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は
じ
め
に

　

穆
旦
（
一
九
一
八

－

一
九
七
七
）
の
名
前
は
、
今
や
中
国
現
代
文

学
史
に
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
文
革
終
了
時
点
に
お
い
て
は
、
彼

は
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
四
〇
年
代
に
活
躍
し
た

穆
旦
を
含
む
若
手
詩
人
九
人
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
九
葉
集
』（
江
蘇

人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
の
刊
行
が
契
機
と
な
り
、
再
評
価
は

一
気
に
進
ん
だ
。
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
穆
旦
は
現
代
詩
人
の
第
一

人
者
と
評
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
一
九
九
〇
年

代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
活
発
に
穆
旦
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
研
究
に
大
き
な
進
展
は
な
い
よ
う
に
見

え
〉
1
〈

る
。
一
方
、
中
国
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
研
究
の
深
化
が

甚
だ
し
く
、
評
伝
、
年
譜
、
資
料
集
、
全
集
な
ど
の
出
版
が
相
次

ぎ
、
穆
旦
研
究
の
環
境
は
九
〇
年
代
と
較
べ
る
と
格
段
に
改
善
さ

れ
〉
2
〈

た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
他
の
多
く
の

現
代
詩
人
と
大
き
く
異
な
る
穆
旦
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
を
、
彼
の

詩
に
見
え
る
「
神
」（
原
文
「
上
帝
」
或
い
は
「
主
」）
の
持
つ
意
味
の

変
遷
か
ら
捉
え
、
そ
こ
に
穆
旦
の
自
己
認
識
の
深
化
の
跡
を
確
認
し

た
い
と
思
う
。

一
　
知
性
へ
の
懐
疑
─
─「
防
空
壕
の
抒
情
詩
」

　

現
在
、
穆
旦
の
詩
を
最
も
多
く
収
め
る
『
穆
旦
詩
文
集
』
増
訂
版

に
基
づ
き
、
そ
の
処
女
作
か
ら
建
国
前
夜
に
い
た
る
創
作
数
を
年
ご

と
に
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
〉
3
〈

る
。
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一
九
三
四
年
（
６
篇
）
三
五
年
（
１
篇
）
三
六
年
（
２
篇
） 

三
七
年
（
３
篇
）
三
八
年
（
３
篇
）
三
九
年
（
６
篇
） 

四
〇
年
（
16
篇
）
四
一
年
（
15
篇
）
四
二
年
（
８
篇
） 

四
三
年
（
４
篇
）
四
四
年
（
４
篇
）
四
五
年
（
25
篇
） 

四
六
年
（
０
篇
）
四
七
年
（
13
篇
）
四
八
年
（
６
篇
） 

四
九
年
（
０
篇
）

　

最
初
期
と
較
べ
、
創
作
数
が
急
増
す
る
三
九
〜
四
二
年
は
、「
詩

八
首
」（
四
二
年
）
な
ど
評
価
の
高
い
優
れ
た
詩
が
多
く
書
か
れ

た
、
詩
作
の
最
初
の
ピ
ー
ク
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期

の
詩
に
は
、
穆
旦
の
提
唱
す
る
「
新
し
い
抒
情
」
に
属
す
る
詩
と
、

そ
こ
か
ら
は
乖
離
す
る
よ
う
な
詩
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
前
者

は
、「
抗
戦
建
国
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
沿
う
「
社
会
或
い
は
個
人
が

歴
史
の
一
定
の
発
展
の
下
で
普
遍
的
に
光
明
に
向
か
い
転
進
し
て
ゆ

く
こ
と
を
表
現
す
る
」「
新
し
い
抒
情
」（
四
〇
〉
4
〈

年
）
を
具
現
化
し
た

詩
で
あ
り
、
そ
の
詩
風
は
、
最
初
期
に
見
ら
れ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
的
傾
向
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　

例
え
ば
、
中
国
を
手
負
い
の
野
獣
に
喩
え
た
と
思
わ
れ
る
「
野

獣
」（
三
七
年
）
は
、
傷
つ
き
な
が
ら
血
溜
ま
り
か
ら
立
ち
上
が
り

咆
哮
す
る
野
獣
が
「
暗
闇
の
中
、
耳
を
つ
ん
ざ
く
叫
び
声
に
つ
れ
／

星
の
よ
う
な
犀
利
な
眼
か
ら
／
恐
る
べ
き
復
讐
の
輝
き
を
放
っ
て
い

る
」
と
結
ば
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
つ
と
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク

（「T
iger

」）
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
悲
愴
感
漂
う
ロ
マ
ン

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
詩
風
は
、「
新
し
い
抒
情
」
の
代
表
作
「
賛
美
」（
四

一
年
）
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
雄
大
な
自
然
と
そ
こ
に
生

き
る
農
民
た
ち
の
姿
を
通
じ
、
中
華
民
族
の
目
覚
め
を
描
く
「
賛

美
」
の
最
終
聯
（
全
四
聯
）
を
見
て
み
よ
う
。「
こ
の
悠
久
の
歴
史

か
ら
吹
く
風
は
変
わ
ら
な
い
／
こ
の
崩
れ
落
ち
た
軒
下
か
ら
／
飛
散

す
る
尽
き
る
こ
と
な
い
呻
吟
と
凍
え
は
変
わ
ら
な
い
／
そ
い
つ
は
枯

れ
た
樹
上
で
歌
っ
て
い
る
／
荒
廃
し
た
沼
や
芦
原
や
す
だ
く
虫
の
上

を
吹
き
す
ぎ
た
／
こ
の
飛
び
す
ぎ
る
烏
の
羽
音
は
変
わ
ら
な
い
／
そ

こ
ま
で
来
る
と
、
わ
た
し
は
思
わ
ず
路
傍
に
立
ち
す
く
む
／
立
ち
す

く
む
の
は
、
長
年
の
恥
辱
の
歴
史
が
／
こ
の
雄
大
な
る
山
河
の
中
で

待
ち
受
け
て
い
る
か
ら
／
あ
ま
り
に
も
多
い
無
言
の
苦
痛
が
、
今
も

待
ち
受
け
て
い
る
か
ら
／
し
か
し
一
つ
の
民
族
が
す
で
に
立
ち
上

が
っ
た
／
し
か
し
一
つ
の
民
族
が
す
で
に
立
ち
上
が
っ
た
」。
リ
フ

レ
ー
ン
を
含
む
類
似
句
を
畳
み
か
け
、
読
者
の
悲
愴
感
を
漸
増
的
に

盛
り
上
げ
て
ゆ
く
詩
法
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
後
者
の
「
新
し
い
抒
情
」
か
ら
乖
離
す
る
詩
は
、
前
者
の

単
純
化
し
や
す
い
傾
向
を
抑
え
、
複
雑
な
内
面
を
批
評
的
な
詩
句
で

表
わ
す
。
こ
の
傾
向
を
代
表
す
る
の
が
「
防
空
壕
の
抒
情
詩
」（
三

九
年
）
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
で
は
、
防
空
壕
に
逃
げ
込
ん
だ
人
々
の
会
話
に
自
己
省
察

が
織
り
込
ま
れ
、
自
己
に
対
す
る
批
評
的
な
認
識
が
、
最
終
的
に
は

自
ら
が
自
ら
の
死
体
を
発
見
す
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
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に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
な
お
、
当
時
、
穆
旦
の
い
た
昆
明
は
、
詩
題

の
示
す
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
日
本
軍
の
空
襲
を
受
け
、
防
空
壕
へ
の

避
難
が
日
常
化
し
て
い
〉
5
〈

た
。

　
　

防
空
壕
の
抒
情
詩

　

彼
は
わ
た
し
に
向
か
っ
て
、笑
い
か
け
る
、こ
こ
は
涼
し
い
で
す
よ

　

わ
た
し
が
玉
の
汗
を
拭
い
、
山
登
り
の
土
を
払
っ
て
い
る
と
き
だ

　

彼
の
痩
せ
っ
ぽ
ち
の
身
体
が

　

震
え　

地
面
に
す
き
間
風
が
吹
い
て
い
た

　

彼
は
に
こ
に
こ
し
、
こ
ん
な
暇
つ
ぶ
し
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
手
は

な
い
で
す
よ

　

ほ
ら
上
海
の
申
報
で
す
、
ま
あ
、
い
ろ
ん
な
話
題
が
あ
り
ま
す
ね

　

向
こ
う
に
行
っ
て
座
り
ま
し
ょ
う
、
あ
ち
ら
は
少
し
光
が
射
し
て

い
ま
す

　

わ
た
し
は
、
群
が
る
虫
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
の
洞
窟
に
潜
り
込

も
う
と

　

大
通
り
を
気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
に
駆
け
て
き
た
人
々

　

あ
の
残
忍
で
死
に
恫
喝
さ
れ
た
人
々
の
姿
を
思
い
出
し
た
。

　

農
民
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
何
を
播
い
た
ん
だ
ろ
う
ね

　

わ
た
し
は
家
で
寝
て
い
た
ん
で
す
よ
、
あ
る
人
が
言
う
、
わ
た
し

は
シ
ャ
ワ
ー
の
最
中
で
し
た

　

近
々
相
場
が
動
く
と
思
い
ま
す
か
、
お
宅
は
？

　

え
え
、
日
を
改
め
て
是
非
、
近
ご
ろ
ち
ょ
っ
と
忙
し
い
も
の
で

　

静
ま
り
か
え
る
。
彼
ら
は
酸
素
の
欠
乏
に
気
付
い
た
よ
う
だ

　

防
空
壕
の
中
は
安
全
で
は
あ
る
が
。互
い
に
顔
を
見
交
わ
し
て
い
る

　

Ｏ　

黒
い
顔
、
黒
い
身
体
、
黒
い
手
！

　

こ
の
時
わ
た
し
は
陽
光
の
中
を
強
風
の
吹
き
ぬ
け
る
の
を
聞
い
た

　

一
人
一
人
の
耳
元
で
小
さ
く
低
く
叫
ぶ
よ
う
な

　

彼
の
軒
下
か
ら
、
彼
の
書
物
の
ペ
ー
ジ
か
ら
、
彼
の
血
か
ら
。

　
　
　

丹
薬
を
煉
る
道
士
が
重
た
い

　
　
　

瞼
を
閉
じ
、
思
わ
ず
夢
に
落
ち
込
ん
だ

　
　
　

無
数
の
亡
者
が
地
獄
か
ら
逃
げ
出
し

　
　
　

こ
っ
そ
り
取
り
押
さ
え
ら
れ
、
火
で
焼
か
れ
、
皮
を
剥
が
れ

　
　
　

彼
の
叫
ぶ
極
楽
国
の
声
を
聞
い
て
い
た
。

　
　
　

Ｏ　

見
よ
、
太
古
の
巨
大
な
森
に

　
　
　

次
第
に
冷
た
く
な
っ
て
ゆ
く
あ
の
死
骸
を
！

　

わ
た
し
は
立
ち
上
が
っ
た
、
こ
こ
は
息
苦
し
過
ぎ
る

　

わ
た
し
が
言
う
、
も
う
終
わ
っ
た
で
し
ょ
う
、
外
に
出
ま
し
ょ

う
！

　

し
か
し
、
彼
は
わ
た
し
の
腕
を
つ
か
み
、
こ
れ
っ
て
あ
な
た
の
友

人
で
し
ょ
う

　

彼
女
は
上
海
の
ホ
テ
ル
で
結
婚
す
る
ら
し
い
で
す
よ
、
ほ
ら
こ
の



158

記
事
！

　

わ
た
し
は
真
っ
白
な
リ
ラ
の
花
を
本
に
挟
ん
だ
の
を
忘
れ
て
い
た

　

公
園
で
ス
テ
ッ
キ
を
振
り
ま
わ
し
、LO

V
E　

PA
RA

D
E

を
聞

き
な
が
ら

　

ネ
オ
ン
の
巷
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
の
を
忘
れ
て
い
た
、

　

Ｏ　

薄
紫
の
イ
ン
ク
を
用
い
、
紅
茶
に
レ
モ
ン
を
一
片
浮
か
べ
た

の
を
忘
れ
て
い
た
。

　

あ
な
た
が
頭
を
下
げ
、
も
う
一
度
頭
を
挙
げ
る
と

　

眼
の
前
に
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
の
人
が
い
る
の
を
見
る
。
こ
ん

な
に
も
た
く
さ
ん
の
人
が
原
野
に
い
る
の
を
見
る
、
も
う
二
度

と
見
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
無
数
の
人
々
を
見
る
。

　

そ
こ
で
あ
な
た
は
黒
く
染
ま
っ
た
こ
と
に
気
付
く
、
こ
の
人
た
ち

と
同
じ
よ
う
に
。

　
　
　

あ
の
死
骸
が
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る

　
　
　

彼
は
そ
っ
と
起
き
上
る
と
丹
薬
を
煉
る
爐
を
お
こ
し
た
。

　
　
　

太
古
の
漆
黒
の
夜
の
森
か
ら

　
　
　
「
壊
滅
だ
、
壊
滅
だ
」
あ
る
声
が
叫
ん
だ
、

　
　
　
「
お
前
の
役
立
た
ず
の
古
臭
い
丹
薬
め
。

　
　
　

夢
で
死
ね
！　

苦
難
に
陥
っ
て
い
ろ
！

　
　
　

お
前
の
極
楽
国
の
声
が
実
に
良
く
響
い
て
い
る
じ
ゃ
な
い

か
！
」

　

ど
ち
ら
が
勝
っ
た
、彼
が
言
っ
た
。敵
機
を
幾
つ
撃
ち
落
と
し
た
？

　

わ
た
し
は
に
っ
こ
り
と
し
て
、
わ
た
し
だ
と
答
え
た
。

　

人
々
が
帰
宅
し
、
草
や
土
を
は
ら
う
と
き

　

彼
ら
の
頭
上
に
編
ま
れ
た
大
き
な
網
を
通
っ
て

　

わ
た
し
は
ひ
と
り
爆
撃
を
受
け
た
ビ
ル
に
登
り

　

そ
こ
で
自
分
が
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
た
。

　

こ
わ
ば
っ
て
、顔
じ
ゅ
う
に
笑
み
、涙
、た
め
息
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　

空
襲
警
報
に
よ
り
、
死
に
物
狂
い
で
防
空
壕
へ
と
逃
げ
込
ん
で
き

た
見
ず
知
ら
ず
の
人
々
。
彼
ら
は
誰
か
れ
な
く
、
取
り
と
め
も
な
い

会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
、
空
襲
の
も
た
ら
す
恐
怖
を
鎮
め
、
平
静
さ

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
会
話
を
聞
き
流
す
う
ち
、「
わ
た

し
」
は
、
狭
い
防
空
壕
に
息
苦
し
さ
を
覚
え
、
薄
暗
が
り
に
い
る
避

難
者
た
ち
の
姿
が
亡
者
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

　

そ
こ
で
「
わ
た
し
」
の
妄
想
が
始
ま
〉
6
〈

る
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
丹
薬

を
煉
る
道
士
に
な
ぞ
ら
え
、
道
士
が
お
ぞ
ま
し
い
夢
を
見
る
と
い
う

妄
想
で
あ
っ
た
。
地
獄
か
ら
逃
げ
出
し
て
き
た
多
く
の
亡
者
が
捕
ま

え
ら
れ
、
皮
を
剥
が
れ
火
で
焼
か
れ
る
。
そ
の
情
景
は
、
あ
た
か
も

日
々
繰
り
返
さ
れ
る
爆
撃
の
地
獄
絵
図
さ
な
が
ら
で
あ
る
。
道
士

は
、
苦
し
む
亡
者
に
向
か
っ
て
「
極
楽
国
の
声
」
を
叫
ぶ
。
ま
る
で

そ
の
声
が
亡
者
を
救
済
で
き
る
か
の
よ
う
に
。
そ
う
す
る
う
ち
に

も
、
亡
者
の
亡
骸
は
、
焼
け
こ
げ
冷
た
く
森
に
横
た
わ
る
。
静
ま
り

返
っ
た
太
古
の
森
は
、
空
爆
で
廃
墟
と
化
し
た
市
街
地
の
よ
う
だ
。
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空
襲
が
終
わ
り
、
外
へ
出
よ
う
と
す
る
「
わ
た
し
」
に
、
友
人
の

結
婚
式
を
紹
介
す
る
新
聞
記
事
を
見
せ
て
く
れ
る
人
が
い
た
。
そ
れ

を
き
っ
か
け
に
し
て
、「
わ
た
し
」
は
戦
争
前
の
学
生
時
代
の
甘
美

な
青
春
の
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
防
空
壕
の
外
に
出
る
と
、
あ

ち
こ
ち
の
防
空
壕
か
ら
出
て
き
た
と
思
し
き
、
夥
し
い
数
の
群
衆
で

あ
る
。
そ
の
黒
々
と
し
た
群
衆
の
姿
に
自
ら
も
同
化
し
て
し
ま
っ
た

よ
う
に
感
じ
る
。

　

そ
こ
で
再
び
「
わ
た
し
」
の
妄
想
が
膨
ら
む
。
亡
者
の
亡
骸
が
う

め
き
苦
し
む
の
を
よ
そ
に
、
道
士
は
せ
っ
せ
と
丹
薬
作
り
に
励
む
。

そ
の
と
き
、
誰
の
声
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
道
士
は
罵
声
を
浴
び
せ

ら
れ
る
。
道
士
が
い
つ
ま
で
も
、
役
に
立
た
な
い
古
臭
い
丹
薬
作
り

に
熱
中
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
激
し
い
呪
詛
の
声
に
我
に
返
っ
た

「
わ
た
し
」
は
、
家
路
に
就
く
群
衆
か
ら
ひ
と
り
離
れ
、
爆
撃
を
受

け
焼
け
焦
げ
た
ビ
ル
に
登
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
死
骸
を
発
見
す
る
。

そ
れ
は
現
実
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
を
透
か
し
て
見
え
る
、

潜
在
意
識
（
妄
想
）
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
来
た
自
ら
の
姿
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
わ
た
し
」
の
死
骸
が
、「
役
立
た
ず
の
古
臭
い
丹
薬
」
を

煉
る
「
道
士
」
に
擬
さ
れ
た
自
己
へ
の
批
評
的
表
現
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
〉
7
〈

う
。
そ
の
顔
に
浮
か
ぶ
「
笑
み
、
涙
、
た
め
息
」

は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
が
一
義
的
に
集
約
し
き
れ
な
い
葛
藤
に
満
ち

て
い
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
「
わ
た
し
」
は
、

過
去
の
自
己
の
死
を
客
観
的
に
眺
め
る
立
場
に
立
ち
、
清
算
し
き
れ

ず
に
い
た
自
己
を
何
と
か
清
算
し
（「
道
士
」
の
愚
か
さ
を
克
服
し
）、

現
代
知
識
人
と
し
て
新
た
な
模
索
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
も
だ
え
苦
し
む
」
亡
者
（
大

衆
）
を
目
の
前
に
し
て
、
手
を
つ
か
ね
な
す
術
の
な
い
道
士
（
現
代

知
識
人
）
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
無
造
作
に
大
量
殺
戮
を

可
能
と
す
る
人
間
の
知
性
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
人
間
の
知
性
に
対
す
る
鋭
い
懐
疑
が
現
代
詩
に
表
現
さ
れ
る

の
は
、
日
中
戦
争
が
も
た
ら
し
た
大
き
な
変
化
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
〇
、
三
〇
年
代
の
中
国
現
代
詩
（
現
代
文
学
）
は
、
五
四

新
文
化
運
動
の
提
唱
す
る
近
代
精
神
の
肯
定
の
上
に
展
開
し
た
。
そ

れ
は
、
王
暁
明
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
理
智
が
予
め
設
計
し
た

産
〉
8
〈

物
」
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
お
い

て
も
、
近
代
精
神
を
批
判
的
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
例
え
ば
、
郭
沫
若
、
徐
志
摩
の

「
自
己
」
を
突
出
さ
せ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
「
非

個
人
化
」
の
詩
を
書
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
・
卞
之
琳
の
代
表
作

「
丸
い
宝
石
箱
」（
一
九
三
五
年
）
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
「
丸
い
宝
石
箱
」
と
い
う
詩
は
、「
わ
た
し
」
の
所
有
す
る
「
丸
い

宝
石
箱
」
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
、
語
り
手
が
様
々
な
角
度

か
ら
語
る
。
そ
こ
に
は
「
世
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
を
覆
う
」

「
水
銀
」、「
華
や
か
な
宴
を
包
み
こ
む
」「
黄
金
色
の
明
か
り
」、「
昨

夜
の
あ
な
た
の
た
め
息
を
含
む
」「
新
鮮
な
雨
粒
」
な
ど
、
自
然
界

や
人
間
界
に
あ
る
、
お
よ
そ
審
美
の
対
象
と
な
る
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
「
丸
い
宝
石
箱
」
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も
「
あ
な
た
」
に
と
っ
て
は
、
耳
元
を
飾
る
イ
ヤ
リ
ン
グ
に
過
ぎ
な

い
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
別
の
「
彼
」
に
と
っ
て
は
輝
く
星
の
如
き
存

在
か
も
知
れ
な
い
と
、
価
値
の
相
対
性
を
示
し
て
詩
は
収
束
す
る
。

　

卞
之
琳
は
、
こ
の
「
丸
い
宝
石
箱
」
が
表
わ
す
の
は
「beauty of 

intelligence

」（「
関
於
圓
宝
盒
」
一
九
三
六
年
）
で
あ
る
と
述
べ
る
。

こ
の
卞
之
琳
の
評
語
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
知
性
こ
そ
が
、
美
を
認
知

す
る
、
つ
ま
り
世
界
を
美
的
に
把
握
す
る
最
終
的
な
根
拠
で
あ
る
。

こ
こ
に
知
性
に
対
す
る
揺
ら
ぎ
は
、
微
塵
も
な
い
。
で
は
、
三
〇
年

代
に
入
っ
て
も
卞
之
琳
に
代
表
さ
れ
る
現
代
知
識
人
に
、
知
性
へ
の

信
頼
が
な
お
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
や
や
角
度
を
変
え
、
王
佐
良
の
論
文
「
あ
る
中
国
詩

人
」
を
見
て
み
よ
う
。
穆
旦
の
価
値
を
最
初
に
認
め
た
こ
の
論
文

は
、
中
国
に
お
け
る
宗
教
詩
の
欠
如
を
説
明
す
る
た
め
、
現
代
知
識

人
（
中
国
作
家
）
の
精
神
状
態
を
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
〉
9
〈

る
。

　
　

彼
ら
〔
大
多
数
の
中
国
作
家
を
指
す
＝
引
用
者
〕
は
決
し
て
無

神
論
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
何
も
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も

こ
の
点
に
お
い
て
、
彼
ら
は
全
く
伝
統
的
で
あ
っ
た
。
中
国
的
な

平
衡
感
覚
に
優
れ
た
精
神
風
土
で
は
、
宗
教
詩
は
こ
れ
ま
で
発
達

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

王
佐
良
は
、
伝
統
的
知
識
人
の
世
界
観
が
「
平
衡
感
覚
に
優
れ

た
」
知
性
に
拠
る
だ
け
で
、
人
間
を
超
越
し
た
宗
教
の
介
在
を
認
め

な
か
っ
た
こ
と
、
現
代
知
識
人
も
ま
た
伝
統
的
知
識
人
と
同
様
の

「
精
神
風
土
」
を
そ
っ
く
り
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
。
こ
れ
は
「
中
国
の
文
明
の
精
神
」
を
「
人
間
の
救
済
は
、
神
に

よ
っ
て
は
な
さ
れ
ず
、
人
間
自
体
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
と

見
な
す
精
神
と
捉
え
、
現
代
中
国
の
文
学
も
ま
た
し
か
り
と
す
る
吉

川
幸
次
郎
氏
の
考
え
に
合
致
す
〉
10
〈

る
。
中
国
の
伝
統
的
精
神
に
お
け
る

非
宗
教
性
と
、
人
間
知
性
の
尊
重
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、

卞
之
琳
も
ま
た
こ
の
伝
統
的
精
神
の
系
譜
に
連
な
る
詩
人
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
〉
11
〈

う
。

　

し
か
し
、
穆
旦
の
「
防
空
壕
の
抒
情
詩
」
は
、
人
間
が
人
間
を
救

済
す
る
こ
と
に
対
す
る
根
本
的
な
懐
疑
を
提
起
し
、
自
己
や
自
己
の

知
性
へ
の
懐
疑
を
幾
重
に
も
表
現
す
る
。
そ
れ
は
、
大
衆
と
し
て
の

亡
者
と
知
識
人
と
し
て
の
道
士
の
関
係
、
空
襲
警
報
下
の
緊
張
と
過

去
の
甘
い
記
憶
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
、
そ
れ
に
大
衆
と
同
じ
色
に
染

ま
り
自
己
を
喪
失
す
る
「
わ
た
し
」
や
自
ら
の
死
骸
を
発
見
す
る

「
わ
た
し
」
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
複
雑
に
屈
折
し
た
表
現
に

託
さ
れ
た
「
わ
た
し
」
自
身
へ
の
懐
疑
、「
わ
た
し
」
の
知
性
へ
の

懐
疑
は
、
中
国
的
精
神
風
土
へ
の
懐
疑
、
拒
絶
を
伴
い
な
が
ら
、
四

〇
年
代
の
詩
に
お
い
て
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

二
　「
神
」
の
誕
生
─
─「
出
発
」

　

知
性
へ
の
懐
疑
を
根
底
に
持
つ
穆
旦
の
詩
に
は
、
し
ば
し
ば
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「
神
」（
原
文
「
上
帝
」
或
い
は
「
主
」）
が
登
場
す
〉
12
〈
る
。
詩
に
よ
っ
て

異
な
る
「
神
」
の
含
意
を
読
み
と
り
、「
神
」
の
一
元
的
価
値
観
を

排
除
す
る
意
図
を
見
出
そ
う
と
す
る
論
も
あ
れ
〉
13
〈

ば
、
穆
旦
の
「
神
」

に
知
性
を
越
え
た
超
越
的
存
在
を
認
め
る
論
も
あ
〉
14
〈

る
。
ま
た
、「
神
」

が
中
国
性
を
除
去
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
も
あ
〉
15
〈

る
。
た
だ

注
意
す
べ
き
は
、
穆
旦
の
「
神
」
は
、
謝
冰
心
の
初
期
の
宗
教
詩
の

よ
う
に
、
敬
虔
な
信
仰
心
の
発
露
と
思
わ
れ
る
詩
作
と
比
較
す
る

と
、
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
穆
旦
の
「
神
」
が
純
粋
な
宗

教
心
の
産
物
と
は
考
え
に
く
い
点
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
点

に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
詩
が
創
作
さ
れ
た
時
代
背
景
や
穆
旦
の
個
人
的

な
経
歴
と
も
関
連
づ
け
な
が
ら
考
察
を
加
え
た
い
。

　

穆
旦
の
「
神
」
を
理
解
す
る
上
で
、
そ
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、

間
違
い
な
く
「
出
発
」（
一
九
四
二
年
二
月
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
に

は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
に
見
え
る
、
世
界
の
創
造
者
と
し
て
の
「
神
」

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
意
味
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
四
二
年
二
月
、
穆
旦
は
、
そ
れ
ま
で
勤
め
て
い
た
西
南
聯
合

大
学
の
英
語
教
師
の
職
を
辞
し
、
通
訳
と
し
て
中
国
遠
征
軍
に
参
加

す
る
こ
と
を
決
断
す
〉
16
〈

る
。
大
学
の
辞
職
と
同
じ
月
に
書
か
れ
た
詩
が

「
出
発
」
で
あ
る
。
辞
職
と
の
時
間
的
前
後
は
不
明
で
あ
る
が
、
の

ち
に
詩
題
を
「
出
発
」（
原
題
「
詩
」）
と
改
め
た
と
き
、
穆
旦
は
こ

の
詩
に
よ
っ
て
す
で
に
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
た
こ
と
を
意

識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
　

出
〉
17
〈
発

　

平
和
に
は
人
殺
し
が
必
要
で

　

ま
ず
あ
の
嫌
な
の
か
ら
好
き
に
な
れ
と
教
わ
っ
た
。

　
「
人
」
だ
と
分
か
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
も
っ
と

　

そ
い
つ
を
蹂
躙
す
る
方
法
を
学
び
、
機
械
的
に
隊
列
を
組
ま
せ
る

ん
だ

　

知
力
体
力
が
群
が
る
野
獣
み
た
い
に
蠢
く
よ
う
に

　

こ
れ
が
新
し
い
美
だ
と
教
わ
っ
た
。
と
い
う
の
は

　

口
づ
け
た
も
の
が
も
う
自
由
を
失
っ
た
か
ら

　

好
き
日
は
過
ぎ
去
っ
た
が
、
未
来
に
近
づ
く
と

　

失
望
や
希
望
を
与
え
ら
れ
、
死
を
与
え
ら
れ
る
が

　

そ
の
死
の
製
造
は
叩
き
壊
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
。

　

感
じ
や
す
い
心
を
与
え
そ
の
上
こ
わ
ば
っ
た
声
で

　

歌
を
う
た
わ
せ
る
。
個
人
の
喜
び
や
悲
し
み
は

　

大
量
に
製
造
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
軽
蔑
さ
れ

　

否
定
さ
れ
、硬
直
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、そ
れ
が
人
生
の
意
味
だ

　

あ
な
た
の
計
画
に
は
害
毒
を
与
え
る
と
い
う
一
節
が
あ
る

　

そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
を
現
在
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
、
あ
あ
神
よ
！

　

犬
歯
の
通
路
を
わ
た
し
た
ち
に
繰
り
返
し
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行
き
来
さ
せ
、
あ
な
た
の
混
乱
し
た
一
言
一
言
が

　

す
べ
て
真
理
だ
と
信
じ
さ
せ
る
の
だ
。
そ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
帰

依
す
る

　

あ
な
た
が
豊
か
さ
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
豊
か
さ
の
苦
し
み
を
与

え
て
下
さ
る
か
ら
。

　
「
出
発
」
全
四
聯
の
う
ち
、
最
初
の
三
聯
は
、「
わ
た
し
た
ち
」
の

生
き
る
世
界
が
、
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
の
か
の
説
明
で
あ
る
。

段
従
学
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
告
訴
我
們
」（
わ
た
し
た
ち
に
教
え

る
、
二
回
）、「
給
我
們
」（
わ
た
し
た
ち
に
与
え
る
、
三
回
）
と
い

う
語
の
多
用
（
計
五
回
）
は
、「
疑
い
よ
う
の
な
い
語
気
で
、
こ
れ

ら
の
全
て
が
詩
人
の
向
か
い
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
生
存
状
況
で
あ
る

こ
と
を
宣
告
し
て
い
〉
18
〈
る
」。

　

段
従
学
氏
の
言
は
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
用
語
の
特
徴
か
ら
も

補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
わ
た
し
た
ち
」
が
行
う
必
要

や
義
務
の
あ
る
こ
と
を
示
す
助
動
詞
「
必
需
」「
得
」「
要
」「
該
」

の
多
用
（
計
五
回
）、
さ
ら
に
そ
の
必
要
や
義
務
の
累
加
や
率
先
し

て
な
す
べ
き
こ
と
を
示
す
副
詞
「
又
」（
三
回
）、「
先
」（
一
回
）、

「
再
」（
一
回
）
の
頻
用
、
ま
た
「
わ
た
し
た
ち
」
が
受
け
身
で
あ
る

こ
と
を
表
わ
す
「
被
」
の
集
中
的
使
用
（
第
三
聯
に
四
回
）
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
用
語
上
の
特
徴
が
示
す
の
は
、「
わ
た
し
た
ち
」
が

こ
の
世
界
で
向
か
い
あ
う
の
は
、
自
ら
の
主
体
的
自
由
が
失
わ
れ
、

一
方
的
に
教
え
ら
れ
、
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
身
的
、
義
務
的
に

繰
り
返
し
遂
行
す
る
し
か
な
い
現
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
現
実

と
は
、
平
和
の
た
め
に
殺
戮
し
た
り
、
人
を
蹂
躙
す
る
方
法
を
学

び
、
そ
れ
ら
を
「
新
し
い
美
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
四
聯
は
、
そ
ん
な
不
条
理
な
「
現
在
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

る
「
わ
た
し
た
ち
」
に
、
何
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
が
示
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、「
犬
歯
の
通
路
」
の
よ
う
な
狭
き
道
を
「
行
き
来
」
す
る

と
い
う
至
難
の
業
を
繰
り
返
し
、「
神
」
の
混
乱
し
た
言
葉
を
そ
の

ま
ま
真
実
だ
と
信
じ
込
む
こ
と
に
よ
り
、「
神
」
に
帰
依
し
、
精
神

の
豊
か
さ
と
、
豊
か
さ
ゆ
え
の
苦
し
み
を
享
受
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
た
か
も
苦
行
の
末
に
悟
り
を
開
く
か
の
よ
う
に
「
わ
た
し
た

ち
」
の
神
へ
の
帰
依
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
苦
行
の
末
の
帰
依
は
、
何

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
第
一
に
、
不
条
理
な
現
実
を
知
性
に
よ
っ
て
は
も
は
や
打
開

し
え
な
い
と
い
う
知
性
の
限
界
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
同

時
に
、
神
へ
の
帰
依
が
、
精
神
の
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
さ
ず
、
依
然
と

し
て
苦
し
み
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

帰
依
の
も
た
ら
す
豊
か
さ
に
苦
し
み
が
伴
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
知
性

が
社
会
の
進
歩
と
同
時
に
克
服
し
が
た
い
不
条
理
な
現
実
を
伴
う
の

に
似
て
、
そ
こ
が
最
終
的
な
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、「
わ
た
し
た
ち
」
の
神
へ
の
帰
依
は
、
純

粋
な
宗
教
的
恍
惚
に
拠
る
と
言
う
よ
り
も
、
醒
め
た
意
識
に
拠
る
、

暫
定
的
な
帰
依
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
語
り
手
の
醒
め
た
視
線
は
、「
わ
た
し
た
ち
」
が
、
人
間
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を
ほ
し
い
ま
ま
に
翻
弄
す
る
存
在
と
し
て
「
神
」
を
捉
え
て
い
る
こ

と
を
示
す
「
あ
な
た
の
計
画
に
は
害
毒
を
与
え
る
と
い
う
一
節
が
あ

る
」
と
い
う
第
三
聯
の
最
終
行
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
に
お
け
る
「
神
」
は
、
精
神
的
寄
託
先
と
し

て
要
請
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
は
、
現
代
知
識
人
で
あ
る
「
わ
た
し
」

に
知
性
の
限
界
を
認
識
さ
せ
、
知
性
を
相
対
化
さ
せ
る
た
め
に
存
在

し
、
既
成
の
知
性
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
べ
く
も
が
き
苦
し
む
新
た

な
知
性
を
追
求
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま

り
、
穆
旦
の
「
神
」
は
、
中
国
知
識
人
に
普
遍
的
な
精
神
風
土
か
ら

自
由
に
な
る
た
め
の
手
段
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
は
、
詩
題
の
示
す
よ
う
に
、「
わ
た
し
た
ち
」
の
新
し
い

「
出
発
」
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

段
従
学
氏
は
「
出
発
」
の
「
神
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。「
穆

旦
の
詩
に
見
え
る
宗
教
意
識
は
、
詩
人
に
内
在
す
る
宗
教
的
信
仰
心

か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
く
、
醜
悪
と
暗
黒
に
満
ち
た
現
実
の
重
圧

を
乗
り
越
え
る
た
め
の
一
種
の
方
法
で
あ
り
策
略
で
あ
〉
19
〈

る
」。
段
従

学
氏
の
解
釈
か
ら
、
知
性
に
対
す
る
穆
旦
の
批
評
的
態
度
を
読
み
と

る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
神
」
を
現
実
認
識
の
方
法
と
し
て
理
解
す

る
点
で
は
、
本
稿
の
理
解
に
一
致
す
る
。

三
　「
神
」
の
出
現
─
─「
隠
現
」

　

一
九
四
二
年
三
月
、
穆
旦
は
い
よ
い
よ
中
国
遠
征
軍
の
一
員
と
し

て
従
軍
す
る
。
そ
の
動
機
を
の
ち
に
語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、「
大
学

で
英
語
を
教
え
て
も
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
教
師
は
向
い
て
い
な
い
と

思
っ
た
。
そ
れ
に
詩
人
に
な
り
た
か
っ
た
。
大
学
の
生
活
は
あ
ま
り

に
単
調
で
、
刺
激
に
乏
し
い
。
な
ら
ば
従
軍
し
て
軍
隊
生
活
を
体
験

す
る
の
も
悪
く
な
い
、
抗
日
も
で
き
る
と
思
っ
〉
20
〈

た
」
と
い
う
。
と
こ

ろ
が
、
実
際
に
は
、
穆
旦
の
予
想
を
遥
か
に
上
回
る
事
態
が
待
ち
受

け
て
い
た
。
作
戦
上
の
失
敗
に
よ
り
大
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
穆

旦
は
ビ
ル
マ
の
フ
ー
コ
ン
渓
谷
で
の
死
の
彷
徨
の
末
、
九
死
に
一
生

を
得
て
、
命
か
ら
が
ら
イ
ン
ド
に
た
ど
り
着
く
。
こ
の
間
の
穆
旦
の

経
験
を
伝
え
る
伝
記
的
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ

の
実
情
を
わ
ず
か
に
窺
う
こ
と
の
で
き
る
の
が
、
前
引
し
た
王
佐
良

の
論
文
で
あ
〉
21
〈

る
。

　
　

日
本
人
が
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
く
る
が
、
彼
の
馬
は
倒

れ
、
伝
令
兵
は
死
ん
だ
。
亡
く
な
っ
た
戦
友
の
見
開
い
た
眼
に
、

幾
日
追
い
か
け
ら
れ
た
か
知
れ
な
い
。
熱
帯
の
毒
気
を
含
む
雨

に
、
彼
の
足
は
腫
れ
あ
が
っ
た
。
こ
れ
ま
で
人
が
こ
こ
ま
で
疲
れ

る
と
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
に
疲
れ
、
時
間
の
│
│
さ
ら

に
ほ
と
ん
ど
空
間
の
│
│
外
に
放
逐
さ
れ
た
。
フ
ー
コ
ン
渓
谷
の

森
林
の
暗
が
り
と
静
寂
が
、
日
一
日
と
重
く
の
し
か
か
り
、
も
う

こ
れ
以
上
我
慢
で
き
な
く
な
り
、
致
命
的
な
下
痢
に
か
か
り
、

バ
ッ
タ
や
恐
る
べ
き
大
き
さ
の
蚊
に
噛
ま
れ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら

の
ほ
か
に
、
発
狂
し
そ
う
に
な
る
飢
え
が
あ
る
。
彼
は
一
時
八
日
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の
長
き
に
わ
た
り
兵
糧
を
断
た
れ
た
。

　

穆
旦
は
、
抗
日
戦
争
勝
利
後
、
フ
ー
コ
ン
渓
谷
で
の
死
の
彷
徨
に

取
材
し
た
長
篇
詩
「
森
林
之
魅
」（
一
九
四
五
年
九
月
）
を
執
筆
す

る
ま
で
、
こ
の
過
酷
な
従
軍
体
験
を
、
直
接
詩
に
書
く
こ
と
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。「
生
き
の
び
る
」（
原
題
「
活
下
去
」

一
九
四
四
年
九
月
）、「
線
上
」（
原
題
「
線
上
」
一
九
四
五
年
二

月
）、「
囲
ま
れ
た
者
」（
原
題
「
被
囲
者
」
一
九
四
五
年
二
月
）
な

ど
、
明
ら
か
に
戦
場
体
験
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
詩
題
の

詩
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
詩
が
実
際
に
記
し
て
い
る
の

は
、
戦
場
で
は
な
く
、
現
実
の
生
活
で
あ
〉
22
〈

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
〇
年
、
そ
れ
ま
で
一
九
四
七
年
の
作
と
考
え

ら
れ
て
い
た
「
隠
現
」
の
初
出
誌
が
発
見
さ
れ
、「
隠
現
」
の
創
作

年
が
一
九
四
三
年
に
遡
る
こ
と
が
清
華
大
学
の
解
志
熙
氏
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
〉
23
〈

た
。
こ
の
発
見
に
よ
り
、
戦
争
体
験
を
直
接
反
映
し

た
穆
旦
最
初
の
詩
は
、「
隠
現
」
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。「
隠

現
」
は
、
第
一
部
「
伝
道
」、
第
二
部
「
歴
程
」、
第
三
部
「
神
へ
の

祈
り
」
の
三
部
構
成
、
全
二
一
六
行
か
ら
な
る
穆
旦
最
長
の
詩
で
あ

る
。
第
二
部
「
歴
程
」
全
五
章
（
章
立
て
は
な
い
が
五
つ
の
部
分
か

ら
構
成
さ
れ
、
う
ち
四
つ
の
部
分
に
は
題
も
付
け
ら
れ
て
い
る
）
の

う
ち
第
二
章
に
あ
た
る
「
恋
人
の
告
白
」（
全
二
聯
）
の
第
二
聯

は
、
以
下
の
如
く
で
あ
〉
24
〈

る
。

　

そ
の
全
て
は
戦
争
に
あ
る
、
愛
す
る
者
よ

　

そ
の
真
と
取
り
代
え
た
偽
り
、
偽
り
と
取
り
代
え
た
真

　

我
と
無
我
、
そ
の
全
て
の
血
の
流
出
は

　

す
で
に
時
間
と
と
も
に
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
立
ち
止
ま
る
勝
利
の
輝
き
は
い
ず
れ
も

　

輝
か
し
く
は
あ
る
が
、
わ
た
し
が
つ
い
に
戦
争
か
ら
帰
還
し

　

心
の
奥
底
を
あ
な
た
に
捧
げ
た
と
き
、
愛
す
る
者
よ

　

な
ぜ
そ
の
全
て
の
光
輝
く
も
の
が
わ
た
し
を
頂
き
の
暗
黒
に
導
き

　

岡
に
腰
か
け
静
か
に
涙
に
く
れ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
勝
利
」
か
ら
は
程
遠
い
、
沈
鬱
な
詩
句
の
展
開
か
ら
は
、

フ
ー
コ
ン
渓
谷
の
凄
惨
な
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
は
難
し
く
な
い

だ
ろ
う
。
真
偽
の
顛
倒
し
た
世
界
に
お
い
て
、
お
び
た
だ
し
い
流
血

に
よ
り
得
ら
れ
た
勝
利
の
輝
き
は
、
歓
呼
を
も
た
ら
さ
ず
、
人
を
立

ち
止
ま
ら
せ
、
暗
黒
に
導
き
、
静
か
に
涙
に
く
れ
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
な
ぜ
」
の
一
語
が
、
穆
旦
の
「
戦
争
」
に
対
す
る
承
服

し
が
た
い
心
理
的
葛
藤
を
反
映
し
、
第
三
部
の
「
神
」
へ
の
祈
り
を

用
意
す
る
。
第
三
部
「
神
へ
の
祈
り
」（
全
十
二
聯
）
の
第
一
聯
と

最
後
の
二
聯
を
見
て
み
よ
う
。

　

あ
な
た
を
探
し
求
め
る
と
き　

主
よ　

忍
耐
と
喜
び
を
与
え
て
ほ

し
い

　

誰
が
無
視
で
き
る
だ
ろ
う
か　

挫
折
は
そ
の
た
び
に
一
歩
ず
つ
わ
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た
し
た
ち
を
あ
な
た
に
近
づ
け
る

　

わ
た
し
た
ち
は
失
敗
し
て
は
じ
め
て
ま
す
ま
す
あ
な
た
の
無
謬
と

完
全
を
感
じ
と
る

　

わ
た
し
た
ち
は
ぐ
る
り
と
遠
回
り
し
て
や
っ
と
ど
の
方
角
か
ら
も

あ
な
た
と
溶
け
あ
う
こ
と
が
で
き
る

　
（
中
略
）

　

泣
こ
う
と
し
て
も
も
う
涙
が
枯
れ
て
い
た

　

笑
お
う
と
し
て
も
も
う
声
が
出
な
か
っ
た

　

愛
そ
う
と
し
て
も
も
う
無
一
物
だ
っ
た

　

も
し
わ
た
し
た
ち
が
荒
地
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
露
の
潤
い
を
得

ら
れ
な
い
な
ら

　

も
し
わ
た
し
た
ち
が
聡
明
さ
の
愚
昧
に
浸
っ
た
ま
ま
、
目
覚
め
な

い
な
ら

　

主
よ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
戦
争

　

あ
ま
り
に
多
く
の
不
満
足
、
あ
ま
り
に
多
く
の
生
の
中
の
死
と
死

の
中
の
生
を
見
た
が
ゆ
え
に

　

わ
た
し
た
ち
は
あ
ま
り
に
多
く
の
分
裂
、
陰
謀
、
冷
酷
、
計
略
、

報
復
を
持
ち
合
わ
せ

　

こ
れ
ら
の
全
て
が
わ
た
し
た
ち
を
も
う
一
方
の
極
に
押
し
や
る
が

ゆ
え
に
、
わ
た
し
た
ち
は

　

忽
然
と
身
を
翻
し
、
あ
な
た
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

　

今
が
そ
の
時
だ
、
こ
こ
に
曲
解
さ
れ
た
生
命
が
あ
る

　

ど
う
か
お
導
き
下
さ
い
、
こ
こ
に
引
き
裂
か
れ
た
心
が
あ
る

　

ど
う
か

　

主
よ
、
最
も
低
い
所
へ
来
て
わ
た
し
た
ち
を
最
も
高
い
所
に
引
き

上
げ
て
く
だ
さ
い
…
…

　

穆
旦
の
詩
の
中
で
宗
教
性
の
最
も
濃
厚
な
「
隠
現
」
の
評
価
は
、

真
っ
二
つ
に
割
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
隠
現
」
の
再
評
価
に
道
を

開
い
た
解
志
熙
氏
の
解
釈
で
あ
〉
25
〈

る
。
解
志
熙
氏
は
、
ま
ず
、
穆
旦
が

戦
争
体
験
を
経
て
、
人
知
を
超
越
し
た
「
神
」
の
救
済
を
求
め
る
に

至
っ
た
穆
旦
の
精
神
の
歴
程
を
辿
っ
た
あ
と
、
穆
旦
が
個
人
の
禍
福

を
捨
て
、「
神
」
に
よ
り
人
類
の
救
済
を
求
め
よ
う
と
す
る
高
邁
な

精
神
を
高
く
評
価
し
、
併
せ
て
修
辞
上
、
構
成
上
の
問
題
点
に
つ
い

て
も
指
摘
す
る
。

　

一
方
、
段
従
学
氏
は
、「
隠
現
」
に
「
神
に
よ
る
調
和
」（
原
文
「
神

性
的
和
諧
」）
を
認
め
、
こ
う
評
価
す
る
。「
穆
旦
の
宗
教
意
識
は

「
隠
現
」
に
お
い
て
最
も
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
宗
教
意
識
は
表
面
的
に
現
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、「
出
発
」
に

お
い
て
表
現
さ
れ
た
よ
う
な
、
沈
潜
し
詩
人
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
生

命
体
験
と
は
化
し
て
い
な
〉
26
〈

い
」。
つ
ま
り
、「
神
」
の
調
和
の
と
れ
た

世
界
へ
の
祈
り
に
は
、
穆
旦
の
内
省
が
欠
落
し
て
お
り
、
穆
旦
の

「
神
」
へ
の
思
考
は
「
出
発
」
以
降
、
深
め
ら
れ
て
い
な
い
と
判
断

し
、
こ
の
詩
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
両
極
端
の
評
価
を
見
据
え
た
上
で
、「
隠
現
」
の
「
神
」
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
確

認
す
べ
き
は
、「
出
発
」
の
「
神
」
と
「
隠
現
」
の
「
神
」
と
の
異
同
で

あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
出
発
」
の
「
わ
た
し
た
ち
」
は
、

「
神
」
に
対
し
て
極
め
て
冷
静
で
あ
り
、「
出
発
」
の
「
神
」
は
、「
わ

た
し
た
ち
」
に
そ
の
「
計
画
」
を
看
破
さ
れ
た
、
方
法
と
し
て
の

「
神
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、「
隠
現
」
の
「
わ
た
し
た
ち
」
に
は
、
も
は
や
「
神
」
に

対
す
る
冷
静
な
視
線
は
存
在
し
な
い
。「
わ
た
し
た
ち
」
の
罪
業
が

す
っ
か
り
暴
か
れ
、
自
己
回
復
が
望
め
な
く
な
っ
た
と
き
、
忽
然
と

身
を
翻
し
て
「
神
」
の
方
へ
向
き
直
り
、「
神
」
が
「
曲
解
さ
れ
た

生
命
」
や
「
引
き
裂
か
れ
た
心
」
を
掬
い
あ
げ
て
く
だ
さ
る
の
を
祈

る
の
み
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
た
ち
」
が
「
神
」
に
帰
依
す
る
過
程
も
、
二
篇
の
詩
で

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
出
発
」
の
「
わ
た
し
た
ち
」
は
与
え
ら

れ
た
現
実
を
冷
静
に
把
握
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
努
め
た
結

果
、「
神
」
へ
の
帰
依
に
た
ど
り
着
く
。
一
方
、「
隠
現
」
で
は
、
度

重
な
る
挫
折
や
失
敗
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
た
ち
」
は
自
ず
か
ら
に
神

に
近
づ
く
。「
わ
た
し
た
ち
」
は
す
で
に
「
わ
た
し
た
ち
」
の
限
界

が
い
や
と
い
う
ほ
ど
身
に
沁
み
て
分
か
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

「
神
」
へ
の
祈
り
と
救
い
に
活
路
を
見
出
す
ほ
か
、
取
る
べ
き
手
段

が
な
く
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
段
従
学
氏
が
「
隠
現
」
の
結
末
を

「
神
に
よ
る
調
和
」
と
評
す
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　

で
は
、「
出
発
」
と
「
隠
現
」
に
見
え
る
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う

に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
第
一
に
、
穆
旦
の
戦
争
体
験
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
体
験
が
酸
鼻
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の

通
り
で
あ
る
。「
隠
現
」
の
「
神
」
の
表
現
に
は
、
過
酷
な
戦
場
か

ら
の
生
還
者
が
し
ば
し
ば
抱
え
込
む
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
の
影
が
見

え
、
そ
の
た
め
「
出
発
」
に
あ
る
冷
静
さ
を
働
か
せ
る
余
裕
が
失
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
も
し
わ
た
し
た
ち
に
彼

〔
神
、
引
用
者
注
〕
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
／
も
し
わ
た
し
た
ち

に
見
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
」
と
い
う
焦
燥
感
に
満
ち
た
フ
レ
ー
ズ

が
繰
り
返
さ
れ
（
第
二
部
「
歴
程
」
に
お
い
て
三
度
）、「
神
」
へ
の

渇
望
が
表
明
さ
れ
た
あ
と
、「
あ
あ
、
使
徒
た
ち
の
あ
の
嬉
し
さ
■

と
い
う
の
も
あ
な
た
〔
神
〕
を
見
た
か
ら
／
逆
境
に
次
ぐ
逆
境
も
■

彼
ら
を
征
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
／
彼
ら
は
こ
ん
な
に
も
嬉

し
そ
う
だ
／
彼
ら
は
清
ら
か
な
心
を
汚
泥
の
中
に
投
じ
な
が
ら
／
ま

る
で
河
で
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
戯
れ
る
子
ど
も
の
よ
う
で
あ
る
」

（
第
三
部
「
神
へ
の
祈
り
」
第
四
聯
）
と
詠
わ
れ
る
。「
神
」
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
「
わ
た
し
た
ち
」
は
、「
神
」
を
見
た
「
使
徒
」

が
逆
境
に
い
さ
さ
か
も
挫
け
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
嬉
々
と
し
て
は

し
ゃ
ぐ
姿
に
、
羨
望
と
嫉
妬
を
禁
じ
得
な
い
。
ま
た
、
そ
の
詩
句
の

表
現
も
、
一
時
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
い
た
漸
増
的
手
法
に
よ
り
極
め
て

情
緒
的
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
穆
旦
が
戦
争
体
験
を
ほ
と
ん
ど
語
ろ
う

と
し
な
か
っ
た
事
実
や
（
王
佐
良
論
文
）、
イ
ン
ド
よ
り
帰
国
後
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（
一
九
四
三
年
一
月
）、
西
南
聯
合
大
学
に
復
職
せ
ず
、
様
々
な
職
を

転
々
と
し
て
不
安
定
な
生
活
が
続
い
た
こ
と
な
ど
も
、
精
神
的
ス
ト

レ
ス
と
の
関
連
を
疑
わ
せ
〉
27
〈

る
。

　

継
い
で
考
え
る
べ
き
は
、「
隠
現
」
以
降
の
穆
旦
の
詩
に
現
れ
る

「
神
」
の
系
譜
を
ト
レ
ー
ス
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
一
九
四
三
年
か
ら
四
九
年
の
建
国
ま
で
の
穆
旦
の
詩

に
、「
神
」
の
現
わ
れ
る
詩
は
七
篇
あ
る
。
主
な
詩
に
、「
思
い
出
」

（
原
題
「
憶
」
一
九
四
五
年
四
月
）、「
彼
ら
は
亡
く
な
っ
た
」（
原
題

「
他
們
死
去
了
」
一
九
四
七
年
二
月
）、「
神
魔
の
争
い
」（
原
題
「
神

魔
之
争
」
一
九
四
七
年
三
月
）、「
わ
た
し
は
肉
体
を
讃
え
る
」（
原

題
「
我
歌
頌
肉
体
」
一
九
四
七
年
一
〇
月
）、「
詩
」（
原
題
同
じ
、

四
八
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
が
、「
隠
現
」
の
よ
う
に
「
神
」
と
の

親
和
性
の
高
い
詩
は
一
篇
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
こ
れ
ら
の

詩
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
以
前
と
は
異
な
る
「
神
」
の
表
現
が
見

え
る
「
わ
た
し
は
肉
体
を
讃
え
る
」
で
あ
る
。
全
十
聯
の
内
、
最
初

の
三
聯
と
最
後
の
三
聯
を
引
用
す
る
。

　

わ
た
し
は
肉
体
を
讃
え
る　

そ
れ
が
岩
だ
か
ら

　

わ
た
し
た
ち
の
否
定
の
中
の
肯
定
の
島
だ
か
ら

　

わ
た
し
は
あ
の
抑
圧
さ
れ　

蹂
躙
を
受
け

　

ケ
チ
く
さ
く
惜
し
む
人
も
い
れ
ば　

浪
費
す
る
人
も
い
る

　

神
の
よ
う
に
気
高
く　

ウ
ジ
虫
の
よ
う
に
下
劣
な
肉
体
を
讃
え
る

　

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
に
触
れ
た
こ
と
が
な
い

　

そ
れ
を
恐
れ
戒
律
に
よ
り
封
じ
込
め
た

　

し
か
し
そ
れ
は
も
と
も
と
遥
か
な
山
の
花
の
よ
う
に
自
由
で　

埋

蔵
さ
れ
た
石
炭
の
よ
う
に
豊
か
で
平
凡
な
輪
郭
を
表
面
に
露
出

さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

　

そ
れ
は
本
来
種
子
で
あ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
奴
隷
で
は
な
い

　
（
中
略
）

　

こ
の
岩
の
上
に　

わ
た
し
た
ち
と
世
界
の
距
離
が
成
立
す
る

　

こ
の
岩
の
上
に　

自
然
は
そ
の
一
部
を
付
託
す
る

　

風
雨
と
太
陽　

時
間
と
空
間　

こ
れ
ら
は
み
な
大
胆
な
網
に
よ
り

わ
た
し
た
ち
の
懐
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る

　

し
か
し
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
恐
れ　

歪
曲
し　

軟
禁
す
る

　

わ
た
し
た
ち
が
ま
だ
そ
の
命
を
わ
た
し
た
ち
の
命
と
認
め
ず　

そ

の
発
展
を
わ
た
し
た
ち
の
歴
史
に
容
れ
て
い
な
い
か
ら

　

そ
の
秘
密
が
わ
た
し
た
ち
の
所
有
す
る
言
語
の
遥
か
外
に
あ
る
か
ら

　

わ
た
し
は
肉
体
を
讃
え
る　

光
明
が
暗
黒
よ
り
立
ち
あ
が
ろ
う
と

す
る
か
ら

　

あ
な
た
が
沈
黙
し
豊
か
に
な
る
刹
那
こ
そ　

美
の
真
実
で
あ
り
、

わ
た
し
の
神
で
あ
る
か
ら
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こ
の
詩
に
お
け
る
「
神
」
は
、「
わ
た
し
」
の
外
部
に
存
在
す

る
、
知
性
を
超
越
し
た
存
在
で
は
な
い
。「
わ
た
し
」
の
内
部
に

あ
っ
て
、
知
性
の
支
配
を
受
け
ず
、「
言
語
の
遥
か
外
に
あ
る
」「
肉

体
」
で
あ
る
。「
わ
た
し
た
ち
」
は
、「
肉
体
」
に
よ
っ
て
こ
そ
真
の

「
世
界
と
の
距
離
」
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
言
語

に
よ
る
知
性
の
働
き
の
限
界
は
、
こ
の
「
肉
体
」
的
思
考
に
よ
っ
て

の
み
突
破
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
は
、「
出
発
」
で
提
起
さ
れ
た
、
知
性
の
限
界
を
認

識
す
る
方
法
と
し
て
の
「
神
」
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

「
肉
体
」
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
間
の
「
肉

体
」
と
い
う
「
神
」
は
、「
出
発
」
の
「
神
」
が
穆
旦
の
中
で
熟
慮

さ
れ
深
化
し
た
新
た
な
到
達
点
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
隠
現
」
の
後
に
現
れ
る
「
神
」
は
、

直
接
「
隠
現
」
を
受
け
る
と
い
う
よ
り
も
、「
出
発
」
の
「
神
」
を

受
け
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
穆
旦
の
詩
に
お
け
る
「
神
」

の
変
遷
の
中
で
は
、「
隠
現
」
だ
け
が
、
そ
の
「
神
」
と
の
親
和
性

に
お
い
て
孤
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
す
れ
ば
、「
隠
現
」

の
「
神
」
は
、
段
従
学
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
出
発
」
の
「
神
」
に

あ
る
方
法
的
思
考
の
欠
如
態
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
全
く
異

な
る
精
神
的
要
請
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
二
点
を
併
せ
れ
ば
、「
隠
現
」
は
、
穆
旦
が
苛
烈
な
戦
場

体
験
か
ら
来
る
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
軽
減
さ
せ
、
精
神
の
バ
ラ
ン
ス

を
維
持
す
る
た
め
の
代
償
行
為
と
し
て
「
神
」
に
寄
り
ど
こ
ろ
を
求

め
よ
う
と
し
た
精
神
救
済
の
詩
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
〉
28
〈
る
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
「
出
発
」（
一
九
四
三
年
）
か
ら
「
わ
た
し
は
肉
体
を
讃

え
る
」（
一
九
四
七
年
）
に
い
た
る
、
穆
旦
の
「
神
」
の
変
遷
の
要

因
を
考
察
し
て
み
た
い
。
穆
旦
は
、
抗
日
戦
争
勝
利
後
に
な
っ
て
よ

う
や
く
、
自
ら
の
過
酷
な
従
軍
体
験
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
視
点

を
獲
得
し
、「
森
林
之
魅
」（
全
九
聯
）
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

「
森
林
之
魅
」
は
、「
文
明
か
ら
離
れ
、
あ
ま
た
の
敵
か
ら
も
離
れ
」

密
林
を
さ
ま
よ
う
人
の
声
と
、
そ
の
人
を
掌
上
に
見
る
か
の
如
く
俯

瞰
す
る
密
林
の
声
が
交
互
に
現
れ
、
最
後
に
、
著
者
の
分
身
と
思
し

い
声
が
「
弔
い
の
歌
」（
全
四
聯
）
を
歌
う
。
そ
の
最
終
聯
は
、
こ

う
記
さ
れ
て
い
る
。

　

あ
の
忘
れ
去
ら
れ
た
山
に
、
ひ
そ
や
か
に

　

ま
だ
雨
は
降
り
、
な
お
風
は
吹
く

　

歴
史
が
か
つ
て
こ
の
地
を
よ
ぎ
っ
た
こ
と
な
ど
知
る
人
も
な
い
ま
ま

　

残
さ
れ
た
英
霊
が
樹
幹
に
溶
け
込
み
増
殖
し
て
い
る

　

数
多
く
の
戦
死
者
の
魂
を
大
自
然
の
秩
序
に
包
み
込
み
再
生
を
図

る
行
為
は
、
単
な
る
鎮
魂
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
密

林
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々
に
こ
う
歌
い
か
け
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
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今
か
ら
一
緒
に
幻
の
世
界
を
進
ん
で
ゆ
く
／
幻
と
は
全
て
お
前
の
血

の
中
の
紛
争
だ
／
永
遠
の
生
命
が
ま
も
な
く
お
前
を
抱
擁
す
る
だ
ろ

う
／
お
前
の
花
、
お
前
の
葉
、
お
前
の
幼
虫
を
」（
第
五
聯
）。
こ
の

世
の
抗
争
に
齷
齪
す
る
人
間
世
界
を
包
み
込
む
大
自
然
の
秩
序
は
、

悠
久
の
生
命
を
擁
し
、
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
人
の
生
死
を
も
支
配

し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
自
然
の
秩
序
は
、
決
し
て
人
と
無
関
係
で

は
な
い
。
人
の
肉
体
は
、
そ
の
秩
序
の
一
部
を
構
成
し
、
姿
を
変
え

「
増
殖
」
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
の
世
の
紛
争
な
ど
、
暫
時

の
、
う
た
か
た
の
如
き
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
穆
旦
は
「
森
林
之
魅
」

に
お
い
て
、
自
ら
の
戦
争
体
験
を
客
観
化
す
る
と
同
時
に
、
知
性
と

は
異
な
る
、
大
自
然
の
秩
序
に
参
入
す
る
肉
体
独
自
の
論
理
の
存
在

を
認
識
す
る
に
い
た
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
〉
29
〈

る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
認
識
に
い
た
る
よ
り
前
、「
春
」（
一
九
四

二
年
）
や
「
詩
八
首
」（
一
九
四
二
年
）
な
ど
に
見
え
る
穆
旦
独
特

の
肉
体
認
識
が
す
で
に
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え

ば
、「
詩
八
首
」
の
第
四
首
を
見
て
み
よ
う
。「
静
か
に
、
私
た
ち
は

抱
擁
す
る
／
言
葉
の
照
ら
し
出
す
世
界
の
中
で
／
し
か
し
あ
の
未
形

成
の
暗
黒
が
恐
ろ
し
い
／
あ
の
可
能
と
不
可
能
が
わ
た
し
た
ち
を
夢

中
に
さ
せ
る
」
の
三
行
目
「
未
形
成
の
暗
黒
」
は
、
ま
る
で
「
わ
た

し
た
ち
は
肉
体
を
讃
え
る
」
の
中
の
「
わ
た
し
た
ち
」
が
「
そ
れ
を

恐
れ　

歪
曲
し　

軟
禁
す
る
」「
肉
体
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
む

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
育
ん
で
き
て
き
た
が

ゆ
え
に
、
穆
旦
は
、「
出
発
」
の
あ
と
、「
森
林
之
魅
」
を
経
て
「
わ

た
し
た
ち
は
肉
体
を
讃
え
る
」
と
い
う
新
た
な
認
識
に
た
ど
り
着
く

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

二
〇
〇
四
年
以
降
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
穆
旦
及
び
九
葉
詩

派
に
関
す
る
研
究
論
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
関
連
す
る
詩
人
の
研
究

論
文
と
し
て
、
西
槇
偉
訳
「
新
鮮
な
か
わ
き
│
│
中
国
現
代
詩
（
そ

の
二
）
陳
敬
容
『
盈
盈
集
』」（『
文
学
部
論
叢
』
第
一
〇
五
号
、
二

〇
一
四
年
）
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

〈
2
〉 

易
彬
『
穆
旦
評
伝
』
南
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
易
彬

『
穆
旦
年
譜
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
李
怡
・
易

彬
編
『
穆
旦
研
究
資
料
』
上
・
下
、
知
識
産
権
出
版
社
、
二
〇
一
三

年
、
李
方
編
『
穆
旦
詩
文
集
』
増
訂
版
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇

一
四
年
な
ど
。

〈
3
〉 

『
穆
旦
詩
文
集
』
増
訂
版
（
第
一
巻
）
所
収
の
詩
の
末
尾
に
制

作
年
の
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
制
作
年
、
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は

初
出
誌
の
出
版
年
に
随
っ
た
。

〈
4
〉 

穆
旦
「《
慰
労
信
集
》│
│《
魚
目
集
》
説
起
」（『
大
公
報
・
総

合
』（
香
港
版
）
一
九
四
〇
年
四
月
二
八
日
、『
穆
旦
研
究
資
料
』（
前

出
）
所
収
）。
姚
丹
「〝
第
三
条
抒
情
的
路
〞
│
│
新
発
見
的
幾
篇
穆

旦
詩
文
」『
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
』
一
九
九
九
年
第
三
期
、『
穆

旦
研
究
資
料
』（
前
出
）
所
収
、
も
参
照
。

〈
5
〉 
易
彬
『
穆
旦
年
譜
』（
前
出
）
三
九
年
四
月
の
条
（
四
六
頁
）。

汪
曾
祺
「
跑
警
報
」（『
汪
曾
祺
文
集
・
散
文
巻
』
江
蘇
文
芸
出
版
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社
、
一
九
九
三
年
）、
趙
瑞
蕻
「
南
岳
山
中
、
蒙
自
湖
畔
│
│
記
穆

旦
、
并
憶
西
南
聯
大
」（『
穆
旦
研
究
資
料
』（
前
出
）
所
収
）
な
ど
も

参
照
。

〈
6
〉 
「
防
空
壕
の
抒
情
詩
」
の
第
三
聯
、
第
六
聯
は
、
解
釈
が
分
か

れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
聯
が
連
続
し
た
情
景
で
あ
る
こ
と
は
い
ず

れ
の
解
釈
に
も
共
通
す
る
。
⑴
佐
藤
普
美
子
訳
（「（
精
読
）
穆
旦

「
防
空
壕
の
抒
情
詩
」」『
中
国
語
』
四
九
四
号
、
二
〇
〇
一
年
三

月
）。
第
三
聯
は
、
亡
者
が
捕
ま
え
ら
れ
、
皮
を
剥
が
れ
、
焼
か

れ
、
道
士
の
声
を
聞
く
。
七
行
目
の
「
亡
骸
」
は
亡
者
の
「
亡
骸
」。

第
六
聯
は
、
一
行
目
の
「
亡
骸
」
と
二
行
目
の
「
彼
」
は
と
も
に
道

士
を
指
す
。
⑵
代
琦
「
従
洞
裏
到
洞
外
│
│
解
読
《
防
空
洞
的
抒
情

詩
》」（『
中
国
現
代
詩
導
読
』
穆
旦
巻
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇

〇
七
年
）。
第
三
聯
は
、
亡
者
が
道
士
を
捕
ま
え
、
皮
を
剥
ぎ
、
火

で
焼
き
、
道
士
の
声
を
聞
く
。
七
行
目
の
「
亡
骸
」
は
道
士
の
亡

骸
。
第
六
聯
は
、
一
行
目
の
「
亡
骸
」
と
二
行
目
の
「
彼
」
は
と
も

に
道
士
を
指
す
。
⑶
筆
者
訳
。
第
三
聯
は
、
亡
者
が
捕
ま
え
ら
れ
、

皮
を
剥
が
れ
、
焼
か
れ
、
道
士
の
声
を
聞
く
。
第
六
連
は
、
一
行
目

は
亡
者
、
二
行
目
の
「
彼
」
は
道
士
。

〈
7
〉 

梁
秉
鈞
「
穆
旦
与
現
代
的
〝
我
〞」（『
穆
旦
研
究
資
料
』（
前
出
）

所
収
）
は
、「
防
空
壕
の
抒
情
詩
」
が
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の

「
Ｊ
・
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
プ
ル
ー
フ
ロ
ッ
ク
の
恋
歌
」
の
詩
法
に

倣
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
こ
う
述
べ
る
。「「
防
空
壕
の
抒

情
詩
」
は
一
人
称
叙
事
で
始
ま
る
。
会
話
を
並
べ
る
際
に
は
「
あ
る

人
が
言
っ
た
」
と
い
う
語
を
用
い
、
自
己
と
他
者
の
区
別
を
明
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
詩
の
「
わ
た
し
」
は
次
第
に
信
頼
で
き
な
く
な

り
、
最
後
に
は
「
わ
た
し
」
の
死
が
書
か
れ
、
詩
の
「
わ
た
し
」
が

十
分
に
虚
構
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
し
め
て
い

る
」。
梁
秉
鈞
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
」
は
「
英
雄

で
も
な
け
れ
ば
、
世
界
を
変
え
る
力
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
わ
け
で

も
な
く
、
存
在
す
る
物
に
制
約
さ
れ
て
い
る
」
存
在
で
あ
っ
て
、
こ

う
し
た
「
現
代
的
な
「
我
」
は
、
比
較
的
複
雑
な
反
省
を
示
し
て
い

る
」。
一
方
、
曹
元
勇
「
穆
旦
詩
中
的
守
夜
人
」（『
穆
旦
研
究
資
料
』

（
前
出
）
所
収
）
は
、
丹
薬
を
煉
る
道
士
が
現
わ
れ
る
妄
想
を
、「
凡

庸
な
大
衆
世
界
に
対
す
る
拒
絶
と
否
定
」
で
あ
る
と
み
な
し
、「
こ

の
詩
の
末
尾
で
、
穆
旦
が
抒
情
主
体
に
荒
唐
無
稽
な
結
末
を
与
え
て

い
る
の
は
、
再
度
彼
と
外
部
の
現
実
世
界
と
が
相
入
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、「
わ

た
し
」
は
大
衆
か
ら
孤
立
し
た
、
自
ら
を
疑
う
こ
と
の
な
い
「
英

雄
」
と
な
る
。
張
同
道
「
帯
電
的
肉
体
与
搏
闘
的
霊
魂
│
│
穆
旦
」

（
同
上
）
な
ど
も
、
ほ
ぼ
曹
元
勇
氏
と
同
様
の
解
釈
で
あ
る
。

〈
8
〉 

王
暁
明
「
一
份
雑
誌
和
一
個
〝
社
団
〞
│
│
重
評
五
四
文
学
伝

統
」、
王
暁
明
主
編
『
批
評
空
間
的
開
創
│
│
二
十
世
紀
中
国
文
学

研
究
』
東
方
出
版
中
心
、
一
九
九
八
年
、
二
〇
二
頁
。

〈
9
〉 

王
佐
良
「
一
個
中
国
詩
人
」『
穆
旦
詩
集
（
一
九
三
九

－

一
九

四
五
）』（
自
印
）
の
付
録
。

〈
10
〉 

吉
川
幸
次
郎
「
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
人
生
観
」『
吉
川
幸
次

郎
全
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
一
〇
、
一
一
一
頁
。

〈
11
〉 
牧
陽
一
「
三
〇
年
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
行
方
│
│
決
瀾
社
・
中
華

独
立
美
術
協
会
」（『
転
形
期
に
お
け
る
中
国
の
知
識
人
』
汲
古
書

院
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
は
、「
理
智
が
予
め
設
計
し
た
産
物
」
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と
し
て
の
芸
術
と
は
異
な
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
が
三
〇
年
代

の
中
国
に
も
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か

し
、
一
見
、
知
性
か
ら
の
逸
脱
に
見
え
な
が
ら
、
よ
り
高
度
な
社
会

性
を
伴
う
こ
の
芸
術
運
動
が
、
三
〇
年
代
の
中
国
で
は
、
不
十
分
に

し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
る
牧
氏
の
論
は
、
や
は

り
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
施
蟄
存
「
魔
道
」（『
小
説
月
報
』
一

九
三
一
年
第
九
期
）
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
非
理
性
的
存
在
に

よ
る
近
代
精
神
の
揺
ら
ぎ
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
施
蟄

存
は
、
ほ
ぼ
六
〇
年
後
に
当
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。

「「
魔
道
」 

は
私
の
一
つ
の 

「
頂
点
」 

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
以
降

さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
勇
気
が
な
く
、「
人
々
か
ら
の
非
難
を
う
け

る
」
状
況
の
下
、
創
作
の
方
向
を
変
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
も

し 

「
魔
道
」 

の
道
を
歩
み
続
け
て
い
た
ら
、「
不
条
理
小
説
」
と
な
っ

て
、
ま
す
ま
す
人
か
ら
理
解
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
批
判
を
受
け
て
い
た

こ
と
だ
ろ
う
」（
楊
迎
平
「
施
蟄
存
関
於
《
魔
道
》
的
一
封
信
」『
新

文
学
史
料
』
二
〇
一
一
年
第
二
期
）。
こ
こ
に
も
知
性
の
尊
重
か
ら

の
逸
脱
を
忌
避
す
る
態
度
が
窺
え
よ
う
。
中
野
徹
「“
鬼
”
に
な
り

そ
こ
な
っ
た
男
│
│
精
神
分
析
小
説
「
魔
道
」
に
見
え
る
“
鬼
”
の

論
理
」（『
野
草
』
第
九
一
号
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

〈
12
〉 

「
上
帝
」、「
主
」
な
ど
の
現
わ
れ
る
詩
を
執
筆
時
間
に
随
い
リ

ス
ト
に
す
る
と
以
下
の
通
り
（
夜
神
、
神
州
な
ど
は
省
く
）。
①
一

九
四
〇
年
二
月
「
蛇
的
誘
惑
│
│
小
資
産
階
級
的
手
勢
之
一
」、
②

一
九
四
一
年
一
月
「
潮
汐
」、
③
一
九
四
一
年
三
月
「
我
向
自
己

説
」、
④
一
九
四
一
年
一
一
月
「
控
訴
」、
⑤
一
九
四
一
年
一
二
月

「
黄
昏
」、
⑥
一
九
四
二
年
二
月
「
詩
八
首
」、
⑦
一
九
四
二
年
二
月

「
出
発
」、
⑧
一
九
四
二
年
三
月
「
傷
害
」、
⑨
一
九
四
三
年
三
月

「
祈
神
二
章
」、
⑩
一
九
四
三
年
三
月
「
隠
現
」、
⑪
一
九
四
五
年
四

月
「
憶
」、
⑫
一
九
四
五
年
五
月
「
甘
地
」、
⑬
一
九
四
五
年
七
月

「
七
七
」、
⑭
一
九
四
七
年
二
月
「
他
們
死
去
了
」、
⑮
一
九
四
七
年

三
月
「
神
魔
之
争
」、
⑯
一
九
四
七
年
一
〇
月
「
我
歌
頌
肉
体
」、
⑰

一
九
四
八
年
四
月
「
詩
」。

〈
13
〉 

呉
允
淑
「
穆
旦
的
詩
歌
想
像
与
基
督
教
話
語
」『
中
国
現
代
文

学
研
究
叢
刊
』
二
〇
〇
〇
年
第
一
期
、『
穆
旦
研
究
資
料
』（
前
出
）

所
収
。

〈
14
〉 

解
志
煕
「
一
首
不
尋
常
的
長
詩
之
短
長
│
│
《
隠
現
》
的
版
本

与
穆
旦
的
寄
託
」『
新
詩
評
論
』
総
第
一
二
輯
、
二
〇
一
〇
年
。

〈
15
〉 

王
佐
良
「
一
個
中
国
詩
人
」（
前
出
）。

〈
16
〉 

中
国
遠
征
軍
の
ビ
ル
マ
戦
線
へ
の
出
動
に
至
る
経
緯
は
、
秋
吉

久
紀
夫
「
ビ
ル
マ
戦
線
の
穆
旦
│
│
詩
「
森
林
の
魑
魅
」
の
主
題
」

（
秋
吉
久
紀
夫
編
訳
『
穆
旦
詩
集
』
土
曜
美
術
社
、
一
九
九
四
年
、

所
収
）
に
詳
し
い
。

〈
17
〉 

「
出
発
」
原
文
：「
告
訴
我
們
和
平
又
必
需
殺
戮
、
／
而
那
可
厭

的
我
們
先
得
去
歡
喜
。
／
知
道
了
〝
人
〞
不
夠
、
我
們
再
學
習
／
蹂

躪
它
的
方
法
、
排
成
機
械
的
陣
式
、
／
智
力
體
力
蠕
動
著
像
一
群
野

獸
、
／
／
告
訴
我
們
這
是
新
的
美
。
因
為
／
我
們
吻
過
的
已
經
失
去

了
自
由
；
／
好
的
日
子
去
了
、
可
是
接
近
未
來
、
／
給
我
們
失
望
和

希
望
、
給
我
們
死
、
／
因
為
那
死
的
製
造
必
需
摧
毀
。
／
／
給
我
們

善
感
的
心
靈
又
要
它
歌
唱
／
僵
硬
的
聲
音
。
個
人
的
哀
喜
／
被
大
量

製
造
又
該
被
蔑
視
／
被
否
定
、
被
僵
化
、
是
人
生
底
意
義
；
／
在
你

的
計
劃
裏
有
毒
害
的
一
環
、
／
／
就
把
我
們
囚
進
現
在
、
呵
上
帝
！
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／
在
犬
牙
的
甬
道
中
讓
我
們
反
復
／
行
進
、
讓
我
們
相
信
你
句
句
的

紊
亂
／
是
一
個
真
理
。
而
我
們
是
皈
依
的
、
／
你
給
我
們
豐
富
、
和

豐
富
的
痛
苦
。」。

〈
18
〉 
段
従
学
「
論
穆
旦
詩
歌
中
的
宗
教
意
識
」『
内
江
師
範
学
院
学

報
』
二
〇
〇
五
年
第
三
期
、『
穆
旦
研
究
資
料
』（
前
出
）
所
収
、
五

七
七
頁
。

〈
19
〉 

段
従
学
「
論
穆
旦
詩
歌
中
的
宗
教
意
識
」（
前
出
）、
五
八
八
頁
。

〈
20
〉 

穆
旦
「
歴
史
思
想
自
伝
」、
易
彬
『
穆
旦
評
伝
』（
前
出
）、
一
三

〇
頁
所
引
。

〈
21
〉 

王
佐
良
「
一
個
中
国
詩
人
」（
前
出
）。

〈
22
〉 

秋
吉
久
紀
夫
「
ビ
ル
マ
戦
線
の
穆
旦
│
│
詩
「
森
林
の
魑
魅
」

の
主
題
」（
前
出
）
は
、「
自
然
底
夢
」（
四
二
年
）、「
幻
想
底
乗
客
」

（
四
二
年
）
の
一
部
に
も
従
軍
経
験
が
反
映
す
る
と
指
摘
す
る
。
ま

た
、
易
彬
『
穆
旦
評
伝
』（
前
出
）
は
、「
阻
滞
的
路
」（
四
二
年
）、

「
祈
神
二
章
」（
四
三
年
）、「
活
下
去
」（
四
四
年
）
の
一
部
に
も

フ
ー
コ
ン
渓
谷
の
経
験
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

〈
23
〉 

解
志
煕
「
一
首
不
尋
常
的
長
詩
之
短
長
│
│
《
隠
現
》
的
版
本

与
穆
旦
的
寄
託
」（
前
出
）。

〈
24
〉 

本
稿
の
「
隠
現
」
の
引
用
は
、
解
志
煕
氏
の
発
見
し
た
初
出
誌

の
記
載
及
び
解
志
煕
氏
の
校
正
に
拠
る
。「
穆
旦
長
詩
《
隠
現
》
初

刊
本
校
録
」『
新
詩
評
論
』
総
第
一
二
輯
、
二
〇
一
〇
年
。

〈
25
〉 

解
志
煕
「
一
首
不
尋
常
的
長
詩
之
短
長
│
│
《
隠
現
》
的
版
本

与
穆
旦
的
寄
託
」（
前
出
）。

〈
26
〉 

段
従
学
「
論
穆
旦
詩
歌
中
的
宗
教
意
識
」（
前
出
）、
五
八
七
頁
。

〈
27
〉 

秋
吉
久
紀
夫
「
ビ
ル
マ
戦
線
の
穆
旦
│
│
詩
「
森
林
の
魑
魅
」

の
主
題
」（
前
出
）
は
、
穆
旦
帰
国
後
の
沈
黙
を
彼
ひ
と
り
生
還
し

た
罪
悪
感
と
戦
場
の
余
韻
に
よ
る
と
分
析
す
る
（
二
七
六
頁
）。
復

職
・
転
職
問
題
に
つ
い
て
は
、
教
員
が
復
員
し
た
場
合
、
元
の
職
が

必
ず
し
も
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見

や
、
穆
旦
が
昆
明
の
「
も
と
の
生
活
圏
」
を
嫌
が
っ
た
と
い
う
説
も

あ
る
（
易
彬
『
穆
旦
年
譜
』（
前
出
）、
七
四
頁
）。

〈
28
〉 

易
彬
「
従
〝
野
人
山
〞
到
〝
森
林
之
魅
〞
│
│
穆
旦
精
神
歴
程

（
一
九
四
二

－

一
九
四
五
）
考
察
」（『
中
国
現
代
文
学
研
究
叢
刊
』

二
〇
〇
五
年
第
三
期
、『
穆
旦
研
究
資
料
』（
前
出
）
所
収
）
は
、「
隠

現
」
第
二
部
「
歴
程
」
の
第
三
章
に
あ
た
る
「
合
唱
」
の
一
部
を
引

用
し
た
上
で
、「
詩
人
が
「
神
」
に
祈
る
の
は
、
内
心
の
「
恐
れ
」

を
解
消
し
よ
う
と
し
て
で
あ
る
│
│
一
九
四
二
年
の
生
き
る
か
死
ぬ

か
の
経
歴
が
詩
人
の
内
心
に
巨
大
な
死
の
影
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
「
恐
れ
」
を
精
神
的
ト
ラ
ウ
マ
と
解

せ
ば
、
筆
者
の
考
え
に
合
致
す
る
。

〈
29
〉 

徐
鉞
「
抗
日
戦
争
的
終
結
与
穆
旦
的
詩
歌
転
変
」（『
新
詩
評

論
』
総
第
一
八
輯
、
二
〇
一
四
年
）
は
、「
穆
旦
は
決
し
て
単
純
に

戦
争
経
験
か
ら
出
発
し
て
戦
争
と
戦
争
の
背
後
の
人
や
出
来
事
を
風

景
化
し
、
自
然
化
し
た
の
で
は
な
く
、
現
実
生
活
に
対
す
る
理
解
や

戦
後
の
情
況
に
対
す
る
想
像
も
ま
た
そ
の
資
源
と
な
っ
た
の
で
あ

る
」
と
考
え
、「
大
自
然
は
秩
序
を
象
徴
し
、「
英
霊
が
樹
幹
に
溶
け

込
み
増
殖
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、「
社
会
の
公

平
」
を
も
回
復
さ
せ
る
」
の
だ
と
指
摘
す
る
。「
森
林
之
魅
」
が
過

去
へ
の
回
顧
だ
け
で
な
く
、
現
在
へ
の
言
及
で
も
あ
る
と
す
る
点
に

お
い
て
、
筆
者
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
。


