
為
ら
し
む
る
も

　
　
　
と
こ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
と
き

此
の
恨
み
長
へ
に
在
り
て
　
錆
ゆ
る
期
無
し

生
き
て
も
亦
た
惑
ひ
　
死
し
て
も
亦
た
惑
ふ

尤
物
　
人
を
惑
は
し
て
忘
れ
得
ず

人
は
木
石
に
非
ず
　
旧
情
有
り

如
か
ず
　
傾
城
の
色
に
遇
は
ざ
ら
ん
に
は

　
こ
こ
に
は
、
儒
教
倫
理
の
頂
点
に
あ
る
べ
き
帝
王
が
、
「
尤
物
」
に
惑
う
て
き
た
歴
史
が
、
重
ね
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
「
恋
情
」
の
持
つ
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
根
深
さ
と
魔
力
と
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
帝
王
た
ち
の
「
失
敗
」
は
、

中
唐
の
士
大
夫
に
と
っ
て
、
決
し
て
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
。
「
帝
王
」
の
事
例
は
、
彼
ら
に
も
ご
く
身
近
な
出
来
事
と
し
て
、
切
実
に

響
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
帝
王
も
青
年
士
大
夫
も
、
「
木
石
」
な
ら
ぬ
「
有
情
」
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
一
点
に
お
い
て
、

全
く
「
平
等
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
論
者
は
こ
こ
に
、
中
唐
に
お
け
る
「
恋
情
」
認
識
の
最
大
の
深
ま
り
を
認
め
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
本

稿
の
課
題
で
あ
っ
た
「
長
恨
歌
」
の
結
句
も
、
こ
の
「
李
夫
人
」
と
同
質
の
認
識
を
表
明
し
た
も
の
に
他
な
る
ま
い
。
我
々
は
そ
こ
に
、



白
居
易
の
、
国
を
傾
け
、
生
死
を
超
越
し
て
貫
徹
さ
れ
る
、
男
女
の
情
の
、
そ
の
根
源
的
な
力
へ
の
畏
怖
や
戦
懐
を
、
感
受
す
る
べ
き
な

の
だ
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
白
居
易
の
「
恋
情
の
根
源
性
」
に
対
す
る
深
い
認
識
は
、
彼
の
個
性
と
と
も
に
、
中
唐
と
い
う
時
代
背
景
が
あ
っ
て
こ
そ
初

め
て
生
ま
れ
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
こ
の
時
代
に
「
長
恨
歌
」
が
広
範
な
流
行
を
み
た
の
も
、
そ
れ
を
支
え
る
新
し
い
価
値
観

や
美
意
識
が
、
社
会
の
中
に
十
分
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
長
恨
歌
」
の
流
行
を
支
え
た
新
し
い
価
値

観
と
は
、
中
唐
に
確
立
し
た
「
風
流
の
美
意
識
」
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
が
あ

　
　
（
3
4
）

る
の
で
、
次
節
で
は
略
述
す
る
に
留
め
た
い
。

　
六
　
好
色
の
風
流
－
中
唐
に
お
け
る
美
意
識
の
成
熟

　
唐
王
朝
の
文
化
は
、
一
般
的
に
は
盛
魚
期
に
こ
そ
隆
盛
を
極
め
た
か
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
、
そ
の
文
化
が
燗
熟
を
迎
え
た

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
は
、
九
世
紀
、
中
唐
の
時
代
で
あ
っ
た
。
第
二
節
で
言
及
し
た
よ
う
な
、
士
大
夫
と
妓
女
と
の
間
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
誕
生
と
活
性

化
も
、
そ
う
し
た
「
燗
熟
」
の
顕
著
な
現
れ
の
↓
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
男
女
の
交
流
の
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
妓
館
が
、
「
風
流
の

藪
沢
」
（
『
開
元
天
々
遺
事
』
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
妓
女
を
交
え
た
宴
席
も
「
風
流
の
座
」
と
称

　
　
　
（
3
6
）

せ
ら
れ
た
。
I
I
そ
の
際
の
「
風
流
」
と
は
、
例
え
ば
国
文
学
で
い
う
「
色
好
み
」
や
「
粋
（
い
き
・
す
い
）
」
な
ど
と
通
ず
る
、
好
色

性
の
色
濃
い
「
風
流
」
で
あ
る
が
1
中
唐
期
に
は
、
妓
館
や
妓
席
を
中
心
と
し
て
、
こ
う
し
た
美
意
識
を
肯
定
す
る
風
気
が
醸
成
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
詳
論
は
控
え
る
が
、
白
居
易
が
「
与
三
九
書
」
で
述
べ
た
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
長
恨
歌
」
は
主
に
、
そ
う
し
た
「
風

流
な
場
」
に
お
い
て
享
受
さ
れ
流
行
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
長
恨
歌
」
創
作
の
当
初
か
ら
「
企
図
さ
れ
て
い
た
」
現
象
で
も
あ
っ
た
。

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

｝
七
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
か
い
　
　
　
　
　
ち
ゅ
う
ち
つ

　
陳
鴻
の
「
長
恨
歌
伝
」
（
『
白
氏
文
集
』
附
載
）
に
よ
れ
ば
、
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
冬
十
二
月
、
馬
蒐
近
郊
の
整
屋
県
の
尉
と
な
っ

て
い
た
白
居
易
は
、
暇
日
、
同
地
に
す
む
友
人
王
思
夫
・
言
立
と
つ
れ
だ
っ
て
仙
遊
寺
に
遊
ん
だ
。
歓
談
の
お
り
「
話
が
此
の
事
（
h
玄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

宗
・
楊
岩
鼻
の
事
件
）
に
及
ぶ
」
や
三
人
は
「
悪
風
に
感
歎
」
し
、
質
夫
は
「
酒
を
楽
天
の
前
に
挙
げ
」
て
次
の
よ
う
に
「
長
恨
歌
」
の

製
作
を
勧
め
た
と
い
う
。

零
れ
希
代
の
事
も
、
出
世
の
才
の
之
を
潤
色
す
る
に
遇
ふ
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
時
と
与
に
消
没
し
て
世
に
聞
こ
え
ざ
ら
ん
。
楽
天
は
、

詩
に
深
く
情
に
多
き
者
な
り
。
試
み
に
為
に
之
を
歌
に
し
て
は
如
何
。
（
夫
希
代
之
事
、
非
遇
出
世
著
書
潤
色
之
、
則
與
時
消
没
、

不
聞
干
世
。
樂
天
、
深
於
詩
、
多
於
情
者
也
。
試
爲
歌
之
、
如
何
。
）

　
す
な
わ
ち
「
長
恨
歌
」
製
作
の
目
的
は
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
事
件
を
「
不
朽
の
物
語
」
と
し
て
永
遠
に
伝
承
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
は
「
事
件
」
を
妓
女
た
ち
が
覚
え
易
い
「
歌
」
に
仕
立
て
、
「
風
流
の
座
」
た
る
宴
席
や
妓
館
に
お
い
て
愛
唱
さ
せ
る
の
が

最
も
効
果
的
な
方
法
だ
と
王
質
夫
は
考
え
た
の
で
あ
る
（
試
面
桶
之
如
何
）
。
そ
こ
で
彼
は
「
詩
に
造
詣
が
深
く
（
深
於
詩
）
」
「
（
妓
女
遊

び
等
に
よ
っ
て
）
男
女
の
情
愛
に
通
じ
て
い
る
（
多
於
情
）
」
白
居
易
、
君
こ
そ
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
最
大
の
有
資
格
者
だ
と
言
っ

て
、
白
居
易
に
「
長
恨
歌
」
の
製
作
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
陳
鴻
が
指
摘
し
た
白
居
易
の
二
つ
の
特
質
、
す
な
わ
ち
、
①
詩
に
造

詣
が
深
く
②
男
女
の
情
愛
に
通
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
は
、
当
時
「
理
想
的
な
男
性
像
（
の
一
つ
）
」
と
し
て
確
立
し
て
い
た
「
風

流
才
子
」
の
条
件
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
中
唐
期
に
お
い
て
は
「
優
れ
た
艶
詩
を
作
る
才
能
1
1
多
才
」
と
「
恋
情
へ
の
共
感
的
理
解
」
多

情
」
と
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
て
こ
そ
、
初
め
て
「
風
流
才
子
」
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
質
夫
は
、
白
居
易
を
「
多
情
多

才
」
な
風
流
才
子
の
代
表
者
と
し
て
認
め
た
が
故
に
、
彼
に
「
長
恨
歌
」
の
製
作
を
促
し
た
の
だ
、
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
事
実
、



そ
の
結
果
完
成
し
た
作
品
は
、
正
に
艶
詩
の
最
高
峰
と
も
言
う
べ
き
傑
作
に
仕
上
が
っ
た
。
特
に
、
そ
の
結
句
に
象
徴
的
に
詠
わ
れ
た
、

玄
宗
と
楊
貴
船
の
「
永
遠
の
恋
情
」
は
、
「
多
情
」
を
重
ん
ず
る
「
風
流
」
の
美
意
識
に
、
見
事
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る

に
「
長
恨
歌
」
は
、
こ
う
し
た
中
唐
の
美
意
識
を
背
景
に
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
前
の
大
流
行
を
み
た

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
該
作
は
、
白
居
易
の
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
唐
と
い
う
時
代
が
生
ん
だ
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

七
　
お
わ
り
に

　
最
後
に
、
前
稿
「
恋
情
の
復
権
」
に
お
け
る
所
論
と
あ
わ
せ
て
、
全
体
の
論
旨
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
本
稿
及
び
前
稿
の
課
題
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
く
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
事
件
に
取
材
し
な
が
ら
、
杜
甫
の

「
哀
江
頭
」
が
、
「
永
遠
の
自
然
」
に
比
し
て
「
人
事
の
無
常
」
を
嘆
い
て
い
る
の
に
対
し
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
は
、
そ
の
結
句
に

お
い
て
、
自
然
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
の
「
恋
情
」
こ
そ
が
永
遠
だ
、
と
詠
じ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
「
認
識
の
逆
転
」
を
生
ん
だ
原

因
を
、
考
察
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
縷
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
作
用
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

以
下
に
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
要
因
を
、
整
理
と
補
足
を
加
え
つ
つ
、
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

【
1
】
体
質
と
理
論
・
体
験
（
内
在
的
要
因
）

①
　
白
居
易
に
は
、
病
弱
な
体
質
へ
の
省
察
を
通
じ
て
、

　
　
認
識
が
あ
っ
た
（
情
の
根
源
性
）
。

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

「
情
」
は
「
身
体
」
と
不
可
分
な
ほ
ど
に
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
の

「
七
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
○

②
「
二
元
九
重
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
白
居
易
に
は
、
上
は
「
天
子
聖
賢
」
か
ら
下
は
「
愚
民
隠
魚
」
に
及
ぶ
ま
で
、
「
情
は
一
つ
」

　
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
（
情
の
普
遍
性
）
。

③
「
詩
」
は
「
情
を
根
と
し
て
生
ま
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
白
居
易
に
ば
、
生
来
「
多
情
」
な
自
分
は
、
宿
命
的
に
「
詩
人
」
な

　
の
だ
と
い
う
、
諦
観
や
自
負
が
あ
っ
た
。

④
「
詩
」
と
同
じ
く
「
情
の
発
露
」
で
あ
る
「
恋
情
」
に
つ
い
て
も
、
多
情
な
白
居
易
は
、
そ
れ
を
人
間
の
本
質
に
根
差
す
感
情

　
と
捉
え
、
ま
た
、
『
毛
詩
』
大
序
の
伝
統
か
ら
も
肯
定
的
に
認
知
し
得
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
（
艶
詩
や
↓
人
称
恋
愛
詩
の
創

　
作
）
。

⑤
「
長
恨
歌
」
製
作
以
前
に
も
、
白
居
易
に
は
切
実
な
恋
愛
と
離
別
の
体
験
が
あ
り
、
「
恋
情
」
の
根
深
さ
を
痛
切
に
実
感
し
て
い

　
（
3
7
）

　
た
。

　
以
上
の
要
因
か
ら
、
白
居
易
に
は
「
男
女
の
恋
情
は
、
身
体
の
生
理
を
基
礎
と
す
る
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
存
在
す
る
限
り
宿

命
的
に
永
続
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
認
識
が
、
自
然
な
実
感
と
し
て
抱
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
長
恨
歌
」
の
結
句
に
も
反
映

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

【
2
】
時
代
と
社
会
・
美
意
識
（
外
在
的
要
因
）

⑥
科
挙
制
度
の
充
実
に
伴
い
、
中
唐
期
に
は
「
才
子
佳
人
」
の
新
し
い
恋
愛
様
式
が
誕
生
し
た
。

⑦
恋
愛
を
取
り
結
ぶ
手
段
と
し
て
「
艶
詩
」
が
重
視
さ
れ
、
優
れ
た
「
艶
詩
」
を
作
成
で
き
る
男
性
は

　
　
て
難
さ
れ
た
が
、
元
積
と
白
居
易
は
、
そ
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。

「
風
流
才
子
」
と
し
て
持



⑧
「
風
流
才
子
」
の
条
件
は
、
優
れ
た
艶
詩
を
作
る
「
多
才
さ
」
と
と
も
に
、
恋
情
を
重
ん
ず
る
「
多
情
さ
」
が
不
可
欠
と
さ
れ

　
た
の
で
あ
り
、
白
居
易
は
そ
の
最
大
の
有
資
格
者
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

⑨
艶
詩
の
贈
答
に
よ
る
男
女
の
交
流
や
恋
愛
の
（
失
敗
）
体
験
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
唐
期
に
は
、
「
恋

　
情
」
の
魅
力
と
と
も
に
、
そ
の
魔
力
に
つ
い
て
も
、
認
識
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

⑩
「
長
恨
歌
」
は
、
主
に
「
風
流
の
座
」
た
る
妓
席
に
お
い
て
享
受
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
た
艶
詩
の
最
高
傑
作
で
あ
り
、

　
当
初
か
ら
、
「
不
朽
の
物
語
」
と
し
て
流
行
・
伝
播
さ
せ
る
た
め
に
「
風
流
の
美
意
識
」
に
合
致
す
る
作
品
と
し
て
創
作
さ
れ
た
。

　
要
す
る
に
、
「
永
遠
の
恋
情
」
を
美
し
く
歌
い
上
げ
た
「
長
恨
歌
」
の
結
句
は
、
「
多
情
」
を
重
ん
ず
る
中
唐
の
「
風
流
の
美
意
識
」
に

沿
う
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
該
作
は
、
妓
女
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
恋
情
」
が
持
つ
「
魅
力
」
と
「
魔
力
」
．

の
双
方
を
、
切
実
な
実
感
と
と
も
に
認
識
し
て
い
た
中
唐
の
士
大
夫
た
ち
か
ら
も
、
共
感
さ
れ
、
幅
広
い
支
持
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
「
長
恨
歌
」
の
結
句
は
、
「
白
居
易
の
個
人
的
な
資
質
」
と
「
中
唐
と
い
う
時
代
の
特
質
」
と
が
、
み
ご
と
に
融
合
し
て

生
み
出
さ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
要
因
の
何
れ
も
が
、
杜
甫
と
そ
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

盛
唐
に
生
き
た
杜
甫
に
と
っ
て
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
は
、
い
わ
ば
「
雲
の
上
の
人
」
で
あ
り
、
別
世
界
の
存
在
で
あ
っ
た
。
二
人
の
間
に
「
恋

情
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
仮
に
杜
甫
が
認
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
杜
甫
自
身
と
は
何
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
、
別
次
元
の
ロ
マ

ン
ス
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
唯
一
確
か
な
こ
と
は
、
玄
宗
が
楊
貴
妃
の
色
香
に
惑
い
、
国
を
滅
ぼ
し
（
か
け
）
た
と
い
う
事
実
の
み
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
唐
に
生
き
た
白
居
易
の
場
合
に
は
、
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
恋
は
、
却
っ
て
身
近
で
切
実
な
事
件
で
あ
っ
た
。

「
情
は
一
つ
」
（
根
源
的
か
つ
普
遍
的
）
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
白
居
易
に
と
っ
て
は
、
「
李
・
楊
の
恋
」
と
、
身
近
な
「
士
大
夫
と
妓

女
と
の
恋
」
を
、
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
子
も
士
大
夫
も
、
同
じ
「
有
情
」

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

「
八
「



一
八
二

の
身
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
尤
物
（
美
女
）
」
に
溺
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
共
に
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
恋
情
」
を
、
そ
う
し
た
「
人
間

に
普
遍
の
宿
業
」
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
は
、
「
多
情
な
詩
人
」
た
る
白
居
易
に
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
た
に
相
違

な
い
。
一
方
で
、
中
唐
の
時
代
に
は
、
白
居
易
の
そ
う
し
た
深
い
恋
情
認
識
を
、
十
分
に
受
け
容
れ
る
だ
け
の
美
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い

た
。
「
長
恨
歌
」
は
、
そ
う
し
た
「
風
流
の
美
意
識
」
に
合
致
す
る
べ
く
詠
ま
れ
た
艶
詩
の
最
高
峰
な
の
で
あ
っ
て
、
中
唐
社
会
の
成
熟

な
く
し
て
は
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

〔
註
〕

（
！
）
　
「
恋
情
の
復
権
i
『
哀
江
頭
』
か
ら
『
長
恨
歌
』
へ
」
「
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
　
人
文
学
科
編
」
（
第
二
十
号
・
二
〇
〇
六
年
）
所
収
。

（
2
）
　
杜
甫
の
作
品
は
、
清
・
仇
兆
贅
注
『
杜
詩
詳
註
』
（
中
華
書
局
・
一
九
八
九
年
版
）
を
底
本
と
し
た
が
、
諸
本
を
参
照
し
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

（
3
）
白
居
易
の
詩
は
、
四
部
叢
雲
初
編
所
収
那
波
道
圓
翻
朝
鮮
古
活
字
本
『
白
重
文
集
』
を
底
本
と
し
た
が
、
適
宜
諸
本
を
参
照
し
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

　
　
散
文
は
新
釈
漢
文
体
系
『
白
墨
文
集
　
五
』
（
平
成
十
六
年
・
明
治
書
院
）
を
参
照
し
た
。
作
品
に
は
い
わ
ゆ
る
花
房
番
号
（
花
房
英
樹
『
白
氏
文
集
の
批

　
　
判
的
研
究
』
参
照
）
を
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
付
し
た
。

（
4
）
　
九
州
大
学
中
国
文
学
会
『
わ
か
り
や
す
く
お
も
し
ろ
い
　
中
国
文
学
講
義
』
（
平
成
十
四
年
・
中
国
書
店
）
所
収
。

（
5
）
　
鄭
小
南
主
編
『
唐
宋
女
性
与
社
会
　
下
冊
』
（
北
京
大
学
盛
唐
研
究
叢
書
・
二
〇
〇
三
年
・
上
海
辞
書
出
版
社
）
所
収
。
原
文
は
中
国
語
。

（
6
）
　
「
中
唐
に
お
け
る
艶
書
の
流
行
と
女
性
一
元
白
の
艶
詩
を
中
心
と
し
て
」
「
中
国
文
学
論
集
」
（
第
二
十
四
号
・
九
州
大
学
中
国
文
学
会
二
九
九
五

　
　
年
）
。

（
7
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
齋
藤
茂
著
『
妓
女
と
中
国
文
人
』
（
二
〇
〇
〇
年
・
東
方
書
店
）
四
七
～
四
九
頁
を
参
照
。

（
8
）
　
白
居
易
が
い
わ
ゆ
る
「
黒
門
」
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
花
房
英
樹
『
白
居
易
研
究
』
第
】
章
「
白
居
易
の
生
涯
」
一
「
親
族
と
世
系
」
に
詳

　
　
し
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

（
9
）
　
例
え
ば
「
西
元
早
書
」
二
四
八
六
）
に
「
五
六
歳
に
及
び
て
落
ち
詩
を
為
る
を
学
び
、
九
歳
に
て
声
韻
を
請
識
す
。
十
五
六
に
て
始
め
て
進
士
有
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
と
ま

　
　
知
り
、
苦
節
読
書
せ
り
。
二
十
已
来
、
昼
は
『
賦
』
を
課
し
、
夜
は
『
書
』
を
課
し
、
間
に
は
又
『
詩
』
を
課
し
て
、
寝
息
に
逞
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。
ま

　
　
た
「
心
界
給
事
書
」
（
一
四
八
四
）
に
「
居
易
は
義
人
な
り
。
上
は
朝
廷
に
附
離
の
援
（
頼
る
べ
き
助
け
）
な
く
、
次
に
二
曲
に
華
車
…
の
誉
（
評
判
が
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の

　
　
よ
う
な
名
誉
）
も
な
し
。
然
ら
ば
則
ち
勃
か
為
に
来
た
ら
ん
や
。
蓋
し
佼
む
所
の
者
は
文
章
な
る
の
み
」
と
い
う
。
ま
た
、
前
掲
注
（
8
）
の
花
房
氏
『
白

　
　
居
易
研
究
』
第
一
章
「
白
居
易
の
生
涯
」
二
「
官
僚
生
活
」
を
参
照
。

（
1
0
）
　
「
白
居
易
「
颯
諭
詩
」
に
見
る
「
情
」
と
「
倫
理
」
の
矛
盾
　
　
『
詩
経
』
の
美
的
価
値
の
継
承
に
つ
い
て
」
「
中
国
文
学
論
集
」
（
第
二
十
六
号
・
九
州

　
　
大
学
中
国
文
学
会
・
一
九
九
七
年
）
。

（
1
1
）
松
浦
友
久
「
唐
詩
に
あ
的
わ
れ
た
女
性
像
と
女
性
観
　
“
閨
怨
詩
”
の
意
味
す
る
も
の
」
『
中
国
文
学
の
女
性
像
』
（
昭
和
五
七
年
・
汲
古
書
院
）
参

　
　
照
。

（
1
2
）
　
「
『
白
氏
文
集
』
に
於
け
る
『
毛
玉
』
の
非
調
美
的
受
容
　
　
恋
愛
詩
を
中
心
と
し
て
」
「
文
学
研
究
」
（
第
九
十
六
輯
・
九
州
大
学
文
学
部
・
］
九
九
九

　
　
年
）
。

（
1
3
）
　
訓
読
は
、
新
釈
漢
文
体
系
『
詩
経
　
上
』
（
平
成
三
年
・
明
治
書
院
）
を
参
照
し
た
。

（
1
4
）
　
鈴
木
修
次
「
鄭
・
衛
の
女
性
像
（
『
詩
経
』
よ
り
）
」
『
中
国
文
学
の
女
性
像
』
（
昭
和
五
七
年
・
汲
古
書
院
）
九
・
十
頁
。
ま
た
、
白
川
静
『
詩
経
研
究
』

　
　
（
昭
和
五
六
年
・
朋
友
書
店
）
一
二
四
・
一
二
五
頁
。

（
1
5
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
注
（
1
2
）
の
拙
稿
第
六
節
「
故
郷
の
民
歌
と
し
て
の
雪
風
恋
歌
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
6
）
　
注
（
1
1
）
の
松
浦
論
文
を
参
照
。

（
1
7
）
　
感
傷
詩
で
は
「
一
画
」
（
〇
四
七
五
V
・
「
感
情
」
（
〇
五
＝
）
・
「
留
別
」
（
〇
四
三
七
）
・
「
暁
別
」
（
〇
四
三
八
）
・
「
夜
雨
」
（
〇
四
五
一
）
の
五
首
。
雑

　
律
詩
で
は
「
感
秋
寄
遠
」
（
〇
六
［
八
）
・
「
冬
至
夜
型
湘
霊
」
（
〇
六
六
一
）
・
「
寒
閨
夜
」
（
〇
六
九
三
）
・
「
寄
湘
霊
」
（
〇
六
九
四
）
∴
夢
旧
」
（
○
八
四
九
）
・

　
　
「
逢
旧
」
（
○
八
七
九
）
・
「
寄
遠
」
（
＝
一
四
八
）
の
七
首
。
計
十
二
首
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
う
ち
の
二
首
に
は
「
丁
霊
」
と
い
う
女
性
の
名
が
見
え

　
　
る
が
、
橘
英
範
氏
に
よ
れ
ば
、
他
に
「
感
鏡
」
「
感
情
」
「
奮
闘
」
の
詩
も
、
対
象
は
湘
霊
だ
ろ
う
と
い
う
。
詳
細
は
「
白
居
易
の
詩
と
書
壇
」
「
中
国
学
志
」

　
　
（
随
号
・
大
阪
市
立
大
学
中
国
学
教
室
・
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

　
中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三



一
八
四

（
1
8
）
　
雑
律
詩
が
＝
人
称
恋
愛
詩
」
を
含
む
の
も
、
同
じ
自
覚
が
作
用
著
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
9
）
　
「
長
恨
歌
」
と
の
関
連
か
ら
補
足
し
て
お
け
ば
、
白
居
易
自
身
の
評
語
と
し
て
名
高
い
＝
篇
の
長
恨
　
風
情
有
り
」
（
「
編
集
拙
詩
成
一
十
五
巻
、
因
題

　
　
巻
末
戯
贈
元
九
李
二
十
」
詩
・
一
〇
〇
六
）
の
「
風
情
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
近
時
、
松
浦
友
久
氏
は
「
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
男
女
の

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
愛
情
を
中
心
と
し
た
詩
的
風
趣
』
の
意
に
と
っ
て
お
く
」
と
述
べ
ら
れ
た
（
傍
点
は
引
用
者
。
「
長
恨
歌
」
の
主
題
に
つ
い
て
　
　
「
恨
」
の
主
体
と
作

　
　
者
の
意
図
一
」
『
松
浦
友
久
著
作
選
n
』
［
二
〇
〇
四
年
・
研
文
出
版
］
に
収
録
〔
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
〕
）
。
論
者
は
以
前
拙
稿
「
白
居
易
「
風
情
」
考

　
　
ー
コ
篇
の
長
恨
　
風
情
有
り
」
の
真
義
に
つ
い
て
一
」
「
九
州
中
国
学
会
報
」
（
第
三
十
六
巻
・
九
州
中
国
学
会
・
　
九
九
八
年
）
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、

　
　
先
日
の
一
句
を
＝
篇
の
『
長
恨
歌
』
に
は
み
ず
み
ず
し
い
涯
る
よ
う
な
生
命
力
が
有
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
松
浦
氏
が
「
風
情
」
の
語

　
　
義
に
「
男
女
の
愛
情
」
と
「
詩
的
風
趣
」
の
両
面
を
認
め
て
お
ら
れ
る
ご
と
く
、
白
居
易
の
「
詩
人
と
し
て
の
生
命
力
1
1
み
ず
み
ず
し
い
感
性
」
に
直
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
す
る
、
こ
の
根
源
的
な
「
風
情
」
の
概
念
に
お
い
て
は
、
「
詩
情
」
も
「
恋
情
」
も
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
白
居
易
に
と
つ

　
　
て
は
「
詩
」
も
「
恋
」
も
根
源
は
一
つ
（
情
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
、
顕
著
な
一
例
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
　
周
祖
寺
主
編
『
中
国
文
学
家
大
辞
典
　
唐
五
代
巻
』
（
中
華
書
局
・
皿
九
九
二
年
版
）
で
は
「
（
番
卒
年
期
不
詳
）
」
と
し
、
「
約
生
子
元
和
、
長
南
問
。

　
　
…
…
至
乾
符
二
年
始
登
進
士
第
」
（
担
当
、
陳
尚
君
）
と
い
う
。

（
2
1
）
　
「
情
史
の
発
生
1
『
太
平
広
記
』
巻
二
七
四
「
情
感
」
を
め
ぐ
っ
て
」
「
未
名
」
（
十
七
巻
・
神
戸
大
学
中
京
研
究
室
二
九
九
九
年
）
一
二
頁
。

（
2
2
）
　
は
る
か
に
後
世
の
詩
人
で
は
あ
る
が
、
清
朝
の
衷
枚
は
「
詩
作
の
源
泉
は
、
好
色
に
あ
る
」
と
い
う
極
め
て
大
胆
な
論
を
、
折
に
触
れ
て
展
開
し
た
。

　
　
中
唐
期
に
み
ら
れ
る
「
（
詩
の
源
泉
と
し
て
の
）
恋
情
の
肯
定
」
は
、
未
だ
衷
枚
の
論
ほ
ど
に
刺
激
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
本
質
に
お
い
て
は
同
根
の
認

　
　
識
で
あ
ろ
う
。
衷
枚
が
、
例
え
ば
「
答
巖
園
論
詩
書
」
（
『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
三
〇
）
に
お
い
て
、
妓
女
へ
の
思
慕
を
詠
じ
た
白
居
易
の
詩
を
「
真
情
の

　
　
発
露
」
と
し
て
弁
護
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
傍
証
す
る
一
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
芝
山
評
議
の
優
れ
た
専
論
「
衷
枚
の
好
色
論
」
『
明

　
　
清
時
代
の
女
性
と
文
学
』
（
二
〇
〇
六
〔
語
論
の
初
出
は
一
九
九
〇
〕
年
・
汲
古
書
院
）
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
合
山
氏
は
「
衷
枚
は
『
食
色
性
也
』

　
　
の
快
楽
主
義
思
想
を
基
盤
に
し
て
人
生
を
生
き
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
好
色
や
美
味
な
ど
と
と
も
に
最
大
の
愉
楽
と
考
え
て
い
た
も
の
に
詩
が
あ
る
。
詩

　
　
と
好
色
と
は
、
好
悪
の
感
情
に
生
き
る
彼
に
と
っ
て
は
、
と
も
に
抑
え
が
た
い
情
動
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
両
者
は
ま
た
、
彼
に
あ
っ
て

　
　
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
た
び
た
び
言
っ
て
い
る
。
詩
を
愛
好
す
る
の
は
、
女
色
を
春
恋
す
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
。
つ
ま



　
　
り
、
詩
作
の
源
泉
は
、
好
色
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
」
（
第
四
節
「
衷
枚
文
学
の
基
盤
を
な
す
『
好
色
』
」
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
2
3
）
　
「
多
情
と
物
の
あ
わ
れ
一
白
居
易
と
宣
長
の
共
鳴
」
「
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
　
人
文
学
科
編
」
（
第
九
号
・
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
。
な
お
、
「
多
情
」

　
　
の
詩
語
史
的
研
究
と
し
て
は
、
保
苅
佳
昭
「
蘇
東
披
の
詞
に
見
ら
れ
る
「
多
情
」
の
語
に
つ
い
て
」
「
商
学
迎
接
　
人
文
科
学
編
」
（
第
二
五
巻
第
一
号
・

　
　
一
九
九
三
年
）
、
櫻
田
芳
樹
「
「
情
」
の
語
義
の
展
開
と
詩
語
「
多
情
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
「
北
陸
大
学
紀
要
」
（
第
二
一
二
集
・
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

（
2
4
）
　
詳
し
く
は
注
（
2
3
）
の
拙
稿
第
五
節
「
多
情
1
1
鋭
敏
な
感
性
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
5
）
　
白
居
易
と
食
素
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
橘
英
範
「
白
居
易
と
焚
口
」
「
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
」
（
第
五
四
巻
・
一
九
九
四
年
）
、
同
「
「
楊
柳
枝
詞
」

　
　
に
つ
い
て
」
「
中
国
中
世
文
学
研
究
」
（
第
二
八
号
・
広
島
大
学
中
国
中
世
文
学
会
・
一
九
九
五
年
目
に
詳
し
い
。

（
2
6
）
　
『
白
居
易
研
究
年
報
』
（
第
二
号
・
二
〇
〇
一
年
・
勉
誠
出
版
）
所
収
。

（
2
7
）
　
丸
山
氏
も
引
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
聖
代
の
奴
隷
解
放
を
論
じ
た
平
岡
武
夫
氏
の
論
文
に
、
こ
の
「
不
能
忘
情
吟
」
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
指
摘

　
　
が
あ
る
。
「
彼
ら
〔
唐
墨
の
人
々
〕
は
、
仏
教
の
因
果
思
想
に
よ
っ
て
、
人
間
の
貴
賎
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
、
彼
ら
が
仏
教
の
教
理
に
よ
っ

　
　
て
理
解
し
て
い
る
の
は
、
貴
賎
の
差
別
相
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
差
別
の
彼
方
に
、
し
た
が
っ
て
最
も
根
本
的
な
所
に
お
い
て
、
人
間
が
一
つ
で
あ
る
こ

　
　
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
〔
〕
内
は
諸
田
。
「
放
従
良
一
白
居
易
の
奴
隷
解
放
一
」
『
白
居
易
一
生
涯
と
歳
時
記
』
一
九
九
入
〔
初
出
は

　
　
一
九
六
七
〕
年
・
朋
友
書
店
、
二
　
四
～
二
一
五
頁
）
と
。
平
岡
氏
は
続
け
て
、
白
居
易
（
に
代
表
さ
れ
る
二
代
の
人
々
）
が
「
人
間
が
一
つ
で
あ
る
こ

　
　
と
を
認
識
し
て
い
た
」
の
は
「
中
国
固
有
の
天
下
的
世
界
観
」
「
人
間
観
」
に
よ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
視
座
か
ら
白
居
易
に
限
定

　
　
し
て
論
じ
た
場
合
、
そ
う
し
た
認
識
の
核
心
に
あ
っ
た
も
の
は
、
（
前
稿
「
恋
情
の
復
権
」
第
三
節
で
「
与
野
聖
書
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
な
）
「
清

　
　
の
根
源
性
・
普
遍
性
へ
の
実
感
的
確
信
」
を
基
盤
と
す
る
、
白
居
易
の
「
多
情
さ
」
、
す
な
わ
ち
「
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
詩
人
的
感
性
」
で
あ
っ
た
と
推
定

　
　
さ
れ
る
。
こ
れ
は
丸
山
氏
が
言
わ
れ
る
「
『
多
情
多
感
』
な
る
白
氏
の
『
や
さ
し
さ
』
」
と
同
質
の
認
識
で
あ
ろ
う
。

（
2
8
）
　
「
鴬
鴬
伝
」
は
、
新
釈
漢
文
体
系
『
唐
代
伝
奇
』
（
平
成
三
年
版
〔
初
版
は
昭
和
四
六
年
〕
・
明
治
書
院
）
を
底
本
と
し
た
。

（
2
9
）
　
前
掲
注
（
2
5
）
の
橘
論
文
に
よ
れ
ば
、
白
居
易
と
焚
素
の
年
齢
差
は
五
十
歳
に
近
か
っ
た
が
、
白
軍
は
彼
女
に
、
か
つ
て
の
恋
人
剛
結
之
の
面
影
を
重

　
　
ね
て
い
た
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
単
な
る
「
愛
情
」
を
越
え
た
要
素
を
認
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
入
谷
仙
介
「
白
居
易
と
女
性
」
「
中
国
文

　
　
化
論
叢
」
（
第
二
号
・
帝
塚
山
学
院
大
学
申
国
文
化
研
究
会
・
一
九
九
三
年
）
一
七
四
頁
に
は
「
簗
素
は
、
お
そ
ら
く
白
居
易
が
最
後
に
愛
し
た
女
性
で
あ
っ

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
八
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六

　
　
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゲ
レ
テ
の
有
名
な
例
が
あ
り
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
も
そ
う
で
あ
る
が
、
い
か
に
年
老
い
て
も
若
い
女
性
を
愛
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の

　
　
が
男
性
の
か
な
し
さ
で
あ
り
、
精
神
的
肉
体
的
に
強
い
パ
ワ
ー
を
持
つ
老
人
ほ
ど
そ
う
で
あ
る
。
焚
素
の
方
も
身
分
、
年
齢
の
違
い
を
越
え
た
愛
情
を
彼

　
　
に
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
白
居
易
は
自
分
の
余
命
が
長
く
な
い
こ
と
を
悟
り
、
若
い
簗
素
が
晒
屋
の
よ
う
に
、
自
分
に
義
理
立
て
を
し
て
、
そ
の
身

　
　
を
埋
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
家
産
整
理
に
事
寄
せ
て
彼
女
を
解
放
し
、
家
か
ら
出
し
た
も
の
に
違
い
な
い
」
と
あ
る
。

（
3
0
）
　
注
（
1
0
）
の
拙
稿
「
白
居
易
「
調
諭
詩
」
に
見
る
「
情
」
と
「
倫
理
」
の
矛
盾
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
1
）
「
鴬
鴬
伝
中
国
恋
愛
小
説
の
原
型
」
伊
藤
漱
平
編
『
中
国
の
古
典
文
学
－
作
品
選
読
1
』
（
｝
九
八
］
年
・
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収
、
二
二
五

　
　
頁
。

（
3
2
）
　
「
「
欧
陽
虐
」
事
件
か
ら
見
た
「
鴬
意
図
」
の
新
解
釈
　
　
中
唐
の
「
尤
物
論
」
を
巡
っ
て
」
「
日
本
中
国
学
会
報
」
（
第
四
十
九
集
・
一
九
九
七
年
）
。

（
3
3
）
　
中
唐
期
に
な
る
と
、
若
い
士
大
夫
の
間
に
恋
愛
を
主
題
と
す
る
「
語
り
の
場
」
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
恋
愛
小
説
」
を
生
み
出
す
基
盤
と
も

　
　
な
っ
た
。
詳
細
は
、
渋
谷
誉
一
郎
「
白
居
易
の
周
辺
と
伝
奇
　
　
語
り
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
伝
奇
i
」
『
工
廠
易
研
究
講
座
　
第
二
巻
』
（
平
成
五
年
・

　
　
勉
誠
社
）
、
小
南
一
郎
コ
兀
白
文
学
集
団
の
小
説
創
作
　
　
「
鴬
揺
落
」
を
中
心
に
し
て
　
　
」
「
日
本
中
国
学
会
報
」
（
第
四
十
七
集
二
九
九
五
年
）
を

　
　
参
照
。

（
3
4
）
　
「
好
色
の
風
流
　
　
　
「
長
恨
歌
」
を
さ
さ
え
た
中
唐
の
美
意
識
」
「
日
本
中
国
学
会
報
」
（
第
五
十
四
集
・
二
〇
〇
二
年
）
。

（
3
5
）
妹
尾
達
彦
著
『
長
安
の
都
市
計
画
』
（
二
〇
〇
一
年
・
講
談
社
）
一
八
六
頁
「
長
安
の
都
市
文
化
は
、
九
世
紀
に
欄
熟
を
き
わ
め
る
」
の
項
を
参
照
。

（
3
6
）
注
（
3
4
）
の
拙
稿
第
四
節
「
「
長
恨
歌
」
と
妓
席
の
風
流
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
7
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
注
（
3
4
）
の
拙
稿
の
ほ
か
、
二
宮
俊
博
「
白
居
易
の
恋
愛
体
験
と
そ
の
文
学
」
『
岡
村
繁
教
授
退
官
記
念
論
集
　
中
国
詩
人
論
』
（
一

　
　
九
八
六
年
・
汲
古
書
院
）
、
下
定
雅
弘
『
白
楽
天
の
愉
悦
　
　
生
き
る
叡
智
の
輝
き
』
（
二
〇
〇
六
年
・
勉
誠
出
版
）
後
編
「
女
性
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た

　
　
い
。

（
3
8
）
　
雪
田
重
夫
氏
は
「
白
居
易
と
身
体
表
現
　
　
詩
人
と
詩
境
を
結
ぶ
も
の
一
」
「
中
国
文
学
研
究
」
（
第
二
十
集
・
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
・
一
九
九

　
　
四
年
・
二
七
頁
）
に
お
い
て
、
白
詩
が
広
く
流
行
伝
播
し
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
白
詩
は
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
驚
く
ほ
ど
広
範
な
人
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
愛
唱
さ
れ
て
い
た
。
…
…
彼
の
使
う
こ
と
ば
は
、
古
典
を
踏
ま
え
な



　
が
ら
も
、
そ
れ
を
意
識
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
平
易
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
人
間
の
本
質
的
な
「
生
理
」
に
密
着
し
て
い
る
。
身
体
感
覚
・
皮
膚
感
覚

　
と
結
び
つ
い
た
り
ア
ル
で
内
発
的
な
言
語
表
現
は
、
誰
も
否
定
し
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
け
に
、
万
人
に
偽
り
な
く
即
時
に
伝
達
さ
れ
る
。

　
そ
れ
は
本
来
的
に
、
身
分
の
貴
賎
・
年
齢
の
高
低
・
教
養
の
多
寡
・
民
族
の
異
同
に
か
か
わ
り
な
く
、
全
て
の
人
々
に
納
得
さ
れ
、
受
容
さ
れ
、
共
有

　
さ
れ
る
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
誰
も
が
日
常
均
し
く
実
感
し
て
い
る
一
実
感
で
き
る
－
感
覚
を
、
制
約
（
詩
律
・
対
偶
）
の

　
厳
し
い
詩
歌
言
語
に
表
現
し
得
た
時
、
韻
律
の
リ
ズ
ム
に
加
速
さ
れ
た
そ
の
こ
と
ば
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
感
性
に
対
し
て
、
驚
く
べ
き
浸
透
力
・
感

　
染
力
を
具
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
入
人
肌
骨
、
不
可
除
去
！
人
の
勝
軍
に
入
り
こ
ん
で
除
き
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
強
烈
な
浸
潤
性
で
あ

　
る
。
こ
う
し
た
作
風
を
最
大
の
特
色
と
す
る
白
居
易
の
詩
歌
は
、
具
体
的
・
具
象
的
・
典
型
的
・
人
為
的
・
即
物
的
・
可
視
的
・
対
偶
的
な
事
象
を
重

　
視
す
る
漢
民
族
特
有
の
思
考
様
式
　
　
感
性
様
式
　
　
と
も
見
事
に
合
致
し
て
、
大
量
の
支
持
者
・
享
受
者
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
こ
ろ

　
実
存
す
る
可
視
な
「
身
体
」
を
一
度
通
過
さ
せ
る
こ
と
で
、
捉
え
が
た
い
不
可
視
な
「
心
情
」
が
　
層
み
ず
み
ず
し
く
感
得
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く

　
“
景
情
一
致
”
な
ら
ぬ
“
身
情
融
合
”
の
独
自
の
詩
境
で
あ
っ
た
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
「
平
易
通
俗
」
の
詩
境
を
根
底
か
ら
支
え
る
も
の

　
と
し
て
、
白
詩
の
「
身
体
」
は
、
身
体
以
上
の
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
埋
田
氏
の
右
の
指
摘
は
、
「
長
恨
歌
」
の
流
行
を
考
え
る
場
合
に
も
、
十
全
に
当
て
は
ま
る
、
重
要
か
つ
本
質
的
な
指
摘
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ち

な
み
に
、
「
情
」
の
視
角
か
ら
白
氏
（
詩
）
の
本
質
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
論
者
の
結
論
が
、
「
身
体
」
の
視
角
か
ら
考
察
さ
れ
た
埋
田
氏
の
結
論
と
、
基

本
的
な
部
分
で
極
め
て
相
似
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
事
実
は
、
白
氏
（
詩
）
に
お
け
る
「
情
の
身
体
性
」
と
い
う
要
因
が
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
、
図
ら
ず
も
実
証
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
附
記
）
本
稿
は
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

中
唐
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
成
立
と
展
開

一
八
七


