
【
要
旨
】

　
『
故
郷
』
は
中
国
・
日
本
両
国
に
お
い
て
、
長
く
中
学
国
語
教
科
書
に
採
用

さ
れ
、
広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
魯
迅
の
代
表
的
作
品
の
一
つ
で
す
が
、
実
は
、

時
代
の
認
識
の
枠
組
み
、
思
考
の
制
度
を
超
え
た
、
す
こ
ぶ
る
奥
の
深
い
、
謎

を
秘
め
た
難
解
な
作
品
だ
っ
た
の
で
す
。

　
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
は
近
代
的
な
知
識
人
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
日
常

生
活
で
は
三
十
年
前
の
こ
と
を
二
十
年
前
と
間
違
え
る
し
、
か
つ
て
美
貌
を

誇
っ
て
い
た
楊
お
ば
さ
ん
の
気
持
ち
も
閏
土
の
心
の
動
き
も
理
解
出
来
な
い
、

矛
盾
し
た
人
物
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
〈
機
能
と
し

て
の
語
り
手
〉
が
鋭
利
に
し
て
的
確
に
え
ぐ
り
出
し
て
語
っ
て
い
た
の
で
す
。

〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
の
三
十
年
来
、
心
の
支
え
で
あ
っ
た
小
英
雄
閏
土
は
昔

な
が
ら
の
「
偶
像
崇
拝
」
者
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
開
明
的
な
知
識
人
の
「
私
」

も
同
様
だ
っ
た
こ
と
に
末
尾
、
初
め
て
衝
撃
的
に
気
づ
く
の
で
す
。
そ
の
時
で

す
。「
私
」
は
「
希
望
」
と
は
自
身
が
捉
え
て
い
る
出
来
事
の
外
部
に
あ
り
、

そ
れ
が
世
界
を
動
か
す
こ
と
に
思
い
至
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
」
は
希

代
の
認
識
者
と
な
る
の
で
す
。

　
「
鉄
の
部
屋
」
を
脱
す
る
鍵
の
秘
密
、
鍵
は
内
に
あ
っ
て
扉
は
外
か
ら
開
き

ま
す
。
こ
の
作
品
は
こ
の
世
界
観
認
識
の
転
換
の
鍵
を
渡
し
て
く
れ
る
の
で

す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

二
十
年
三
十
年
問
題
、「
深
シ
ュ
ン

藍ラ
ン

色ソ
ー

」
の
空
／「
紺
碧
の
空
」、〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉、

魯
迅
『
故
郷
』
の
秘ひ

鑰や
く
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〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉、〈
第
三
項
〉
＝
了
解
不
能
の
《
他
者
》、「
鉄
の
部
屋
」

は
じ
め
に

魯
迅
作
『
故
郷
』
は
一
九
二
一
年
五
月
、
雑
誌
『
新
青
年
』
第
九
巻
第
一
号

に
発
表
さ
れ
、
魯
迅
最
初
の
小
説
集
『
吶
喊
』（
北
京
・
新
潮
社
、
一
九
二
三
・
八
）

に
収
録
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
『
故
郷
』
は
中
国
・
日
本
の
双
方
で
長
年
に
亘
っ

て
中
学
国
語
教
科
書
の
安
定
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
も
あ

り
、
少
年
少
女
を
含
め
た
幅
広
い
読
者
を
持
ち
、
魯
迅
の
代
表
作
の
一
つ
に
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
作
品
は
中
国
の
現
在
と
は
社
会
制
度
の
異
な
る
百
年
も
昔

の
話
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
一
見
、
複
雑
で
も
、
難
解
で
も
、
不
可
解

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
分
か
り
や
す
く
親
し
み
や
す
い
、
我
々
の
日
常
の

暮
ら
し
で
感
じ
る
感
覚
の
延
長
に
あ
る
と
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

本
稿
は
既
に
論
じ
た
四
つ
の
拙
稿
①
「
虚
妄
の
希
望
・
虚
妄
の
絶
望

―

『
故
郷
』
の
〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『
文
学
の
力
×
教
材
の

力　

中
学
校
編
３
年
』
二
〇
〇
一
・
六
、
教
育
出
版
、
８-
24
頁
）、
②
「〈
語
り
〉
の

領
域

―
魯
迅
作
『
故
郷
』
の
読
み
を
例
に
し
て

―
」（『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』

№
369
、
二
〇
〇
三
・
一
、
28- 

33
頁
）、
③
「
奇
跡
の
名
作
、
魯
迅
『
故
郷
』
の
力

―
大
森
哲
学
と
の
出
会
い
、
多
層
的
意
識
構
造
の
な
か
の
〈
語
り
手
〉」（『
日

本
文
学
』
第
62
巻
第
２
号
、
二
〇
一
三
・
二
、
36-

49
頁
）、
④
「
続
〈
主
体
〉
の
構
築

―
魯
迅
の
『
故
郷
』
再
々
論
」（『
国
語
教
育
思
想
研
究
』
第
８
号
、
二
〇
一
四
・
五
、

19-

30
頁
）
を
ベ
ー
ス
に
し
て
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
す
。
今
回
『
故
郷
』

を
改
め
て
読
み
直
し
て
、
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
原
理
論
に
基
づ
く
世
界
観

認
識
の
転
換
を
こ
の
『
故
郷
』
が
要
求
し
て
い
る
と
確
信
し
ま
し
た
。
本
稿
の

『
故
郷
』
の
新
た
な
「
読
み
方
」
を
通
し
て
、
日
本
に
限
ら
な
い
、〈
近
代
小
説
〉

の
読
み
方
、
現
在
の
研
究
状
況
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。こ

の
『
故
郷
』
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
、
こ
こ
で
は
二
人
の
研

究
者
、
国
語
教
育
界
を
代
表
し
て
田
近
洵
一
氏
、
近
代
文
学
研
究
界
を
代
表
し

て
魯
迅
文
学
研
究
者
藤
井
省
三
氏
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
を
取
り
上
げ
ま
す
。

二
十
年
前
の
拙
稿
①
に
は
論
の
後
、
付
録
「
所
感
交
感　

新
し
い
研
究
分
野

の
開
拓

―
田
近
洵
一
さ
ん
へ
」
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
収
録
し
た
前

掲
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力　

中
学
校
編
３
年
』
に
は
、
田
近
洵
一
氏
の
論
考

「
魯
迅
『
故
郷
』
に
お
け
る
人
間
追
求

―
反
転
す
る
人
間
理
解
」
と
「
所
感

交
感　

語
り
手
「
私
」
の
視
点
か
ら
の
自
己
覚
醒
の
物
語
」
が
あ
り
、
田
近
氏

は
そ
の
「
所
感
交
感
」
で
、「「
私
」
は
、閏
土
と
の
間
に
存
在
す
る
差
別
を
、「
悲

し
む
べ
き
厚
い
壁
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
、
悲
し
み
な
が
ら
も
受
け
入
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
差
別
の
存
在
を
動
か
し
が
た
い
社
会
的
事
実
と
し
て
是
認
し

て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
の
み
な
ら
ず
、『
故
郷
』
を
結
論
と
し
て
「
差

別
小
説
」
と
批
判
す
る
諸
論
に
共
感
、
賛
同
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
小

説
の
結
末
の
出
郷
の
船
上
で
の
場
面
、「
希
望
と
い
う
考
え
が
う
か
ん
だ
」
と

き
、「
私
は
ど
き
っ
と
し
た
」
と
い
う
箇
所
に
、「「
私
」
の
自
己
相
対
化
か
ら

自
己
覚
醒
へ
の
契
機
を
見
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
に
語
り
手
「
私
」
を
読
む
こ
と

の
意
味
も
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
」、
こ
れ
は
差
別
小
説
で
は
な
く
、
そ
の
「
逆

の
結
論
に
達
し
て
い
」
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
田
近
氏
は
何
故
、
差

別
小
説
と
評
す
る
説
に
賛
同
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
し
ょ
う
か
。
氏
の
論
に
こ
の

よ
う
な
矛
盾
を
残
す
の
は
、
こ
の
小
説
自
体
が
見
か
け
と
は
ま
る
で
違
っ
て
、

実
は
分
か
り
に
く
い
〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
・
仕
掛
け
〉
が
隠
れ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

拙
稿
①
の
前
に
は
、
既
に
藤
井
省
三
氏
の
著
書
『
魯
迅　
「
故
郷
」
の
風
景
』
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（
一
九
八
六
・
一
〇
、
平
凡
社
）、『
魯
迅
「
故
郷
」
の
読
書
史
』（
一
九
九
七
・
一
一
、

創
文
社
）
が
あ
り
、『
故
郷
』
の
時
代
背
景
に
関
し
て
は
多
く
教
え
ら
れ
、
参
照

さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

②
の
七
年
後
二
〇
一
〇
年
に
は
、「
座
談
会
「
故
郷
」
の
〈
文
脈
〉
を
掘
り

起
こ
す
」（
司
会
馬
場
重
行
、
参
加
者
中
村
龍
一
・
藤
井
省
三
・
高
木
ま
さ
き
・
田
中
実
、

四
月
二
日
開
催
、『
日
本
文
学
』
第
59
巻
第
8
号
、
二
〇
一
〇
・
八
、
2-

34
頁
）
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
座
談
会
の
討
議
を
踏
ま
え
た
藤
井
氏
は
そ
の
五
年
後
、「
松
本
清
張
の

私
小
説
と
魯
迅
「
故
郷
」

―
「
父
系
の
指
」
か
ら
「
張
込
み
」
へ
の
展
開
を

め
ぐ
っ
て
」（『
文
學
界
』
66
巻
第
6
号
、二
〇
一
二
・
六
、後
『
魯
迅
と
日
本
文
学　

漱
石
・

鷗
外
か
ら
清
張
・
春
樹
ま
で
』
二
〇
一
五
・
八
、
東
京
大
学
出
版
会
、
191-

212
頁
に
収
録
）

で
、「
語
り
手
の
迂
闊
さ
」
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
私
」
と
閏
土
と
の
「
二

人
の
間
に
は
少
年
時
代
か
ら
す
で
に
壁
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手

は
迂
闊
に
も
三
〇
年
後
に
再
会
し
、「
老
爺
（
旦
那
様
）」
と
呼
ば
れ
て
初
め
て

0

0

0

こ
の
壁
の
存
在
に
気
付
い
た
」（
傍
点
引
用
者
）
と
指
摘
し
、「「
故
郷
」
は
私

小
説
的
構
造
を
持
ち
な
が
ら
も
、
作
者
が
語
り
手
の
「
私
」
の
迂
闊
さ
、
自
己

中
心
的
思
考
を
批
判
し
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。「
故
郷
」
の
中
に
す
で
に

「
故
郷
」
批
判
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、「
私
」
と
い
う
人
物
の
複
雑
な
多
面
性
を
読
み
解
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

田
近
・
藤
井
両
氏
の
論
を
読
む
だ
け
で
も
、『
故
郷
』
を
読
む
困
難
さ
が
露

わ
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
克
服
す
る
に
は
、
こ
の
作
品
の
〈
こ
と
ば
の
仕

組
み
・
仕
掛
け
〉
の
解
明
が
要
請
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
こ
で
ま
ず
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
と
い
う
視
点
人
物
は
ど
の
よ
う
な
人
物

な
の
か
か
ら
具
体
的
に
始
め
ま
す
が
、そ
の
際
、『
故
郷
』
の
〈
本ほ
ん

文も
ん

〉
の
筋
（
ス

ト
ー
リ
ー
・
プ
ロ
ッ
ト
）
を
構
造
化
す
る
こ
と
で
初
め
て
現
れ
る
八
つ
の
キ
ー

セ
ン
テ
ン
ス
を
太
字
に
し
て
引
用
し
、
論
の
骨
格
と
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
特

に
第
五
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
が
こ
の
小
説
の
構
造
を
直
接
的
に
支
え
て
い
ま

す
。

Ⅰ　
〈
語
り
手
〉「
私
」
の
登
場
／
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉

『
故
郷
』
は
次
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。

き
び
し
い
寒
さ
の
な
か
を
、
二
千
里
の
は
て
か
ら
、
別
れ
て
二
十
年
に

も
な
る
故
郷
へ
、
私
は
帰
っ
た
。
／
（
中
略
）
鉛
色
の
空
の
下
、
わ
び
し

い
村
々
が
、
い
さ
さ
か
の
活
気
も
な
く
、
あ
ち
こ
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。

お
ぼ
え
ず
寂
寥
の
感
が
胸
に
こ
み
あ
げ
た
。
／
あ
あ
、
こ
れ
が
二
十
年
来
、

片
時
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
故
郷
で
あ
ろ
う
か
。
／
私
の
お
ぼ
え
て

い
る
故
郷
は
、ま
る
で
こ
ん
な
ふ
う
で
は
な
か
っ
た
。私
の
故
郷
は
、も
っ

と
ず
っ
と
よ
か
っ
た
。
そ
の
美
し
さ
を
思
い
う
か
べ
、
そ
の
長
所
を
言
葉

に
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
と
、
し
か
し
、
そ
の
影
は
か
き
消
さ
れ
、
言
葉
は

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
や
は
り
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

気
が
し
て
く
る
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
う
自
分
に
言
い
き
か
せ
た
。
も
と
も

と
故
郷
は
こ
ん
な
ふ
う
な
の
だ

―
進
歩
も
な
い
か
わ
り
に
、
私
が
感
じ

る
よ
う
な
寂
寥
も
あ
り
は
し
な
い
。
そ
う
感
じ
る
の
は
、
自
分
の
心
境
が

変
っ
た
だ
け
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
ん
ど
の
帰
郷
は
け
っ
し
て
楽
し
い
も
の

で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

冒
頭
を
長
く
引
用
し
た
の
は
、
こ
こ
を
ま
ず
ど
う
捉
え
る
か
が
問
わ
れ
る
か

ら
で
す
。
こ
れ
は
一
人
称
の
生
身
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
が
二
十
年
ぶ
り
に
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帰
り
、
船
の
上
か
ら
見
た
、
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
故
郷
の
風
景

に
対
す
る
感
慨
で
す
。
そ
れ
は
自
分
の
憶
え
て
い
る
故
郷
と
は
ま
る
で
違
っ
て

「
わ
び
し
い
村
々
」
に
見
え
、「
私
」
は
思
わ
ず
「
寂
寥
の
感
」
に
襲
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
故
郷
の
「
長
所
を
言
葉
に
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
と
」、「
言
葉
は
失
わ

れ
」、「
や
は
り
こ
ん
な
ふ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
が
し
て
」
き
ま

す
。
も
う
一
度
、「
私
」
は
眼
前
の
光
景
を
意
識
的
に
捉
え
直
し
、
そ
う
見
え

て
い
る
根
拠
の
方
に
意
識
を
向
け
ま
す
。
す
る
と
、
今
回
の
帰
郷
は
、
実
家
を

処
分
す
る
と
い
う
気
の
重
い
目
的
の
た
め
だ
か
ら
、
こ
う
見
え
る
の
だ
と
思
い

返
す
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
私
」
な
る
〈
語
り
手
〉
は
眼
前
の
目
に
見
え
、
捉

え
ら
れ
る
光
景
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
認
め
る
の
で
は
な
い
、
見
え
て
い
る

出
来
事
と
見
て
い
る
自
身
の
主
体
と
の
相
関
関
係
を
捉
え
直
し
、
新
た
な
ま
な

ざ
し
を
投
げ
か
け
る
人
物
、
こ
れ
が
冒
頭
に
登
場
す
る
「
私
」
の
内
な
る
在
り

方
、
内
界
で
す
。
と
言
っ
て
も
、
冒
頭
か
ら
は
「
私
」
の
言
葉
を
失
う
程
の
「
寂

寥
の
感
」
の
深
さ
の
意
味
は
、
初
読
の
読
者
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
再
読
し
、

後
述
す
る
第
五
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
を
捉
え
る
と
、「
私
」
が
い
か
に
既
に
「
魂

を
す
り
へ
ら
」
し
て
帰
郷
し
て
い
た
か
、
そ
の
意
味
が
新
た
に
見
え
て
く
る
の

で
す
。

こ
の
お
話
の
全
体
は
、
帰
郷
の
船
の
上
、
帰
っ
て
き
た
故
郷
の
自
宅
、
出
郷

の
船
の
上
、
こ
の
三
つ
の
段
落
に
分
か
れ
、
そ
の
三
つ
の
出
来
事
の
場
面
、
時

空
で
プ
ロ
ッ
ト
が
構
成
さ
れ
、〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
が
こ
れ
を
〈
聴
き
手
〉、

リ
ス
ナ
ー
に
向
か
っ
て
語
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
人
称
単
数
の
〈
語
り

手
〉
の
「
私
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
空
に
拘
束
さ
れ
て
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
例
え
ば
、
森
鷗
外
の
『
舞
姫
』、
夏
目
漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』、
川
端

康
成
の
『
伊
豆
の
踊
子
』、こ
れ
ら
の
作
品
の
〈
語
り
手
〉
で
あ
る
「
余
」、「
己
」、

「
私
」、
彼
ら
は
自
身
の
出
来
事
を
回
想
す
る
主
体
で
あ
り
、
自
分
が
お
話
全
体

を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、『
故
郷
』
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」

は
お
話
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
の
出
来
事
の
時
間
と
共
に
移
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
冒
頭
の
船
上
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
は
そ
の
後
、
自
分
に
何
が
起
こ

る
か
を
知
ら
な
い
の
で
す
。
知
っ
て
い
る
の
は
こ
の
一
人
称
の
〈
語
り
手
〉
の

「
私
」
を
「
私
」
と
語
り
、〈
語
り
〉
全
体
を
統
括
す
る
〈
語
り
手
を
超
え
る
も

の
〉
で
あ
る
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
で
す
。
こ
こ
に
こ
の
作
品
の
〈
こ
と

ば
の
仕
組
み
・
仕
掛
け
〉
を
読
み
解
く
糸
口
が
あ
り
ま
す
。
先
の
「
所
感
交
感
」

で
田
近
氏
は
田
中
に
対
し
、「〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
を
設
定
す
る
こ
と
で
、

何
が
読
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
を
作
品
の
読
み
の

問
題
と
し
て
位
置
付
け
て
ほ
し
い
」
と
要
請
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
二
十

年
後
、
改
め
て
こ
う
し
た
か
た
ち
で
お
応
え
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
世

界
観
認
識
を
転
換
す
る
〈
第
三
項
〉
の
原
理
論
の
問
題
に
触
れ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

一
般
的
に
、
お
話
の
流
れ
（
ス
ト
ー
リ
ー
）、
ス
ト
ー
リ
ー
の
因
果
関
係
を

捉
え
た
プ
ロ
ッ
ト
の
レ
ベ
ル
が
読
ま
れ
、
分
析
・
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私

見
で
は
こ
れ
は
お
話
の
上
澄
み
、
表
層
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
を
読
む
に

は
こ
の
上
澄
み
・
表
層
を
読
み
な
が
ら
、
筋
を
そ
の
筋
足
ら
し
め
る
〈
仕
組

み
・
仕
掛
け
〉
で
あ
る
〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉
を
捉
え
る
と
こ
ろ
に
〈
深
層
批
評
〉

が
隠
れ
、
こ
こ
に
文
学
の
価
値
に
関
わ
る
感
動
の
所
以
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
読
み
手
の
中
に
起
こ
る
、
読
み
手
自
身
の
力
学
・
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
捉
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
語
ら
れ
た
出
来
事
を
読
む
の
で
は
な

く
、
こ
れ
を
語
る
主
体
と
の
関
係
、〈
語
り
ー
語
ら
れ
る
〉
相
関
関
係
を
読
む

こ
と
が
基
本
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
こ
で
の
一
人
称
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
は
物
語
空
間
に
組

み
込
ま
れ
、
拘
束
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
対
象
人
物
の
閏
土
や
楊
お
ば
さ
ん

（
１
）

（
２
）
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の
心
の
内
側
は
見
え
ま
せ
ん
し
、
語
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
物
語
の
メ
タ
レ
ベ
ル

に
立
ち
、「
私
」
と
そ
の
対
象
人
物
の
ま
な
ざ
し
を
統
括
す
る
〈
機
能
と
し
て

の
語
り
手
〉
で
あ
れ
ば
、
そ
の
欠
陥
か
ら
免
れ
ま
す
。〈
機
能
と
し
て
の
語
り

手
〉
は
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
自
身
の
意
識
の
み
な
ら
ず
そ
の
無
意
識
も

0

0

0

0

0

0

、
ま0

た
閏
土
や
楊
お
ば
さ
ん
の
内
奥
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

対
象
化
が
可
能
で
す
。『
故
郷
』
は
〈
語
り

手
〉
で
あ
り
、
視
点
人
物
で
あ
る
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
と
そ
の
視
点
人
物
に
見

ら
れ
て
い
る
対
象
人
物
の
閏
土
や
楊
お
ば
さ
ん
の
ま
な
ざ
し
と
が
そ
れ
ぞ
れ
す

れ
違
い
な
が
ら
交
差
し
て
い
る
ド
ラ
マ
が
構
造
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
で
作
品
の
出
来
事
を
こ
の
〈
語
り
の
構
造
〉、〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
・
仕
掛

け
〉
と
と
も
に
読
ん
で
い
く
と
、『
故
郷
』
は
そ
の
末
尾
に
、
こ
の
〈
語
り
〉

の
枠
組
自
体
を
解
体
す
る
、〈
近
代
小
説
の
神
髄
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
地
平
が
現

れ
て
き
ま
す
。

Ⅱ　

プ
ロ
ッ
ト
か
ら
〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉
へ

⑴　
「
紺
碧
」
の
空
／
「
深
シ
ュ
ン

藍ラ
ン

色ソ
ー

」
の
空

冒
頭
の
船
の
上
の
次
は
第
二
段
落
、「
私
」
は
故
郷
の
我
が
家
を
前
に
し
て

い
ま
す
。
し
ば
ら
く
感
慨
に
浸
り
、
そ
の
屋
根
瓦
に
は
「
一
面
に
枯
草
の
や
れ

茎
が
、
折
か
ら
の
風
に
な
び
い
て
、
こ
の
古
い
家
が
持
ち
主
を
変
え
る
ほ
か
な

か
っ
た
理
由
を
説
き
あ
か
し
顔
で
あ
る
」
と
、
感
情
移
入
を
し
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
故
郷
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
の
二
十
年
間
の
歳
月
と
こ
の
眼
前
の
実
家

を
処
分
せ
ざ
る
を
得
な
い
光
景
と
を
重
ね
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
母
と

八
歳
の
甥
の
宏ホ
ン
ル児
が
出
迎
え
ま
す
。
再
会
し
た
母
は
す
ぐ
に
引
っ
越
し
の
話
は

し
ま
せ
ん
。
事
態
が
大
き
す
ぎ
る
か
ら
で
す
。
が
、
と
う
と
う
そ
の
話
に
な
る

と
、
閏
土
の
こ
と
を
話
題
に
し
、
こ
こ
か
ら
作
品
は
一
気
に
次
の
ス
テ
ー
ジ
に

移
り
ま
す
。
船
の
上
か
ら
故
郷
を
見
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
で
し
か
と

捉
え
ら
れ
ず
に
い
た
「
私
」
が
「
母
の
口
か
ら
か
れ
の
名
が
出
た
の
で
」、「
私

は
や
っ
と
美
し
い
故
郷
を
見
た
思
い
が
し
た
」
の
で
し
た
。
い
か
に
閏
土
が

「
私
」
の
夢
の
故
郷
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
か
が
、
母
の
言
葉
を
契
機
に
露
わ
に

な
り
ま
す
。「
私
」
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
自
分
を
取
り
戻
し
、
自
分
が
自
分
に

な
っ
た
思
い
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
際
、
こ
の
小
英
雄
の
登
場
は
次
の
「
不
思

議
な
画
面
」
を
背
景
に
し
て
表
わ
れ
ま
す
。

こ
の
と
き
突
然
、
私
の
脳
裏
に
不
思
議
な
画
面
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た

―
紺
碧
の
空
に
金
色
の
丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
下
は
海
辺
の

砂
地
で
、
見
わ
た
す
か
ぎ
り
緑
の
西
瓜
が
う
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
ま
ん
中

に
十
一
、
二
歳
の
少
年
が
、
銀
の
首
輪
を
つ
る
し
、
鉄
の
刺さ
す

又ま
た

を
手
に
し

て
立
っ
て
い
る
。（
太
字
は
引
用
者
以
下
同
様
、
第
一
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）

こ
の
「
不
思
議
な
画
面
」
の
時
間
は
通
説
と
は
異
な
り
明
る
い
月
夜
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
「
紺
碧
の
空
」
と
言
え
ば
、
昼
の
空
を
思
い
浮
か
べ
る

の
が
通
例
で
し
ょ
う
か
ら
、「
紺
碧
の
空
に
金
色
の
丸
い
月
」
と
な
れ
ば
、
こ

れ
は
昼
に
し
て
夜
、
夜
に
し
て
昼
と
い
う
二
重
の
時
空
、「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル

ド
」
に
な
り
ま
す
。
絵
画
史
で
こ
れ
と
同
様
の
場
面
を
挙
げ
る
と
、
魯
迅
の
後

の
時
代
な
ら
、
例
え
ば
ベ
ル
ギ
ー
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
の
画
家
ル
ネ
・
マ

グ
リ
ッ
ド
の
絵
画
「
光
の
帝
国
」
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
画

面
に
昼
と
夜
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
ま
す
し
、
前
の
時
代
な
ら
、
昼
と
夜
の
二

重
空
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
の
最
晩
年

の
代
表
作
、
有
名
な
絵
画
「
フ
ォ
リ
ー
・
ベ
ル
ジ
ェ
ー
ル
の
バ
ー
」、
こ
れ
は

一
つ
の
画
面
が
複
数
の
遠
近
法
、
多
視
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
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の
絵
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
「
客
観
的
現
実
」
を
実
体
と
す
る
世
界
観
認
識
に
基

づ
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
観
が
解
体
さ
れ
、
複
数
の
重

層
的
な
多
視
点
が
構
造
化
さ
れ
て
、
一
枚
の
絵
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
閏
土
登
場
の
背
景
の
「
不
思
議
な
画
面
」
は
作
品
末
尾
、
も
う
一
度
現

れ
、
今
度
は
そ
こ
に
閏
土
は
現
れ
な
い
、
い
や
、
こ
れ
は
末
尾
、〝
見み

せ
消け

ち
〟

で
現
れ
、「
私
」
の
新
た
な
世
界
観
認
識
が
語
ら
れ
る
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を

支
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
核
心
の
場
面
を
ど
う
把
握
す
る
か
、
す
な
わ
ち
、
通
説
通
り
夜
の
場
面

と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
昼
に
し
て
夜
と
い
う
多
視
点
の
「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル

ド
」、
重
層
構
造
で
考
え
る
か
、
わ
た
く
し
が
こ
れ
を
「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
」

と
取
る
説
を
初
め
て
紹
介
、
公
表
し
た
の
は
、
前
掲
「
座
談
会
「
故
郷
」
の
〈
文

脈
〉
を
掘
り
起
こ
す
」
の
席
上
で
し
た
が
、
そ
の
時
の
出
席
者
、
国
語
教
育
を

専
門
に
す
る
中
村
龍
一
氏
は
「
分
か
ら
な
さ
が
幻
想
的
」、
同
じ
く
国
語
教
育

の
高
木
ま
さ
き
氏
は
、
昼
か
夜
か
は
読
み
手
の
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
だ
と
反
応
さ

れ
ま
し
た
。
他
方
、
藤
井
省
三
氏
は
、「「
紺
碧
」
の
中
国
語
は
原
文
「
深
シ
ュ
ン

藍ラ
ン

色ソ
ー

」
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
青
と
か
藍
と
い
う
の
は
ブ
ル
ー
で
あ
り
、
さ
ら

に
深
み
を
増
す
と
黒
に
ち
か
く
な
る
わ
け
で
、
こ
の
「
深
藍
色
」
は
夜
の
深
い

闇
の
色
で
あ
る
べ
き
で
す
。」
と
そ
の
原
文
に
基
づ
き
発
言
さ
れ
ま
し
た
。
場

面
は
閏
土
が
西
瓜
の
番
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
夜
の
時
間
で

す
が
、
こ
れ
を
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
が
少
年
時
代
を
想
い
起
こ
し
て
語
る
と

き
、
何
故
「
不
思
議
な
場
面
」（
竹
内
訳
）、「
神
秘
的
な
絵
」（
藤
井
訳
）（『
故

郷
／
阿
Ｑ
正
伝
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
〇
九
・
四
）
を
背
景
と
し
て
思
い
浮

か
べ
る
の
か
を
問
う
こ
と
が
肝
心
な
の
で
す
。そ
の
「
不
思
議
」
も
し
く
は
「
神

秘
」
の
場
面
と
は
何
か
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
銀
の
首
輪
を
し

た
小
英
雄
が
格
闘
し
て
い
る
相
手
、「
チ
ャ
ー
」
も
実
在
の
ア
ナ
グ
マ
な
ど
で

あ
る
保
証
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
、
夢
の
生
き
物
と

の
格
闘
の
背
景
が
、
昼
に
し
て
夜
と
い
う
こ
の
世
な
ら
ぬ
時
空

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
「
不
思

議
な
画
面
」・「
神
秘
的
な
絵
」
の
中
に
閏
土
が
現
れ
る
の
で
す
。
何
故
か
。

そ
れ
は
「
私
」
と
い
う
人
物
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
目
に
見
え
る
光
景
を

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
人
物
で
は
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。「
私
」
は

見
え
て
い
る
外
界
の
客
体
の
対
象
は
対
象
そ
の
も
の

0

0

0

0

で
は
な
い
、
主
体
の
ま
な

ざ
し
の
一
回
性
に
応
じ
て
現
れ
る
、
そ
う
し
た
世
界
の
見
え
方
を
承
知
し
て
い

ま
す
。
外
界
の
客
体
と
は
い
わ
ば
そ
の
つ
ど
相
対
的
に
多
視
点
と
し
て
現
れ
る

こ
と
、
前
述
の
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
の
ま
な
ざ
し
を
持
っ
た
人
物
が
「
私
」

な
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
会
っ
て
以
降
三
十
年
に
亘
っ
て
「
私
」
の
人
格
を

形
成
し
て
き
た
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
た
る
夢
の
小
英
雄
閏
土
を
最
初

に
登
場
さ
せ
る
場
面
を
、
昼
に
し
て
夜
の
「
不
思
議
な
画
面
」、
も
し
く
は
「
神

秘
的
な
絵
」
の
背
景
と
し
て
想
起
す
る
の
で
す
。
こ
う
解
釈
す
る
と
、「
私
」

の
際
立
っ
た
内
界
・
認
識
世
界
が
よ
り
リ
ア
ル
に
鮮
明
に
現
れ
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。「
私
」
は
世
界
観
上
の
相
対
主
義
者
な
の
で
す
。

⑵　
「
私
」
の
数
え
間
違
い
（「
二
十
年
三
十
年
問
題
」）

次
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
先
の
「
座
談
会
」
で
話
し
た
「
私
」
の
年
数
の

過
ち
の
問
題
で
す
。

ご
く
個
人
的
な
こ
と
を
お
話
し
ま
す
。
今
か
ら
半
世
紀
も
前
の
遠
い
昔
、
わ

た
く
し
は
大
学
院
博
士
課
程
の
学
生
で
し
た
が
、
一
九
七
三
年
か
ら
二
年
間
だ

け
あ
る
私
立
中
学
の
国
語
の
非
常
勤
講
師
を
勤
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
使
用
し
て
い
た
国
語
教
科
書
は
一
九
七
五
年
学
校
図
書
発
行
の
『
中
学
校

国
語　

三
』
で
し
た
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
た
竹
内
好
訳
の
『
故
郷
』
は
〈
語

り
手
〉
の
「
わ
た
し
」（
こ
の
教
科
書
で
は
「
私
」
は
平
仮
名
の
「
わ
た
し
」）

（ 72 ）

都留文科大学研究紀要　第93集（2021年 3月）



が
「
閏
土
」
と
い
う
名
前
を
聞
い
て
思
い
出
す
の
は
「
十
一
、
二
才
の
ひ
と
り

の
少
年
」、「
か
れ
と
知
り
合
っ
た
時
に
は
、
わ
た
し
は
ま
だ
十
そ
こ
そ
こ
の
年

ご
ろ
で
あ
っ
た
。
も
う
三
十
年
近
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
あ
り
、〈
語
り
手
〉

の
「
わ
た
し
」
の
年
齢
は
現
在
四
十
歳
く
ら
い
、
閏
土
が
四
十
一
、
二
歳
ほ
ど

で
し
ょ
う
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
閏
土
と
再
会
す
る
場
面
で
、
大
人
に

な
っ
た
閏
土
が
後
ろ
を
向
い
て
「
水
シ
ュ
イ

生シ
ョ
ン、
だ
ん
な
様
に
お
じ
ぎ
を
し
な
。」
と

連
れ
て
来
た
五
番
目
の
子
ど
も
を
前
に
出
し
た
と
き
、〈
語
り
手
〉
の
「
わ
た

し
」
は
「
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
二
十
年
前
の
閏
土
で
あ
っ
た
。」（
太
字
は
第
二
の

キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）
と
語
っ
て
い
ま
す
。
現
在
四
十
過
ぎ
の
閏
土
の
「
二
十
年
前
」

と
言
え
ば
二
十
歳
く
ら
い
の
大
人
の
歳
で
あ
り
、
水
生
は
何
歳
か
は
語
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、「
わ
た
し
」
の
甥
が
現
在
「
八
才
に
な
る
甥お
い

の
宏ホ
ン
ル児

」
と
あ
る

の
で
、
水
生
も
そ
の
く
ら
い
の
年
齢
の
は
ず
、
少
年
閏
土
と
会
っ
た
の
が
、「
も

う
三
十
年
近
い
昔
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
先
に
言
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
当

然
水
生
を
見
て
、「
三
十
年
前
の
閏
土
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
数

字
の
過
ち
は
中
学
生
に
も
ゆ
っ
く
り
説
明
す
れ
ば
、
十
分
理
解
で
き
ま
す
。

不
審
に
思
っ
た
わ
た
く
し
は
当
時
恩
師
が
関
わ
っ
て
、
わ
た
く
し
も
当
時
仕

事
に
参
加
し
て
い
た
、
あ
る
教
科
書
会
社
の
国
語
教
科
書
編
集
者
に
、
符
合
し

な
い
と
問
い
合
わ
せ
を
し
ま
し
た
が
、
編
集
の
担
当
者
は
答
え
よ
う
が
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
、
イ
エ
ス
で
も
ノ
ー
で
も
な
く
、
そ
の
反
応
は
曖
昧
だ
っ
た

よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
、
既
に
す
べ
て
の
日
本
の
国
語

教
科
書
で
は
数
字
上
正
し
く
「
三
十
年
前
」
と
訂
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
わ
た
く
し
が
そ
の
教
科
書
会
社
に
疑
問
を
提
出
し
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
翌
年
の
一
九
七
六
年
一
〇
月
で
す
が
、
竹
内
好
訳
『
魯
迅
文
集
第
一
巻
』

（
筑
摩
書
房
）
が
出
版
さ
れ
、
そ
こ
で
「
三
十
年
前
」
と
改
訳
さ
れ
、
こ
れ
に
従
っ

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
閏
土
の
五
番
目
の
子
供
、
水
生
は
確
か
に
「
三
十

年
前
」
の
閏
土
と
そ
っ
く
り
、
そ
れ
で
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
そ

こ
で
、
実
は
皮
肉
な
こ
と
が
浮
上
し
ま
し
た
。
こ
の
原
典
の
改
竄
で
、
隠
れ
て

い
た
翻
訳
者
の
〈
読
み
〉
の
欠
陥
、
逃
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
弱
点
が
露
出
し

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
を
日
本
の
国
語
教
科
書
は
今
日
ま
で
全

て
踏
襲
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

竹
内
好
は
「
訳
注
」
で
「
原
文
は
二
十
年
だ
が
、三
十
年
前
に
閏
土
と
出
あ
っ

た
と
前
に
あ
る
の
で
訂
正
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
概
数
だ
か
ら
、
二
十
年
で
も

ま
ち
が
い
と
は
い
え
な
い
。」
と
作
者
魯
迅
が
数
字
を
誤
っ
た
と
解
し
、
か
ば

う
断
り
を
し
て
、
数
字
を
入
れ
替
え
た
の
で
す
。
冒
頭
の
「
二
千
里
の
果
て
」

な
ら
無
論
、
概
数
と
言
っ
て
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
間
の
年
齢
を
概
数

と
言
っ
て
、
原
文
の
「
二
十
年
前
」
を
数
字
上
正
し
く
「
三
十
年
前
」
に
置
き

換
え
る
と
、
逆
に
〈
読
み
〉
の
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
三
十
年
前
」

で
あ
れ
ば
「
私
」
は
十
歳
の
子
供
、「
二
十
年
前
」
で
あ
れ
ば
二
十
歳
の
大
人
、

こ
の
数
字
の
相
違
を
「
概
数
」
に
し
て
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
す
る
竹
内
訳
は
、

後
述
す
る
理
由
で
魯
迅
の
原
作
を
損
な
い
、
明
ら
か
な
内
容
の
混
乱
に
迷
い
込

ん
で
い
ま
す
。
作
者
魯
迅
が
間
違
え
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈
機
能
と
し
て

の
語
り
手
〉
が
生
身
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
を
こ
う
し
た
こ
と
を
間
違
え
る

人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
後
述
す
る
楊
お
ば
さ
ん
の
登

場
で
、
よ
り
露
わ
に
な
り
ま
す
。「
私
」
が
何
故
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
こ

う
し
た
単
純
な
、
し
か
し
、
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
間
違
い
を
犯
し
て
そ

れ
に
気
付
か
な
い
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

数
値
の
間
違
い
に
関
し
、
先
の
「
座
談
会
「
故
郷
」
の
〈
文
脈
〉
を
掘
り
起

こ
す
」
で
藤
井
氏
の
発
言
は
次
の
通
り
で
し
た
。

（
３
）
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先
ほ
ど
〈
三
十
年
二
十
年
問
題
〉
に
つ
い
て
田
中
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ

て
い
て
、
あ
あ
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
腑
に
落
ち
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
ま

あ
や
っ
ぱ
り
三
十
年
前
か
ら
二
十
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
「
僕
」
は
閏
土
の

こ
と
を
思
っ
て
い
た
、
ほ
ん
と
う
に
仲
間
同
士
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い

た
。
故
郷
を
出
た
あ
と
そ
の
願
い
を
忘
れ
て
し
ま
い
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
ま
帰
郷
し
再
会

す
る
際
に
、
水
生
が
三
十
年
前
の
閏
土
そ
っ
く
り
だ
っ
た
と
い
わ
ず
に
、

二
十
年
前
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
願
い
を
抱
き
続
け
て
い
た
の
が
二
十
年

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前
ま
で
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。（
傍
点
引
用
者
）

こ
こ
で
藤
井
氏
と
も
「
私
」
の
数
字
上
の
数
え
間
違
い
に
関
し
て
は
了
解
し

あ
え
て
安
堵
し
ま
し
た
（
こ
の
点
で
は
出
席
者
全
員
と
了
解
し
合
え
た
と
思

う
）。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
氏
と
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
捉
え
方
が

全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
露
わ
に
な
り
ま
し
た
。
藤
井
氏
は
「
私
」
が
閏
土

と
の
間
に
あ
る
身
分
階
級
の
「
厚
い
壁
」
を
三
十
年
後
初
め
て
知
っ
た
と
捉
え
、

故
郷
に
い
る
十
年
を
「
ほ
ん
と
う
に
仲
間
同
士
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。

故
郷
を
出
た
あ
と
そ
の
願
い
を
忘
れ
て
し
ま
」
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
ま
す
。
一

方
、
わ
た
く
し
は
、「
私
」
は
閏
土
と
出
会
っ
た
後
、
一
貫
し
て
閏
土
を
忘
れ

る
こ
と
が
出
来
な
い
ど
こ
ろ
か
、
閏
土
と
の
出
会
い
の
衝
撃
が
逆
に
「
私
」
の

そ
の
後
の
人
生
を
決
定
付
け
た
と
考
え
ま
す
。
出
会
い
の
後
の
三
十
年
間
の

「
私
」
の
こ
と
は
直
接
の
描
写
で
は
確
か
に
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

街
を
取
り
囲
ん
で
い
る
城
壁
の
外
に
生
き
る
海
辺
の
農
民
の
子
供
・
小
英
雄
が

い
か
な
る
存
在
な
の
か
、
幼
か
っ
た
「
私
」
に
も
、
城
壁
の
内
と
外
の
意
味
、

身
分
・
階
級
の
意
味
が
次
第
に
わ
か
り
始
め
、
成
長
し
て
い
っ
た
は
ず
で
す
。

そ
れ
が
後
述
す
る
よ
う
に
末
尾
、
第
五
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
で
は
っ
き
り
示
さ

れ
ま
す
。
閏
土
と
「
私
」
は
「
ひ
と
つ
心
」
で
生
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
い
く

つ
の
頃
か
ら
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
の
矛
盾
や
革
命
に
強
く
興

味
関
心
を
抱
き
な
が
ら
、「
私
」
は
大
人
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
問
題
と
の
取
り
組
み
が
「
私
」
の
人
生
の
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
考

え
ま
す
。
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
が
本
稿
の
主
旨
で
も
あ
り
ま
す
。

少
年
閏
土
と
の
出
会
い
の
後
の
「
私
」
の
人
生
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
、
こ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
「
豆
腐
屋
小
町
の
楊
お
ば
さ
ん
」
と
の
や
り
と
り
、

「
私
」
は
歴
史
上
の
評
判
の
美
女
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
彼
女
を
す
っ
か
り
「
見

忘
れ
て
い
」
ま
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
彼
女
を
傷
付
け
て
い
た
か
、
何
故
な
ら

「
私
」
は
二
十
歳
ま
で
筋
む
か
い
に
住
人
で
い
た
の
で
す
か
ら
。

⑶　
「
鉄
の
部
屋
」
で
の
再
会

振
り
返
り
ま
し
ょ
う
。

故
郷
の
家
に
戻
り
、
母
親
の
「
閏
土
」
と
言
う
言
葉
に
よ
っ
て
、「
私
」
は

や
っ
と
「
美
し
い
故
郷
を
見
た
思
い
」
が
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
父
親
の
愛

情
の
証
、
銀
の
首
輪
を
し
た
小
英
雄
の
姿
が
浮
か
び
ま
し
た
。
心
の
中
に
あ
る

閏
土
と
の
記
憶
こ
そ
「
私
」
の
真
の
故
郷
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
次
々

に
閏
土
と
の
夢
の
よ
う
な
思
い
出
が
沸
き
起
こ
り
、
し
ば
ら
く
そ
の
世
界
に

浸
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
現
実
に
立
ち
戻
る
と
、
眼
前
の
故
郷
で
の
出
来
事
は

夢
の
小
英
雄
の
美
し
い
思
い
出
と
は
別
世
界
、
母
が
戸
外
へ
目
を
や
る
と
、「
道

具
を
買
う
と
い
う
口
実
で
、
そ
の
辺
に
あ
る
も
の
を
勝
手
に
持
っ
て
行
く
」
近

所
の
連
中
が
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
故
郷
の
家
を
取
り
巻
く
状
況
、「
私
」
が

宏
児
の
相
手
を
し
て
い
る
と
、
突
然
、
甲
高
い
声
が
し
ま
す
。「
ま
あ
ま
あ
、

こ
ん
な
に
な
っ
て
、
ひ
げ
を
こ
ん
な
に
生
や
し
て
」
と
言
う
「
製
図
用
の
脚
の

細
い
コ
ン
パ
ス
そ
っ
く
り
」
の
、
異
様
な
見
知
ら
ぬ
五
十
が
ら
み
の
女
が
立
っ

て
い
ま
す
。「
私
」
が
「
ド
キ
ン
」
と
し
て
い
る
と
、「
忘
れ
た
か
ね
？　

よ
く
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抱
っ
こ
し
て
あ
げ
た
も
の
だ
が
」
と
追
い
う
ち
を
か
け
、「
私
」
は
ま
す
ま
す

応
答
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
対
応
が
か
つ
て
評
判
の
美
人
だ
っ
た
こ
の
女
性
を
著

し
く
傷
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
に
母
親
が
戻
り
、「
ほ
ら
、
筋
む
か
い
の
楊ヤ
ン

お
ば
さ
ん
…
…
豆
腐
屋
の
」

と
言
わ
れ
て
よ
う
や
く
思
い
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
容
貌
は
ま
る
で
変
っ

て
い
ま
す
。
噂
で
は
彼
女
の
お
か
げ
で
豆
腐
屋
は
商
売
繁
盛
だ
と
さ
れ
て
い

た
、
元
豆
腐
屋
小
町
に
対
し
て
、「
た
ぶ
ん
年
齢
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
私
は
そ

う
い
う
こ
と
に
さ
っ
ぱ
り
関
心
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
見
忘
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。」（
太
字
は
第
三
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）
と
密
か
に
心
の
中
で
納
得
し
て

し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、「
私
」
は
二
十
歳
ま
で
故
郷
に
い
た
の
で
す
か
ら
、

「
私
」
の
十
代
の
時
が
彼
女
の
二
十
代
、
彼
女
の
美
し
さ
が
花
開
い
て
い
た
で

あ
ろ
う
時
期
で
あ
り
、「
私
」
の
こ
の
納
得
は
全
く
の
勘
違
い
、
筋
違
い
、
こ

れ
に
当
人
は
全
く
気
づ
か
ず
、
こ
う
語
る
の
で
す
。
見
忘
れ
て
い
た
の
は
「
年

齢
の
せ
い
」
で
は
な
い
、
閏
土
と
「
ひ
と
つ
心
で
い
た
い
」
と
い
う
「
私
」
の

生
き
方
が
そ
う
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。
夢
の
小
英
雄
と
の
出
会
い
以
降
、
閏
土

の
置
か
れ
て
い
る
境
遇
に
ま
つ
わ
る
社
会
の
矛
盾
に
そ
の
内
界
が
占
め
ら
れ
、

人
並
み
に
筋
向
い
の
美
貌
の
女
性
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
楊
お
ば
さ
ん
の
内
界
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
、
彼
女
の
対

応
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

楊
お
ば
さ
ん
な
る
女
性
は
、「
お
や
お
や
、
ま
あ
ま
あ
、
知
事
さ
ま
に
な
っ

て
も
金
持
ち
じ
ゃ
な
い
？　

げ
ん
に
お
妾
が
三
人
も
い
て
、
お
出
ま
し
は
八
人

か
き
の
轎か
ご

で
、
そ
れ
で
も
金
持
ち
じ
ゃ
な
い
？　

フ
ン
、
だ
ま
そ
う
た
っ
て
、

そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
よ
」
と
悪
態
を
突
き
付
け
ま
す
。「
私
」
の
家
は
「
お
妾

が
三
人
」
ど
こ
ろ
か
、
家
さ
え
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い
困
窮
ぶ
り
で
す
。
こ
の

女
性
は
そ
れ
が
ま
る
で
分
か
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
何
か
勘
違
い
を
し
て
い
る
…

…
、い
や
、そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。彼
女
が
こ
う
言
う
の
は
、ま
ず
先
の
「
私
」

の
態
度
・
反
応
が
美
貌
を
商
売
の
手
段
に
し
て
い
た
彼
女
の
プ
ラ
イ
ド
を
ひ
ど

く
傷
つ
け
た
か
ら
、
そ
の
報
復
、
い
や
が
ら
せ
を
わ
ざ
と
意
識
的
に
し
て
い
る

の
で
す
。
激
し
く
罵
倒
し
、
嫌
味
を
言
っ
て
相
手
を
傷
つ
け
ず
に
は
自
分
の
気

持
ち
が
収
ま
ら
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
私
」
の
方
は
そ
の
時
年
老
い
て

美
貌
を
失
っ
た
女
性
の
気
持
ち
を
想
像
だ
に
し
ま
せ
ん
。「
私
」
は
そ
も
そ
も

人
に
思
い
を
寄
せ
る
敏
感
な
優
し
さ
を
抱
え
る
が
故
に
、
第
五
の
キ
ー
セ
ン
テ

ン
ス
に
あ
る
「
魂
を
す
り
へ
ら
す
生
活
」
を
強
い
ら
れ
、
挫
折
し
て
い
る
た
め

に
、
結
果
と
し
て
相
手
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
全
く
気
付

か
な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
が
明
ら
か
に
し
て
語
っ

て
い
ま
す
。

楊
お
ば
さ
ん
は
か
つ
て
「
豆
腐
屋
小
町
」
と
呼
ば
れ
、
慎
ま
し
や
か
な
姿
を

近
所
の
人
に
見
せ
て
い
た
は
ず
で
し
た
。
そ
れ
が
今
は
微
塵
も
そ
の
面
影
が
な

い
の
は
、
こ
の
女
性
に
内
面
と
容
貌
と
の
極
端
な
変
貌
を
強
い
た
苛
酷
な
抑
圧

が
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
当
時
の
社
会
体
制
、
魯
迅
創
作
集

『
吶
喊
』
の
「
自
序
」
の
用
語
で
言
え
ば
、「
鉄
の
部
屋
」
の
巨
大
な
圧
力
で
し

た
。「
私
」
が
彼
女
を
製
図
用
の
「
コ
ン
パ
ス
」
と
喩
え
た
く
な
っ
た
の
は
、

彼
女
の
足
が
女
性
を
縛
り
付
け
る
纏
足
で
、
そ
れ
用
の
「
底
の
高
い
靴
」
を
履

き
、
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い
な
い
た
め
、
一
層
脚
が
長
く
見
え
る
か
ら
で
し
た
。

居
丈
高
に
ズ
ボ
ン
姿
で
脚
を
開
い
て
い
た
の
は
、
本
人
の
意
識
と
は
別
に
、
封

建
社
会
の
階
級
身
分
制
度
が
作
り
出
し
た
因
習
に
抗
う
、
精
い
っ
ぱ
い
の
姿
で

あ
る
と
同
時
に
、
打
ち
ひ
し
が
れ
た
惨
め
な
民
衆
の
一
人
の
姿
で
も
あ
り
ま

す
。
帰
る
と
き
に
母
親
の
手
袋
を
「
私
」
た
ち
の
前
で
こ
れ
見
よ
が
し
に
盗
ん

で
い
き
ま
す
し
、
後
日
は
「
犬
じ
ら
し
」
を
わ
ざ
と
目
の
前
で
持
っ
て
い
き
ま

す
。
楊
お
ば
さ
ん
が
〝
こ
そ
泥
〟
で
は
な
く
、
人
の
見
て
い
る
前
で
、
そ
の
人
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の
も
の
を
わ
ざ
と
盗
み
、
抑
圧
の
象
徴
で
あ
る
、
纏
足
の
足
で
駆
け
出
す
の
は

彼
女
の
自
意
識
が
解
体
し
、
崩
壊
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
彼
女
が
識

閾
下
で
は
今
な
お
抱
い
て
い
る
か
つ
て
の
美
貌
の
自
己
像
を
「
私
」
は
手
ひ
ど

く
傷
つ
け
、
そ
れ
に
全
く
気
付
か
な
い
こ
と
が
第
三
番
目
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス

に
露
わ
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
第
三
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に
は
、「
私
」

の
内
な
る
盲
目
性
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

⑷　
「
鉄
の
部
屋
」
で
の
も
う
一
つ
の
再
会

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
三
つ
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
は
他
の
研
究
者
が
特
に
は
取
り

上
げ
な
い
こ
と
で
す
が
、
多
く
の
論
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
三
十
年

ぶ
り
に
夢
の
小
英
雄
と
再
会
し
、「
私
」
が
声
を
呑
む
衝
撃
の
場
面
で
す
。
そ

こ
で
、
次
の
第
四
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

思
わ
ず
ア
ッ
と
声
が
出
か
か
っ
た
。
い
そ
い
で
立
ち
あ
が
っ
て
迎
え
た
。

／
来
た
客
は
閏
土
で
あ
る
。
ひ
と
目
で
閏
土
と
わ
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の

閏
土
は
、
私
の
記
憶
に
あ
る
閏
土
と
は
似
も
つ
か
な
か
っ
た
。
背
丈
は
倍

ほ
ど
に
な
り
、
昔
の
つ
や
の
い
い
丸
顔
は
、
い
ま
で
は
黄
ば
ん
だ
色
に
変

り
、
し
か
も
深
い
皺
が
た
た
ま
れ
て
い
た
。
眼
も
、
か
れ
の
父
親
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
わ
り
が
赤
く
は
れ
て
い
る
。
私
は
知
っ
て
い
る
。

海
辺
で
耕
作
す
る
も
の
は
、
一
日
じ
ゅ
う
潮
風
に
吹
か
れ
る
せ
い
で
、
よ

く
こ
う
な
る
。
頭
に
は
古
ぼ
け
た
毛
織
り
の
帽
子
、
身
に
は
薄
手
の
綿
入

れ
一
枚
、
全
身
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
い
る
。
紙
包
み
と
長
い
き
せ
る
を
手

に
さ
げ
て
い
る
。
そ
の
手
も
、
私
の
記
憶
に
あ
る
血
色
の
い
い
、
ま
る
ま

る
し
た
手
で
は
な
く
、
太
い
、
節
く
れ
立
っ
た
、
し
か
も
ひ
び
割
れ
た
、

松
の
幹
の
よ
う
な
手
で
あ
る
。
／
私
は
感
激
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、

し
か
し
ど
う
口
を
き
い
た
も
の
や
ら
思
案
が
つ
か
ぬ
ま
ま
に
、
ひ
と
こ

と
、
／
《
あ
あ
閏ル
ン

ち
ゃ
ん

―
よ
く
来
た
ね
…
…
》（
中
略
）
／
か
れ
は

つ
っ
立
ま
ま
だ
っ
た
。
喜
び
と
寂
し
さ
の
色
が
顔
に
あ
ら
わ
れ
た
。
唇
が

動
い
た
が
、
声
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
う
や
う
や
し
い
態
度
に

変
っ
て
、
は
っ
き
り
こ
う
言
っ
た
。
／
《
旦
那
さ
ま
！
…
…
》
／
私
は
身

ぶ
る
い
し
た
ら
し
か
っ
た
。
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
が
、
ふ
た
り
の
間
を
距

て
て
し
ま
っ
た
の
を
感
じ
た
。
私
は
口
が
き
け
な
か
っ
た
。（
太
字
は
第
四

の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）

「
私
」
が
「
感
激
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
」、
声
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
よ
う
に
、
閏
土
も
「
喜
び
と
寂
し
さ
の
色
が
顔
に
あ
ら
わ
れ
」、「
唇
が

動
い
た
が
、
声
に
は
な
」
り
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
し
て
「
う
や
う
や
し
い
態
度

に
変
っ
て
」、「
旦
那
さ
ま
！
…
…
」
と
応
え
ま
す
。「
私
」
は
こ
の
閏
土
の
応

答
に
身
震
い
し
、
口
が
き
け
ま
せ
ん
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
藤
井
氏
は
こ
の

「
私
」
が
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
、「「
私
」
は
迂
闊
に
も
三
〇
年
後
に
再

会
し
、「
老
爺
（
旦
那
様
）」
と
呼
ば
れ
て
初
め
て

0

0

0

こ
の
壁
の
存
在
に
気
付
い
た
」

（
傍
点
引
用
者
）
と
見
て
い
ま
す
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
私
」
は
大
人
に
な

る
過
程
で
、
こ
の
壁
に
気
付
い
て
い
ま
す
。
国
語
教
育
の
分
野
で
は
教
育
哲
学

者
の
宇
佐
美
寛
氏
が
『
国
語
科
授
業
批
判
』（
明
治
図
書
、
一
九
八
六
・
八
）
で
、

「「
わ
た
し
」
は
、
ル
ン
ト
ウ
が
身
分
の
差
を
意
識
し
た
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と

る
こ
と
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
／
し
か
し
、
こ
れ
は
、
予
想
で

き
な
い
の
が
当
然
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
、「「
自
分

の
予
想
は
、
な
ぜ
は
ず
れ
た
の
か
。」
こ
う
自
ら
に
問
い
か
け
る
の
が
自
然
で

あ
る
。」
と
指
摘
、「
自
己
認
識
が
決
定
的
に
欠
け
」、「
軽
薄
で
あ
り
傲
慢
」、

「「
感
傷
的
な
「
ぼ
ん
ぼ
ん
」、
無
責
任
な
「
青
白
き
イ
ン
テ
リ
」」
と
続
け
、「
私
」
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に
「「
希
望
」
を
語
る
資
格
な
ど
無
い
。」
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
『
故
郷
』
に
対
す
る
全
面
的
な
否
定
・
批
判
で
す
。
確
か
に
、
第
四
番
目

の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
、「
私
は
知
っ
て
い
る
。」
以
下
に
露
わ
な
通
り
、
現
在
の

閏
土
が
か
つ
て
の
彼
の
父
親
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、「
私
」
は
あ

ら
か
じ
め
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
知
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
辻
妻
が
合
わ
な
い
よ
う

に
見
え
ま
す
。
何
故
閏
土
の
変
貌
ぶ
り
に
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
衝
撃
を
受

け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
も
そ
も
何
が
二
人
の
間
に
起
こ
っ
て
い
た
の
か
、「
私
」
の
ま
な
ざ
し
の

内
奥
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
が
こ
の
お
話
の
劇
の
核
心
で
す
…

…
。

⑸　
「
私
」
と
閏
土
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

「
私
」
は
再
会
以
前
、
母
か
ら
「
閏
土
ね
。
あ
れ
が
…
…
」
と
の
言
葉
を
聞

い
た
瞬
間
、
脳
裏
に
鮮
や
か
な
小
英
雄
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
、
閏
土
と
の
夢
の

よ
う
な
思
い
出
が
次
々
に
湧
き
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
幾
度
と
な

く
反
芻
し
て
き
た
は
ず
の
そ
の
小
英
雄
像
を
思
い
描
い
た
ま
ま
、
訪
ね
て
来
た

農
民
ら
し
い
男
を
目
に
し
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
一
目
見
て
、
閏
土
と
分
か
り
、

「
感
激
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
し
か
し
ど
う
口
を
き
い
た
も
の
や
ら
思
案

が
つ
か
」
ず
、
よ
う
や
く
「
あ
あ
閏
ち
ゃ
ん
―
よ
く
き
た
ね
…
…
」
と
昔
の
ま

ま
の
呼
び
方
を
す
る
と
、
閏
土
も
同
様
に
「
喜
び
と
寂
し
さ
の
色
が
顔
に
あ
ら

わ
れ
た
。
唇
が
動
い
た
が
、
声
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。」
と
、
二
人
は
と
も
に

懐
か
し
さ
で
言
葉
に
な
ら
な
い
感
動
、
感
激
に
襲
わ
れ
、
自
ら
の
思
い
を
表
現

す
る
術す
べ

を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
あ
と
、
身
分
の
違
い
を
意
識
す
る
閏
土
の

方
は
、「
旦
那
さ
ま
！
…
…
」
と
大
人
の
現
実
の
呼
び
方
を
し
ま
す
。
そ
の
ず

れ
は
少
年
閏
土
の
姿
を
あ
り
あ
り
と
頭
に
拵
え
て
い
た
「
私
」
に
は
衝
撃
と
な

り
ま
す
。
そ
の
言
葉
が
「
私
」
の
眼
前
の
大
人
の
閏
土
の
姿
と
、
三
十
年
前
の

銀
の
首
輪
を
し
た
永
遠
の
夢
の
小
英
雄
、
少
年
閏
土
の
姿
と
を
く
っ
き
り
と
対

照
さ
せ
て
、
二
人
の
間
に
あ
る
隔
絶
を
露
わ
に
さ
せ
、
現
実
を
突
き
つ
け
る
の

で
す
。

眼
前
の
閏
土
を
「
私
」
の
中
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
小
英
雄
閏
土
こ
そ
真

の
故
郷
の
姿
で
あ
る
想
い
）
は
認
め
ら
れ
な
い
、
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、「
私
」

は
こ
れ
に
激
し
い
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま
す
。
こ
の
二
人
の
間
の
ず
れ
は
埋
め
よ

う
も
な
く
、
二
人
は
た
た
ず
み
ま
す
。
そ
こ
に
好
人
物
の
母
親
が
割
り
込
み
ま

す
。「
ま
あ
、
何
だ
っ
て
そ
ん
な
、
他
人
行
儀
に
す
る
ん
だ
ね
。
お
ま
え
た
ち
、

む
か
し
は
兄
弟
の
仲
じ
ゃ
な
い
か
。
む
か
し
の
よ
う
に
、
迅
ち
ゃ
ん
、
で
い
い

ん
だ
よ
」
と
取
り
持
つ
と
、
閏
土
は
そ
の
母
親
に
「
め
っ
そ
う
な
、
ご
隠
居
さ

ま
、
な
ん
と
も
…
…
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
こ
ろ
は
子
ど

も
で
、
な
ん
の
わ
き
ま
え
も
な
く
…
…
」
と
現
実
の
側
に
立
っ
て
対
応
し
、

「
私
」
は
そ
の
壁
を
前
に
し
て
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
に
は
黙
々
と
煙
草
を
吸
っ
て
い
る
閏
土
が
デ
ク
ノ
ボ
ー

に
し
か
見
え
ま
せ
ん
が
、〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
の
視
点
か
ら
見
る
と
閏

土
の
心
の
内
は
そ
れ
と
は
大
違
い
で
し
た
。
実
は
、
閏
土
も
ま
た
、「
私
」
の

母
親
か
ら
の
手
紙
で
「
私
」
に
会
え
る
と
知
り
、「
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ

ん
で
し
た
。」
と
心
の
内
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
訪
ね
て
来
た
時
は
、「
青
豆
の

乾
し
た
の
で
す
が
、
自
分
と
こ
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
旦
那
さ
ま
に
…
…
」
と

差
し
出
し
て
礼
を
尽
く
し
て
い
ま
す
。
何
よ
り
、
再
会
の
十
日
後
、「
私
」
た

ち
一
家
の
見
送
り
の
際
、
水
生
の
代
わ
り
に
六
番
目
の
五
歳
の
女
の
子
を
連
れ

て
来
る
と
い
う
配
慮
を
見
せ
て
い
ま
す
。
水
生
と
宏
児
と
が
自
分
達
の
よ
う
に

親
し
く
な
っ
て
別
れ
が
辛
く
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
、
こ
こ
に
は
閏
土

の
子
ど
も
た
ち
へ
の
深
い
愛
情
、
人
間
性
が
窺
え
ま
す
。
こ
う
し
た
閏
土
の
内

（
４
）
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面
は
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
か
ら
は
見
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
読
み
手
も
こ
れ

を
読
ま
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
一
人
称
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
の
視
点
か
ら

の
み
読
む
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
を
読
む
と
見
え
ま
せ
ん
が
、〈
機
能
と

し
て
の
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
閏
土
の
内
側
か
ら
も
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
対
象

化
し
て
読
む
、
す
な
わ
ち
〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉
を
読
め
ば
、
自
ず
と
事
態
は
見

え
て
き
ま
す
。

母
親
も
含
め
、
閏
土
も
「
私
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
内
な
る
ド
ラ
マ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ま
な
ざ
し
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
内
側
を
生
き
る
し
か
な
い
の
で

す
。
三
者
三
様
の
ま
な
ざ
し
が
す
れ
違
い
な
が
ら
、
こ
の
劇
は
ど
こ
に
向
か
う

の
で
し
ょ
う
か
。

Ⅲ　
「
鉄
の
部
屋
」
の
鍵
は
内
に
あ
っ
て
扉
は
外
か
ら
開
く

出
郷
の
船
の
上
、「
私
」
は
意
外
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
ま
す
。

母
は
、
閏
土
に
引
っ
越
し
で
「
持
っ
て
い
か
ぬ
品
物
は
み
ん
な
く
れ
て
や
ろ

う
」
と
言
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
閏
土
は
た
だ
の
日
用
品
で
し
か
な
い

「
碗
や
皿
」
を
灰
の
な
か
に
隠
し
、
こ
っ
そ
り
別
れ
の
日
に
持
っ
て
帰
ろ
う
と

し
て
い
た
と
、「
私
」
に
打
ち
明
け
ま
す
。
高
価
な
物
な
ら
、
ま
だ
堂
々
と
欲

し
い
と
言
え
て
も
、
日
々
使
う
日
用
品
ま
で
欲
し
い
と
は
言
え
な
い
、
閏
土
は

屈
折
し
た
見
栄
・
人
情
ゆ
え
の
卑
屈
な
〝
こ
そ
泥
〟、
近
所
の
連
中
と
変
わ
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
述
懐
し
ま
す
。

思
え
ば
私
と
閏
土
と
の
距
離
は
ま
っ
た
く
遠
く
な
っ
た
が
、
若
い
世
代

は
い
ま
で
も
心
が
か
よ
い
合
い
、
げ
ん
に
宏
児
は
水
生
の
こ
と
を
慕
っ
て

い
る
。
せ
め
て
か
れ
ら
だ
け
は
、
私
と
ち
が
っ
て
、
た
が
い
に
隔
絶
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
…
…
と
は
い
っ
て
も
、
か
れ
ら
が
ひ
と
つ
心
で
い
た

い
が
た
め
に
、
私
の
よ
う
に
、
む
だ
の
積
み
か
さ
ね
で
魂
を
す
り
へ
ら
す

生
活
を
共
に
す
る
こ
と
は
願
わ
な
い
。
ま
た
閏
土
の
よ
う
に
、
打
ち
ひ
し

が
れ
て
心
が
麻
痺
す
る
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
も
願
わ
な
い
。
ま
た
他
の

人
の
よ
う
に
、
や
け
を
お
こ
し
て
野
放
図
に
走
る
生
活
を
共
に
す
る
こ
と

も
願
わ
な
い
。（
太
字
は
第
五
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）

こ
こ
に
先
述
し
た
藤
井
氏
と
私
の
捉
え
る
『
故
郷
』
の
物
語
・
ス
ト
ー
リ
ー

の
違
い
の
根
拠
が
端
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。
閏
土
と
「
ひ
と
つ
心
で
い
た
い
」

と
長
年
願
っ
て
き
た
、
そ
の
閏
土
も
近
所
の
連
中
と
変
わ
ら
ぬ
コ
ソ
泥
の
一
人

と
出
郷
の
船
上
で
聞
か
さ
れ
、「
西
瓜
畑
の
銀
の
首
輪
の
小
英
雄
の
お
も
か
げ

は
、
も
と
は
鮮
明
こ
の
う
え
な
か
っ
た
の
が
、
今
で
は
急
に
ぼ
ん
や
り
し
て
し

ま
っ
た
。」
と
小
英
雄
像
が
「
私
」
か
ら
消
え
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
閏
土

と
「
私
」
と
の
距
離
は
こ
の
よ
う
に
遠
く
な
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生

き
る
宏
児
と
水
生
、「
せ
め
て
か
れ
ら
だ
け
は
、
私
と
ち
が
っ
て
、
た
が
い
に

隔
絶
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
と
、「
私
」
は
彼
ら
の
将
来
を
案
じ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
「
私
た
ち
と
ち
が
っ
て
」
と
複
数
形
で
言
わ
ず
一
人
称
単
数
で
語

る
の
は
何
故
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
閏
土
は
〝
こ
そ
泥
〟
ま
で
し
て
い
ま
し
た

が
、
一
方
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
別
れ
際
に
水
生
を
連
れ
て
こ
な
い
配
慮
も
見

せ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
閏
土
の
思
い
に
「
私
」
は
ま
る
で
気
づ
い
て
い
ま

せ
ん
。
こ
う
し
た
「
私
」
の
独
り
よ
が
り
を
語
る
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉

は
細
部
ま
で
周
到
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
作
農
階
級

の
閏
土
、
小
商
い
の
纏
足
の
楊
お
ば
さ
ん
（
纏
足
は
中
流
階
級
以
上
）、
地
主

階
級
の
「
私
」
自
身
、
三
者
の
内
面
が
そ
れ
ぞ
れ
強
大
な
社
会
体
制
の
「
鉄
の

部
屋
」
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
悲
惨
な
現
状
を
「
私
」
は
こ
の
引
用
箇
所
で
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適
切
に
語
り
、
総
括
を
し
て
い
ま
す
。

「
私
」
は
本
来
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
に
富
ん
だ
鋭
利
な
観
察
眼
の
持
ち
主
で
、

紛
れ
も
な
く
優
れ
た
知
識
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

三
十
年
を
二
十
年
と
言
い
間
違
え
た
り
、
閏
土
や
楊
お
ば
さ
ん
の
微
妙
な
心
理

の
綾
に
疎
い
の
は
、「
私
」
の
日
常
の
感
覚
が
あ
る
種
、
崩
れ
、
壊
れ
て
い
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、「
私
」
こ
そ
閏
土
と
「
ひ
と
つ
心
で
い
た
い
が
た
め
」、

「
む
だ
の
積
み
か
さ
ね
で
魂
を
す
り
へ
ら
す
生
活
」
を
生
き
て
来
た
か
ら
に
外

な
り
ま
せ
ん
。
故
郷
を
離
れ
て
二
十
年
、「
私
」
が
閏
土
を
忘
れ
る
こ
と
な
ど

あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
そ
の
逆
、
心
の
拠
り
所
と
し
て
外
界
と
闘
争
し
て
き
た

の
で
す
。
貧
し
い
海
辺
の
農
民
階
級
の
閏
土
と
「
ひ
と
つ
心
」
を
持
つ
た
め
の

「
鉄
の
部
屋
」
と
の
闘
い
は
、「
私
」
を
鋭
い
認
識
者
に
押
し
上
げ
た
と
同
時
に
、

「
私
」
の
「
魂
を
す
り
へ
ら
」
し
て
も
き
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
簡
単
な
数
字
を

間
違
え
た
り
、
懐
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
の
楊
お
ば
さ
ん
を
無
用
に
傷
つ
け
て
し
ま

う
の
で
す
。「
私
」
の
一
見
こ
の
矛
盾
し
た
人
物
像
は
「
鉄
の
部
屋
」
の
過
酷

さ
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
ま
す
。〈
機
能
と
し
て
の
語

り
手
〉
は
「
私
」
の
そ
の
姿
を
的
確
に
抉
り
出
し
て
い
ま
す
が
、
大
方
の
読
者

に
こ
れ
が
見
え
に
く
い
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
視
点
人
物
の
「
私
」
の

ま
な
ざ
し
で
対
象
人
物
の
領
域
を
捉
え
、
作
品
の
〈
仕
組
み
、
仕
掛
け
〉
を
読

み
落
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
私
」
と
閏
土
の
二
人
の
悲
惨
な
再
会
は
も
う
取
り
返
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
こ
れ
か
ら
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
、
そ
れ
が
次
の
第
六
と
第
七
の
キ
ー

セ
ン
テ
ン
ス
で
す
。

希
望
を
い
え
ば
、
か
れ
ら
は
新
し
い
生
活
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

私
た
ち
の
経
験
し
な
か
っ
た
新
し
い
生
活
を
。
／
希
望
と
い
う
考
え
が
う

か
ん
だ
の
で
、
私
は
ど
き
っ
と
し
た
。
た
し
か
閏
土
が
香
炉
と
燭
台
を
所

望
し
た
と
き
、
私
は
相
変
わ
ら
ず
の
偶
像
崇
拝
だ
な
、
い
つ
に
な
っ
た
ら

忘
れ
る
つ
も
り
か
と
、
心
ひ
そ
か
に
か
れ
の
こ
と
を
笑
っ
た
も
の
だ
が
、

い
ま
私
の
い
う
希
望
も
、
や
は
り
手
製
の
偶
像
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い

か
。
た
だ
か
れ
の
望
む
も
の
は
す
ぐ
手
に
入
り
、
私
の
望
む
も
の
は
手
に

入
り
に
く
い
だ
け
だ
。（
太
字
は
順
に
第
六
と
第
七
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）

自
分
た
ち
の
再
会
の
限
度
を
超
え
る
悲
し
み
、
痛
み
、
こ
れ
を
次
世
代
の
宏

児
と
水
生
に
は
繰
り
返
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
「
希
望
」
を
意
識
し
た
瞬
間
、

デ
ク
ノ
ボ
ー
に
見
え
て
い
た
閏
土
と
「
私
」
自
身
が
変
わ
り
な
い
こ
と
に
気
付

き
ま
す
。
閏
土
は
先
に
長
テ
ー
ブ
ル
の
他
、
先
祖
を
祭
る
た
め
の
「
香
炉
と
燭

台
」
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、「
私
」
は
相
変
わ
ら
ず
旧
弊
な
迷
信
を

信
じ
る
愚
か
な
「
偶
像
崇
拝
」
だ
な
、
仕
方
が
な
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
が
今
浮
か
ん
だ
「
希
望
」、
す
な
わ
ち
「
私
」
が
獲
得
し
た
は
ず
の
輝
か

し
い
先
進
的
で
知
的
な
進
歩
思
想
・
進
歩
史
観
も
、
実
は
「
私
」
の
思
惑
・
観

念
で
あ
っ
て
、「
手
製
の
偶
像
」
に
過
ぎ
な
い
、
閏
土
と
「
私
」
と
は
五
十
歩

百
歩
で
し
か
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
す
。

そ
も
そ
も
「
私
」
は
冒
頭
、
帰
郷
の
船
の
上
、
故
郷
を
前
に
し
て
の
感
慨
で
、

既
に
近
代
的
な
相
対
主
義
者
と
し
て
の
思
考
の
形
を
リ
ス
ナ
ー
に
見
せ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
閏
土
も
ま
た
近
所
の
住
民
同
様
、〝
こ
そ
泥
〟
だ
っ
た
こ
と
を

知
ら
さ
れ
、
多
年
の
「
ひ
と
つ
心
」
で
い
た
い
と
い
う
「
希
望
」
も
実
は
、
自

身
の
主
体
が
信
じ
こ
ん
で
い
る
観
念
、
イ
デ
ア
に
過
ぎ
な
い
と
、
思
い
至
る
の

で
す
。「
私
」
の
内
奥
に
は
一
見
読
者
に
は
見
え
に
く
い
「
私
」
の
観
念
体
系

の
解
体
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
主
客
相
関
の
枠
組
の
解
体
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
新
た
な
世
界
観
認
識
へ
向
か
う
根
底
的
な
転
換
で
す
。
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そ
し
て
、
次
の
最
末
尾
の
未
曽
有
の
境
地
に
到
り
ま
す
。

ま
ど
ろ
み
か
け
た
私
の
眼
に
、
海
辺
の
広
い
緑
の
砂
地
が
う
か
ん
で
く

る
。
そ
の
上
の
紺
碧
の
空
に
は
、
金
色
の
丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
思

う
に
希
望
と
は
、
も
と
も
と
あ
る
も
の
と
も
い
え
ぬ
し
、
な
い
も
の
と
も

い
え
な
い
。
そ
れ
は
地
上
の
道
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
地
上

に
は
道
は
な
い
。
歩
く
人
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
の
だ
。（
太

字
は
最
後
第
八
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
）

閏
土
な
ど
の
農
民
の
働
く
海
辺
の
砂
地
の
上
の
「
紺
碧
の
空
に
は
、
金
色
の

丸
い
月
が
か
か
っ
て
い
」
ま
す
。
し
か
し
、
も
う
そ
こ
に
は
夢
の
小
英
雄
閏
土

は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
姿
は
〝
見
せ
消け

ち
〟、
こ
こ
で
は
、「
私
」
の
こ
れ
ま
で
の

生
の
拠
点
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
完
全
な
る
喪
失
を
露
出
さ
せ
て
い
ま
す
。

も
は
や
「
私
」
は
こ
れ
ま
で
の
「
私
」
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
こ
の
第
八
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に
語
ら
れ
た
「
道
」
を
も
し
「
希

望
」
と
言
い
換
え
る
な
ら
、
そ
の
「
希
望
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま

で
の
主
客
相
関
の
枠
組
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
た
主
体
か
ら
発
せ
ら
れ
た

「
希
望
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
希
望
」
は
「
絶
望
」
に
相
等
し
い
と
い
う
認
識

の
図
式
で
は
な
く
、
こ
れ
を
超
え
て
、
そ
の
外
部
の
主
体
が
発
し
た
「
希
望
」

で
す
。
多
く
の
人
が
歩
く
か
歩
か
ぬ
か
、
そ
の
結
果
の
「
希
望
」
は
「
私
」
の

あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
す
。
人
々
が
多
く
歩
く
な
ら
、「
希
望
」
が
生
ま
れ

る
と
言
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
主
体
の
願
望
や
意
志
の
及
ば
ぬ
境
地
に
立
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
観
認
識
か
ら
脱
却
し
、
そ
の
外
部
、
了
解
不
能
の
時
空

と
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
生
身
の
〈
語
り
手
〉「
私
」

は
文
字
通
り
の
希
代
の
認
識
者
と
し
て
完
成
し
、「
鉄
の
部
屋
」
に
立
ち
向
か

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
、「
鉄
の
部
屋
」
を
開
け
る
鍵
は
内
側
に
あ
っ

て
、
扉
は
外
か
ら
し
か
開
か
な
い
の
で
す
。〈
語
り
手
〉
と
〈
機
能
と
し
て
の

語
り
手
〉
が
重
な
る
地
平
で
す
。
こ
う
し
て
『
故
郷
』
の
〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
・

仕
掛
け
〉
は
完
結
し
ま
す
。

お
わ
り
に
（「
鉄
の
部
屋
」
の
こ
と
）

周
知
の
通
り
、
魯
迅
は
医
学
を
専
攻
、
日
本
に
留
学
し
た
後
、
真
に
人
間
を

救
う
も
の
は
何
か
と
疑
問
を
抱
き
、
医
学
か
ら
文
学
へ
と
転
向
し
て
帰
国
し
ま

す
。
文
学
に
よ
っ
て
人
を
救
う
と
の
志
を
立
て
た
の
で
す
。
そ
の
最
初
の
創
作

集
『
吶
喊
』
に
十
四
の
創
作
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
「
自
序
」（
竹
内
好
訳
『
魯
迅

文
集
1
』、
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
一
・
三
、
11-

18
頁
）
に
は
、
魯
迅
に
「
鉄
の
部
屋
」

で
文
章
を
書
く
こ
と
を
許
し
た
秘
訣
、
そ
の
秘
密
の
経
緯
が
明
か
さ
れ
て
い
ま

す
。魯

迅
は
そ
こ
で
、
当
時
の
中
国
の
社
会
体
制
を
「
鉄
の
部
屋
」
と
呼
び
、「
窓

は
ひ
と
つ
も
な
い
し
、
こ
わ
す
こ
と
も
絶
対
に
で
き
ん
の
だ
。
な
か
に
は
熟
睡

し
て
い
る
人
間
が
お
お
ぜ
い
い
る
。
ま
も
な
く
窒
息
死
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。」

と
喩
え
、
な
ら
ば
ど
う
抗
が
お
う
と
、
文
学
作
品
を
「
書
く
こ
と
」
は
無
効
、

無
意
味
で
あ
る
と
「
確
信
」
し
て
い
ま
し
た
。
絶
望
し
て
い
た
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
、『
新
青
年
』
を
発
行
し
て
い
た
友
人
、
金
心
異
（
実
名
、
銭
玄
同
）
か

ら
「
し
か
し
、
数
人
が
起
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
鉄
の
部
屋
を
こ
わ
す
希
望
が
、

絶
対
に
な
い
と
は
言
え
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
反
論
さ
れ
る
と
、
ど
う
し
た
わ
け

か
、
魯
迅
は
「
絶
望
」
し
た
ま
ま
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
次
の
よ
う
に
態
度
を
一

変
さ
せ
ま
す
。

（
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そ
う
だ
。
私
に
は
私
な
り
の
確
信
は
あ
る
が
、
し
か
し
希
望
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
抹
殺
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
希
望
は
将
来
に
あ

る
も
の
ゆ
え
、
絶
対
に
な
い
と
い
う
私
の
証
拠
で
、
あ
り
う
る
と
い
う
か

れ
の
説
を
論
破
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。
そ
こ
で
結
局
、
私
は
文
章

を
書
く
こ
と
を
承
諾
し
た
。
こ
れ
が
最
初
の
「
狂
人
日
記
」
と
い
う
一
篇

で
あ
る
。

こ
こ
で
『
狂
人
日
記
』
以
降
、
魯
迅
の
態
度
・
立
場
は
文
章
を
書
く
こ
と
に

転
じ
、
断
固
動
じ
る
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
見
、
友
人
金
心
異
に
説
得

さ
れ
て
文
章
を
書
き
始
め
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
鉄
の
部
屋
」
は
文
章
を
書
い
て
も
壊
れ
な
い
、
こ
の
ま
ま
窒
息
死
す
る
し
か

道
は
な
い
、
魯
迅
は
そ
う
「
確
信
」
し
、
こ
の
「
自
序
」
を
書
い
て
い
る
今
も

そ
れ
は
揺
ら
が
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

「
鉄
の
部
屋
」
打
倒
に
向
け
て
、
文
章
を
書
く
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
そ
の
点

で
は
明
ら
か
な
自
家
撞
着
、
自
己
矛
盾
で
す
。
徒た
だ

事ご
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
度
、
繰
り
返
し
ま
す
。
金
心
異
は
、
魯
迅
の
「
希
望
」
が
な
い
と
の

「
確
信
」
を
斥
け
て
、
わ
ず
か
で
も
「
希
望
」
を
持
っ
て
事
に
当
た
る
こ
と
を

主
張
し
ま
す
。
魯
迅
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
私
に
は
私
な
り
の
確
信
が
あ
る
が
」

と
、「
希
望
」
が
な
い
と
の
「
確
信
」
を
持
っ
た
ま
ま
、「
し
か
し
希
望
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
抹
殺
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
希
望
は
将
来
に
あ

る
も
の
ゆ
え
、
絶
対
に
な
い
と
い
う
私
の
証
拠
で
、
あ
り
う
る
と
い
う
か
れ
の

説
を
論
破
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。」
と
態
度
を
一
変
、「
鉄
の
部
屋
」
と

の
闘
い
の
文
章
を
書
く
と
主
張
し
ま
す
。
こ
れ
は
『
故
郷
』
末
尾
の
一
文
、「
思

う
に
希
望
と
は
、
も
と
も
と
あ
る
も
の
と
も
い
え
ぬ
し
、
な
い
も
の
と
も
い
え

な
い
。
そ
れ
は
地
上
の
道
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
地
上
に
は
道
は

な
い
。
歩
く
人
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
道
に
な
る
の
だ
。」
と
全
く
同
じ
こ

と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
人
が
見
過
ご
し
て
し
ま
う
（
と
わ
た
く
し

に
は
思
わ
れ
る
）
難
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、
こ
こ
で
文
章
を
書
き
始
め
る
魯
迅
は
「
希
望
」
は
な
い
と
の
「
確
信
」

を
持
ち
な
が
ら
、
同
時
に
そ
う
「
確
信
」
し
て
い
る
自
分
自
身
の
主
体
を
相
対

化
し
、
そ
の
外
部
、
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
主
客
相
関
を
対
象

化
し
て
捉
え
る
レ
ベ
ル
と
、
そ
れ
を
さ
ら
に
捉
え
直
す
メ
タ
レ
ベ
ル
、
こ
の
次

元
の
異
な
る
二
重
の
座
標
軸
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
。
魯
迅
の
秘
密
、
前
述
第

八
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
の
鍵
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
魯
迅
と
そ
の
友

人
、
金
心
異
と
の
差
が
あ
る
の
で
す
。
友
人
の
側
に
は
座
標
軸
は
一
つ
（
以
前

の
魯
迅
も
金
心
異
と
対
立
は
し
て
い
た
が
、
同
じ
く
常
識
的
立
場
の
座
標
軸
）、

そ
の
座
標
軸
は
近
代
の
発
見
し
た
尊
い
命
の
場
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
場
で
の
相
対

主
義
で
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
こ
れ
を
相
対
化
し
超
え
る
外
部
に
魯
迅

の
「
希
望
」
が
あ
り
ま
す
。
魯
迅
は
自
身
の
主
体
が
作
り
出
し
て
い
る
主
客
相

関
を
相
対
化
し
た
レ
ベ
ル
の
さ
ら
に
外
部
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
文
章
を
書
く
の

で
す
。

「
鉄
の
部
屋
」
は
階
級
社
会
の
制
度
に
限
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
打
倒
し
て
革

命
を
成
就
し
て
も
、
新
た
な
「
鉄
の
部
屋
」
は
生
ま
れ
ま
す
。
主
客
相
関
の
メ

タ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
「
希
望
」
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
人
は
生
き
て
い
る
限
り
、

「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
苦
の
中
に
あ
り
、「
鉄
の
部
屋
」
は
時
代
に
応
じ
て
新

た
に
現
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
「
自
序
」
の
「
私
」
も
『
故
郷
』
の
「
私
」
も

永
久
革
命
を
強
い
ら
れ
続
け
る
の
で
す
。
人
が
何
事
か
、
己
れ
の
全
身
全
霊
、

す
べ
て
を
掛
け
て
事
を
成
そ
う
と
す
る
に
は
、
必
要
条
件
し
か
持
っ
て
い
ま
せ

ん
。
十
分
条
件
は
そ
の
人
の
生
の
枠
組
、
主
客
相
関
の
枠
組
の
外
に
あ
り
ま
す
。

魯
迅
は
こ
の
重
層
構
造
を
生
き
る
の
で
す
。
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
鍵
は
内
に

（
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あ
っ
て
、
扉
は
外
か
ら
開
き
ま
す
。

魯
迅
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
創
作
は
、
自
分
の
心
を
写
す
も
の
と
は
い
え
、
所
詮
は
人
に
見
ら
れ
た
い
の

だ
。
／
創
作
に
は
社
会
性
が
あ
る
。
／
も
っ
と
も
、
見
て
も
ら
い
た
い
相
手
が

た
っ
た
一
人
の
こ
と
も
あ
る
。

―
親
友
、
愛
人
。」（『
小
雑
感
』、
竹
内
好
訳
『
魯

迅
文
集
４
』、
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
一
・
六
、
193-

198
頁
）。
創
作
の
主
体
で
あ
る
魯

迅
は
、
文
章
は
こ
れ
を
他
人
に
見
せ
る
た
め
に
書
く
と
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
が

通
じ
る
相
手
は
「
た
っ
た
一
人
の
こ
と
も
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
読
者

一
般
の
一
人
、「
あ
な
た
」
の
こ
と
で
は
な
い
、
そ
う
読
み
手
に
揺
さ
ぶ
り
を
か

け
て
い
る
の
で
す
。
本
稿
の
冒
頭
で
『
故
郷
』
は
「
見
か
け
と
は
違
っ
て
、
実

は
は
る
か
に
分
か
り
に
く
い
」
小
説
だ
と
述
べ
ま
し
た
が
、
魯
迅
は
自
身
の
文

章
が
読
み
手
に
通
じ
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

魯
迅
は
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
す
。「
自
分
は
愈
々
人
を
だ
ま
す
こ
と
を
盛
ん

に
や
り
だ
し
た
、
そ
の
だ
ま
す
学
問
を
卒
業
し
な
け
れ
ば
、
或
は
よ
さ
な
け
れ

ば
、
円
満
な
文
章
は
書
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
。」（『
私
は
人
を
だ
ま
し
た
い
』、
竹
内

好
訳
『
魯
迅
文
集
６
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
一
・
八
、
233-

237
頁
）
と
。
こ
こ
に
は
自

身
の
文
章
が
人
を
だ
ま
し
て
い
る
と
い
う
魯
迅
の
厳
し
い
透
徹
し
た
自
己
省
察

が
あ
り
ま
す
。自
己
弁
護
克
服
の
闘
い
で
す
。こ
の
自
意
識
が
日
常
の
自
己
（
主

客
相
関
の
自
己
）
を
超
え
さ
せ
て
い
く
力
学
を
生
み
ま
す
。
日
常
生
活
の
基
盤

と
な
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
場
と
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
外
に
あ
っ
て
了
解
不
能
の
《
他

者
》
と
向
き
合
う
永
劫
の
沈
黙
の
場
、
こ
の
二
つ
の
座
標
軸
を
持
ち
、〈
近
代

小
説
の
神
髄
〉
へ
と
向
か
う
の
で
す
。

注
の
前
に
、
近
代
小
説
の
傑
作
で
あ
る
『
故
郷
』
を
読
む
際
に
要
請
さ
れ
る

世
界
観
の
転
換
と
読
書
行
為
の
原
理
に
つ
い
て
、
以
下
補
っ
て
お
き
ま
す
。

【
補
説
】

世
の
中
に
起
こ
る
出
来
事
と
は
常
に
自
分
自
身
の
主
体
の
捉
え
た
、
一
回

性
の
対
象
と
し
て
し
か
現
れ
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
一
般
に
相
対
主
義
と
呼

ば
れ
、『
故
郷
』
の
冒
頭
の
「
私
」
も
こ
の
立
場
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
わ

た
く
し
個
人
は
こ
の
我
々
の
主
体
が
実
際
に
知
覚
し
、
捉
え
る
こ
と
の
で
き

る
客
体
の
対
象
の
領
域
を
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と
呼
び
、
他
方
、
そ

の
主
客
相
関
の
外
部
で
あ
る
対
象
そ
れ
自
体
、
そ
の
も
の

0

0

0

0

の
領
域
を
〈
第
三

項
〉、
了
解
不
能
の
《
他
者
》
と
呼
ん
で
両
者
を
峻
別
し
て
き
ま
し
た
。
人

が
主
体
の
捉
え
て
い
る
客
体
の
対
象
と
関
わ
っ
て
生
き
て
い
る
限
り
、
そ
の

外
部
で
あ
る
対
象
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ

と
向
き
合
う
に
は
、
主
客
相
関
の
枠
組
み
を
相
対
化
す
る
レ
ベ
ル
の
さ
ら
に

メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
我
々
は
主
体
の
及
ば
ぬ
了

解
不
能
の
《
他
者
》
の
領
域
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
た
く
し
は

四
半
世
紀
、
こ
う
し
た
思
考
図
式
で
拙
論
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。

一
人
称
小
説
の
〈
語
り
手
〉
は
基
本
的
に
リ
ス
ナ
ー
、〈
聴
き
手
〉
に
向

か
っ
て
語
る
〈
語
り
手
〉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
が
お
話
の
出
来

事
の
中
の
登
場
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。
一
方
で
リ
ス
ナ
ー
に
語
り
な
が
ら
、

他
方
で
は
物
語
の
時
空
で
活
動
し
て
い
る
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
架
空
の

存
在
、
こ
れ
は
小
説
そ
れ
自
体
が
虚
構
だ
か
ら
成
立
し
て
い
ま
す
。

こ
の
作
中
の
〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
は
自
身
も
無
意
識
の
闇
を
抱
え
、
自

分
の
目
に
見
、
耳
で
聴
き
取
る
相
手
、
対
象
人
物
で
あ
る
閏
土
や
楊
お
ば
さ

ん
の
内
面
も
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
横
並
び
に
し
か
登
場
す
る
こ
と
は
で
き
ま
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せ
ん
。こ
れ
に
対
し
て
、作
品
全
体
の
言
葉
を
統
括
し
て
い
る
の
が
こ
の
〈
語

り
手
〉
の
「
私
」
を
「
私
」
と
対
象
化
し
て
語
る
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉

で
す
。『
故
郷
』
末
尾
、
述
べ
た
よ
う
に
、〈
語
り
手
〉
の
「
私
」
は
自
身
の

最
先
端
の
思
想
も
ま
た
、「
手
製
の
偶
像
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
り
、
自

身
が
抱
い
て
い
た
相
対
主
義
の
限
界
を
知
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
れ
ま
で
の
主

体
を
一
旦
消
去
さ
せ
て
、
さ
ら
に
メ
タ
レ
ベ
ル
の
主
体
を
獲
得
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
ま
す
。こ
の
主
体
の
消
去
と
顕
在
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
「
私
」
を
〈
機

能
と
し
て
の
語
り
手
〉
の
レ
ベ
ル
に
押
し
上
げ
る
の
で
す
。
了
解
不
能
の

《
他
者
》
で
あ
る
、〈
第
三
項
〉
と
い
う
永
劫
の
沈
黙
と
向
き
合
わ
せ
る
の
で

す
。
こ
こ
ま
で
が
人
間
の
で
き
る
限
界
、
扉
の
内
の
鍵
を
自
ら
外
す
こ
と
で

す
。
扉
の
外
は
も
は
や
人
の
手
に
余
る
領
域
で
す
。
鍵
は
内
側
に
あ
っ
て
、

扉
は
外
か
ら
開
く
の
で
す
。

注

1 　
〈
第
三
項
〉
に
関
し
て
は
、
ご
く
簡
略
に
「
補
説
」
に
掲
げ
ま
し
た
。

2 　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
の
中
で
生
ま
れ
た
「
表
層
批
評
」
に
対
し
て
、
わ

た
く
し
は
〈
深
層
批
評
〉
を
唱
え
て
い
ま
す
。

3 　

そ
の
根
拠
は
Ⅲ
章
に
述
べ
た
通
り
で
す
が
、
改
竄
の
背
景
に
は
、『
故
郷
』
が
私

小
説
と
し
て
読
ま
れ
、
聖
人
と
さ
れ
た
魯
迅
の
伝
記
的
な
問
題
と
深
く
関
り
ま
す
。

こ
れ
を
「
概
数
」
だ
と
す
る
こ
と
は
原
典
を
甚
だ
し
く
損
な
っ
て
日
本
の
全
中
学

生
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
語
教
科
書
の
使
命
に
反
し
、
看
過
で
き
ま

せ
ん
。
こ
こ
に
は
近
代
小
説
の
読
み
方
が
問
わ
れ
ま
す
。
因
み
に
、
拙
稿
「
学
問

と
し
て
〈
近
代
小
説
〉
を
読
む
た
め
に
」(

田
中
実
・
須
貝
千
里
・
難
波
博
孝
編
著

『
第
三
項
理
論
が
拓
く
文
学
研
究
／
文
学
教
育　

高
等
学
校
』、
二
〇
一
八
・
一
〇
、

明
治
図
書
、
246-

260
頁)

参
照
。

4 　

山
田
伸
代
氏
の
「
故
郷
を
読
む
」
に
は
、
同
様
の
指
摘
が
あ
り
ま
す
（『
月
刊
国

語
教
育
』
369
号
、
二
〇
一
〇
・
一
二
、
64-

67
頁
）。

5 　

以
前
に
も
拙
稿
「「
読
み
の
背
理
」
を
解
く
三
つ
の
鍵
―
テ
ク
ス
ト
、〈
原
文
の
〉

の
影
・〈
自
己
倒
壊
〉
そ
し
て
〈
語
り
手
の
自
己
表
出
〉
―
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
』
第
73
巻
第
７
号
、
二
〇
〇
八
・
七
、
６-

16
頁
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
小
林
秀
雄
の
評
論
、「
様
々
な
る
意
匠
」（『
小
林
秀
雄
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇

〇
二
・
四
、
新
潮
社
、
135
頁
）
の
な
か
に
は
、「
批
評
と
は
竟つ
い

に
己
れ
の
夢
を
懐
疑

的
に
語
る
事
で
は
な
い
の
か
」
と
断
言
す
る
名
文
句
が
あ
り
、
現
在
の
文
学
研
究

や
文
芸
批
評
の
大
枠
は
こ
の
枠
組
み
に
あ
り
ま
す
。

　

 　

と
こ
ろ
が
、
両
者
の
位
相
を
比
較
対
照
す
る
と
、
魯
迅
の
文
章
を
書
く
位
相
は
、

こ
の
「
懐
疑
的
に
語
る
」
主
体
の
枠
組
そ
れ
自
体
を
も
斥
け
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
「
様
々
な
る
意
匠
」
を
懐
疑
的
に
語
る
ベ
ク
ト
ル
を
さ
ら
に
進
め
、
そ
う
語
る

主
体
の
拠
点
そ
れ
自
体
を
斥
け
、
そ
の
外
部
と
対
峙
す
る
と
こ
ろ
に
立
つ
の
で
す
。

小
林
秀
雄
の
批
評
す
る
主
体
を
今
一
歩
、
さ
ら
に
進
め
た
位
相
、
そ
こ
が
『
故
郷
』

の
「
私
」
が
自
ら
を
「
偶
像
崇
拝
」
者
と
し
て
斥
け
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
に
初

め
て
、
鍵
は
内
に
あ
っ
て
扉
は
外
か
ら
開
く
秘
密
を
解
く
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ

こ
に
は
世
界
観
認
識
の
転
換
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

6 　
「
座
標
軸
」
と
は
一
つ
の
時
空
を
示
し
て
い
ま
す
。
因
み
に
、
村
上
春
樹
は
『
ナ

イ
ン
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ズ　

柴
田
元
幸
と
９
人
の
作
家
た
ち
』（
二
〇
〇
四
・
三
、

ア
ル
ク
、
260-

291
頁
）
で
、
自
身
の
創
作
に
つ
い
て
「
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
全
部

分
解
し
て
、
洗
い
直
し
、
組
み
立
て
直
し
て
、
別
の
座
標
を
も
っ
て
き
て
、
小
説

を
作
っ
て
い
く
し
か
な
い
、
と
い
う
決
意
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
そ
の
あ
と
で
解
体

し
た
も
の
を
洗
い
直
し
て
、
組
み
立
て
直
し
て
、
座
標
軸
を
据す

え
て
と
い
う
作
業

が
順
番
に
き
て
、
そ
れ
で
一
応
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
み
た
い
な
地
点
に

（
７
）
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魯迅『故郷』の秘
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鑰
やく



い
く
わ
け
で
す
。」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

7 　

こ
の
「
主
客
相
関
の
主
体
が
消
え
、
そ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
主
体
が
現
れ
る
と
い

う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
、
例
え
ば
、
村
上
春
樹
な
ら
、
エ
ッ
セ
イ
『
猫
を
棄
て
る

　
父
親
に
つ
い
て
語
る
と
き
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
〇
・
四
、
96-

97
頁
）
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
重
な
り
ま
す
。

　
　
　

 　

言
い
換
え
れ
ば
我
々
は
、
広
大
な
大
地
に
向
け
て
降
る
膨
大
な
数
の
雨
粒

の
、
名
も
な
き
一
滴
に
過
ぎ
な
い
。
固
有
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
交
換
可
能
な

一
滴
だ
。
し
か
し
そ
の
一
滴
の
雨
水
に
は
、
一
滴
の
雨
水
な
り
の
思
い
が
あ
る
。

一
滴
の
雨
水
の
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
く

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
一
滴
の
雨

水
の
責
務
が
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え

そ
れ
が
ど
こ
か
に
あ
っ
さ
り
と
吸
い
込
ま
れ
、
個
体
と
し
て
の
輪
郭
を
失
い
、

集
合
的
な
何
か
に
置
き
換
え
ら
れ
て
消
え
て
い
く
の
だ
と
し
て
も
。
い
や
む

し
ろ
こ
う
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
集
合
的
な
何
か
に
置
き
換
え
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

れ
て
い
く
か
ら
こ
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
。（
傍
点
原
文
）

　

  　

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
無
意
識
に
眠
る
罪
悪
感
を
原
点
に
し
た
三
つ
の
物
語

―
〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
村
上
春
樹
『
猫
を
棄
て
る　

父
親
に
つ
い
て
語
る
と
き
』
と

『
一
人
称
単
数
』、
あ
ま
ん
き
み
こ
の
童
話
『
あ
る
ひ
あ
る
と
き
』
―
」（『
都
留
文

科
大
学
大
学
院
紀
要
第
25
集
』
二
〇
二
一
・
三
に
掲
載
）
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

　

 【
付
記
】
本
稿
は
竹
内
好
訳
が
国
語
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
竹
内
訳
『
魯

迅
文
集
Ⅰ
』（
一
九
九
一
・
三
、
ち
く
ま
文
庫
、
89-

102
頁
）
を
底
本
と
し
て
い
る

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

受
領
日
　
二
〇
二
〇
年
九
月
二
四
日

受
理
日　

二
〇
二
〇
年
一
一
月
四
日
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