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一
九
〇
八
年
二
月
、
東
京
で
発
行
さ
れ
た
中
国
留
学
生
の
雑
誌

『
河
南
』
に
「
摩
羅
詩
力
説
」
と
い
う
文
章
が
発
表
さ
れ
た
。
署
名

は
令
飛
。
こ
の
文
の
中
で
、
令
飛
は
中
国
の
文
明
の
崩
壊
を
嘆
き
、

「
精
神
界
の
戦
士
」
を
希
求
し
て
、「
人
の
心
を
掻
き
乱
す
」
力
量
を

発
揮
し
、
こ
の
混
乱
を
統
べ
る
よ
う
期
待
し
た
。
令
飛
に
と
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
「
精
神
界
の
戦
〉
1
〈
士
」
と
し
て
の
重
責
に
耐
え
う
る
の
は

詩
人
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
令
飛
と
は
周
樹
人
の
筆
名
、
の
ち
に
大
い
に
名
を
馳
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
魯
迅
（
一
八
八
一

－

一
九
三
六
）
で
あ
る
。「
摩
羅
詩
力

説
」
は
魯
迅
が
日
本
留
学
の
間
に
書
い
た
文
章
の
う
ち
の
一
つ
だ
。

中
国
の
前
途
の
興
廃
を
思
考
し
、
文
化
復
興
の
道
を
弁
証
す
る
も
の

で
、魯
迅
文
学
と
革
命
事
業
の
濫
觴
と
な
っ
た
。そ
の
中
で
も
「
摩
羅

詩
力
説
」
は
古
今
東
西
の
詩
歌
に
お
け
る
社
会
的
機
能
を
縦
横
無
尽

に
論
じ
た
も
の
で
、
新
文
学
の
発
展
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
だ
。

な
ぜ
な
ら
魯
迅
の
提
唱
に
よ
っ
て
、「
摩
羅
」
は
中
国
の
現
代
詩
人

│
│
特
に
知
識
人
│
│
の
想
像
す
る
領
域
に
入
っ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。

　
も
と
も
と
魯
迅
の
新
文
学
に
対
す
る
思
考
は
、
清
末
の
多
く
の
声

の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
早
く
も
一
八
九
九
年
に
、
梁
啓
超
は

「
詩
界
革
命
」
を
提
唱
し
、
一
九
〇
二
年
に
は
続
け
て
「
文
界
革

命
」「
小
説
革
命
」
を
唱
え
て
い
る
。
中
で
も
小
説
革
命
の
観
念
は

「
新
小
説
」
の
崛
起
を
う
な
が
し
、
そ
の
時
代
の
知
識
人
の
小
説
に

対
す
る
見
方
を
変
え
た
。
と
同
時
に
、
梁
啓
超
は
『
新
民
説
』
を
発

表
〉
2
〈

し
、「
新
小
説
」
と
「
新
民
」
の
間
の
因
果
関
係
を
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
一
国
の
民
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
国

の
小
説
を
新
し
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
こ
の
年
、
梁
の
恩

摩
羅
か
ら
ノ
ー
ベ
ル
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師
の
康
有
為
は
『
新
民
叢
報
』
に
「
公
民
自
治
篇
」
を
発
表
し
て
梁

と
和
し
た
。「
人
々
に
議
政
の
権
あ
り
、
人
々
に
憂
国
の
責
あ
り
、

故
に
こ
れ
を
曰
い
て
公
民
と
為
〉
3
〈

す
」。

　「
摩
羅
」
に
せ
よ
「
新
民
」
に
せ
よ
、
み
な
当
時
の
文
人
、
知
識

人
が
個
人
と
国
家
の
関
係
を
考
え
た
時
、
文
学
が
演
じ
る
こ
と
に

な
っ
た
重
要
な
役
割
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
新
興
の
学
術
知
識
と
し
て
、
あ
る
審
美
的
な
実
践
と
し
て
、
ま

た
あ
る
政
治
的
方
法
と
し
て
、
あ
る
い
は
古
き
を
蘇
ら
せ
た
教
化
的

典
範
と
し
て
、「
文
学
」
の
崛
起
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
中
国
現
代
化

現
象
の
一
つ
で
あ
っ
〉
4
〈

た
。
ま
た
そ
の
た
め
に
、
そ
の
後
の
百
年
に
お

け
る
「
文
学
」
の
消
長
は
時
局
を
展
望
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
歴
史

の
転
回
点
の
指
標
と
も
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
二
一
世
紀
と
な
っ
た

今
日
、「
文
学
」
は
ど
う
や
ら
晩
清
、
五
四
に
与
え
ら
れ
た
輝
き
を

失
い
、
一
種
の
大
衆
的
な
伝
播
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
人
の
心
を
掻
き
乱
す
」
こ
と
の
で
き
る
摩
羅
詩
人
は
今
い
ず
こ
に

い
る
の
か
。
私
た
ち
は
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
百
年
来
の
「
文
学
」
と

「
新
民
」
と
の
移
り
変
わ
り
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　
本
論
は
大
き
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
細
か
く
論
証
す
る
。
魯
迅
の

「
摩
羅
詩
力
説
」
を
手
が
か
り
に
、
文
学
が
社
会
と
政
治
に
介
入
す

る
こ
と
の
可
能
性
と
不
可
能
性
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
た
い
。
特
に

作
家
が
現
代
の
公
民
主
体
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
自
己
投
射
し
た
の

か
を
重
視
す
る
。「
摩
羅
詩
人
」
以
外
に
、
本
論
で
は
「
人
造
人
間
」

（hom
un culus

）
と
「
ノ
ー
ベ
ル
」（A

lfred N
obel

）
を
紹
介
す
る
。

「
人
造
人
間
」
と
は
二
〇
世
紀
半
ば
の
詩
人
馮
至
が
ゲ
ー
テ
（Johann 

W
olfgang von G

oethe, 1710 ‒1782

）
の
劇
作
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

（Faust

）
か
ら
得
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。「
ノ
ー
ベ
ル
」
と
は
世
界

文
学
の
頂
点
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
継
承
は
み
な
魯
迅
が
書
い

た
文
学
に
関
す
る
論
述
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

象
徴
に
つ
い
て
考
え
た
の
ち
、
最
後
に
も
う
一
度
文
学
と
「
新
民
」

の
意
義
に
つ
い
て
、
莫
言
と
大
江
健
三
郎
と
い
う
二
人
の
ノ
ー
ベ
ル

賞
作
家
が
、
当
代
の
作
家
を
ど
の
よ
う
な
「
告
げ
知
ら
せ
る
人
」
と

し
て
捉
え
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、

こ
の
一
世
紀
以
来
、
文
学
が
ど
の
よ
う
に
公
民
社
会
に
参
与
し
て
き

た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
い
く
ら
か
見
え
る
も
の
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

一
　
摩
羅

　
魯
迅
は
「
摩
羅
詩
力
説
」
に
お
い
て
、
冒
頭
か
ら
は
っ
き
り
と
近

世
の
中
国
文
明
の
衰
退
が
も
は
や
回
復
の
見
込
み
の
な
い
と
こ
ろ
ま

で
来
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
伝
統
的
資
源
は
守
る
者
を
欠
き
、
い

る
の
は
偽
士
紳
流
の
輩
ば
か
り
。
彼
ら
は
平
和
を
粉
飾
し
、
名
利
の

た
め
に
は
恥
も
外
聞
も
な
い
有
様
で
、
と
て
も
時
局
に
対
処
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
急
が
れ
る
の
は
「
別
に
外
国
に
新
し
き
声
を
求

め
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
新
し
き
声
と
は
、
摩
羅
詩
人
以
外

の
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
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新
し
き
声
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
詳
し
く
述
べ

ぬ
。
人
心
を
十
分
に
攪
き
た
て
る
力
を
も
ち
、
か
つ
言
葉
に
優
れ

て
深
い
味
わ
い
の
あ
る
も
の
と
い
え
ば
、
実
に
、
摩
羅
詩
派
を
お

い
て
他
に
は
あ
る
ま
い
。
摩
羅
の
語
は
、
イ
ン
ド
に
借
り
た
も

の
、
我
が
国
で
は
天
魔
と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
サ
タ
ン
と
い

い
、
も
と
も
と
バ
イ
ロ
ン
（G

. Byron

）
に
名
づ
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
い
ま
、
あ
ら
ゆ
る
詩
人
の
う
ち
、
反
抗
を
決
し
て
行
動

を
起
こ
し
、
か
く
て
世
人
に
疎
ま
れ
た
も
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
含

め
、
始
祖
バ
イ
ロ
ン
よ
り
マ
ジ
ャ
ル
（
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
の
詩
人
に

い
た
る
、
そ
の
言
行
、
思
惟
、
流
派
、
影
響
を
伝
え
よ
う
と
思
〉
5
〈
う
。

　
魯
迅
の
言
う
通
り
、
摩
羅
は
イ
ン
ド
に
起
こ
り
、
天
魔
た
ら
ん
と

し
て
西
方
に
行
っ
て
悪
魔
と
な
り
、
サ
タ
ン
と
な
っ
た
。
当
代
の
詩

人
で
は
、
摩
羅
の
代
表
と
し
て
ロ
マ
ン
詩
人
の
バ
イ
ロ
ン
が
推
さ
れ

て
い
る
。
バ
イ
ロ
ン
の
ほ
か
に
は
シ
ェ
リ
ー
、
プ
ー
シ
キ
ン
、
レ
ー

ル
モ
ン
ト
フ
、
ペ
テ
ー
フ
ィ
な
ど
が
い
る
が
、
摩
羅
詩
派
は
ま
た

「
復
讐
詩
人
」「
愛
国
詩
人
」「
異
民
族
圧
迫
下
の
時
代
の
詩
人
」
に

分
け
ら
れ
る
。「
い
ず
れ
も
剛
毅
不
撓
の
精
神
を
も
ち
、
誠
真
な
心

を
い
た
だ
き
、
大
衆
に
媚
び
旧
風
俗
習
に
追
従
す
る
こ
と
な
い
」
詩

人
で
あ
っ
〉
6
〈
た
。

　
先
行
研
究
は
す
で
に
、
摩
羅
の
源
は
イ
ン
ド
に
あ
り
、
日
本
及
び

西
洋
を
経
由
し
て
魯
迅
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
〉
7
〈

る

が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
論
じ
な
い
。
私
た
ち
の
興
味
を
引
く
の
は
、

彼
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
摩
羅
詩
系
を
中
国
の
伝
統
の
中
に
引
き
入
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
詩
」
は
中
国
の

文
明
体
系
の
中
で
は
（
現
代
の
定
義
に
お
け
る
）
い
か
な
る
ジ
ャ
ン

ル
に
も
属
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
詩
」
は
政

教
の
希
望
的
観
測
、
知
識
体
系
、
情
感
の
表
徴
、
歴
史
的
隠
喩
に
ま

た
が
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
詩
人
」
と
は
時
代
精
神
を
体
現

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
魯
迅
は
中
国
の
詩
学
が
温
柔
敦
厚
で
あ
る
こ

と
を
尊
ぶ
あ
ま
り
、
恨
み
の
声
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
。
屈
原
は
不

平
を
鳴
ら
し
た
も
の
の
、
剛
健
の
気
に
欠
け
て
お
り
、
人
の
心
を
掻

き
乱
す
者
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
摩
羅
の
原
意
が
暗
示
す
る
よ
う

に
、
魯
迅
の
希
望
し
て
い
た
の
は
局
部
的
な
文
学
改
良
だ
け
で
は
な

く
、「
詩
教
」
と
い
う
名
の
も
と
の
中
国
的
伝
統
に
対
し
て
サ
タ
ン

式
の
離
反
を
企
て
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。「
興
観
群
怨
」
に
対
し
て
、

魯
迅
は
「
真
の
悪
声
」
を
発
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
〉
8
〈
る
。

　
従
来
の
論
述
は
魯
迅
の
摩
羅
詩
力
を
大
い
に
賛
美
す
る
あ
ま
り
、

し
ば
し
ば
早
急
に
革
命
精
神
と
解
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈

は
、
実
は
魯
迅
が
摩
羅
に
託
し
た
力
量
の
勢
い
を
軽
視
す
る
も
の
で

あ
る
。
何
々
主
義
と
い
う
よ
う
な
名
前
を
か
ぶ
せ
た
革
命
で
は
そ
の

万
分
の
一
も
覆
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
摩
羅
の
力
と
は
歴
史
の
力
量

で
あ
り
、
ま
た
本
体
論
的
な
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
イ
ン
ド

と
西
洋
の
文
学
論
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
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ず
、
中
国
の
詩
学
弁
証
の
内
破
（im

plosion

）
か
ら
き
た
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
摩
羅
詩
力
説
」
に
は
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が

あ
る
│
│
志
、
情
、
心
│
│
こ
れ
は
み
な
古
の
詩
学
伝
統
か
ら
き
た

言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

魯
迅
の
摩
羅
は
中
国
詩
学
の
最
も
重
要
な
教
戒
│
│
「
詩
は
志
を
言

う
」
と
「
思
い
邪
無
し
」
に
挑
戦
す
る
も
の
だ
。

　
　
た
と
え
ば
、
中
国
の
詩
は
、
舜
に
よ
れ
ば
志
を
の
べ
る
も
の
で

あ
る
。
が
、
後
世
の
賢
者
は
説
を
立
て
、
詩
は
人
の
性
情
を
持
す

る
も
の
で
、『
詩
経
』
三
百
篇
の
大
要
は
思
い
邪
な
し
の
一
言
に

尽
き
る
と
言
っ
た
。
志
を
の
べ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
持
す
る
と

は
な
ん
で
あ
る
か
。
邪
な
き
こ
と
を
強
い
る
の
で
あ
れ
ば
人
の
志

で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
魯
迅
は
「
詩
は
志
を
言
う
」
の
「
志
」
と
は
個
人
の
真
実
の
意
向

で
あ
り
、
性
情
の
発
現
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
学
者

先
生
が
「
詩
三
百
」
を
「
思
い
邪
無
し
」
の
一
言
で
覆
い
尽
く
せ
る

と
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
も
は
や
「
各
々
爾
の
志
を
言
」

う
な
ど
い
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
詩
人
の
志
、

そ
し
て
思
い
に
は
、
必
ず
や
「
邪
有
り
」
な
は
ず
な
の
だ
。
し
か
し

摩
羅
は
志
や
情
の
転
覆
に
対
し
て
、
そ
れ
が
当
然
で
あ
ろ
う
と
い
う

よ
う
な
、
革
命
に
あ
り
が
ち
な
典
範
の
書
き
換
え
を
行
わ
な
い
。
全

く
逆
に
、「
摩
羅
詩
力
説
」
は
伝
統
に
対
し
て
し
き
り
に
敬
意
を
表

す
る
の
で
、
こ
こ
に
大
き
な
張
力
が
形
成
さ
れ
る
。
最
も
根
本
的
な

こ
と
と
し
て
、
彼
は
幾
度
と
な
く
、
詩
人
に
も
し
も
志
が
な
け
れ
ば

ど
ん
な
詩
を
作
る
力
も
発
動
で
き
な
い
と
暗
示
し
た
の
だ
が
、
こ
れ

は
ま
さ
し
く
、「
志
」
の
最
低
限
の
力
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
詩
人
の
思
い
に
邪
が
あ
っ
て
こ
そ
そ
の
志
が
顕
現
す
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
伝
統
詩
学
に
お
い
て
「
志
」「
情
」
と
並
ん
で
論
ぜ
ら

れ
る
「
情
」
に
も
ま
た
新
し
い
解
釈
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
い
う
「
情
」
と
は
、
温
柔
敦
厚
さ
や
纏
綿
と
し
た
婉
曲
さ
と
は

関
わ
り
な
く
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
劇
情
と
サ
タ
ン
式
の
反
逆
を
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
力
量
こ
そ
が
「
人
の
心
を

掻
き
乱
す
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
し
か
し
彼
の
「
情
」
へ
の
態
度

も
ま
た
、『
文
心
雕
龍
』
以
降
の
論
述
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る

よ
う
だ
。

　
　
そ
の
潔
ら
け
き
想
像
の
翼
は
、
遥
か
に
常
人
と
異
な
っ
た
。
か

く
て
、
あ
ま
ね
く
自
然
を
観
ず
れ
ば
、
お
の
ず
と
そ
の
神
秘
を
感

得
し
、
目
前
に
あ
ら
わ
る
る
一
切
の
森
羅
万
象
は
、
み
な
有
情
の

も
の
の
如
く
、
ま
こ
と
に
慕
わ
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
、

そ
の
心
弦
が
響
け
ば
、
お
の
ず
と
天
籟
と
共
鳴
し
、
叙
情
の
詩
と

な
っ
た
。
そ
の
詩
は
、
こ
と
ご
と
く
神
業
の
な
せ
る
も
の
、
他
に

比
ぶ
べ
く
も
な
〉
9
〈
い
。

　
し
か
し
魯
迅
に
と
っ
て
、
詩
人
の
「
抒
情
」
と
は
礼
楽
の
交
融
で
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も
自
然
と
の
交
流
で
も
な
く
、「
憤
を
釈
し
て
情
を
抒
べ
る
」
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
躁
鬱
不
安
の
情
で
あ
り
、
創
作
者
と
読
者
を
挑

発
し
、
革
命
を
奮
起
さ
せ
る
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
人
の
心
を
掻
き
乱
す
と
は
い
っ
た
い
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
要
す
る
に
詩
人
と
は
人
の
心
を
掻
き
乱
す
も
の
な
の
だ
。
そ
も

そ
も
人
は
み
な
心
に
詩
を
も
っ
て
い
る
。
詩
人
の
つ
く
る
詩
は
詩

人
一
人
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
詩
を
読
ん
で
心
に
感
得
す
れ

ば
、
み
な
そ
れ
は
自
分
の
詩
と
な
る
。
心
に
詩
が
な
く
て
ど
う
し

て
詩
人
の
詩
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
心
に
詩
は
あ

る
が
表
現
で
き
ぬ
だ
け
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
詩
人
が
代
わ
っ
て
歌

う
時
、
撥
を
も
っ
て
弾
ず
る
や
そ
の
心
弦
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
響

き
、
そ
の
音
は
魂
の
底
ふ
か
く
沁
み
わ
た
り
、
有
情
の
も
の
み
な

朝
日
を
望
む
が
如
く
に
首
を
あ
げ
、
ま
す
ま
す
美
し
く
力
強
く
気

高
く
向
上
し
て
ゆ
き
、
か
く
て
汚
濁
の
平
和
は
破
ら
れ
る
の
で

あ
〉
10
〈

る
。

　「
そ
も
そ
も
人
は
み
な
心
に
詩
を
も
っ
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な

「
詩
心
」
は
、
伝
統
、
さ
ら
に
は
広
義
の
「
文
心
」
に
寄
託
さ
れ
、

「
天
地
の
為
に
心
を
立
て
る
」
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
よ
う
や
く
発

揮
さ
れ
る
の
だ
。
も
し
も
根
本
に
あ
る
詩
「
心
」
が
な
け
れ
ば
、
詩

人
は
ど
う
や
っ
て
人
の
心
を
掻
き
乱
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

郜
元
宝
教
授
は
魯
迅
を
論
じ
て
、
魯
迅
は
「
心
」
に
つ
い
て
の
創
造

的
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
の
否
定
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
そ
れ
こ
そ
が
魯
迅
の
現
代
文
学
に
対
し
て
の
真
の
貢
献
だ
っ
た

の
だ
と
す
〉
11
〈

る
。

　
摩
羅
詩
人
は
否
定
の
中
か
ら
肯
定
を
探
し
、
洞
察
の
中
か
ら
見
え

ざ
る
も
の
を
還
元
し
た
。
彼
は
「
思
い
邪
な
し
」
と
い
う
訓
戒
か
ら

「
思
い
に
は
必
ず
邪
有
り
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
、「
詩
心
を
と

き
あ
か
す
」
と
い
う
前
提
の
も
と
に
「
人
の
心
を
掻
き
乱
す
も
の
」

の
出
現
を
召
喚
し
、
そ
し
て
無
情
に
文
明
の
基
盤
を
打
ち
壊
し
た
あ

と
に
有
情
の
資
源
を
探
し
求
め
た
の
で
あ
る
。
摩
羅
は
伝
統
の
詩
学

概
念
の
中
に
あ
っ
た
矛
盾
を
弁
証
的
に
暴
き
出
す
と
同
時
に
延
長
さ

せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、「
摩
羅
詩
力
説
」
は

現
代
文
学
論
述
に
お
け
る
非
常
に
先
端
的
な
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、
摩

羅
も
中
国
社
会
が
現
代
化
す
る
過
程
で
の
危
険
分
子
と
な
っ
た
。
パ

ン
ド
ラ
の
匣
が
一
回
開
け
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
神
魔
が
と
も
に
踊
り

始
め
る
と
い
う
場
面
は
お
そ
ら
く
魯
迅
も
当
初
予
想
し
て
い
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
一
九
二
六
年
に
魯
迅
が
出
版
し
た
『
野
草
』
の
題
詞

は
、
遅
れ
て
や
っ
て
き
た
摩
羅
の
独
白
を
思
わ
せ
る
。

　
　
地
火
は
大
地
の
下
を
走
り
め
ぐ
り
、
突
進
す
る
。
溶
岩
が
ひ
と

た
び
噴
出
す
れ
ば
、一
切
の
野
草
を
焼
き
つ
く
し
、喬
木
に
ま
で
及

ぶ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
な
れ
ば
、も
は
や
腐
朽
す
べ
き
も
の
も
な
い
。

　
　
だ
が
、
わ
た
し
は
心
安
ら
か
で
、
に
こ
や
か
で
あ
る
。
わ
た
し
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は
大
声
で
笑
っ
た
り
歌
を
う
た
っ
た
り
し
よ
〉
12
〈
う
。

　
革
命
と
啓
蒙
に
汲
々
と
し
て
い
た
知
識
人
は
、
過
去
に
も
現
在
に

も
、
摩
羅
詩
力
に
潜
ん
で
い
た
巨
大
な
張
力
を
理
解
す
べ
く
も
な

か
っ
た
。
彼
ら
は
た
だ
詩
人
の
「
一
切
を
解
放
せ
よ
」
と
い
う
号
令

の
み
に
反
応
し
、
一
種
の
簡
単
な
、
目
的
論
的
な
指
標
に
投
射
し
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
と
社
会
の
関
係
は
相
変
わ
ら
ず
伝
統
的

対
応
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
時
に
感

じ
て
国
を
憂
い
、
あ
る
い
は
情
を
抒
べ
て
志
を
言
い
は
し
た
も
の

の
、「
詩
教
」
が
持
つ
弁
証
の
枠
組
み
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
詩
人
は
社
会
の
一
構
成
員
と
な
り
、
独
特
の
現

代
的
意
義
を
顕
現
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
っ
た
。

　
そ
の
頃
芽
生
え
た
ば
か
り
の
新
民
論
述
に
対
し
て
、「
摩
羅
詩
力

説
」
が
特
異
で
あ
る
の
は
、
魯
迅
が
伝
統
の
基
層
か
ら
伝
統
を
覆
し

た
だ
け
で
は
な
く
、
天
演
、
進
化
、
民
主
、
民
族
、
国
家
と
い
う
当

時
の
新
し
い
理
想
を
超
え
、
理
性
の
境
界
の
彼
岸
の
、
韜
晦
し
た
幽

暗
な
所
在
ま
で
た
ど
り
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
摩
羅
詩
論
の

も
っ
と
も
隠
微
な
部
分
で
は
、
詩
人
の
創
造
／
破
壊
力
の
力
量
は
自

身
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
そ
し
て
歴
史
の
嵐
が
ゆ
き
す
ぎ
、
一
切
の
喧
騒
と
激
情
が
過
去
に

な
っ
た
と
き
、
詩
人
は
つ
い
に
生
命
の
「
無
物
の
陣
」
に
直
面
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
で
は
神
魔
は
退
位
し
、
見
渡
す
限
り

荒
涼
と
し
て
い
て
、
四
方
に
は
虚
空
が
広
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
自
分
が
墓
石
に
向
き
合
っ
て
立
ち
、
お
も
て
に
刻
ま
れ

た
銘
文
を
読
ん
で
い
る
の
を
夢
に
見
た
」。

　
　「
…
…
一
つ
の
遊
魂
あ
り
て
、
化
し
て
長
蛇
と
な
り
、
口
に
毒

の
牙
を
も
て
り
。
も
っ
て
人
を
噛
ま
ず
し
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
身

を
噛
み
、
つ
い
に
も
っ
て
倒
れ
死
す
。
…
…
」

　
　「
…
…
去
れ
。
…
…
」

　
墓
石
の
う
し
ろ
に
廻
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
だ
け
の
塚
が
あ
っ
た
。

上
に
は
草
木
も
な
く
、
す
っ
か
り
崩
れ
は
て
て
い
た
。
そ
こ
で
大

き
く
崩
れ
た
穴
か
ら
中
を
の
ぞ
く
と
、
死
体
が
見
え
た
。
胸
も
腹

も
破
れ
て
、
内
臓
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
顔
に
は
哀
楽

の
表
情
が
ま
っ
た
く
な
く
、
た
だ
煙
に
つ
つ
ま
れ
た
よ
う
に
ぼ
ん

や
り
し
て
い
た
。

　
疑
い
と
恐
れ
の
気
持
か
ら
、
わ
た
し
が
引
き
返
し
か
け
る
と
、
墓

石
の
裏
が
わ
に
残
っ
て
い
る
こ
と
ば
が
眼
に
入
っ
た
│
│

　
　「
…
…
心
臓
を
抉
り
て
み
ず
か
ら
食
ら
い
、
真
の
味
を
知
ら
ん

と
欲
す
。
創
の
痛
み
の
酷
烈
に
し
て
、
真
の
味
を
な
ん
ぞ
能
く
知

ら
ん
や
。
…
…
」

　
　「
…
…
痛
み
の
定
ま
り
て
の
ち
、
お
も
む
ろ
に
こ
れ
を
食
ら

う
。
し
か
る
に
、
そ
の
心
臓
は
す
で
に
旧
き
も
の
な
れ
ば
。
真
の

味
を
ま
た
な
に
に
由
り
て
知
ら
ん
や
。
…
〉
13
〈

…
」

　
摩
羅
詩
人
が
最
後
に
ゆ
き
つ
く
の
は
こ
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
魯
迅
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を
よ
く
知
る
読
者
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
『
野
草
』
の
「
墓
偈
文
」

の
一
節
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
気
付
く
だ
ろ

う
。「
摩
羅
詩
力
説
」
の
発
表
の
一
九
〇
八
年
か
ら
隔
た
る
こ
と
一

七
年
、
詩
人
は
す
で
に
「
人
の
心
を
掻
き
乱
す
者
」
た
る
魔
鬼
か
ら

「
心
を
抉
り
自
ら
食
ら
う
」
生
け
る
屍
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
間
、

啓
蒙
の
風
雲
は
幾
た
び
か
変
じ
、
革
命
の
掛
け
声
は
依
然
と
し
て
衰

え
を
知
ら
な
か
っ
た
。
詩
人
は
何
を
壊
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
を
打

ち
立
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
自
分
の
胸
に
問
う
だ
け
で
は
な
く
、

心
を
抉
っ
て
自
ら
食
ら
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
そ
の
心
す
で
に
陳
旧

な
れ
ば
、
本
味
ま
た
何
す
れ
ぞ
能
く
知
ら
ん
や
」。

　
魯
迅
が
一
九
三
六
年
に
亡
く
な
る
と
、
瞬
く
間
に
左
翼
に
よ
っ
て

革
命
精
神
の
領
袖
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
た
。
以
後
、
摩
羅
詩
人
は
再

び
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
彼
の
道
義
上
後
へ
引
く
こ
と
な

く
、
森
羅
万
象
を
乗
り
越
え
る
姿
は
広
く
転
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
革
命

作
家
と
称
さ
れ
た
り
、
マ
オ
派
の
闘
士
と
称
さ
れ
た
り
し
た
。
そ
し

て
文
化
大
革
命
が
や
っ
て
く
る
と
、
無
数
の
狂
信
者
が
一
切
を
な
ぎ

倒
し
て
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
が
、
そ
れ
は
摩
羅
の
も
っ
と
も
残
酷
な

呪
詛
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
両
岸
に
お
け
る
ポ
ス
ト
革

命
、
ポ
ス
ト
戒
厳
令
の
時
代
に
お
い
て
、
摩
羅
の
亡
霊
は
依
然
と
し

て
さ
ま
よ
い
続
け
て
い
る
。「
摩
羅
詩
力
説
」
を
再
読
し
た
と
き
、

我
々
は
か
つ
て
の
あ
る
時
代
、
文
学
と
離
反
、
そ
し
て
革
命
が
こ
れ

ほ
ど
ま
で
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
感
慨
を
覚
え
る
と

同
時
に
警
戒
心
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
摩
羅
詩
の
心
は
こ
れ
ほ

ど
急
速
に
「
陳
旧
」
と
な
り
、「
本
味
」
を
こ
と
ご
と
く
失
っ
て
し

ま
っ
た
の
か
。
新
し
い
時
代
の
摩
羅
た
ち
が
と
も
に
「
人
心
を
掻
き

乱
し
た
」
際
、
ど
れ
ほ
ど
「
心
を
抉
っ
て
自
ら
食
ら
う
」
と
い
う
反

省
を
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

二
　
人
造
人
間

　
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
七
日
、
天
津
『
大
公
報
』
が
馮
至
の
長
文

「『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
中
の
人
造
人
間
論
│
│
ゲ
ー
テ
の
自
然
哲
学
略

論
」
を
掲
載
し
た
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
に
登
場
す
る
人
物

H
om

unculus

を
討
論
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
こ

れ
は
実
験
室
の
中
で
製
造
さ
れ
た
小
人
で
、
馮
至
は
こ
れ
を
人
造
人

間
と
読
ん
だ
。
人
造
人
間
と
は
精
霊
の
よ
う
な
様
子
で
、
実
体
を
も

た
ず
、
密
閉
さ
れ
た
瓶
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
人

造
人
間
は
覚
醒
を
以
っ
て
生
へ
の
意
志
を
持
ち
、
仕
事
に
つ
こ
う
と

し
、
そ
し
て
“
ｉ
”
と
い
う
母
音
の
上
の
点
を
発
見
し
よ
う
と
す

る
。
こ
の
意
志
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
追
求
す
る
意
志
と
似
て
お
り
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
一
つ
の
象
徴
の
よ
う
で
も
あ
り
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
古

典
的
世
界
へ
導
い
て
ゆ
く
の
〉
14
〈

だ
」。

　
か
つ
て
魯
迅
に
「
現
代
中
国
で
最
も
傑
出
し
た
抒
情
詩
人
」
と
称

さ
れ
〉
15
〈

た
馮
至
は
、
同
時
に
ド
イ
ツ
文
学
の
専
門
家
で
も
あ
り
、
特
に

ゲ
ー
テ
、
リ
ル
ケ
（R

ené R
ilke, 1875 ‒1926

）
の
研
究
で
知
ら
れ

た
。
抗
戦
期
間
、
馮
至
は
昆
明
の
西
南
聯
合
大
学
で
教
鞭
を
と
り
な
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が
ら
、
動
乱
の
世
に
お
け
る
詩
の
機
能
と
は
何
か
を
考
え
続
け
て
い

た
。
一
九
四
六
年
に
発
表
し
た
人
造
人
間
に
つ
い
て
の
文
章
は
彼
の

一
連
の
ゲ
ー
テ
研
究
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

人
造
人
間
は
透
き
通
っ
た
体
で
聡
明
な
こ
と
こ
の
上
な
く
、
生
へ
と

奮
起
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
血
肉
の
体
を
持
た
な
い
。

こ
の
こ
と
が
彼
を
困
惑
さ
せ
る
。

　
　
生
へ
の
意
志
が
人
造
人
間
へ
の
追
求
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
追

求
は
彼
の
任
務
（
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
導
く
こ
と
）
を
超
え
て
い
た
の

だ
が
、
も
し
こ
の
追
求
が
な
け
れ
ば
、
彼
も
自
分
の
任
務
を
全
う

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
ギ

リ
シ
ア
に
連
れ
て
行
っ
た
あ
と
…
…
一
人
で
古
典
的
な
ワ
ル
プ
ル

ギ
ス
の
夜
を
体
験
し
、
実
体
的
な
生
命
を
追
い
求
め
た
。
こ
こ
で

ゲ
ー
テ
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
二
つ
の
重
要
な
問
題
に
た
ど
り
着

く
。
一
つ
は
地
球
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
も
う
一
つ
は

生
命
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
だ〉

16
〈

。

　
人
造
人
間
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
馮
至
を
引
き
付

け
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
よ
う
な
凡
夫
俗
人
に
く
ら
べ
、

人
造
人
間
は
世
事
に
明
る
く
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
ギ
リ
シ
ア
の
諸
神
に

引
き
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
人
造
人
間
も
畢
竟
完
璧
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
だ
製
造
の
過
程
に
あ
っ
た
の
だ
。
劇

中
、
彼
は
火
で
創
造
さ
れ
、
水
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
に

新
生
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
苦
労
の
末
に
海
に
や
っ
て
き

て
、
貝
に
乗
っ
て
い
た
海
神
の
娘
と
出
会
い
、
瓶
ご
と
水
中
へ
飛
び

込
む
。「
瓶
の
中
の
炎
と
水
中
の
元
素
が
愛
し
合
い
一
つ
に
な
っ
た
。

水
上
の
精
霊
は
合
唱
し
て
愛
の
神
秘
、
火
と
水
と
の
婚
礼
を
褒
め
称

え
〉
17
〈

た
」。

　
現
代
中
国
文
学
、
あ
る
い
は
文
化
イ
メ
ー
ジ
の
主
体
と
し
て
の

「
造
人
」
に
は
来
歴
が
あ
る
。
そ
の
最
初
の
例
の
う
ち
の
一
人
は
魯

迅
だ
。
一
九
〇
五
年
、
上
海
の
雑
誌
『
女
子
世
界
』
の
第
四
・
五
号

合
併
号
に
、
索
子
と
い
う
署
名
で
魯
迅
は
小
説
訳
『
造
人
術
』
を
発

表
し
た
。
小
説
は
二
〇
世
紀
初
期
に
お
け
る
試
験
管
ベ
イ
ビ
ー
の
イ

メ
ー
ジ
を
紹
介
し
た
も
の
で
、
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も

の
で
あ
〉
18
〈
る
。
こ
の
時
魯
迅
は
ち
ょ
う
ど
仙
台
の
医
学
校
に
進
学
し
て

い
た
か
ら
、
小
説
の
内
容
に
興
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
驚
く

に
値
し
な
い
。
た
だ
、
魯
迅
が
こ
の
小
説
を
翻
訳
し
よ
う
と
し
た
動

機
は
、
あ
き
ら
か
に
西
洋
の
科
学
技
術
や
、
神
に
よ
る
造
人
と
い
う

神
学
的
概
念
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の

翻
訳
を
借
り
て
、
中
国
国
民
主
体
の
再
生
と
い
う
切
実
な
渇
望
を
表

現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
造
人
と
い
う
幻
想
は
、
一
九
〇
五
年

の
徐
念
慈
の
小
説
『
新
法
螺
先
生
譚
』
に
ま
た
現
れ
る
。
こ
の
中

で
、
新
法
螺
先
生
は
巧
み
に
天
体
引
力
の
衝
撃
が
交
わ
る
点
に
入
り

込
み
、
霊
魂
を
一
種
の
「
不
可
思
議
に
発
行
す
る
原
動
力
」
に
変
え

て
冒
険
を
展
開
す
る
の
だ
っ
た
。
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魯
迅
の
弟
、
周
作
人
は
『
造
人
術
』
が
発
表
さ
れ
た
と
き
に
「
萍

雲
」
と
い
う
名
前
で
文
末
に
按
語
を
つ
け
、
魯
迅
の
翻
訳
の
動
機
が

「
世
事
こ
れ
皆
悪
に
し
て
、
民
徳
こ
れ
日
々
堕
つ
。
必
ず
洪
炉
を
大

い
に
造
り
鼓
し
て
こ
れ
を
鋳
冶
す
る
を
得
て
、
し
か
る
後
す
な
わ
ち

そ
の
種
を
択
し
良
を
留
め
る
の
術
を
行
い
、
以
て
人
治
の
進
化
を
求

む
べ
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
〉
19
〈

る
。
こ
の
進
化

と
は
『
進
化
論
』
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
優
れ
た
も
の
は
勝
ち
、
劣
っ

た
も
の
は
敗
れ
る
」
で
あ
る
。
翌
年
魯
迅
は
医
学
を
捨
て
て
文
学
に

つ
き
、
東
京
で
文
学
雑
誌
を
始
め
た
。『
新
生
』
と
い
う
命
名
に

は
、
明
ら
か
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
造
人
術
の
秘
密
は
文

学
に
あ
っ
た
の
だ
。

　
馮
至
が
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
人
造
人
間
を
論
じ
た
頃
、
現

代
文
学
は
す
で
に
別
の
重
要
な
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
が
、
国

民
と
国
家
の
改
造
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
見
通
し
は
立
っ
て
い
な

か
っ
た
。
詩
人
と
し
て
、
彼
は
ど
う
い
う
道
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
馮
至
は
北
京
大
学
本
科
に
い
た
こ
ろ
す
で
に
才
能
を
表
し
て
い

た
。
早
期
の
作
品
は
幽
遠
婉
曲
な
も
の
で
あ
り
、
生
命
の
暗
流
に
対

し
て
憂
慮
を
か
き
た
て
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
彼
が
名
を
上
げ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
「
み
ど
り
の
服
を
着
た

人
」（
原
題
：
緑
衣
人
、
一
九
二
一
年
）
は
、
郵
便
配
達
の
イ
メ
ー

ジ
で
死
の
脅
威
を
描
い
て
い
る
。

　
　
し
か
し
こ
の
見
渡
す
か
ぎ
り
傷
だ
ら
け
の
時
代
で
は
、

　
　
か
れ
の
手
に
ど
ん
な
に
多
く
の
不
幸
な
知
ら
せ
が
握
ら
れ
て
い

る
だ
ろ
う
。

　
　
か
れ
が
い
ま
あ
る
家
の
玄
関
を
叩
く
時
、

　
　
だ
れ
も
気
を
つ
け
あ
る
い
は
推
し
測
ら
な
い
、

　
　「
こ
の
ひ
と
に
怖
い
時
が
到
来
し
た
の
だ
！
」
と〉

20
〈

。

　
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
伝
え
難
い
寂
寞
と
恐
懼
を
抱
え
て
い
た

た
め
に
、
馮
至
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を
探
し
求
め
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
ド
イ
ツ
の
詩
人
リ
ル
ケ
に
出
会
い
、
そ

の
生
命
に
よ
せ
る
心
情
に
深
く
傾
倒
し
て
い
っ
〉
21
〈
た
。
生
命
の
寂
寞
と

恐
懼
に
向
か
い
合
っ
た
時
、
取
る
べ
き
態
度
な
の
は
逃
避
で
は
な
く

引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。「
ひ
と
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
、
艱
難

と
孤
独
を
経
験
す
る
…
…
人
は
み
な
無
用
な
騒
ぎ
の
た
め
に
生
命
の

由
来
を
忘
れ
て
し
ま
う
…
…
真
実
の
生
活
を
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、

必
ず
今
あ
る
習
俗
か
ら
抜
け
出
し
、
自
分
が
独
立
し
た
一
人
の
生
存

者
と
な
っ
て
生
活
上
の
種
々
の
問
題
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
〉
22
〈

い
」。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
馮
至
は
ゲ
ー
テ
か
ら
「
決
断
」
と
「
放

棄
」
と
い
う
試
練
を
学
ん
だ
。「
引
き
受
け
る
こ
と
」
は
す
で
に
天

が
人
間
に
与
え
た
伝
統
的
な
重
責
で
は
な
く
、
個
体
が
日
常
生
活
に

向
き
合
い
、
一
草
一
木
の
優
劣
な
く
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

不
断
に
邁
進
し
、
生
死
を
脱
却
す
る
積
極
性
こ
そ
が
人
生
の
根
本
な

の
だ
。

　
抗
戦
は
現
代
の
中
華
民
族
文
化
に
大
変
動
を
も
た
ら
し
た
。
全
て
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の
価
値
と
秩
序
が
緩
み
、
生
存
と
死
亡
、
大
我
と
小
我
の
難
題
が
俎

上
に
の
せ
ら
れ
、
日
常
生
活
に
挑
戦
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て

馮
至
は
、
彼
の
形
而
上
的
思
考
を
歴
史
状
況
上
に
具
体
的
に
当
て
は

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
四
一
年
、
馮
至
は
二
七
首
の
十
四
行
詩

を
発
表
し
た
。こ
れ
ら
の
詩
は
死
生
の
無
常
、山
川
歳
月
の
変
動
、歴

史
の
暴
虐
を
描
き
な
が
ら
も
、非
常
に
静
か
な
姿
態
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
わ
た
し
た
ち
は
あ
の
小
さ
な
昆
虫
た
ち
を
賞
賛
す
る
、

　
　
か
れ
ら
は
一
回
の
交
尾
を
終
え
る
か
、

　
　
あ
る
い
は
一
度
の
危
険
を
防
ぐ
と
、

　
　
す
ぐ
に
か
れ
ら
の
素
晴
ら
し
い
一
生
を
完
了
す
る
。

　
　
わ
た
し
た
ち
の
全
生
命
は
狂
風
の
に
わ
か
な
襲
来
と

　
　
彗
星
の
出
現
と
を
享
受
し
て
い
〉
23
〈

る
。

ゲ
ー
テ
の
変
化
と
再
生
と
い
う
テ
ー
マ
も
あ
り
あ
り
と
書
か
れ
て

い
る
。

　
　
あ
な
た
は
平
凡
な
市
民
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
ち
、

　
　
あ
な
た
は
過
去
の
数
多
の
平
凡
な
事
物
に
感
嘆
し
な
が
ら
、

　
　
し
か
し
数
多
の
平
凡
な
ら
ざ
る
詩
篇
を
書
き
上
げ
た
。

　
　
あ
な
た
の
八
十
年
の
歳
月
は
か
く
も
平
穏
で

　
　
あ
た
か
も
宇
宙
が
そ
こ
で
ひ
っ
そ
り
と
運
行
し
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。

　
　
だ
が
か
つ
て
一
分
一
秒
と
て
憩
う
こ
と
な
く
、

　
　
い
つ
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
新
た
な
活
力
を
生
み
出
し
た
、

　
　
風
が
吹
き
雨
が
降
っ
て
も
、
空
が
晴
れ
陽
う
ら
ら
に
も
か
か
わ

ら
ず
。

　
　
重
苦
し
い
病
い
の
な
か
か
ら
新
た
な
健
康
を
取
り
戻
し
、

　
　
絶
望
の
愛
の
な
か
か
ら
新
た
な
栄
養
を
受
け
止
め
た
。

　
　
あ
な
た
は
分
っ
て
い
る
、
蛾
が
な
ぜ
に
焔
へ
向
け
て
身
を
投
げ

る
の
か
。

　
　
蛇
が
な
ぜ
に
旧
い
皮
を
脱
い
で
は
じ
め
て
成
長
で
き
る
の
か
を
。

　
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
み
な
あ
な
た
の
あ
の
名
言
を
享
け
て
い
る
、

　
　
そ
れ
は
喝
破
す
る
、
一
切
の
生
き
る
意
義
と
は
、「
死
と
変
化
」

だ
〉
24
〈

と
。

　
戦
後
、
馮
至
は
北
京
大
学
に
来
た
が
、
激
動
す
る
政
局
は
彼
を
深

い
不
安
に
陥
れ
た
。
彼
は
「
無
数
の
死
亡
と
殺
戮
を
見
届
け
」「
依

然
と
し
て
／
新
し
い
眺
望
を
待
っ
て
い
」
た
。
ゲ
ー
テ
の
「
肯
定
的

精
神
、
変
身
論
、
そ
し
て
思
行
の
結
合
」
は
ま
す
ま
す
切
実
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
〉
25
〈

た
。
ま
さ
に
こ
の
時
、
馮
至
が
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』の
人

造
人
間
に
関
す
る
議
論
を
発
表
し
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。



35──摩羅からノーベルへ

　
一
九
四
八
年
、
馮
至
は
中
国
社
会
経
済
研
究
会
に
加
入
し
、
左
右

以
外
の
「
新
第
三
方
面
」
の
政
治
力
の
可
能
性
を
追
求
し
た
。
し
か

し
彼
は
す
ぐ
に
目
前
に
迫
っ
た
危
機
に
お
い
て
は
彼
の
決
断
が
ま
だ

徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
を
悟
り
、
共
産
党
を
選
択
す
る
こ
と
を
選
ん

だ
の
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
二
月
三
日
に
解
放
軍
の
北
平
入
城
式
が

行
わ
れ
た
と
き
、
馮
至
こ
そ
は
北
京
大
学
で
隊
伍
歓
迎
の
前
列
に
い

た
教
授
の
一
人
だ
っ
〉
26
〈

た
。
同
年
七
月
の
第
一
次
文
学
芸
術
工
作
者
代

表
大
会
上
で
、
馮
至
は
「「
人
民
の
需
要
！
」
…
…
も
し
も
必
要
と

さ
れ
て
い
る
の
が
よ
り
多
く
の
水
な
ら
、
自
ら
を
ご
く
小
さ
な
水
滴

と
し
て
、
水
の
中
に
投
げ
入
れ
よ
〉
27
〈
う
」
と
声
を
あ
げ
て
い
る
。
象
牙

の
塔
に
い
た
過
去
の
日
々
に
つ
い
て
、
馮
至
は
全
く
価
値
が
な
い
も

の
と
考
え
た
。
必
ず
や
人
民
の
大
海
に
身
を
投
げ
て
こ
そ
、
一
人
の

「
新
人
」
に
な
れ
る
の
〉
28
〈
だ
。

　
我
々
の
問
題
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
馮
至
が
「
人
造
人
間
」
の
換
骨

奪
胎
の
洗
礼
を
全
う
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
「
造
人
術
」
の
実

験
室
に
入
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
解
放
後
の
馮
至
は
北
京
大

学
で
教
鞭
を
と
り
つ
つ
も
、
積
極
的
に
党
や
国
の
大
業
に
関
わ
っ

た
。
評
者
張
輝
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
を
研
究
す
る
と
同
時
に
、「
馮

至
は
孤
独
で
沈
思
黙
考
す
る
詩
人
か
ら
、
新
政
権
に
お
け
る
社
会
活

動
家
、
教
育
家
、
そ
し
て
主
流
作
家
へ
の
変
身
を
完
成
さ
せ
〉
29
〈

た
」。

彼
は
共
和
国
公
民
の
典
型
に
な
る
と
い
う
志
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
の
急
務
は
毛
主
席
に
心
を
預
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
九
五
一
年
、
知
識
人
改
造
運
動
が
烈
火
の
ご
と
く
展
開
し
て
い
た

時
、
馮
至
は
感
謝
を
綴
る
次
の
よ
う
な
詩
を
賦
し
た
。

　
　
あ
な
た
は
祖
国
の
山
川
を

　
　
こ
の
よ
う
に
美
し
く
清
ら
か
に
変
え
ら
れ
た

　
　
あ
な
た
は
人
々
に
青
春
を
と
り
も
ど
し
て
く
だ
さ
っ
た

　
　
あ
な
た
は
私
に
、
あ
る
知
識
人
に

　
　
ま
た
良
心
を
持
た
せ
て
く
だ
さ
っ
た
…
…

　
　
あ
な
た
は
私
た
ち
の
新
た
な
生
命
の
父
母

　
　
あ
な
た
は
私
た
ち
の
永
遠
の
恩
〉
30
〈

人
。

　
あ
る
い
は
、
二
〇
世
紀
の
詩
人
は
歴
史
の
荊
棘
の
中
に
あ
ま
り
に

も
長
く
流
浪
し
て
い
た
の
で
、
切
実
に
帰
る
場
所
を
求
め
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
祖
国
の
山
川
、
人
民
ほ
ど
に
人
々
の
心
を

動
か
す
も
の
が
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
馮
至
の

変
化
は
我
々
が
思
う
ほ
ど
激
烈
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
彼
の
早
期
の
「
み
ど
り
の
服
を
着
た
人
」
か
ら
『
十
四
行
詩
』、

さ
ら
に
杜
甫
、
ゲ
ー
テ
研
究
に
至
る
ま
で
、
そ
の
詩
文
の
抒
情
テ
ー

マ
は
常
に
超
越
的
な
経
験
を
探
し
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。
四
〇
年
代

中
期
以
降
、
馮
至
は
ま
す
ま
す
超
越
的
経
験
と
は
宇
宙
に
存
在
し
な

い
で
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
時
代
は
誰
彼
を
問
わ
ず
「
生
き
る
意
志

を
表
現
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
詩
と
は
時
代
の
声
で
あ
る
…
…
現
代
社
会
の
腐
朽
に
よ
っ
て
、

我
々
は
自
然
と
真
実
を
追
求
し
、
信
仰
を
追
求
す
る
道
を
共
に
歩
む
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よ
う
に
な
っ
〉
31
〈
た
」。
彼
は
毛
沢
東
の
啓
示
か
ら
「
再
生
」
の
啓
示
を

探
し
当
て
、
詩
を
探
し
当
て
た
。
歌ゲ
ー
テ徳

の
専
門
家
は
「
徳
を
歌
う
」

専
門
家
と
な
り
、「
中
国
で
最
も
傑
出
し
た
抒
情
詩
人
」
は
社
会
主

義
版
の
「
人
造
人
間
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
ノ
ー
ベ
ル

　
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
一
日
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
中
国
の
小
説

家
莫
言
に
授
与
さ
れ
、
こ
の
消
息
に
よ
っ
て
国
中
が
歓
喜
に
湧
い

た
。
莫
言
は
八
〇
年
代
中
国
の
ル
ー
ツ
文
学
、
先
鋒
文
学
を
代
表
す

る
人
物
で
、
九
〇
年
代
以
降
も
重
要
な
作
品
、『
酒
国
』、『
豊
乳
肥

臀
』、『
転
生
夢
現
』（
原
題
：
生
死
疲
労
）
な
ど
を
発
表
し
て
き
た
。

し
か
し
政
府
と
民
間
が
賛
美
一
色
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
相

当
な
雑
音
が
混
じ
っ
て
い
た
。
他
で
も
な
く
、
莫
言
は
体
制
内
の
作

家
で
あ
り
、
中
国
作
家
協
会
の
副
主
席
と
い
う
重
要
な
役
職
に
つ
い

て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
同
年
の
や
や
早
い
時
期

の
、
毛
沢
東
の
延
安
講
話
七
〇
年
を
記
念
す
る
「
作
家
に
よ
る
講
話

原
稿
書
写
」
と
い
う
活
動
に
莫
言
も
参
加
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
か

つ
て
中
国
文
学
に
多
大
な
災
難
を
与
え
た
文
芸
政
策
を
認
め
た
、
と

い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
海
外
で
は
、
莫
言
の

受
賞
に
反
対
す
る
声
が
高
々
と
あ
が
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
ノ
ー
ベ

ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ド
イ
ツ
の
女
性
作
家
ヘ
ル
タ
・
ミ
ュ
ラ
ー

（H
erta M

üller

）
は
、
こ
れ
を
「
災
難
」
だ
と
呼
ん
〉
32
〈

だ
。

　
し
か
し
、
華
人
作
家
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
獲
っ
た
の
は
莫
言
が
初
め

て
で
は
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
の
受
賞
者
は
同
じ
大
陸
に
出
自
を
持
つ

高
行
健
で
あ
っ
た
。
異
な
る
の
は
、
高
は
一
九
八
七
年
に
フ
ラ
ン
ス

に
渡
っ
て
市
民
権
を
得
て
お
り
、
彼
の
作
品
は
理
念
、
題
材
、
内
容

共
に
中
国
共
産
党
政
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
背
く
も
の
で
あ
る
こ
と

だ
。
高
行
健
の
受
賞
後
、
中
国
共
産
党
の
外
交
部
は
「
人
に
知
ら
せ

ら
れ
な
い
よ
う
な
政
治
的
陰
謀
が
あ
る
」
と
い
う
声
明
を
発
表
し

た
。『
人
民
日
報
』
も
「『
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
』
が
高
行
健
に
授
与
さ

れ
た
の
は
中
国
人
民
の
感
情
を
著
し
く
傷
つ
け
た
」
と
い
う
社
説
を

発
表
し
て
い
〉
33
〈
る
。

　
一
二
年
の
間
、
共
産
党
政
府
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
に
対
し
て
取
っ

た
態
度
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
こ
こ
で
取
り
上
げ
な
い
。
し
か
し
国

を
挙
げ
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
た
め
に
こ
こ
ま
で
こ
だ
わ
る
と
い
う
の

は
、
明
ら
か
に
「
文
学
」
が
今
日
の
中
国
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
微
妙

な
位
置
に
あ
る
か
を
暴
露
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
中
国
人
民
（
及
び

指
導
者
）
の
絶
対
多
数
は
、
莫
言
も
蘇
童
も
閻
連
科
も
読
ん
だ
こ
と

も
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
ノ
ー

ベ
ル
と
い
う
名
前
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。「
中
国
作
家
は
い
つ

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
れ
る
の
か
」
が
全
国
民
の
話
題
と
な
る
と
き
、
あ

る
矛
盾
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
が
む
く
む
く
と
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
い
か

な
る
中
国
作
家
で
も
な
く
、
ノ
ー
ベ
ル
が
、「
中
国
」
と
「
文
学
」

を
代
表
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ノ
ー
ベ
ル
と
は
空
虚

な
記
号
で
も
あ
り
、
動
機
に
満
ち
溢
れ
た
ト
ー
テ
ム
で
も
あ
る
。
あ
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る
い
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
い
う
と
こ
ろ
の
現
代
の
「
神
話
」
と
言

え
よ
う
。
ラ
カ
ン
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
る
な
ら
ば
、
ノ
ー
ベ
ル

と
は
全
国
民
の
欲
望
│
│
中
国
夢
？
│
│
に
と
っ
て
の
「
小
文
字
の

他
者
」
な
の
だ
。
莫
言
が
受
賞
し
た
の
ち
、
何
か
を
失
っ
た
よ
う
な

不
満
げ
な
雰
囲
気
が
全
国
に
起
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
思
い
半
ば
を

過
ぎ
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

　
我
々
が
知
り
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
よ
っ
て
、
世
界
の

「
文
学
公
民
」
と
し
て
の
中
国
現
代
文
学
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
現

れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
私
た
ち
に
、
早
く
も
一
九
二

〇
年
代
、「
ノ
ー
ベ
ル
」
が
す
で
に
中
国
に
来
て
い
た
こ
と
を
教
え

て
く
れ
て
い
る
。
当
事
者
は
他
で
も
な
い
、
魯
迅
で
あ
っ
た
。
一
九

二
七
年
春
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
学
者
ス
ヴ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン（Sven 

A
ndes H

edin, 1865 ‒1952

）
が
訪
華
し
、
劉
半
農
と
台
静
農
を
通

じ
て
魯
迅
と
連
絡
を
と
り
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
と
し
て
名
前
を
上
げ

る
つ
も
り
だ
と
意
向
を
示
し
た
。
魯
迅
の
返
事
は
以
下
の
通
り
で

あ
っ
た
。

　
　
誠
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
（
名
前
を
挙

げ
て
）
欲
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
賞
金
は
、
梁
啓
超

に
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
し
、
私
に
も
も
っ
た
い
な
い
で
す
。
そ

の
賞
金
を
い
た
だ
く
よ
う
な
努
力
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
…
…
私

は
、
大
陸
に
は
本
当
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
え
る
よ
う
な
人
物
は

い
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ど
う
ぞ
私
た
ち
に

構
わ
ず
、
誰
に
も
授
賞
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
黄
色
人

種
だ
か
ら
少
し
優
遇
し
よ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
で
す
と
、
大
陸
人

の
虚
栄
心
を
助
長
し
て
し
ま
い
、
本
当
に
他
国
の
大
作
家
と
比
肩

し
て
い
る
な
ど
と
思
い
込
ん
だ
ら
と
て
も
よ
く
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
私
が
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
の
は
依
然
と
し
て
暗
黒
で

あ
り
、
倦
怠
で
あ
り
、
落
胆
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
後
も
創
作
を

続
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
受
賞

し
て
し
ま
っ
て
そ
れ
か
ら
書
か
な
く
な
っ
た
ら
人
に
申
し
訳
が
立

ち
ま
せ
ん
し
、
も
し
も
御
用
文
学
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
ら
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
今
の
ま
ま
、
名
誉
を

も
た
ず
に
貧
し
い
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
〉
34
〈

う
。

　
魯
迅
の
文
章
は
中
国
文
学
を
軽
視
し
て
お
り
、
自
虐
的
だ
と
言
わ

れ
か
ね
な
い
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
彼
の
「
摩
羅
詩
力
説
」
以
降

の
中
国
文
明
伝
統
批
判
に
則
っ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
態
度
は
全
く
意

外
な
も
の
で
は
な
い
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
彼
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
審

査
委
員
に
対
し
、
わ
ざ
わ
ざ
へ
り
く
だ
っ
て
中
国
の
作
家
に
特
別
な

待
遇
を
用
意
す
る
な
ど
す
べ
き
で
な
い
、
と
暗
示
し
て
い
る
こ
と

だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
西
洋
文
学
界
の
偽
善
が
暴
か
れ
る
だ

け
で
な
く
、「
世
界
」
の
名
を
借
り
て
収
容
・
改
編
す
る
こ
と
に
さ

え
な
っ
て
し
ま
う
。
魯
迅
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
「
選
ば
れ
」
た
く
な

か
っ
た
の
だ
。
一
方
、
彼
は
ま
た
受
賞
者
の
創
作
の
質
と
「
賞
」
に

よ
る
肯
定
の
間
に
、
多
く
の
不
確
定
性
が
あ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
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る
。
ま
と
め
れ
ば
、
魯
迅
の
反
応
か
ら
は
三
つ
の
問
題
を
指
摘
で
き

る
。
⑴
国
家
の
文
学
と
世
界
の
文
学
が
ど
の
よ
う
に
互
い
を
定
義
し

あ
う
の
か
。
特
に
西
洋
列
強
の
激
烈
な
競
争
と
、
欧
亜
関
係
が
極
度

に
不
平
等
な
時
代
に
お
い
て
、
文
学
は
い
か
に
代
表
「
さ
れ
」、
ま

た
な
に
を
代
表
す
る
の
か
│
│
国
家
／
伝
統
の
特
色
な
の
か
、
世
界

文
学
に
共
通
す
る
経
典
性
な
の
か
？
│
│
は
深
刻
な
問
題
と
な
る
。

⑵
作
家
と
「
国
際
」「
文
学
」「
賞
」
の
間
と
の
交
換
関
係
は
、
い
か

に
創
作
そ
の
も
の
の
資
産
、
あ
る
い
は
負
債
を
形
成
す
る
の
か
。
一

度
「
奇
貨
」
が
「
期先

物貨
」
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
明
ら
か
に
文
化
資

本
の
流
動
に
関
わ
る
し
、
そ
う
な
れ
ば
文
学
の
市
場
意
義
も
変
動
し

て
し
ま
う
。
⑶
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
作
家
が
ど
の
よ
う
に
自
分
の

創
作
を
考
え
、
自
分
の
位
置
と
立
場
を
安
定
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ

と
だ
。「
賞
」
が
作
者
と
作
品
の
位
置
を
決
め
て
し
ま
い
、
国
家
／

国
際
的
ト
ー
テ
ム
を
形
成
し
て
し
ま
え
ば
、「
記
念
碑
」
化
さ
れ
た

空
間
の
局
限
を
突
破
し
、
創
作
活
動
を
歴
史
の
流
動
の
中
に
戻
し
て

ゆ
く
こ
と
は
（
魯
迅
に
よ
れ
ば
「
今
後
も
創
作
を
続
け
ら
れ
る
か
ど

う
か
、
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
」）、
作
家
に
と
っ
て
最
大
の
難
題

と
な
る
だ
ろ
う
。

　
魯
迅
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
が
、
彼
の
後

継
者
に
は
こ
と
か
か
な
か
っ
た
。
銭
鍾
書
が
四
〇
年
代
に
書
い
た
小

説
「
霊
感
」
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
色
気
を
示
し
た
同
業
者
を
大
い
に

嘲
っ
て
い
る
。
同
様
に
注
意
に
値
す
る
の
は
、
左
翼
世
界
に
も
文
学

賞
を
座
標
と
し
た
「
文
化
資
本
」
体
系
が
あ
っ
た
こ
と
だ
。
一
九
五

一
年
、
丁
玲
の
『
太
陽
は
桑
乾
河
上
を
照
ら
す
』
と
周
立
波
の
『
暴

風
驟
雨
』
が
そ
れ
ぞ
れ
ス
タ
ー
リ
ン
文
学
二
等
賞
と
三
等
賞
に
選
ば

れ
、
当
時
は
大
変
な
名
誉
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
。
し
か
し
「
文
学

賞
」
を
一
種
の
文
化
工
業
と
し
て
し
ま
う
の
も
、
新
時
期
以
来
の
怪

現
状
だ
。
魯
迅
、
郭
沫
若
、
茅
盾
、
巴
金
、
老
舎
、
曹
禺
と
い
っ
た

元
老
の
名
を
か
ぶ
せ
た
文
学
賞
は
も
ち
ろ
ん
、
各
種
の
土
地
、
ジ
ャ

ン
ル
、
テ
ー
マ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
賞
が
雨
後

の
筍
の
よ
う
に
出
現
し
て
い
る
。「
毛
沢
東
文
学
賞
」
に
つ
い
て
は

も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
魯
迅
が
も
し
こ
の
世
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
ら
、
現
代
中
国
の
こ
の

「
賞
」
文
化
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
だ
ろ
う
。
ど
う
や

ら
、
現
在
も
っ
と
も
「
人
の
心
を
掻
き
乱
す
」
の
は
、
摩
羅
で
は
な

く
て
ノ
ー
ベ
ル
で
あ
る
ら
し
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
ジ
ュ
リ
ア
・
ラ

ヴ
ェ
ル
（Julia Lovell

）
は
、
こ
の
賞
そ
の
も
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な

文
化
資
本
流
動
の
証
拠
で
あ
り
、
中
国
の
熱
狂
は
九
〇
年
代
の
市
場

化
経
済
と
歩
み
を
共
に
す
る
も
の
だ
、
と
早
く
か
ら
指
摘
し
て

い
〉
35
〈

る
。
新
左
翼
の
評
論
家
は
す
ぐ
に
で
も
、
二
人
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
者
は
得
を
し
た
の
に
損
し
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
西

洋
が
う
ち
た
て
た
言
説
の
中
で
は
自
動
的
に
「
脱
政
治
化
」
さ
れ
て

し
ま
う
、
と
言
う
だ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ク
ー
ビ
ン

（W
olfgang K

ubin

）
は
、
当
代
の
中
国
作
家
の
風
格
は
雑
な
も
の

で
、
少
し
も
国
際
的
な
文
学
知
識
が
な
い
と
い
〉
36
〈

う
。
し
か
し
本
当
に

そ
う
だ
ろ
う
か
。
魯
迅
の
ノ
ー
ベ
ル
に
対
す
る
評
論
は
今
で
も
省
察
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に
価
す
る
が
、
我
々
は
魯
迅
の
時
代
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

戻
る
必
要
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
政
治
的
正
し
さ
に
則
っ
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
西
洋
文
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
ノ
ー
ベ
ル

賞
と
そ
れ
に
対
す
る
中
国
の
反
応
、
そ
れ
ぞ
れ
を
こ
き
お
ろ
す
こ
と

も
で
き
る
。
し
か
し
ま
ず
、
高
行
健
と
莫
言
の
受
賞
時
の
反
応
か

ら
、「
ノ
ー
ベ
ル
賞
」
効
果
が
ど
の
よ
う
に
公
共
の
論
壇
を
形
成

し
、
中
国
（
及
び
世
界
の
）
文
学
を
位
置
付
け
る
の
か
、
新
し
い
対

話
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
高
行
健
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
出
身
で
、
新
時
期
も
っ
と
も
早
く
に

西
洋
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
紹
介
し
た
学
者
兼
作
家
で
あ
る
。
彼
は
「
主

義
を
も
た
な
い
」「
冷
た
い
文
学
」
を
提
唱
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
の

文
学
傾
向
と
当
時
の
中
国
の
主
流
論
述
が
全
く
噛
み
合
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
莫
言
は
農
村
出
身
で
小
学

校
中
退
、
従
軍
後
に
よ
う
や
く
世
界
に
出
会
っ
た
。
莫
言
に
と
っ

て
、
創
作
の
目
的
と
は
分
か
り
合
う
た
め
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
探
し
に
他

な
ら
な
い
。
彼
は
志
を
立
て
て
物
語
を
語
る
人
に
な
っ
た
の
だ
。
高

行
健
と
莫
言
の
背
景
（
流
亡
者
と
体
制
内
）、
論
述
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

（
国
際
文
学
と
延
安
の
文
芸
講
話
）、
そ
し
て
美
学
的
信
条
（
モ
ダ
ニ

ズ
ム
と
郷
土
）
は
全
く
趣
を
異
に
す
る
。
し
か
し
彼
ら
の
文
学
と
公

民
社
会
に
対
す
る
回
顧
と
認
識
に
は
、
何
か
し
ら
通
じ
合
う
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
高
行
健
と
莫
言
が
成
長
し
た
時
代
に
は
、
摩
羅
は
す
で
に
国
家
や

党
に
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
追
従
者
か
、
即
刻
除
去
す
べ
き
異
端
者
か
に

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
社
会
主
義
に
よ
る
人
造
人
間
の
時
代
だ
っ
た

の
だ
。
し
か
し
彼
ら
は
、
制
度
化
さ
れ
た
創
作
の
中
か
ら
言
葉
を
発

見
す
る
可
能
性
と
想
像
力
の
必
要
性
を
見
出
し
た
。
二
人
と
も
文
学

が
も
た
ら
す
「
自
由
」
の
方
向
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。「
自

由
」
の
哲
学
的
意
味
に
つ
い
て
こ
こ
で
弁
証
す
る
用
意
は
な
い
が
、

ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
（Susan Sontag

）
の
名
言
「
文
学
と
は
す
な

わ
ち
自
由
で
あ
る
」
を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
〉
37
〈

う
。
小
説
は

虚
構
の
遊
戯
に
基
づ
い
て
、
解
放
と
変
化
の
空
間
を
作
り
上
げ
る
。

一
世
紀
前
、
新
小
説
が
起
動
し
た
原
動
力
こ
そ
は
国
家
と
個
人
主
体

を
禁
錮
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
新
世
紀
に
至
っ

て
、
な
ぜ
禁
錮
は
い
ま
だ
中
国
文
学
の
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
る
の
だ

ろ
う
。

　
高
行
健
は
「
自
由
と
文
学
」
を
語
っ
て
、「
真
の
問
題
は
最
後
に

は
や
は
り
個
人
の
選
択
に
帰
す
る
。
自
由
を
選
ぶ
の
か
利
益
を
選
ぶ

の
か
だ
。
そ
し
て
自
由
を
選
択
す
る
に
は
、
ま
ず
自
由
が
必
要
で
あ

る
と
目
覚
め
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
由
へ
の
認
識
は
選
択
に

先
ん
ず
る
の
だ
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
自
由
と
は
人
の
意
識
が
存
在

に
対
し
て
し
か
け
る
挑
戦
な
の
で
あ
〉
38
〈

る
」
と
言
う
。
高
行
健
の
思
索

は
西
洋
の
啓
蒙
思
潮
だ
け
で
な
く
、
禅
の
公
案
に
お
け
る
「
随
立
随

掃
」〔
訳
注
＝
説
を
立
て
た
か
と
思
う
と
す
ぐ
に
そ
れ
を
説
破
す
る

こ
と
〕
的
な
自
由
も
含
ん
で
い
る
。
中
国
公
民
の
身
分
を
放
棄
す
る

こ
と
を
選
択
し
、
放
逐
に
甘
ん
じ
た
の
が
、
彼
が
創
作
す
な
わ
ち
自

由
を
追
い
求
め
た
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
大
陸
の
学
者
た
ち
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は
莫
言
が
当
代
中
国
の
小
説
に
お
い
て
、
想
像
を
思
う
ま
ま
に
駆
け

巡
ら
せ
、
思
う
が
ま
ま
に
筆
を
揮
う
こ
と
の
で
き
る
ご
く
少
数
の
作

家
で
あ
る
と
賛
美
し
て
い
る
。
彼
の
小
説
は
「
全
く
な
ん
の
束
縛
も

拘
束
も
受
け
な
い
、
心
の
赴
く
ま
ま
の
自
由
の
境
〉
39
〈

地
」
を
表
し
て
い

る
か
、
ま
た
は
「
純
粋
に
自
然
な
民
間
的
情
緒
か
ら
生
ま
れ
た

も
〉
40
〈

の
」
と
さ
れ
る
。
中
国
の
環
境
の
中
で
「
な
ん
の
束
縛
も
拘
束
も

受
け
な
い
、
心
の
赴
く
ま
ま
」
と
い
う
の
は
誇
張
で
あ
る
と
言
っ
た

ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
か
ら
は
読
者
が
莫
言
の
作
品
に
投
影

し
て
い
る
欲
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
莫
言
は

自
由
よ
り
も
自
在
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く
語
っ
て
い
る
。
彼
の

『
転
生
夢
現
』
が
冒
頭
に
掲
げ
る
偈
語
│
│
「
少
欲
に
し
て
無
為
な

れ
ば
身
心
自
在
な
り
」│
│
は
吟
味
に
価
す
〉
41
〈

る
。

　
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
高
行
健
と
莫
言
は
、
言
語
の
「
自
由
」
と

「
自
在
」
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
、
似
通
っ
た
眼
差
し
を
投
げ
か

け
て
い
る
の
だ
。
高
行
健
は
戯
曲
的
な
三
つ
の
声
か
ら
な
る
叙
事
を

発
展
さ
せ
、
あ
な
た
、
わ
た
し
、
彼
と
い
う
声
を
間
断
な
く
撹
乱
し

混
淆
さ
せ
て
、
意
味
を
弁
証
す
る
と
い
う
帰
属
性
を
解
放
し
た
。
莫

言
は
民
間
に
伝
わ
る
奇
談
や
『
聊
斎
志
異
』
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

鬼
怪
神
魔
に
つ
い
て
語
る
の
を
好
む
。
ま
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
マ

ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
を
取
り
入
れ
て
様
々
な
声
が
共
存
す
る
場
面
を

作
り
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
に
よ
っ
て
身
体
を
解
き
放
ち
、
社

会
的
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
渇
望
に
は
当
然
政
治
的
な
寓

意
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
倫
理
的
な
寄
託
と
い
う
意
味
合
い
は
さ
ら
に

強
い
。

　
同
じ
よ
う
に
重
要
な
の
は
、
一
世
紀
以
来
、
中
国
で
追
い
求
め
ら

れ
て
き
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
経
て
き
た
「
転
生
夢
現
」
を
振
り
返
る
と

き
、
高
行
健
も
莫
言
も
、
期
せ
ず
し
て
同
じ
よ
う
に
文
学
が
持
つ

「
悲
憫
」（
悲
し
み
憐
れ
む
）
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
悲
し
み
憐
れ
む
と
は
祥
林
嫂
〔
魯
迅
『
祝
福
』

の
主
人
公
〕
の
話
を
聞
く
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
「
苦
難
」

は
あ
ま
り
に
も
た
や
す
く
扇
情
的
な
奇
観
と
な
り
は
て
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
悲
し
み
憐
れ
む
と
い
う
の
は
ま
た
、
天
に
替
わ
っ
て
道

を
行
い
、
暴
力
を
以
て
暴
力
に
替
え
る
と
い
う
よ
う
な
矛
盾
に
陥
る

こ
と
で
も
な
い
。
生
命
の
複
雑
さ
に
対
す
る
畏
敬
の
心
さ
え
あ
れ

ば
、
文
学
の
複
雑
性
は
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
高
行
健
は
こ
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
作
家
は
道
徳
を
強
化
す
る
使
命
な
ど
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

た
だ
大
千
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
人
々
を
書
き
起
こ
し
て
見
せ
、
同

時
に
自
ら
を
も
さ
ら
け
出
し
、
内
心
の
秘
密
も
ま
た
同
じ
よ
う
に

暴
く
こ
と
だ
。
文
学
に
お
け
る
真
実
と
は
、
作
家
に
と
っ
て
い
え

ば
倫
理
に
も
等
し
く
、
文
学
に
と
っ
て
至
高
か
つ
無
上
の
倫
理
な

の
で
あ
〉
42
〈

る
。

　
莫
言
の
ほ
う
は
、「
人
類
の
悪
を
正
視
し
、
自
ら
の
醜
さ
を
認
識

し
、
人
類
の
克
服
で
き
な
い
弱
点
や
病
ん
だ
人
格
が
導
く
悲
惨
な
運
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命
を
描
写
し
て
こ
そ
」、
初
め
て
本
当
に
心
動
か
さ
れ
る
「
大
悲

憫
」
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
強
調
す
〉
43
〈

る
。

　
　
小
説
家
は
社
会
の
中
の
人
間
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
自
分
の
立
場

や
観
点
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
小
説
家
が
創
作
す
る
と
き
に

は
、
必
ず
人
の
立
場
に
た
ち
、
す
べ
て
の
人
を
人
と
み
な
し
て
書

か
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、
文
学
は
よ
う
や

く
事
件
を
書
き
な
が
ら
事
件
を
超
え
、
政
治
に
関
心
を
も
ち
な
が

ら
政
治
よ
り
大
き
く
な
れ
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
長
い
間
艱
難
に
満

ち
た
生
活
を
送
っ
て
き
た
の
で
、
私
は
人
間
性
に
つ
い
て
よ
り
深

く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
本
当
の
勇
気
が

何
か
を
知
っ
て
い
る
し
、
本
当
に
悲
し
み
憐
れ
む
と
は
ど
ん
な
こ

と
か
わ
か
っ
て
い
〉
44
〈
る
。

　「
自
由
」
と
「
悲
し
み
憐
れ
む
」
と
は
使
い
古
さ
れ
た
常
套
句
だ

が
、
二
人
の
作
家
が
こ
の
言
葉
の
前
衛
的
な
側
面
を
掘
り
出
し
た
の

に
は
、
時
代
と
場
所
を
考
え
る
と
当
然
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
だ

ろ
う
。
前
者
は
文
学
が
「
自
律
的
な
も
の
で
他
に
頼
ら
な
い
」
こ
と

を
強
調
し
、
後
者
は
文
学
が
「
他
者
」
に
与
え
な
い
も
の
は
な
い
と

い
う
寛
容
を
示
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
両
者
を
並
べ
る
こ
と

は
、
実
は
弁
証
法
の
始
ま
り
で
も
あ
る
。
二
人
の
作
家
は
、
単
純
な

人
格
と
道
徳
的
境
界
を
一
旦
越
え
て
し
ま
え
ば
、
典
型
論
や
現
実
論

と
い
う
公
式
は
瓦
解
し
て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
高
行
健
の

創
作
は
虚
か
ら
出
て
実
を
描
く
も
の
だ
が
、
不
条
理
劇
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
的
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
よ
り
も
、「
劫
」
の
あ
と
に
戻
っ
て
き

て
書
か
れ
た
証
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
歴
史
経
験
の
「
劫
」
か

ら
、
時
空
を
幻
想
化
し
た
「
劫
」
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
莫
言

は
、
文
学
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
な
の
は
、
文
学
に
は
他
の

メ
デ
ィ
ア
に
は
な
し
え
な
い
救
済
の
力
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
長

編
小
説
が
こ
の
よ
う
に
多
く
の
も
の
を
包
括
し
、
複
雑
怪
奇
に
絡
ま

り
あ
い
、
決
し
て
単
純
に
整
理
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
こ
そ
が
悲
し

み
憐
れ
む
と
い
う
形
式
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

四
　
告
げ
知
ら
せ
る
人

　
一
九
〇
二
年
、
梁
啓
超
は
横
浜
で
雑
誌
『
新
小
説
』
を
創
刊
し
、

発
刊
の
辞
「
小
説
と
群
治
の
関
係
を
論
ず
」
の
中
で
以
下
の
よ
う
な

有
名
な
宣
言
を
行
っ
た
。

　
　
一
国
の
民
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
先
ず
一
国
の
小
説
を

新
し
く
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
道
徳
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
れ

ば
、
必
ず
小
説
を
新
し
く
し
、
宗
教
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
れ

ば
、
必
ず
小
説
を
新
し
く
し
、
政
治
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
れ

ば
、
必
ず
小
説
を
新
し
く
し
、
学
義
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ば

必
ず
小
説
を
新
し
く
し
、
乃
ち
人
心
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
し
、
人

格
を
新
し
く
せ
ん
と
欲
す
る
に
至
り
て
も
必
ず
小
説
を
新
し
く
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す
。
何
の
故
を
以
て
か
。
小
説
に
は
不
可
思
議
の
力
有
り
て
人
道

を
支
配
す
る
故
な
〉
45
〈

り
。

　
当
時
の
若
き
革
新
者
た
ち
が
小
説
│
│
及
び
広
義
の
文
学
│
│
に

対
し
て
持
っ
て
い
た
信
頼
と
希
望
を
振
り
返
る
と
、
確
か
に
六
日
の

菖
蒲
と
い
う
感
が
あ
る
。
文
学
と
社
会
の
相
互
関
係
と
い
う
の
は
、

文
学
研
究
に
と
っ
て
常
に
新
鮮
な
テ
ー
マ
だ
が
、
現
代
文
学
の
出
現

と
新
国
家
、
新
社
会
の
生
成
ほ
ど
密
接
な
関
連
は
前
代
に
は
例
を
見

な
い
。
梁
啓
超
の
掛
け
声
に
よ
っ
て
新
小
説
が
雲
の
よ
う
に
湧
い
た

こ
と
で
、
そ
の
後
の
新
文
学
の
盛
況
が
形
作
ら
れ
た
か
ら
だ
。
我
々

は
、
青
年
魯
迅
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
思
考
の
も
と
で
「
摩
羅
詩
力

説
」
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
く

ら
べ
れ
ば
、
五
四
時
代
の
陳
独
秀
、
胡
適
な
ど
の
文
学
改
良
、
革
命

論
述
な
ど
は
随
分
色
あ
せ
て
見
え
る
。

　
比
較
文
学
の
角
度
か
ら
い
え
ば
、
歴
史
時
空
を
超
え
て
梁
啓
超
の

論
点
か
ら
対
話
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト

（H
annah A

rendt

）
は
現
代
の
革
命
経
典
研
究
か
ら
、「
革
命
」
が

民
衆
を
鼓
舞
し
、
社
会
政
治
の
現
状
を
変
え
る
よ
う
努
力
す
る
よ
う

導
け
る
の
は
、
一
種
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
感
化
力
」
を
発
信
で
き
た

か
ら
だ
と
い
〉
46
〈

う
。
こ
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
感
化
力
」
こ
そ
ま
さ
に
叙

述
の
、
あ
る
い
は
広
義
に
お
け
る
文
学
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
あ
り

か
で
あ
る
。
別
の
大
著
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
ア
レ
ン
ト
は

公
共
領
域
の
中
で
物
語
が
演
じ
ら
れ
る
こ
と
の
研
究
を
通
じ
、
都
市

国
家
制
度
の
起
源
に
遡
っ
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
、
言
説
／
叙
事

と
は
芸
術
の
形
式
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
組
織
だ
っ
た
追
憶
の
活
動

で
あ
り
、
都
市
国
家
の
民
衆
が
過
去
と
未
来
に
対
し
て
歴
史
的
に
感

知
す
る
力
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
一
歩
進
ん
で
語
り
手
と
公
衆
の
関

係
が
凝
集
さ
れ
た
と
き
、
国
家
の
政
体
の
開
放
性
の
た
め
の
合
法
的

な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
物
語
を
語

る
こ
と
│
│
叙
事
│
│
は
も
は
や
叙
述
的
な
娯
楽
法
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
自
己
表
現
能
力
を
育
て
ら
れ
る
言
語
活
動
と
な
っ
た
の
〉
47
〈

だ
。

都
市
国
家
と
は
地
理
的
な
意
味
で
の
国
家
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う

な
、
あ
る
言
論
活
動
に
よ
っ
て
出
現
し
た
政
治
組
織
の
形
式
な
の

だ
。
物
語
の
再
創
造
も
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
再
創
造
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
は
言
説
／
叙
事
が
持
つ
感
化
力
か
ら
、
現

実
の
革
命
が
具
え
も
つ
爆
発
力
を
見
出
し
た
。
公
民
社
会
の
雛
型
は

そ
う
や
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
レ
ン
ト
の
観
点
は
異
な
る
言
語
環
境
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、

中
国
の
知
識
人
が
い
か
に
文
学
と
社
会
の
錯
綜
し
た
関
係
を
見
つ
め

て
き
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
一
世

紀
来
、
我
々
は
学
者
や
文
人
が
一
般
論
述
に
お
け
る
「
大
説
」
を
文

学
の
読
解
や
実
践
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
き
た
の
に
、
し
ば
し
ば
文
学
の

み
に
そ
な
わ
る
特
徴
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
の
を
見
届
け
て
き
た
。

そ
れ
こ
そ
は
虚
構
で
あ
り
、
創
造
性
で
あ
る
。
こ
こ
し
ば
ら
く
の
文

学
批
評
界
│
│
わ
け
て
も
当
代
の
海
外
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
界

│
│
と
社
会
と
の
相
互
関
係
を
見
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
パ
ラ
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ド
ッ
ク
ス
に
行
き
当
た
る
。「
中
国
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
か
ら

帝
国
を
批
判
し
、
天
下
の
大
業
を
語
り
、
国
家
の
主
権
か
ら
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
の
潜
在
意
識
ま
で
み
な
理
に
か
な
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
し
ば
し
ば
発
言
者
自
身
の
専
門
的
立
場
こ
そ
が

言
語
／
修
辞
の
注
釈
者
で
あ
り
、「
虚
構
」
の
証
言
者
で
あ
る
こ
と

を
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
う
の
〉
48
〈

だ
。

　
文
学
と
公
衆
領
域
に
つ
い
て
討
論
し
て
い
る
過
程
に
お
い
て
、
流

行
り
の
帝
国
、
国
家
、
主
権
な
ど
と
い
う
問
題
の
ほ
か
に
、
我
々
は

も
っ
と
広
い
レ
ベ
ル
で
の
、
公
民
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
及

ぼ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
文
学
を
│
│
生
産
さ
れ
る
時
の
状

況
、
あ
る
い
は
内
部
の
プ
ロ
ッ
ト
、
構
造
を
問
わ
ず
│
│
を
、
異
な

る
社
会
の
価
値
、
関
係
、
声
（
言
説
）
が
交
錯
し
ぶ
つ
か
り
合
う
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
中
で
、
人
と
人
、
人
と
物
と
の
相
互
関
係
の
う

ち
か
ら
、
世
の
中
の
状
況
の
い
ろ
い
ろ
な
条
件
を
浮
き
彫
り
に
し
、

ト
ー
テ
ム
と
禁
忌
に
触
れ
、
集
団
あ
る
い
は
個
人
の
欲
望
を
投
影
す

る
も
の
と
し
て
見
做
す
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
て
、
古
い
問
題

は
な
お
も
我
々
に
新
し
い
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
抵
抗

と
寛
容
と
は
、
誠
実
と
裏
切
り
と
は
、
自
由
と
妥
協
と
は
、
意
図
と

責
任
と
は
、
介
入
と
超
越
と
は
、
暴
虐
と
慈
悲
と
は
何
か
、
と
い
う

問
題
だ
。
我
々
は
い
か
に
し
て
文
学
の
過
程
か
ら
実
際
の
公
民
領
域

に
介
入
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
我
々
は
文
学
と
い
う
こ
の
媒
介

か
ら
離
れ
、
距
離
を
お
い
て
現
実
の
人
生
を
眺
め
る
の
か
。

　
も
う
一
度
、
本
論
の
最
初
に
戻
っ
て
新
民
と
摩
羅
の
論
述
を
考
え

て
み
よ
う
。
世
紀
の
初
め
、
梁
啓
超
と
魯
迅
は
国
を
憂
う
る
ほ
か

に
、
す
で
に
文
学
倫
理
の
版
図
に
あ
る
も
っ
と
も
微
妙
な
一
面
を
探

り
当
て
た
の
だ
。
そ
れ
は
倫
理
の
低
層
、
あ
る
い
は
倫
理
の
対
立
面

で
す
ら
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
魯
迅
の
摩
羅
詩

人
は
切
々
と
真
の
「
悪
声
」
を
解
放
す
る
こ
と
を
要
し
て
お
り
、
言

葉
に
よ
っ
て
愚
人
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
を
期
し
て
い
た
。
梁
啓
超

は
小
説
に
は
世
道
民
心
を
変
え
る
不
可
思
議
な
力
が
あ
る
と
指
摘
し

た
│
│
こ
れ
を
「
新
民
」
の
起
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

魯
迅
に
比
べ
、
梁
の
立
論
は
ど
っ
し
り
と
安
定
し
た
も
の
な
の
に
、

「
不
可
思
議
」
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
梁
の
予
想
で
は
、

も
し
も
伝
統
の
詩
が
高
尚
で
、
純
粋
で
、
全
て
を
包
み
込
む
ジ
ャ
ン

ル
な
の
だ
と
し
た
ら
、
小
説
と
は
堕
落
し
た
、
頽
廃
し
た
、
ろ
く
で

も
な
い
こ
と
を
教
え
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
小
説
の
伝
播

力
は
軽
視
で
き
な
い
。
革
命
時
代
が
や
っ
て
く
る
前
夜
に
、
梁
啓
超

は
小
説
と
い
う
雑
駁
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
、「
毒
を
以
て
毒
を

攻
め
る
」
方
式
を
用
い
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
ま
ず
は
小
説
に
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
施
し
、
そ
れ
か
ら
小
説
を
以
て
民
心
を
奮
起
さ

せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
〉
49
〈

る
。

　
伝
統
的
な
「
文
」
の
持
つ
広
い
視
野
は
、
今
で
も
現
代
文
学
の
思

想
の
根
底
に
あ
る
が
、
解
決
の
道
は
異
な
る
も
の
だ
。「
真
の
悪

声
」「
毒
を
以
て
毒
を
攻
め
る
」
と
い
う
の
は
伝
統
的
な
文
学
論
に

は
出
て
こ
な
い
話
題
だ
っ
た
し
、
作
者
や
読
者
が
梁
啓
超
の
願
っ
た

通
り
の
道
を
通
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
も
疑
わ
し
い
。
し
か
し
梁
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は
道
に
反
し
て
ゆ
き
、
ジ
ャ
ン
ル
の
秩
序
の
高
低
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
見
せ
、新
し
い
文
と
人
│
│
「
新
民
」│
│
の
倫
理
関
係
を
投
影
し

て
み
せ
た
の
だ
。
こ
れ
が
彼
の
現
代
文
学
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
今
日

の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
現
代
文
学
が
真
に
人
を
感
動
さ
せ
た
の
は
、

そ
れ
が
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
答
え
を
出
し
た
り
、
何
か
の
使
命
を

全
う
し
た
時
で
は
な
か
っ
た
│
│
そ
れ
が
一
般
の
文
学
史
の
見
方
だ

が
│
│
そ
う
で
は
な
く
て
、
答
え
と
は
見
え
て
も
実
現
で
き
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
答
え

な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
と
き
、
あ
る
い

は
答
え
を
探
し
求
め
て
い
る
際
の
緊
迫
し
た
過
程
に
お
い
て
、
現
代

文
学
は
人
を
感
動
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
新
世
紀
に
は
い
っ
て
高
行
健
は
、
作
家
と
は
革
命
家
で
も
預
言
者

で
も
な
く
、
さ
ら
に
造
物
主
で
も
な
い
と
指
摘
し
た
。

　
　
作
家
の
仕
事
と
は
、
こ
の
言
葉
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
潜
在
的
な

可
能
性
を
発
見
し
、
開
拓
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
世
界
が
ど
れ

ほ
ど
陳
腐
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
に
は
こ
の
世
界
を
取
り

除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
現
実
世
界
が
こ
の
よ
う
に
支
離
滅

裂
で
人
智
で
は
理
解
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、

彼
に
は
何
か
新
し
い
理
想
的
な
世
界
を
作
り
上
げ
る
力
も
な
い
。

し
か
し
彼
は
、
い
く
ら
か
新
鮮
な
表
述
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
確

実
に
で
き
る
。
前
人
が
話
し
た
こ
と
に
も
ま
だ
話
す
べ
き
こ
と
は

あ
る
し
、
あ
る
い
は
前
人
が
話
し
お
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
よ
う
や

く
話
し
始
め
る
の
〉
50
〈
だ
。

　
高
行
健
は
、
我
々
は
み
な
、
現
実
世
界
の
言
語
と
い
う
籠
の
中
に

い
る
と
認
め
て
い
る
。
作
家
は
何
と
し
て
も
別
の
道
を
開
き
、
み
た

と
こ
ろ
目
の
前
に
出
路
が
見
当
た
ら
な
い
話
題
に
出
口
を
さ
が
し
て

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
意
を
尽
く
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
表
述
で

も
「
続
け
て
話
し
て
」、
ま
た
新
た
な
道
を
開
く
可
能
性
を
探
す
の

だ
。「
呪
い
や
祝
福
の
よ
う
に
、（
文
学
の
）
言
語
は
人
の
心
身
を
震

わ
せ
る
力
量
を
持
っ
て
い
る
。
言
語
の
芸
術
と
は
陳
述
者
が
自
分
の

感
じ
た
こ
と
を
他
人
に
伝
達
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
た
だ
の
記
号
の

系
統
や
、
語
義
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
で
あ
る
は
ず
が
な
い
の
だ
」。
し

か
し
彼
は
ま
た
こ
う
も
言
う
。「
も
し
も
言
語
の
後
ろ
に
、
そ
の
言

葉
を
発
し
た
生
き
て
い
る
人
が
い
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
語

義
へ
の
演
繹
は
簡
単
に
智
力
の
ゲ
ー
ム
と
化
し
て
し
ま
〉
51
〈

う
」。

　
中
国
の
全
て
の
人
が
夢
を
一
つ
に
す
る
全
面
的
な
和
諧
の
時
代
に

は
、
悪
声
は
容
れ
ら
れ
な
い
。「
主
義
を
も
た
な
い
」「
怨
毒
の
著

書
」
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。
か
つ
て
『
絶
望
に
反
抗
す
る
』
で
名

声
を
得
た
学
者
が
、
党
の
体
制
を
賛
美
す
る
こ
と
で
な
ん
と
か
「
自

ら
謬
り
を
糾
す
」
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
最
も
素
晴
ら
し
い
免
疫
シ

ス
テ
ム
と
言
え
る
だ
ろ
〉
52
〈

う
。
か
つ
て
「
摩
羅
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム

を
使
っ
て
い
た
文
人
が
も
は
や
眉
を
吊
り
上
げ
て
冷
た
い
眼
差
し
で

見
る
こ
と
も
な
く
、
逆
に
「
中
国
よ
立
ち
上
が
れ
」
と
叫
ん
だ
と
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き
、
知
識
人
界
│
│「
大
説
界
」│
│
の
彷
徨
は
極
ま
っ
た
と
い
う
べ

き
だ
ろ
〉
53
〈

う
。
し
か
し
文
学
の
領
域
で
は
、
閻
連
科
の
『
丁
庄
の
夢

│
│
中
国
エ
イ
ズ
村
奇
談
』（
丁
荘
夢
）
は
エ
イ
ズ
村
に
お
け
る
免

疫
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
が
「
免
疫
さ
れ
る
」
と
い
う
恐
怖
を
描
き
、

陳
冠
中
『
盛
世
』
は
立
ち
上
が
っ
た
中
国
が
支
払
う
べ
き
代
価
が
何

か
を
つ
き
つ
け
、
格
非
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
三
部
曲
』
は
、
革
命
と
啓

蒙
の
一
世
紀
以
降
に
訪
れ
た
落
胆
と
虚
無
と
を
省
察
し
て
い
る
。
海

峡
の
此
岸
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
我
々
は
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
顛
倒

を
見
届
け
た
わ
け
だ
。
社
会
の
公
共
論
述
に
自
ら
を
是
と
す
る
悪
声

と
、
お
前
か
俺
か
と
い
う
喧
騒
が
過
剰
に
溢
れ
て
い
る
と
き
、
文
学

は
却
っ
て
答
え
る
言
葉
を
無
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
に
し
て
も
ノ
ー
ベ
ル
に
し
て
も
、

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
し
て
も
ポ
ス
ト
革
命
に
し
て
も
、
新
世
紀
の
作
家

は
重
く
束
縛
さ
れ
た
言
語
環
境
の
中
で
、
自
由
へ
の
方
向
性
を
定
義

し
、
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
経
験
の
中
で
「
悲
し
み

憐
れ
む
こ
と
」
の
最
低
ラ
イ
ン
を
描
く
の
だ
。
彼
ら
は
も
し
か
し
た

ら
「
寧
ろ
鳴
き
て
死
せ
ん
」
と
い
う
抱
負
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、「
文
学
と
は
何
か
」
を
思
考
し
続
け
る
心
は
ま
だ
止

ん
で
は
い
な
い
。
高
行
健
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。「
文
学
と
は
顛
覆

を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
ま
り
人
が
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
あ

ま
り
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
と
思
っ

て
い
な
が
ら
実
は
そ
う
で
も
な
い
と
い
う
こ
の
世
の
真
相
を
発
見

し
、
掲
示
す
る
も
の
な
の
〉
54
〈

だ
」。
莫
言
は
さ
ま
ざ
ま
な
毀
誉
褒
貶
に

対
し
、『
聖
書
』、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
（H

erm
an M

elville

『
白
鯨
』）、
そ

し
て
大
江
健
三
郎
の
言
葉
を
使
っ
て
自
ら
に
た
と
え
た
。「
わ
た
し

は
た
だ
ひ
と
り
逃
げ
の
び
て
告
げ
知
ら
せ
に
来
た
の
で
〉
55
〈

す
」。

　
莫
言
は
現
在
の
状
況
に
対
し
て
、
言
わ
ん
と
欲
し
て
は
ま
た
止
む

と
い
う
様
子
で
あ
る
。
私
た
ち
が
聞
き
た
い
の
は
、
告
げ
知
ら
せ
に

来
た
人
は
ど
こ
か
ら
逃
げ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
│
│
社
会
主

義
が
「
人
造
人
間
」
を
作
成
す
る
重
要
機
関
か
ら
だ
ろ
う
か
、
そ
れ

と
も
ポ
ス
ト
社
会
主
義
、
ポ
ス
ト
資
本
主
義
の
無
物
の
陣
か
ら
だ
ろ

う
か
。
伝
言
を
受
け
取
る
の
は
誰
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
大
事
な
こ
と

は
、
告
げ
知
ら
せ
に
来
た
人
に
は
、『
白
鯨
』
の
奇
想
天
外
な
冒
頭

の
よ
う
に
│
│“ C

all m
e Ishm

ael”

│
│
ま
ず
自
分
の
名
前
と
来
歴

を
述
べ
、
叙
述
の
意
義
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
勇
気
が
あ
る
か
と
い

う
こ
と
〉
56
〈
だ
。「
告
げ
知
ら
せ
る
人
」
は
我
々
に
、
馮
至
の
若
い
こ
ろ

の
作
品
「
み
ど
り
の
服
を
着
た
人
」
の
寓
意
を
連
想
さ
せ
る
。
郵
便

配
達
人
、
使
者
、
作
家
、
あ
る
い
は
告
げ
知
ら
せ
る
人
は
、
こ
の

「
見
渡
す
か
ぎ
り
傷
だ
ら
け
」
の
時
代
を
歩
き
回
り
な
が
ら
、「
手
に

ど
ん
な
に
多
く
の
不
幸
な
知
ら
せ
が
握
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
」。
こ

れ
は
自
分
自
身
が
背
負
う
し
か
な
い
負
担
な
の
か
、
そ
れ
と
も
日
一

日
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
い
く
負
担
な
の
か
。

　
摩
羅
詩
人
は
遠
く
な
り
、
社
会
主
義
の
人
造
人
間
は
跡
形
も
な
く

姿
を
消
し
、
文
化
資
本
と
し
て
の
「
ノ
ー
ベ
ル
」
は
衰
え
る
と
こ
ろ

を
知
ら
な
い
で
い
る
。
ど
の
よ
う
に
「
た
だ
ひ
と
り
逃
げ
の
び
て
告

げ
知
ら
せ
」
う
る
の
か
│
│
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
我
々
が
こ
の
時
代



46

に
改
め
て
文
学
と
公
民
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
き
っ

か
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

注〈
1
〉 

魯
迅
「
摩
羅
詩
力
説
」「
い
ま
、
中
国
に
お
い
て
、
精
神
界
の

戦
士
た
る
も
の
は
い
ず
こ
に
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
至
誠
の
声
を
あ

げ
、
わ
れ
ら
を
、
善
、
美
、
剛
毅
に
導
く
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　

あ
た
た
か
き
声
を
あ
げ
て
、
わ
れ
ら
を
荒
涼
た
る
寒
冷
よ
り
救
い
出

す
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
」『
魯
迅
全
集
』
巻
一
、
北
京
：
人
民

文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
二
頁
。

 

　〔
本
論
に
お
け
る
引
用
で
は
全
て
北
岡
正
子
訳
（『
魯
迅
全
集
』
巻

一
、
学
習
研
究
社
、
一
九
八
四
年
、
九
四

－
一
六
八
頁
）
を
引
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。〕

〈
2
〉 

梁
啓
超
は
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
六
年
ま
で
「
中
国
之
新

民
」
を
筆
名
と
し
て
『
新
民
叢
報
』
上
に
全
二
〇
篇
の
『
新
民
説
』

を
発
表
し
た
。

〈
3
〉 

康
有
為
「
公
民
自
自
治
編
」、
原
発
表
は
『
新
民
叢
報
』
五
〜

七
号
（
一
九
〇
二
年
三
月
〜
四
月
）。
王
暁
明
・
周
展
安
編
『
中
国

現
代
思
想
史
文
選
』
上
海
：
上
海
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
三
八
八
頁
。

〈
4
〉 

陳
国
球
の
議
論
『
文
学
如
何
成
為
知
識
？
│
│
文
学
批
評
、
文

学
研
究
与
文
学
教
育
』（
香
港
：
香
港
教
育
学
院
、
二
〇
一
三
年
）

を
参
照
。

〈
5
〉 

魯
迅
「
摩
羅
詩
力
説
」『
魯
迅
全
集
』
巻
一
、
六
八
頁
。

〈
6
〉 

同
右
、
一
〇
一
頁
。

〈
7
〉 

例
え
ば
北
岡
正
子
『
摩
羅
詩
力
説
材
源
考
』
何
乃
英
訳
（
北

京
：
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）
を
参
照
。

〈
8
〉 

「
一
声
あ
げ
さ
え
す
れ
ば
、
人
々
を
大
い
に
戦
慄
さ
せ
ら
れ
る

よ
う
な
ハ
イ
タ
カ
の
真
の
悪
声
は
ど
こ
に
あ
る
？
」
魯
迅
「“
音

楽
”」「
集
外
集
」『
魯
迅
全
集
』
巻
七
、
五
六
頁
。

〈
9
〉 

魯
迅
「
摩
羅
詩
力
説
」『
魯
迅
全
集
』
巻
一
、
八
八
頁
。

〈
10
〉 

同
右
、
七
〇
頁
。

〈
11
〉 

郜
元
宝
『
魯
迅
六
講
』
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七

年
、
第
一
章
。

〈
12
〉 

魯
迅
『
野
草
』
題
記
、『
魯
迅
全
集
』
巻
二
、
一
六
三
頁
。

 

　〔
日
本
語
訳
は
学
研
版
の
『
魯
迅
全
集
』
巻
二
の
飯
倉
照
平
訳
、

一
一

－

一
二
頁
に
よ
る
。〕

〈
13
〉 

魯
迅
「
墓
碣
文
」『
野
草
』、『
魯
迅
全
集
』
巻
二
、
二
〇
七

頁
。〔
日
本
語
訳
は
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
巻
二
、
五
七
頁
に
よ
る
。〕

〈
14
〉 

馮
至
「
論
『
浮
士
徳
』
裏
的
人
造
人
│
│
略
論
歌
徳
的
自
然
哲

学
」『
馮
至
全
集
』
巻
六
、
石
家
荘
：
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九

九
年
、
四
八
頁
。

〈
15
〉 

魯
迅
は
『
中
国
小
説
大
系
小
説
二
集
序
』
に
お
い
て
、「
の

ち
、
中
国
の
最
も
傑
出
し
た
抒
情
詩
人
と
な
っ
た
で
さ
え
、
彼
の
幽

婉
な
名
作
を
こ
れ
に
発
表
し
て
い
た
」
と
書
い
て
い
る
。
趙
家
璧
主

編
『
中
国
小
説
大
系
』
巻
五
、
上
海
：
良
友
図
書
公
司
、
一
九
三
五

年
、
四
頁
。

 

　〔
日
本
語
訳
は
学
研
版
『
魯
迅
全
集
』
巻
三
、
二
七
七
頁
に
よ
る
。〕

〈
16
〉 

同
注〈
14
〉、
四
八
頁
。
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〈
17
〉 

同
右
、
四
九
頁
。

〈
18
〉 

一
九
〇
三
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
ル
イ
ス
・
ス
ト
ロ
ン
グ

（Louise J. Strong

）
が
「
あ
る
非
科
学
的
な
物
語
」（A

n U
nscientific 

Story
）
を
発
表
、
そ
の
中
で
試
験
管
ベ
イ
ビ
ー
の
誕
生
過
程
を
描

写
し
た
。
日
本
の
抱
一
庵
主
人
が
そ
れ
を
日
本
語
に
翻
訳
し
、『
造

人
術
』
と
改
題
し
て
ま
ず
同
年
九
月
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
発

表
、
つ
い
で
『
小
説
泰
西
奇
聞
』
に
収
録
し
た
。
一
九
〇
五
年
、
仙

台
医
学
専
門
学
校
に
進
ん
だ
ば
か
り
の
魯
迅
は
こ
の
日
本
語
か
ら
こ

の
小
説
を
重
訳
し
た
の
で
あ
る
。
魯
迅
は
日
本
語
訳
の
一
部
だ
け
を

翻
訳
し
た
の
だ
っ
た
。

〈
19
〉 

周
作
人
『「
造
人
術
」
跋
語
』、『
周
作
人
散
文
全
集
』
巻
一
、

桂
林
：
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
四
三
頁
。
ま
た

A
ndrew Jones

の
討
論
、D

evelopm
ental Fairy Tales: Evolutionary 

Thinking and M
odern Chinese Culture , C

am
bridge, M

A
: H

arvard 
U

niversity Press, 2011 , chapter 1

を
参
照
。

〈
20
〉 

こ
の
詩
は
一
九
二
一
年
に
書
か
れ
た
。
馮
至
は
の
ち
に
詩
中
の

大
切
な
言
葉
を
書
き
改
め
た
が
、
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
最
後
の

一
行
の
「
こ
の
ひ
と
」
を
「
こ
の
家
の
ひ
と
」
と
し
た
こ
と
だ
。『
馮

至
全
集
』
巻
一
（
石
家
荘
：
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
五

頁
参
照
。
引
用
は
張
輝
『
馮
至
│
│
未
完
成
的
自
我
』（
北
京
：
北

京
出
版
社
集
団
文
津
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
二
六
頁
に
よ
る
。

 

　〔
日
本
語
訳
は
秋
吉
久
紀
夫
訳
『
馮
至
詩
集
』（
土
曜
美
術
社
、
一

九
八
九
年
）
二
二
頁
に
よ
っ
た
が
、
こ
の
訳
は
「
這
家
人
」
に
基
づ

い
て
「
こ
の
家
の
ひ
と
」
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
だ
け
「
こ
の

ひ
と
」
に
濱
田
が
改
め
た
。〕

〈
21
〉 

馮
至
は
一
九
二
四
年
に
初
め
て
リ
ル
ケ
の
作
品
を
知
り
、
一
九

三
一
年
に
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
あ
と
、
系
統
的
に
リ
ル
ケ
の
研
究
を
始

め
、
深
く
傾
倒
し
て
い
っ
た
。
リ
ル
ケ
の
影
響
は
戦
争
期
中
も
ず
っ

と
続
い
た
。
リ
ル
ケ
の
馮
至
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多
あ

る
が
、
最
近
の
討
論
と
し
て
はX

iaojue W
ang

（
王
曉
玨
）
の

“ C
rossing 1949 : T

he Schizophrenic Politics in L
iterature, 

H
istory, and Society of C

old W
ar C

hina, 1940 s ‒1950 s”  Ph.D
. 

dissertation, C
olum

bia U
niversity, 2006 , chapter 5

を
参
照
。

〈
22
〉 

馮
至
「
里
爾
克
「
給
一
個
青
年
詩
人
的
十
封
心
」
訳
序
」『
馮

至
全
集
』
巻
十
一
（
二
八
二

－

二
八
三
頁
）。
解
志
熙
に
よ
る
議
論

「
生
命
的
沈
思
与
存
在
的
決
断
│
│
論
馮
至
的
創
作
与
存
在
主
義
的

関
係
」『
馮
至
与
他
的
世
界
』
三
五
三

－

三
五
五
頁
よ
り
引
用
。

〈
23
〉 

馮
至
『
十
四
行
詩
』
第
一
首
、
二
一
七
頁
。

 

　〔
日
本
語
訳
は
注〈
20
〉と
同
じ
く
秋
吉
久
紀
夫
訳
、
一
三
二

－

一

三
三
頁
よ
り
引
用
。
た
だ
、
秋
吉
氏
が
底
本
と
さ
れ
た
初
版
の
『
十

四
行
詩
集
』（
桂
林
：
明
日
社
、
一
九
四
二
年
）
と
本
論
引
用
の
詩

句
に
は
表
現
が
違
う
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
部
分
に
つ

い
て
は
濱
田
が
訳
し
て
い
る
。〕

〈
24
〉 

馮
至
『
十
四
行
詩
』
第
一
三
首
、
二
二
八
頁
。

 

　〔
日
本
語
訳
は
注〈
20
〉に
同
じ
く
秋
吉
久
紀
夫
訳
（
一
四
四
頁
）

に
拠
っ
た
が
、
字
句
の
変
動
が
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
濱
田
が
訳
し

た
。〕

〈
25
〉 
馮
至
「
聯
邦
徳
邦
語
言
文
学
科
学
員
宮
多
爾
夫
外
国
日
耳
曼
血

奨
頒
奨
儀
式
上
的
答
詞
」『
馮
至
全
集
』
巻
五
、
二
二
〇
頁
。

〈
26
〉 

周
棉
『
馮
至
伝
』
南
京
：
江
蘇
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
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二
七
〇
頁
。

〈
27
〉 

馮
至
「
写
在
文
代
会
開
会
前
」『
馮
至
全
集
』
巻
五
、
三
四
一
頁
。

〈
28
〉 
馮
至
「
歌
徳
与
人
的
教
育
」『
馮
至
全
集
』
巻
八
、
八
六
頁
。

〈
29
〉 
張
輝
『
馮
至
│
│
未
完
成
的
自
我
』
一
二
九
頁
。
馮
至
は
中
国

共
産
党
建
国
直
後
の
一
七
年
時
期
に
は
多
く
の
肩
書
き
を
持
ち
、
七

度
の
海
外
訪
問
を
果
た
し
た
。
彼
の
変
化
に
つ
い
て
は
賀
桂
梅
に
鋭

い
議
論
が
あ
る
。『
転
折
的
時
代
│
│
四
〇
〜
五
〇
年
代
作
家
研
究
』

（
済
南
：
山
東
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
七
頁
参
照
。

〈
30
〉 

馮
至
「
我
的
感
謝
」『
馮
至
全
集
』
巻
二
、
五
〇
頁
。

〈
31
〉 

馮
至
「
従
前
和
現
在
」、
周
棉
の
議
論
よ
り
引
用
、
二
六
九

頁
。
彼
は
一
種
の
簡
略
化
し
た
詩
学
的
ロ
ジ
ッ
ク
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

グ
の
恩
師
ヤ
ス
パ
ー
ス
（K

arl Jaspers, 1883 ‒1969

）
の
指
導
に
応

え
た
。
彼
は
生
命
存
在
の
困
難
を
超
越
す
る
に
は
、
た
だ
大
躍
進
を

信
頼
す
る
し
か
な
い
と
考
え
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
別
途
考
え
る
べ

き
事
案
で
あ
る
。

〈
32
〉 http://w

w
w.voachinese.com

/content/nobel-20121124 / 
1552483 .htm

l

〈
33
〉 http://ntdtv.com

/xtr/b5 /2012 /10 /13 /a779446 .htm
l.-%

〈
34
〉 http://nownews.com

/n/2012 /10 /22 /345363

〈
35
〉 Juila Lovell, The Politics of Cultural Capital: China’s Q

uest for 
a N

obel Prize in Literature , H
onolulu: U

niversity of H
awaii Press, 

2006 .

〈
36
〉 

顧
彬
「
高
行
健
与
莫
言
│
│
在
論
中
国
文
学
和
世
界
文
学
的
危

機
」『
文
学
』
三
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
五

－

一
三
三
頁
。
李
敬
沢

「
中
国
人
和
中
国
人
的
文
学
」『
致
理
想
読
者
』
北
京
：
中
国
人
民
大

学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
二
三
頁
。
李
は
人
民
文
学
の
編
集
長
で

作
家
協
会
書
記
で
も
あ
る
。

〈
37
〉 Susan Sontag, Literature is Freedom

: T
he Friedenspreis 

Acceptance Speech , Berkely: Sm
all Press D

istribution, 2004 .

〈
38
〉 

高
行
健
「
自
由
与
文
学
」、
ド
イ
ツ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
レ

ク
サ
ン
ダ
ー
大
学
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
＝
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
で
の
講
演

稿
。http://w

w
w

.21 ccom
.net/articles/sxpl/sx/article_ 

2011111648835 .htm
l

 

　
ま
た
『
自
由
与
文
学
』（
台
北
：
聯
経
出
版
公
司
、
二
〇
一
四
年
）

五
三
頁
も
参
照
。
劉
再
復
「
高
行
健
的
自
由
原
理
」http://blog.

sina.com
.cn/s/blog_4 cd081 e90102 dtcw.htm

l

〈
39
〉 

呉
義
勤
・
劉
進
軍
「「
自
由
」
的
小
説
│
│
評
莫
言
的
長
篇
小

説
『
生
死
疲
労
』」『
当
代
作
家
評
論
』
六
期
、
二
〇
〇
六
年
一
一

月
、
一
二
五
頁
。

〈
40
〉 

陳
思
和
「「
歴
史
│
│
家
族
」
民
間
叙
事
模
式
的
創
新
嘗
試

│
│
試
論
『
生
死
疲
労
』
的
民
間
叙
事
」、
未
発
表
論
文
。

〈
41
〉 

莫
言
『
生
死
疲
労
』
後
記
、
台
北
：
麦
田
出
版
、
二
〇
〇
七

年
、
六
一
一
頁
。

〈
42
〉 

高
行
健
「
文
学
的
理
由
│
│
諾ノ
ー
ベ
ル

貝
爾
奨
致
詞
」http://www.

takungpao.com
/fk/content/2012 -09 /08 /content_1071283 .htm

〈
43
〉 

莫
言
『
生
死
疲
労
』
六
一
一
頁
。

〈
44
〉 

同
右
。

〈
45
〉 
梁
啓
超
「
論
小
説
与
群
治
之
関
係
」『
飲
冰
室
文
集
点
校
』
第

二
巻
、
昆
明
：
雲
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
五
八

－

七
六

〇
頁
。
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〈
46
〉 

漢
娜
・
阿
倫
特
『
論
革
命
』
陳
周
旺
訳
、
南
京
：
訳
林
出
版

社
、
二
〇
一
一
年
、
三
五
頁
〔
日
本
語
訳
は
志
水
速
雄
訳
『
革
命
に

つ
い
て
』（
合
同
出
版
社
、
一
九
六
八
年
。
改
訂
版
は
中
央
公
論
社
、

一
九
七
五
年
）
が
あ
る
が
、
訳
者
は
未
見
〕。
ま
た
、Jam

es M
iller, 

“ T
he Pathos of N

ovelty: H
annah A

rendt’ s Im
age of Freedom

 in 
the M

odern W
orld”  in H

annah Arendt: The R
ecovery of the Public 

W
orld , ed., M

elvyn H
ill, N

ew
 York: St. M

artin’ s Press, 1979 , 
177 -208

も
参
照
。

〈
47
〉 

漢
娜
・
阿
倫
特
『
人
的
条
件
』
竺
乾
威
等
訳
、
上
海
：
上
海
人

民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
六
〇

－

一
九
二
頁
〔
日
本
語
訳
は
志

水
速
雄
訳
『
人
間
の
条
件
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
お
よ
び

筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）
と
森
一
郎
訳
『
活
動
的
生
』（
み
す
ず

書
房
、
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
（
訳
者
未
見
）〕。

〈
48
〉 

急
い
で
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
国
の
伝
統
的
な

文
学
論
に
お
け
る
虚
と
実
の
区
別
と
、
西
洋
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
以

来
の
イ
デ
ア
と
似
像
の
二
分
法
と
は
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
こ
で
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
受
け
売
り
を
繰
り
返
す
必
要
は

な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
す

る
。
私
自
身
は
「
文
学
」
は
現
代
中
国
の
重
要
な
文
化
構
造
を
な
す

も
の
で
あ
り
、
政
治
的
動
因
で
す
ら
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
必

ず
「
文
学
」
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
正
視
し
、
因
果
関
係
あ
る
い

は
牽
制
関
係
な
ど
に
簡
略
化
し
て
し
ま
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

る
。「
現
代
文
学
」
の
崛
起
に
つ
い
て
は
、
晩
明
の
馮
夢
龍
に
お
け

る
「
法
統
散
じ
て
小
説
興
る
」、
そ
し
て
梁
啓
超
の
小
説
論
「
不
可

思
議
」
な
力
、
五
四
諸
子
の
文
学
革
命
論
ま
で
、
形
式
、
理
論
を
問

わ
ず
、
み
な
か
な
り
複
雑
な
動
線
を
持
っ
て
い
る
。
奇
妙
な
の
は
、

文
学
研
究
者
は
し
ば
し
ば
容
れ
物
に
こ
だ
わ
っ
て
中
身
を
わ
す
れ
て

し
ま
い
、
文
学
に
そ
っ
て
「
大
説
」
と
い
う
殿
堂
に
た
ど
り
着
く
と

も
は
や
文
学
に
関
心
を
持
た
な
く
な
っ
て
、
む
し
ろ
取
る
に
足
り
な

い
も
の
の
よ
う
に
見
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。

〈
49
〉 

梁
啓
超
「
論
小
説
与
群
治
之
関
係
」
夏
暁
虹
編
『
梁
啓
超
文

選
』
北
京
：
中
国
広
播
電
視
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
三

－

八
頁
。

〈
50
〉 

高
行
健
「
文
学
的
理
由
」。

〈
51
〉 

同
右
。

〈
52
〉 

汪
暉
は
中
国
大
陸
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人

で
あ
る
。『
反
抗
絶
望
』『
現
代
中
国
思
想
的
興
起
』
な
ど
の
著
作
で

名
声
を
得
た
。「
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
そ
し
て
七
〇
年
代
…
…
政

党
の
路
線
の
あ
や
ま
り
を
糾
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
、
理
論
弁
論
と

く
に
公
開
の
理
論
弁
論
は
、
政
党
と
国
家
の
自
己
調
整
、
自
己
改
革

の
中
で
重
要
な
役
割
を
発
揮
し
た
」。「
中
国
崛
起
的
経
験
及
其
面
臨

的
挑
戦
」『
文
化
縦
横
』
二
、
二
〇
一
〇
年
、http://wenku.baidu.

com
/view/e958 c6 ebe009581 b6 bd9 eb24

〈
53
〉 

摩
羅
（
万
松
生
）
は
か
つ
て
『
恥
辱
者
手
記
』
な
ど
の
作
品
で

世
紀
末
に
名
声
を
馳
せ
た
が
、
新
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
国
家
主
義

者
に
転
向
し
た
。「
訣
別
自
我
」『
南
方
週
末
』
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二

〇
一
一
年
一
月
二
〇
日
を
参
照
。http://www.360 doc.com

/conte
nt/11 /0219 /20 /1989814 _94399615 .shtm

l
 

　
劉
震
雲
な
ど
の
作
家
に
よ
る
批
判
は
以
下
を
参
照
。http://

w
w

w.360 doc.com
/content/13 /0131 /23 /1353443 _263504190 .

shtm
l
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〈
54
〉 

高
行
健
「
文
学
的
理
由
」。

〈
55
〉 

毛
丹
青
録
「
莫
言
与
大
江
健
三
郎
対
話
│
│
我
不
賛
成
作
家
要

為
老
百
姓
創
作
」『
南
方
週
末
』
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
一
日
。

h
ttp://culture.ifen

g.com
/h

uodon
g/special/2012 

nuobeierw
enxuejiang/content-4 /detail_2012 _10 /11 / 

18165970 _0 .shtm
l

〈
56
〉 

蔡
建
鑫
教
授
の
ご
教
示
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。


