
李
股
相

「
詩
人
司
E

通
論

(
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
)
」

の
比
較
文
学
的
考
察

は
じ
め
に

韓
国
で
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
、
者
芸
者

z
x
s
g
(
一
八
一
九

1
一
八
九
二
)
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
日
本
の
植
民
地
下
に
置
か
れ
て

パ
ク
ホ
ン
ヨ
〆

い
た
一
九
二

O
年
五
月
、
朴
憲
永
が
雑
誌
「
文
友
』
に

4
2
p
u
a
-

。E〉
加
0

・白

DEL-mz・
(
「
青
年
は
昼
、
老
年
は
夜
」
)
を
翻
訳
、
発
表
し

オ

チ

ヨ

ン

ソ

ク

キ

ム

ヒ

ョ

ン

ウ

ォ

ン

イ

グ

ア

〆

ス

ジ

ユ

ヨ

ハ

ン

た
の
に
は
じ
ま
る
。
以
後
、
呉
天
錫
、
金
畑
元
、
李
光
沫
、
朱
耀
翰
、

チ
ヨ
ン
リ
ン
ヨ
ン

鄭
芝
溶
な
ど
に
よ
り
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
が
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

イ
ウ
ン
サ
〆

そ
の
中
で
、
韓
国
の
時
調
詩
人
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
李
殿
相
に
よ
っ

て
一
九
二
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
詩
人
調
E

一
咽
論
(
詩
人
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
論
)
」
(
『
朝
鮮
文
壇
』
一
九
二
五
年
五
月
号
)
は
、
従
来
の
研
究
者

等
に
よ
り
、
「
韓
国
最
初
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
紹
介
論
文
」
(
鄭
献
)
、
「
詩

人
論
と
し
て
し
っ
か
り
様
式
を
備
え
た
優
れ
た
例
」
(
金
容
稜
)
と
い
っ

た
よ
う
に
、
外
国
文
学
が
韓
国
に
輸
入
さ
れ
始
め
た
際
の
手
堅
い

金

暁:

美ミ

「
詩
人
論
」

る。

の
稀
な
例
と
し
て
、
韓
国
国
内
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
論
文
に
関
す
る
具

体
的
な
検
証
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
。

唯
一
、
鄭
献
の
研
究
が
詳
し
く
、
二
O
O
六
年
四
月
に
は
「
詩
人
ホ
イ
ツ

ト
マ
ン
論
」
を
主
題
に
し
た
単
独
の
論
文
も
発
表
さ
れ
た
。

鄭
献
は
こ
の
論
文
で
、
李
段
相
を
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
偉
大
な
思
想

家
、
世
界
的
作
家
と
確
信
し
、
そ
の
哲
学
と
作
品
を
体
系
的
に
紹
介
し

た
最
初
の
韓
国
知
識
人
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
鄭
は
李
の
論
文
に
つ

い
て
、
当
時
の
韓
国
の
状
況
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
の
原
詩
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

し
か
し
、
鄭
の
論
文
に
は
大
き
な
限
界
が
あ
る
。
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
論
」
に
は
李
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
観
と
日
本
に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
受
容
と
の
関
連
を
窺
わ
せ
る
、
い
く
つ
か
の
言
及
が
あ
る
。
そ
の
た

め
、
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
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に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
受
容
と
の
比
較
文
学
的
視
座
か
ら
の
接
近
が

不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
必
須
の
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
李
殿
相
の
論
文
に
つ
い
て
の
分
析
が
、
多
く
の
場
合
「
推
測
」

の
域
を
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
韓
国
初
の
本
格
的

な
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
紹
介
論
文
で
あ
る
李
段
相
の
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

論
」
を
、
近
代
日
本
に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
受
容
、
特
に
有
島
武
郎

の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の

性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
は
、
時
間
軸
に
沿
っ
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

の
伝
記
的
な
事
実
説
明
に
加
え
て
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
や
思
想
に
関

す
る
李
段
相
な
り
の
解
釈
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
李
論

文
の
構
成
及
ぴ
内
容
を
簡
略
に
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
、
「
一
、
緒
一
言
」

と
題
さ
れ
た
序
論
の
な
か
で
、
李
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
家
系
に
関
し
て

簡
略
な
説
明
を
し
た
上
で
、
続
く
「
二
、
ユ
斗
生
涯
(
彼
の
生
涯
こ

で
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
伝
記
的
事
実
を
述
べ
て
い
る
。
次
の

「
三
、
ユ
詞
詩
斗
思
想
(
彼
の
詩
と
思
想
)
」
の
中
で
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
の
詩
を
具
体
的
に
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
詩
の
特
徴
や
思
想
を
述
べ
て

お
り
、
最
後
の
「
四
、
結
論
」
で
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩

d
。
含
・
全

文
を
引
用
し
て
結
論
の
代
わ
り
と
し
て
い
る
。

序
論
に
あ
た
る
「
一
、
緒
言
」
、
並
び
に
本
論
の
一一「

一一一、
彼
の
詩
と

思
想
」
に
お
い
て
、
李
が
「
臼
本
の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
研
究
者
」
有
島

武
郎
」
の
名
前
を
幾
度
か
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
島
武
郎
と
李

の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
観
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
筆
者
の
調
査
の
結
果
、
李
段
相
の
論
文
は
、
そ
の
内
容
の
ほ
と
ん

ど
が
有
島
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
で
あ
る
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」

か
ら
抽
出
さ
れ
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
李
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
の
性
格
を
決
め
る
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
。

有
島
武
郎
の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
は
、
大
正
一

O
年
(
一

九
二
一
年
)
三
月
一
五
日
発
行
の
新
入
会
第
二
回
講
演
集
「
新
社
会
へ

の
諸
思
想
』
(
衆
英
閤
刊
)
に
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
有
島
の
残
後
「
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
て
」
(
大
正
二
三
年
六
月
一
一
一
一
一
日
、
用
水
英
閤
刊
)
と

い
う
表
題
で
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
講
演
筆
記
で
、
有
島
武
郎
の

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
の
も
っ
と
も
充
実
し
た
も
の
と
し
て
一
評
価
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

論
文
の
構
成
は
、
ま
ず
前
半
部
で
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
生
涯
」
に
つ

い
て
語
り
、
後
半
で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
の
特
徴
を
具
体
的
な
例
と
共

に
説
明
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
有
鳥
が
「
詩
人
の

生
涯
」
を
語
る
前
置
き
と
し
て
、
有
島
独
自
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
観
と
さ

れ
る
「
ロ

i
フ
ァ

l
」
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
説
明
し
、
強
調
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ

l
フ
ァ
!
に
関
す
る
内
容
を
少
し
紹
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有
島
は
ま
ず
「
人
間
に
は
先
天
的
と
い
っ
て
も
い
い
位
に

二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
」
ょ
う
だ
と
い
い
、
一
つ
日
の
タ
イ
プ
は
主
義

と
か
主
張
と
か
を
持
っ
た
人
で
、
理
想
家
と
い
う
型
に
属
し
、
も
う
一

つ
の
タ
イ
プ
は
ロ

l
フ
ァ

1

(
「

S
P『
)
の
種
類
で
、
理
想
家
の
よ
う

に
外
面
的
に
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
を
持
た
ず
、
「
謂
わ
ぱ
う
つ
ろ
い
で

歩
い
て
い
る
人
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
善
く
行
け
ば
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

や
う
な
人
に
な
る
」
と
説
明
す
る
。
「
詰
り
そ
こ
ら
中
を
歩
き
ま
は
っ

て
、
偶
然
ぶ
つ
か
っ
た
も
の
に
興
味
を
持
つ
段
に
な
る
と
、
そ
れ
に
き
っ

ち
り
と
関
係
を
結
ん
で
し
ま
ひ
、
そ
の
中
に
あ
る
所
の
い
い
も
の
を
取
っ

て
自
分
の
養
分
に
し
よ
う
と
云
ふ
か
な
り
識
の
い
い
立
場
に
た
つ
人

間
」
が
ロ

i
フ
ァ

l
型
人
間
だ
と
定
義
す
る
。
有
島
は
こ
の
二
つ
の
タ

イ
プ
の
人
を
、
キ
リ
ス
ト
教
会
や
社
会
制
度
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明

し
、
ロ

l
フ
ァ

l
型
人
間
の
偉
大
性
を
説
い
て
い
る
。

次
に
有
島
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
の
特
徴
を
五
つ
に
分
け
て
説
明
し
て

い
る
。
第
一
の
特
徴
が
「
凡
て
の
存
在
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
所
の
個

性
に
対
す
る
非
常
に
確
か
な
意
識
」
、
第
二
の
特
徴
が
「
具
象
」
、
「
言

い
換
え
れ
ば
彼
の
言
葉
は
在
来
の
概
念
を
盛
る
に
は
適
せ
ず
し
て
彼
自

身
の
実
感
の
表
象
と
し
て
の
み
意
味
を
持
っ
て
」
い
る
こ
と
、
第
三
の

特
徴
は
健
全
性
、
第
四
の
特
徴
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
持
っ
て
い
た
心
」
、

即
ち
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
大
き
な
心
」
、
「
自
然
な
、
大
き
な
、
こ
だ
わ

り
の
な
い
態
度
」
で
あ
り
、
第
五
の
特
徴
と
し
て
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

神
秘
的
表
現
」
を
挙
げ
て
い
る
。
有
島
は
さ
ら
に
、

介
す
る
と
、

こ
の
五
つ
の
特
徴

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
の
例
を
挙
げ
、
詳
し
く
説
明

し
て
い
る
。

以
上
の
、
有
島
の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
の
構
成
や
特
徴
を

踏
ま
え
た
上
で
、
李
段
相
の
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
を
見
て
み
た

い
。
紙
面
の
制
約
の
た
め
、
論
文
全
体
を
比
較
す
る
こ
と
に
は
無
理
が

あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
李
の
論
文
の
本
論
に
当
た
る
「
二
一
、
彼
の
詩

と
思
想
」
の
内
容
を
、
順
序
に
沿
っ
て
有
島
の
論
文
と
具
体
的
に
比
較

す
る
こ
と
で
、
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
と
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就

い
て
」
の
密
接
な
関
係
を
論
証
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
李
の
論
文
全
体
が
有
島
論
文
の

構
成
に
従
っ
て
い
て
、
両
者
と
も
ま
ず
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
伝
記
的
事
実

を
述
べ
た
上
で
、
詩
の
特
徴
に
関
す
る
説
明
に
入
っ
て
い
る
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
論
じ
る
李
の
論
文
の
第
三
章
の
内
容
は
、
ホ
イ
ツ

ト
マ
ン
の
詩
の
特
徴
を
論
じ
る
部
分
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

李
の
論
文
の
第
三
章
は
ま
ず
、
「
彼
の
孤
独
な
一
生
を
も
う
一
回
考

え
る
と
、
彼
に
は
、
世
に
残
し
た
詩
篇
以
外
は
、
何
も
な
い
。
文
字
も

ろ
く
に
読
め
な
い
老
母
以
外
に
は
、
愛
す
る
妻
も
、
か
わ
い
い
子
供
も
、

身
を
寄
せ
ら
れ
る
家
も
l
l
t何
も
な
い
悲
壮
な
生
涯
を
終
え
た
詩
人
で

あ
る
」
(
八
八
頁
)
と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
が
孤
独
な
人
生
を
生
き
た
、
と
い
う
説
明
の
上
記
の
文
は
、
有
島
論

文
が
説
く
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
第
一
の
特
徴
、
「
個
性
」
に
関
す
る
説
明

の
中
の
、
「
彼
に
は
一
人
の
文
字
も
読
め
な
い
や
う
な
老
母
が
あ
っ
た

nu 戸、d



外
、
愛
す
べ
き
妻
も
な
く
、
子
供
ら
し
い
子
供
も
な
く
、
家
ら
し
い
家

も
残
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
又
一
つ
の
イ
ン
ス
テ
イ
テ
ュ

l
シ
ヨ
ン
も
残

し
て
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
事
を
考
へ
る
と
誰
に
で
も
悲
壮
な

感
じ
を
与
え
る
で
せ
う
」
(
五
五
九
頁
)
に
拠
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
次
に
李
は
「
唯
一
自
己
の
感
覚
、
知
識
、
欲
求
、
こ
れ
だ

け
の
も
の
し
か
彼
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
」
(
八
八
1
八
九
頁
)

と
続
け
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
も
有
島
論
文
の
「
彼
の
感
覚
彼
の
知
識

彼
の
欲
求
が
純
粋
に
彼
自
身
の
者
で
あ
っ
て
決
し
て
他
人
の
も
の
で
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
す
」
(
五
五
九
頁
)
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
続
け
て
李
は
、
小
島
田
町
加
古
包
括
玄
『
∞
富
島
町
田
三
の
原
文
と
韓
国
語

訳
を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
有
島
が
引
用
し
て
い
る
部
分
と
ま
っ

た
く
同
じ
で
、
韓
国
語
訳
も
有
島
の
日
本
語
訳
と
酷
似
し
て
い
る
。
以

下
に
引
用
し
た
も
の
は
、
李
段
相
の
韓
国
語
訳
を
、
原
文
を
活
か
す
形

で
日
本
語
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

私
の
観
察
が
始
ま
る
最
初
の
一
歩
は
、
私
を
と
て
も
大
き
く
喜

ば
せ
た
、
/
単
純
な
事
実
、
意
識
l
こ
れ
ら
の
形
態
l
動
く

力
、
/
極
め
て
小
さ
い
虫
や
動
物
!
触
覚
|
視
力
と
|
愛
、
/
最

初
の
一
歩
は
こ
の
よ
う
に
私
を
と
て
も
驚
か
せ
、
喜
ば
せ
た
。
/

私
は
第
一
歩
を
踏
む
と
す
ぐ
、
も
っ
と
遠
く
行
こ
う
と
も
せ

ず
、
/
そ
こ
で
長
い
歳
月
を
立
ち
止
ま
り
さ
ま
よ
い
な
が
ら
歌
を

歌
っ
た
の
で
あ
る
。
(
八
九
頁
)

以
下
は
有
島
の
日
本
語
訳
で
あ
る
。

私
が
観
察
を
始
め
る
と
き
第
一
歩
は
私
を
こ
と
の
外
喜
ば
し

た
。
/
単
な
る
事
実
、
意
識
|
こ
れ
ら
の
形
態
|
運
動
の
力
、
/

い
さ
〉
か
な
虫
又
は
動
物
!
触
覚
|
視
力
愛
、
/
最
初
の
一
歩

は
実
に
こ
と
の
外
私
を
驚
か
し
喜
ば
し
た
の
で
、
/
私
は
歩
み
出

す
や
否
や
更
に
遠
く
行
く
心
も
な
く
、
そ
こ
に
長
く
止
ま
り
さ
ま

よ
っ
て
、
有
頂
天
に
歌
を
歌
ふ
の
だ
。
(
五
六
O
頁
)

両
者
と
も
に
、
「
研
究
」
、
「
勉
強
」
と
も
翻
訳
で
き
る
正

EF2.を

「
観
察
」
と
翻
訳
し
、
「
畏
敬
さ
せ
た
」
と
も
翻
訳
で
き
る
〆
宅
再
を

「
驚
か
せ
た
」
と
翻
訳
し
て
い
る
点
な
巴
、
翻
訳
の
語
棄
が
類
似
し
て

い
る
こ
と
か
ら
李
が
有
島
の
日
本
語
訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
韓
国
語
に

訳
し
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

続
け
て
李
は
上
記
の
詩
に
関
し
て
、
「
こ
の
詩
に
現
れ
た
彼
は
間
違

い
な
く

F
S
P同
型
に
当
て
は
ま
る
詩
人
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
も
つ
格
調

は
在
来
の
詩
が
も
っ

E
三
宮
ヨ
と
は
異
な
り
、
風
、
波
、
雲
の
「
リ
ズ

ム
」
に
近
い
省
察
と
直
覚
の
太
い
表
現
力
方
式
と
い
え
よ
う
」
(
八
九

頁
)
と
し
て
い
る
。
上
記
の
詩
は
、
確
か
に
有
島
が
論
文
の
前
半
部
で

「
そ
こ
ら
中
を
歩
き
ま
は
っ
て
、
偶
然
ぶ
つ
か
っ
た
も
の
に
興
味
を
持

つ
段
に
な
る
と
、
そ
れ
に
き
っ
ち
り
と
関
係
を
結
ん
で
し
ま
ひ
、
そ
の

戸、J



中
に
あ
る
所
の
い
い
も
の
を
取
っ
て
自
分
の
養
分
に
し
よ
う
と
云
ふ
か

な
り
識
の
い
い
立
場
に
た
つ
」
と
説
明
す
る
「
ロ

l
フ
ァ

l
」
の
特
徴

が
著
し
く
現
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
。
李
の
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
有
島

の
次
の
よ
う
な
説
明
の
う
ち
、
引
用
者
が
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
と
相

重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
冶
に
も
彼
の
ロ
!
フ
ァ
ー
で
あ
る
気
持
ち
が
遺
憾
な
く
現
れ

て
ゐ
ま
す
。
彼
は
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
に
彼
を
迎
へ
る
者
に
対

し
て
輿
味
を
そ
〉
ら
れ
る
と
何
事
を
も
棄
て
去
っ
て
そ
こ
に
座
は

り
込
む
や
う
な
人
で
し
た
。
彼
は
そ
こ
で
前
人
の
誰
も
が
感
じ
な

か
っ
た
様
に
そ
れ
を
感
じ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
を
誰
も
が
云

ひ
表
は
さ
な
か
っ
た
や
う
に
云
ひ
表
は
し
ま
し
た
。
或
人
は
「
草

の
葉
」
が
持
つ
格
調
は
在
来
の
詩
の
リ
ズ
ム
と
は
違
っ
て
、
風
や

波
や
空
の
雲
が
持
つ
リ
ズ
ム
と
甚
だ
し
く
似
通
っ
た
も
の
が
あ
る

と
云
っ
て
ゐ
ま
す
。
あ
の
一
見
勝
手
気
憧
に
見
え
る
、
彼
の
詩
体

を
造
り
上
げ
る
為
に
ど
れ
程
の
自
然
に
対
す
る
深
き
省
察
を
と
げ

た
か
は
彼
以
外
の
人
々
の
恐
ら
く
は
想
像
し
得
な
い
所
で
は
な
い

か
と
思
ひ
ま
す
。
(
五
六
O
頁
)

有
鳥
は
上
記
の
説
明
の
上
、
さ
ら
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
「
詩
人
ら
し

い
直
覚
」
を
も
っ
て
物
事
の
本
質
を
見
抜
い
た
こ
と
を
語
り
、
ホ
イ
ツ

ト
マ
ン
詩
の
個
性
に
つ
い
て
の
説
明
に
繋
げ
て
い
る
。
だ
が
、
李
段
相

の
論
文
の
場
合
、
紙
面
の
制
約
の
た
め
と
も
思
わ
れ
る
が
、
有
島
の
論

文
か
ら
内
容
を
断
片
的
に
多
数
抜
粋
し
、
そ
れ
ら
を
繋
げ
て
い
る
た
め
、

李
の
説
明
の
み
読
む
と
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
李
の
論
文
を
通
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
李
は
こ
こ
で

H
S
Fべ
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
李
の
論
文
で
は
、

有
島
の
論
文
に
あ
る
よ
う
な
、
ロ

l
フ
ァ

i
に
関
す
る
説
明
は
一
切
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
言
葉
の
意
味
が
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
、
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
鄭
献
は
李
段
相
が
言
及
す
る
「
」
。
同
庁
同

型
3

詩
人
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
評
価
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
っ
き

り
し
な
い
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
疑
問
は

有
島
の
論
文
を
読
め
ば
解
消
さ
れ
る
。

さ
ら
に
李
股
相
の
論
文
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

今

'B
ε
、ν

「ヵ
l
ベ
ン
タ
l
」
が
話
し
た
こ
と
の
中
に
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

の
詩
体
は
と
て
も
小
さ
な
も
の
か
ら
至
大
な
も
の
ま
で
の
生
命
現

象
を
第
一
義
的
に
摂
取
し
た
特
殊
な
点
で
そ
の
独
自
の
無
上
の
価

値
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
存
在
の
根
底
、
即
ち

そ
の
個
性
を
力
強
く
、
確
実
に
意
識
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た

こ
と
が
、
そ
の
真
剣
な
生
命
を
表
し
て
い
る
。
個
性
の
実
在
的
な

基
礎
か
ら
そ
の
要
求
に
従
い
実
働
す
る
無
限
な
る
「
力
」
を
賛
美

し
、
こ
の
「
力
」
以
外
は
全
て
を
否
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
地

か
ら
詩
人
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」
の
厳
粛
な
理
想
を
垣
間
見
る
こ
と



が
で
き
る
。
(
八
九
頁
)

こ
の
部
分
は
、
有
島
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
挙

げ
た
、
「
個
性
」
に
関
す
る
説
明
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
有
島
は

以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

い
か
に
も
彼
の
詩
体
は
い
さ
、
か
も
其
等
の
も
の
に
よ
っ
て
煩
は

さ
れ
け
が
さ
れ
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
か
く
現
象
を
或
は
生
命
を
第
一

義
的
に
摂
取
す
る
点
か
ら
カ

l
ベ
ン
タ

l
は
二
つ
の
特
色
が
表
は

れ
て
を
る
と
い
ふ
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
第
一
は
凡
て

の
存
在
の
根
底
に
な
っ
て
ゐ
る
所
の
個
性
に
対
す
る
非
常
に
確
か

な
意
識
で
あ
り
ま
す
。
(
中
略
)
:
:
:
此
環
境
の
力
に
は
極
大
な

も
の
が
あ
っ
て
、
個
人
は
そ
の
力
の
前
に
は
無
価
値
な
も
の
と
も

見
ら
れ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
(
中
略
)
個
性
が
実
在
の
基

礎
で
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
個
性
の
要
求
と
し
て
の
愛
そ
れ

が
環
境
に
働
き
か
け
て
或
は
恋
愛
と
な
り
或
は
友
情
と
な
り
そ
こ

に
内
在
的
な
共
同
生
活
の
相
が
成
立
つ
の
で
環
境
の
固
定
化
し
た

所
産
で
あ
る
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

l
シ
ヨ
ン
が
個
性
の
実
質
を
造
る

の
で
は
断
じ
て
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
自
分
の
個
性
そ
の
も
の
を
通

し
て
実
証
し
て
ゐ
ま
す
。
(
五
六
0
1
五
六
一
頁
)

李
と
有
島
は
共
通
し
て
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
や
生
命

を
第
一
義
的
に
摂
取
し
た
、
と
す
る
カ

l
ペ
ン
タ
l
の
指
摘
に
言
及
し
、

個
性
こ
そ
が
存
在
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

次
に
、
李
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
論
を
進
め
て
い
る
。

観
念
に
詩
の
衣
装
を
ま
と
わ
せ
た
よ
う
な
感
が
な
く
は
な
い

が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
詩
人
自
身
が
生
活
経
験
の
上
で
実
感

し
た
も
の
の
美
的
表
象
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
、
む
し
ろ
彼
を

独
特
な
価
値
所
有
者
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
(
八
九
1
九
O

頁
)

こ
の
部
分
は
、
有
島
の
論
文
で
は
、
第
二
の
特
徴
で
あ
る
「
具
象
」

に
関
す
る
説
明
の
導
入
部
に
当
た
る
。
李
が
引
用
し
た
箇
所
は
次
の
内

容
の
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
に
当
た
る
。

今コ戸、d

だ
か
ら
或
一
の
観
念
が
美
し
い
詩
の
衣
被
せ
ら
れ
て
表
出
さ
れ

る
(
英
国
の
詩
人
な
ど
よ
く
見
ら
れ
る
如
く
)
こ
と
な
く
、
詩
人

の
生
活
そ
の
も
の
の
端
的
な
具
象
化
が
一
つ
の
観
念
と
な
っ
て
表

は
れ
て
ゐ
る
結
果
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
言
い
換
へ
れ
ば
彼
の
言
葉

は
在
来
の
概
念
を
盛
る
に
は
適
せ
ず
し
て
彼
自
身
の
実
感
の
表
象

と
し
て
の
み
意
味
を
持
っ
て
ゐ
ま
す
。
(
五
六
一
頁
)

し
か
し
、
上
記
の
部
分
で
は
、
李
は
有
島
と
同
じ
よ
う
な
語
棄
を
使



い
な
が
ら
主
張
の
内
容
は
多
少
食
い
違
う
。
有
島
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

の
詩
は
観
念
が
美
し
い
詩
語
に
飾
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
言
っ
て
い

る
が
、
李
の
方
は
「
観
念
に
詩
の
衣
装
を
ま
と
わ
せ
た
よ
う
な
感
が
な

く
は
な
い
が
」
と
し
て
い
る
。
李
の
論
文
の
中
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
度
々
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
翻
訳
の
失
敗
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
解
釈
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
、
判
断
し
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
李
は
、
「
「
カ
l
ベ
ン
タ
!
」
が
(
こ
個
性
か
ら
現
れ
た
「
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
」
と
(
二
)
端
的
な
具
象
化
が
一
つ
の
観
念
に
な
っ
て
表

現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
現
れ
た
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」
を
研
究
し
た
点
も
こ

れ
ま
で
話
し
た
こ
と
と
同
じ
意
味
だ
と
捉
え
ら
れ
る
し
、
有
島
武
郎

(
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
研
究
者
)
が
話
し
た
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
の
健
全
性
」

と
い
う
も
の
も
皆
同
じ
意
味
で
あ
る
と
思
う
」
(
九
O
頁
)
と
し
て
い

る
。
こ
の
部
分
で
、
我
々
は
李
が
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
研
究
者
」
と
し
て

有
島
の
名
前
を
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
上

で
見
た
よ
う
に
、
李
は
有
島
が
「
具
象
」
の
説
明
を
し
た
と
こ
ろ
を
も
っ

て
、
第
一
の
特
徴
で
あ
る
「
個
性
」
や
、
第
三
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て

い
る
「
健
全
性
」
を
も
ひ
っ
く
る
め
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
有
島
の
論
文
と
い
さ
さ
か
異
な
る
部
分
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

李
は
こ
の
部
分
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
詩
人
の
健
全
性
を
強
調
し

て
い
る
。
「
社
会
の
基
調
が
ど
れ
ほ
ど
類
廃
的
で
、
病
的
な
も
の
で
あ

れ
、
詩
人
は
必
ず
健
全
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
社
会
生
活

の
基
調
に
大
き
な
革
命
を
与
え
、
葛
藤
を
輿
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(九
O
頁
)

こ
の
部
分
は
、
有
島
が
説
明
す
る
第
三
の
特
徴
、
「
健
全
性
」
に
関

す
る
説
明
の
中
の
以
下
の
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。

社
会
生
活
の
基
調
の
乱
れ
の
為
め
に
、
如
何
な
る
階
級
に
も
不
健

全
な
要
素
は
浸
み
込
ん
で
来
て
壊
廃
的
な
病
的
な
傾
向
は
生
活
の

心
髄
ま
で
浸
み
通
っ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
ま
す
。
(
中
略
)
彼
は

外
面
の
習
俗
に
よ
ら
ず
内
部
か
ら
の
要
求
に
よ
っ
て
こ
の
忌
む
べ

き
傾
向
に
対
し
て
徹
底
的
に
反
抗
の
声
を
挙
げ
て
ゐ
ま
す
。
(
五

六
一
頁
)

4
・戸、

“

李
と
有
島
は
共
通
し
て
、
社
会
の
基
盤
が
乱
れ
た
時
に
、
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
の
よ
う
な
健
全
な
詩
人
の
声
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
李
が

「
社
会
生
活
の
基
調
に
大
き
な
革
命
を
与
え
、
葛
藤
を
輿
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し
て
、
外
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の

に
対
し
、
有
島
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
「
外
面
の
習
俗
に
よ
ら
ず
内
部
か
ら

の
要
求
に
よ
っ
て
」
反
抗
し
て
い
る
点
を
高
く
評
価
し
て
い
て
、
二
人
は

い
さ
さ
か
異
な
っ
た
主
張
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
李
の
論
文
は
次
の
よ
う
に
続
く
。
「
大
地
の
容
智
で
養
育
さ

れ
た
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」
で
あ
っ
て
生
長
が
あ
り
、
生
命
が
あ
り
健
全

な
人
間
讃
墳
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
「
カ
l
ベ
ン
タ
l
」
の
言
葉
で
あ



る
」
(
九
O
頁
)

こ
の
部
分
は
前
に
引
き
続
き
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
健
全
性
に
関
す
る
説

明
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
間
違
い
な
く
、
有
島
論
文
の
「
彼
は

地
か
ら
生
れ
地
に
育
て
上
げ
ら
れ
、
地
の
智
叡
に
よ
っ
て
練
達
し
た
や

う
な
人
間
に
対
し
て
殊
に
引
附
け
ら
れ
ま
し
た
」
(
五
六
二
頁
)
と
い

う
部
分
か
ら
来
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ヵ
l
ベ
ン
ダ
ー
の
言
葉

で
は
な
く
、
有
島
の
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、
李
の
論
文
に
現
れ
る
「
人

間
讃
填
」
と
い
う
言
葉
は
、
有
島
は
使
っ
て
お
ら
ず
、
李
独
自
の
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
が
、
李
の
論
文
の
大

き
な
特
色
と
し
て
、
こ
の
「
人
間
讃
填
」
や
「
人
間
全
体
を
包
摂
」
な

ど
の
言
葉
を
頻
繁
に
用
い
な
が
ら
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
を
説
明
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

次
に
李
は
、
有
島
が
健
全
性
の
例
と
し
て
日
本
語
訳
の
み
引
用
し
て

い
る
、
「
一
千
の
完
全
な
男
と
女
と
が
現
は
れ
る
、
/
そ
の
各
の
ま
は

り
に
は
、
友
達
の
群
れ
が
集
る
、
而
し
て
快
潤
な
小
児
と
青
春
と
が
、

さ
〉
げ
も
の
を
持
っ
て
」
(
九
O
頁
)
と
い
う
句
を
、
以
下
の
よ
う
に

有
島
と
同
じ
箇
所
に
あ
た
る
部
分
の
韓
国
語
訳
の
み
を
引
用
し
て
い

る。

一
千
の
完
全
な
男
子
と
女
子
が
現
れ
る
、
/
そ
の
周
囲
に
は
皆
、

多
く
の
群
れ
が
囲
ん
で
い
る
、
/
そ
う
し
て
快
潤
な
子
供
と
青
春

と
が
贈
り
物
を
も
っ
て
(
九
O
頁
)

こ
の
句
に
関
し
て
も
有
島
は
、
「
簡
明
に
彼
の
健
全
性
に
対
す
る
気

持
ち
を
表
は
し
得
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
」
(
五
六
二
頁
)
と
し
て
、
こ

の
詩
の
「
健
全
性
」
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
李
段
相
の
場
合
、

「
こ
の
簡
明
な
詩
で
、
至
極
の
人
間
讃
墳
と
健
全
性
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
」
と
し
て
い
て
、
こ
こ
で
も
李
が
「
人
間
讃
領
」
に
注
目
し
、

強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
李
段
相
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
に
移
っ
て
い
る
。

感
傷
的
で
は
な
い
彼
の
情
的
方
面
は
、
勿
論
、
先
入
観
で
事
物

を
観
察
し
た
り
、
自
己
一
個
の
満
足
を
要
求
し
続
け
た
り
も
し
な

か
っ
た
詩
人
で
あ
る
。
自
然
な
洞
察
力
に
一
任
し
、
自
己
と
全
世

界
を
運
搬
せ
ん
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
(
九
O
頁
)

『
dε、JV

こ
れ
は
有
島
が
挙
げ
た
第
四
の
特
徴
で
あ
る
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
持
っ

て
ゐ
た
心
」
や
「
愛
」
の
説
明
に
当
た
る
部
分
で
あ
り
、
有
島
論
文
の

以
下
の
内
容
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
彼
の
情
的
方
面
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
決
し
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ

ル
で
は
な
か
っ
た
。
物
を
或
る
先
入
主
観
を
以
て
、
愛
憎
し
、
或

ひ
は
価
値
づ
け
て
、
其
所
に
自
分
一
個
の
甘
々
し
い
満
足
を
求
め

る
と
云
ふ
様
な
女
々
し
い
態
度
は
彼
に
は
な
か
っ
た
。
(
中
略
)



小
児
が
総
て
の
物
に
対
し
て
、
先
づ
神
の
様
な
驚
き
を
現
し
、
次

に
、
芸
術
家
の
様
な
興
味
を
感
じ
、
さ
う
し
て
小
女
の
様
な
愛
撫

を
与
へ
る
、
そ
の
様
な
自
然
な
、
大
き
な
、
こ
だ
は
り
の
な
い
態

度
が
彼
に
は
あ
り
ま
し
た
。
(
五
六
二
頁
)

有
島
は
こ
の
よ
う
な
説
明
の
後
、
必
。
ロ
加
え
玄
苦
OR.
の
一
・
句
を
次
の

よ
う
に
日
本
語
訳
の
み
引
用
し
て
い
る
。
「
私
を
通
じ
て
禁
ぜ
ら
れ
た

声
々
が
、
/
性
と
淫
欲
の
声
々
が
|
|
面
紗
さ
れ
た
声
々
、
/
而
し
て

私
は
そ
の
面
紗
を
取
の
ぞ
く
、
/
不
浄
な
も
の
〉
声
々
、
そ
れ
は
私
に

よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、
変
容
す
る
」

一
方
の
李
股
相
に
お
い
て
も
、
前
述
の
文
章
に
続
く
も
の
は
、
有
島

の
引
用
し
た
箇
所
に
対
応
す
る
以
下
の
よ
う
な
韓
国
語
訳
で
あ
る
。

「
私
を
通
し
て
禁
じ
ら
れ
た
声
々
が
、
/
性
と
姪
欲
の
声
々
が

|
|
顔
を
隠
し
た
声
々
、
/
あ
あ
、
私
は
そ
の
面
紗
を
取
り
除

き
/
汚
さ
れ
た
声
々
、
そ
れ
を
私
が
き
れ
い
に
し
、
顔
を
変
え
て

あ
げ
よ
う
」
(
九
O
頁
)

李
は
、
続
け
て
、
「
「
愛
す
る
娘
た
ち
ょ
、
太
陽
が
あ
る
日
ま
で
は
あ

な
た
と
私
は
人
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
に
は
彼
の
人
生
観
の
一
面
が
表

れ
る
。
ど
ん
な
に
人
間
全
体
を
包
摂
し
た
詩
人
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
及

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
有
島
が
論
文
の
後
半
に

「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
大
き
な
心
」
の
例
と
し
て
全
文
を
引
用
し
て
い
る
、

斗
。
曲
。
。
E
S
E
-
J
S
C
Z
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6
一
句
、
云
2
E
§
2
S
E
n
-
E
g
『

cc-

号

-
2
n
-
E
m
u
B
Rで
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
李
は
こ
こ
で
も
、
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
の
「
人
間
讃
填
」
の
姿
勢
を
「
人
間
全
体
を
包
摂
し
た
詩
人
」
と

い
う
一
言
葉
で
高
く
評
価
し
、
有
島
と
は
違
う
観
点
を
見
せ
て
い
る
。

一
方
の
有
島
は
、

4
0
問
。
。
B
E
S
F
S円

FEn.の
全
文
を
、
原
文
と

日
本
語
訳
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て
い
る
。
李
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
の

有
島
に
よ
る
臼
本
語
訳
は
「
太
陽
が
あ
な
た
を
見
放
さ
な
い
中
は
、
私

も
あ
な
た
を
見
放
し
は
し
な
い
」
(
五
九
一
頁
)
と
な
っ
て
い
る
。
李

の
「
あ
な
た
と
私
は
人
で
あ
る
」
と
い
う
翻
訳
は
、
原
文
と
は
少
し
異

な
っ
て
い
る
が
、
意
味
は
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

李
股
相
は
有
島
が
説
明
す
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
特
徴
の
中
で
、
有
島

が
「
愛
」
、
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
大
き
な
心
」
な
ど
と
説
明
し
て
い
る
第

四
の
特
徴
に
特
に
注
目
し
て
い
て
、
こ
の
特
徴
の
説
明
に
多
く
の
紙
面

を
費
や
し
て
い
る
。
本
T

は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
、
ど
ん
な
に
罪
深
い
人
間

に
対
し
て
も
偏
見
な
く
大
き
く
包
む
姿
勢
を
高
く
評
価
し
て
い
る
よ
う

で
、
先
ほ
ど
も
指
摘
し
た
通
り
、
特
に
、
「
人
間
讃
填
」
や
「
人
間
全

体
を
包
摂
す
る
」
と
い
う
語
を
頻
繁
に
用
い
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
愛
に
注
目
し
て
い
る
。

李
は
論
文
を
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

ぷ
U，、d

こ
の
他
に
も
女
性
全
体
を
「
対
想
」
と
し
て
詩
人
の
女
性
観
を



説
蓋
し
た
例
で
あ
る
と
か
、
そ
の
女
性
に
対
す
る
恋
愛
の
情
が
男

性
に
移
展
さ
れ
所
謂
内
田
B
R邑
O

(
伴
侶
)
に
向
か
う
憧
慢
と
執
着

の
力
が
跳
ね
伸
び
る
独
特
な
世
界
i
肉
を
離
れ
た
精
神
の
浄
化
ー

を
創
造
し
た
詩
人
の
偉
大
性
を
見
る
と
、
現
世
的
桂
桔
か
ら
飛
躍

し
、
万
人
結
合
の
充
実
し
た
人
間
讃
領
を
発
見
で
き
る
の
で
あ
る
。

(九
0
1
九
一
頁
)

こ
こ
で
も
李
が
い
た
る
結
論
と
は
、
「
万
人
結
合
の
充
実
し
た
人
間

讃
領
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
島
の
方
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
李
と
は

異
な
る
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
或
る
一
人
の
女
性
を
対
象
と
は
し
て
ゐ
ず
に
、
女
性
そ
の
も

の
に
対
し
て
云
ひ
か
け
て
ゐ
る
様
な
形
が
あ
り
ま
す
。
(
中
略
)

女
性
に
対
す
る
恋
愛
か
ら
男
性
の
夫
れ
に
移
っ
て
く
る
と
、
彼
は

肉
の
世
界
か
ら
段
々
と
離
れ
て
、
清
い
ほ
が
ら
か
な
、
精
神
的
の

感
情
に
移
っ
て
行
き
ま
す
。
彼
は
其
処
で
現
世
的
な
桂
格
か
ら
徐

ろ
に
解
放
さ
れ
、
浄
化
さ
れ
た
力
強
い
自
然
の
牽
引
力
に
よ
っ
て
、

彼
の
伴
侶
と
結
び
付
き
ま
す
。
彼
の
不
思
議
の
造
語
の
一
な
る

か
行
日
出
向
円
邑
。
ョ
(
伴
侶
)
と
い
ふ
言
葉
は
彼
独
特
な
此
気
持
を
現
は

さ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
此
処
に
人

と
人
と
の
一
番
正
し
い
結
合
点
を
見
出
し
ま
し
た
。
さ
う
し
て
此

処
か
ら
、
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
主
張
は
発
足
し
て
ゐ
ま
す
。
此

の
結
合
に
よ
っ
て
人
と
人
と
の
聞
を
滑
ら
か
に
し
、
さ
う
し
て
其

処
か
ら
生
活
の
一
番
正
し
い
交
響
楽
を
作
り
出
さ
う
と
し
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
て
、
互
ひ
に
自
由
を
許
し
合
ふ
人
々
の
自
由
な
る
社
会

生
活
が
其
処
に
美
し
く
夢
み
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
(
五
六
三
頁
)

有
島
は
、
彼
に
し
て
は
め
ず
ら
し
く
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
言
及
し
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
語
い
上
げ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、

人
と
人
の
聞
の
「
愛
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か

し
、
李
股
相
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
一
切
触
れ

ず
、
「
万
人
結
合
の
充
実
し
た
人
間
讃
領
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
点

は
と
て
も
興
味
深
い
。

次
に
李
は
、
「
散
文
的
な
彼
の
詩
体
は
往
々
に
し
て
歓
迎
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
は
彼
の
文
字
と
言
語
の
配
列
の
中
で
動
躍
す
る
内
的
に
充

実
し
た
生
命
を
等
閑
に
付
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
病
め
る
見
方
だ
と
い

え
よ
う
」
(
九
一
頁
)
と
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
有
島
が
説
明

す
る
第
五
の
特
徴
、
「
神
秘
的
な
方
面
」
に
当
た
る
説
明
で
あ
り
、
上

記
の
引
用
は
、
有
島
の
説
明
の
う
ち
以
下
の
部
分
を
要
約
し
て
述
べ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

m
f
 ，、J

私
達
の
持
っ
て
ゐ
る
習
俗
的
な
観
念
に
従
っ
て
、
ホ
イ
ァ
ト
マ
ン

の
詩
を
通
読
し
た
も
の
は
、
そ
の
余
り
に
も
散
文
的
な
表
現
に
あ

き
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
(
中
略
)
そ
れ
は
彼
の
有
す
る
言
葉



が
ど
れ
程
、
内
的
な
生
命
に
よ
っ
て
力
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
い

ふ
事
を
、
語
る
良
い
例
証
の
一
つ
で
す
。
さ
う
云
ふ
叙
事
的
な
所

に
来
る
と
真
に
一
字
も
増
減
す
る
事
の
出
来
な
い
様
な
言
葉
の
見

事
な
排
列
が
あ
り
ま
す
。
(
五
六
三
1
五
六
四
頁
)

有
島
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
の
神
秘
的
方
面
に
関
し
て
、
上
記
し
た

引
用
の
他
に
も
、
様
々
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
興
味
深
く
説
明
し
て
い
る

が
、
李
の
場
合
は
、
上
に
引
用
し
た
二
行
ほ
ど
の
言
及
の
み
で
終
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
詩
を
引
用
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、

後
半
部
で
は
具
象
に
関
す
る
説
明
を
「
叙
情
詩
は
古
来
の
他
の
も
の
に

見
ら
れ
な
い
特
殊
な
具
象
的
な
規
律
が
、
極
め
て
粗
剛
で
あ
り
な
が
ら

も
朗
読
す
る
瞬
間
に
は
極
め
て
滑
ら
か
で
、
そ
の
詩
想
の
流
勢
を
塞
ぐ

こ
と
は
で
き
な
い
」
(
九
二
頁
)
と
す
る
な
ど
、
比
較
的
詳
し
く
述
べ

て
い
る
。
韓
国
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
受
容
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
論

文
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
の
優
れ
た
文
学
的
表
現
に
関
し
て
紹
介
し
た
初

め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

論
」
の
意
義
は
大
き
い
と
ニ
=
守
え
る
。

以
上
が
、
有
島
の
論
文
で
い
う
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
五
つ
の
特
徴
を

説
明
し
て
い
る
部
分
に
あ
た
る
内
容
で
あ
る
。

次
に
李
段
相
は
、
有
島
の
論
文
同
様
、
そ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
五

つ
の
特
徴
を
、
具
体
的
に
詩
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
移
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
順
序
は
有
島
の
論
文
と
対
照
し
て
初

め
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
李
は
前
半
部
と
同
じ
よ
う
に
、

詩
の
特
徴
が
い
く
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
詳
し
い
説
明
を
省
い
て
、
唐
突
に
文
を
始
め
て
い
る
た
め
、
李

の
論
文
の
み
を
読
む
と
わ
か
り
難
い
と
こ
ろ
が
多
い
。

そ
れ
で
は
、
李
が
ど
の
よ
う
な
詩
に
言
及
し
、
説
明
し
て
い
る
の
か

を
見
て
み
た
い
。

李
は
「
個
性
の
権
威
と
人
類
意
識
の
呼
訴
と
の
一
致
か
ら
求
め
よ
う

と
し
た
そ
の
努
力
の
絶
大
な
事
業
で
あ
る
こ
と
を
誇
張
せ
ざ
る
を
得
な

い
」
と
し
て
、
「
志
内
向
。
-
o『
者
C
E∞3

に
表
れ
る
詩
は
そ
れ
を
証
明
し
う

る
に
足
る
一
例
」
(
九
一
頁
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
直
接
引
用
は
し
て

い
な
い
。
こ
の
内
容
は
、
有
島
が
、
「
第
一
の
個
性
の
主
張
、
即
ち
存

在
に
対
す
る
同
胞
感
の
訴
へ
、
凡
て
の
存
在
に
根
ざ
し
す
る
個
性
の
権

威
は
い
か
な
る
言
葉
で
彼
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
か
と
い
ふ
に
、
」
と

い
う
一
言
葉
の
後
、

A
国
『
。
-
。
司
君
。
司
仏
国
唱
の
原
文
と
日
本
語
訳
を
引
用
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
拠
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

李
は
ま
た
が
ぎ
ま
吉
岡
吉
田
n
g
B。
叱
(
私
は
「
ワ
ル
ト
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」

一
つ
の
宇
宙
)
に
言
及
し
、
こ
の
詩
は
英
雄
的
意
味
で
は
な
く
「
真
理

を
固
守
し
た
者
の
真
撃
な
告
白
」
(
九
一
頁
)
と
し
て
い
る
が
、
引
用

は
し
て
い
な
い
。
こ
の
詩
の
場
合
も
、
有
島
が
全
丈
を
「
個
性
」
の
例

と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
李
が
こ
の
よ
う
な
言
及
を
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
に
、
李
は
有
島
が
「
個
性
」
の
例
と
し
て
引

用
し
た

d
oロ
加
え
宮
古
白
弓
の
う
ち
以
下
の
三
句
を
直
接
引
用
し
て
い
る
c

。。
F

、d



「
万
が
一
私
が
特
別
な
何
か
を
敬
拝
す
る
と
い
う
な
ら
、
/
そ
れ

は
私
の
肉
体
或
は
そ
の
一
部
分
の
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」

「
私
が
私
の
母
か
ら
産
ま
れ
る
前
に
永
遠
な
る
時
代
が
私
を
引
導

し
た
、
/
私
の
種
は
決
し
て
生
気
を
失
わ
ず
l
何
も
私
を
押
し
つ

ぶ
せ
な
か
っ
た
」

「
全
て
の
力
が
私
を
完
成
さ
せ
、
喜
ば
せ
る
た
め
絶
え
間
な
く
使

わ
れ
た
、
/
そ
う
し
て
今
こ
の
地
点
で
私
の
健
全
な
精
神
と
共
に

立
っ
て
い
る
」
(
九
一

1
九
二
頁
)

李
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
自
己
の
存
在
の
偉
大
性
を
堂
々
と
謡
い
上

げ
て
い
る
箇
所
、
自
己
や
倍
性
の
特
徴
が
良
く
現
れ
て
い
る
箇
所
を
選

択
し
、
翻
訳
し
て
い
る
。

次
に
、
本
十
は
「
具
象
」
に
関
し
て
説
明
し
た
上
で
、
「
高
刻
す
る
空

想
と
孤
独
の
実
感
か
ら
合
一
か
ら
生
ま
れ
た
強
力
で
幻
影
的
な
z
者
芸

〉

2
2
a
g気
ど

E
Fロ
加
え

p
n
。
-ugmo邑
ェ
の
よ
う
な
も
の
は
そ
の
格

好
の
例
で
あ
る
」
(
九
二
頁
)
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
詩
を
引
用
は
せ

ず
言
及
の
み
し
て
い
る
。
し
か
し
、
。
∞
。
ロ
加
え
神
宮
町
。
宮
口

-Ngqの
場
合
、

そ
の
著
し
い
特
色
は
具
象
で
は
な
く
健
全
性
で
あ
り
、
有
島
も
こ
の
詩

を
「
健
全
性
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
李
は
「
「
自
省
と
悔
悟
と
人
間
愛
」
は
簡
明
に
こ
の
一
節
で

わ
か
る
」
(
九
二
頁
)
と
し
、
有
島
が
「
愛
」
の
例
と
し
て
最
初
に
挙

げ
て
い
る
(
五
八
七
頁

)
4
2
F
E
E
S
叶円

E
5
0
)己
5
6
一
匂
を

引
用
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。

姪
欲
と
邪
悪
が
私
を
迎
え
入
れ
る
、
/
私
は
犯
罪
を
犯
し
た
人

と
一
緒
に
い
て
、
燃
え
る
よ
う
な
愛
を
覚
え
る
、
/
私
も
彼
等
の

仲
間
で
あ
る
こ
と
を
知
る
!
私
自
身
が
罪
囚
で
あ
り
、
漁
魅
者
に

属
し
た
人
で
あ
る
。
(
九
二
夏
)

既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
愛
」
に
関
す
る
特
徴

を
、
李
は
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
よ
う
で
、
こ
こ
で
も

A
E

F
E
E
S
叶

E-
宮

内

2
5
.に
関
し
て
「
「
嘆
嵯
」
や
「
悔
悟
」
が
表
れ

る
詩
が
ど
ん
な
に
彼
の
心
の
浄
化
や
沈
思
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
だ

ろ
う
。
暗
雲
と
孤
独
の
中
で
雄
々
し
く
向
日
性
的
気
力
を
持
ち
、
同
時

に
人
間
が
遭
遇
す
る
罪
悪
や
悲
哀
や
不
幸
や
議
詐
を
切
り
抜
け
、
真
理

を
探
そ
う
と
す
る
悲
痛
尊
厳
な
彼
の
人
格
を
我
々
に
悟
ら
せ
ム
」
(
九

一一

1
九
三
頁
)
云
々
と
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
神
秘
」
の

側
面
が
前
半
部
で
簡
単
な
説
明
を
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
後
半
で
は
言
及

す
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
文
の
前
半

部
で
も
そ
う
だ
つ
た
よ
う
に
、
有
島
は
後
半
で
も
「
愛
」
に
関
連
し
て

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
触
れ
、
以
下
の
よ
う
に
か
な
り
詳
し
く
説
い
て
い
る

が
、
李
は
そ
れ
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
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彼
れ
の
こ
の
愛
は
隣
人
か
ら
隣
人
に
及
ん
で
遂
に
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
称
道
さ
せ
ま
し
た
。
彼
れ
は
神
聖
な
る
平
民
(
巴
芝
百
四

〉
〈
刊
『
白
加
伺
)
を
賛
美
し
ま
し
た
。
彼
れ
は
こ
の
平
民
の
出
現
の
為
め

に
、
そ
の
平
民
の
聞
に
完
全
な
理
解
が
成
立
っ
た
め
に
は
、
い
か

な
る
革
命
を
も
絵
り
高
価
過
、
ぎ
る
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
。
崩
御

国
が
革
命
に
よ
っ
て
気
息
端
々
た
る
時
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
米
国

の
一
隅
か
ら
熱
心
な
援
助
の
声
を
寄
せ
て
、
平
民
の
勝
利
、
平
安

幸
福
の
為
め
に
は
、
国
境
も
徹
し
、
王
も
廃
せ
よ
と
叫
び
ま
し
た
。

こ
の
方
面
に
於
け
る
彼
れ
の
思
想
を
更
ら
に
探
ら
う
と
思
ふ
な

ら
、
「
自
選
日
記
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
∞
官
三

B
2
0
4日
百

〉
B
0
2
2
を
読
み
試
み
ら
れ
る
が
い
い
と
思
ひ
ま
す
。
真
実
の
意

味
に
於
て
米
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
為
め
に
彼
れ
の
寄
せ
た
火
の

よ
う
な
愛
着
と
深
い
懸
念
と
は
、
簡
素
雄
勤
な
文
章
の
中
に
深
く

汲
み
取
ら
れ
る
で
せ
う
。
(
五
九
二
頁
)

有
島
は
こ
の
よ
う
に
平
民
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
の
強
い
思
い
を
か
な
り
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
「
愛
」
に
強
い

興
味
を
示
し
て
い
る
李
殻
相
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
「
愛
」
の
一
つ
の

形
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
の
部
分
を
「
彼
の
平
民
の
為
の
強
い
主

張
は
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
訳
本
自
選
日
記
と
い
う
日
文

(ω
宮
己

B
2
0
3
Zロ
〉
ヨ
R
R
S
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
を
知
る

の
に
大
い
に
役
立
つ
で
あ
ろ
、
引
」
と
簡
単
に
紹
介
し
た
上
、
「
彼
の

問
、
。
色
町
司
的
生
活
は
こ
の
点
に
お
い
て
よ
り
一
一
層
意
味
が
深
ま
っ
て
い
る

と
思
う
」
(
九
三
頁
)
と
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
言
及
す
る
こ
と
は

な
く
、
意
外
に
も
こ
の
部
分
で
再
び
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
ロ

i
フ
ァ
l
的

生
活
に
触
れ
て
い
る
。

李
殿
相
は
つ
一
一
、
彼
の
詩
と
思
想
」
を
、
「
回
顧
す
る
に
|
|
個
性
、

自
由
、
勢
力
、
都
市
、
女
性
、
男
性
、
霊
肉
、
善
悪
、
真
理
、
痛
感
、

孤
独
、
情
熱
、
意
志
、
健
全
:
:
:
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
愛
、
生
、
死
、

神
秘
、
無
限
、
永
遠
に
ま
で
接
触
し
よ
う
と
し
た
詩
人
「
ワ
ル
ト
・
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
」
」
(
九
三
頁
)
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
や
理

想
を
挙
げ
て
締
め
括
っ
て
い
る
が
、
こ
の
文
章
で
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

李
は
次
に
第
四
章
の
「
結
論
」
に
移
っ
て
、
「
愛
、
神
の
観
察
の
不

朽
の
名
編
」
を
紹
介
す
る
こ
と
を
結
論
代
わ
り
に
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
は
、
有
島
も
「
愛
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る

d
a叱
の
全
文
で
あ
る
。
李
は
無
限
、
生
、
死
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
、
空

間
、
時
間
な
ど
、
全
て
の
も
の
を
「
神
」
と
し
て
い
る
こ
の
詩
を
引
用

し
、
「
彼
の
全
思
想
が
表
れ
て
い
る
」
(
九
五
頁
)
と
説
明
し
て
い
る
。

李
の
こ
の
言
葉
か
ら
も
、
彼
が
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
に
お
い
て
最
も

重
要
だ
と
捉
え
た
の
が
、
万
人
を
平
等
に
愛
し
、
全
て
を
包
摂
す
る
点

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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以
上
、
李
殿
相
の
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
を
、
本
論
に
当
た
る

第
三
章
を
中
心
に
、
有
島
武
郎
の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
と
比

較
・
対
照
し
な
が
ら
検
討
し
た
。
本
稿
の
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、

李
の
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
が
有
島
の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い

て
」
か
ら
抽
出
・
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

李
段
相
の
論
文
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
有

島
の
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
を
、
わ
ず
か
な
紙
面
の
中
、
し
っ

か
り
し
た
構
成
で
、
い
く
つ
か
の
点
で
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
比
較
的

忠
実
に
紹
介
し
て
い
る
。
比
較
の
結
果
、
五
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
李
が

最
も
魅
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
、
人
間
全
体
を
包
摂
す

る
大
き
な
愛
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
有
鳥
が
言

及
す
る
民
主
主
義
に
関
す
る
概
念
を
、
李
は
論
文
の
な
か
で
一
切
触
れ

て
い
な
い
こ
と
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
の
韓
国
で

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
詩
人
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
、
宣
伝
さ
れ
て

い
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
、
そ
の
詩
体
の
具
象
性
や
表
現
力
を
李

が
紹
介
し
た
と
い
う
こ
と
も
明
白
に
な
っ
た
。

と
は
い
う
も
の
の
、
筆
者
に
と
っ
て
、
自
国
の
文
学
者
が
、
日
本
の

文
学
者
の
論
文
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
使
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る

の
は
、
決
し
て
楽
し
い
作
業
で
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
論
文
を
書
く
こ
と
を
決
意
し
た
背
景
に
は
、

「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
の
研
究
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

韓
国
に
お
け
る
外
国
文
学
受
容
の
研
究
に
お
い
て
、
必
須
で
あ
る
韓
日

比
較
文
学
研
究
は
ま
だ
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
た
め
、
多
く
の
問
題
が

不
明
の
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
実
状
が
あ
る
。
ホ
イ
ツ

ト
マ
ン
の
最
初
の
受
容
期
が
、
政
治
の
み
な
ら
ず
文
化
全
般
が
日
本
の

影
響
下
に
置
か
れ
て
い
た
一
九
二

0
年
代
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
ま
ず
は
日
本
文
学
と
の
比
較
研
究
を
通
し
て
事
実
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
有
島
の
論
文

な
く
し
て
は
李
股
相
の
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
の
誕
生
は
不
可
能

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
の
存
在
は
、
「
詩

人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
必
ず
押
さ
え
て
お
く
べ

き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
な
し
に
は
、
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」

の
研
究
は
始
ま
ら
な
い
。

本
稿
は
比
較
を
通
し
た
事
実
究
明
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
今
後
は
こ

の
よ
う
な
事
実
を
土
台
に
し
て
、
李
股
相
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」

そ
の
も
の
の
研
究
及
び
、
韓
国
に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
受
容
の
研
究

を
深
め
て
い
き
た
い
。
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本
稿
で
は
李
段
相
「
詩
人
靖
E

司
論
」
[
『
朝
鮮
文
壇
」
第
八
号
、
一
九
二

五
年
五
月
)
{
影
印
本
(
復
刻
版
)
]
(
ソ
ウ
ル
一
成
進
文
化
社
、
一
九
七
一

年
)
、
八
回
1
九
五
頁
]
に
拠
っ
た
。



2 

鄭
献
「
ヨ
司
叶
せ
斗
主
有
司

u

包
|
|
喜
一
割
E

一司」斗斗

3
母

司

有

一

(

附

録
)
叫
請
を
司
汁
を
号
斗
羽
E
冒
u
A
T
O

す
(
政
治
的
理
想
と
人
間
的
現
実
i
l
lウ
オ

ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
と
理
念
の
三
段
階
U

(

附
録
)
日
帝
強
上
口
期

韓
国
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
受
容
)
』
(
高
麗
大
学
校
博
士
論
文
、
一
九
九
五
年
)
、

八
六
頁
。
引
用
は
拙
訳
に
よ
る
。

金
容
稜
「
韓
国
近
代
詩
史
」
(
上
)
(
学
研
社
、
一
九
七
六
年
)
、
五
三
五

頁。鄭
献
「
到
荷
な
習
乃
ロ
T

号
刈
4
J
主
用
司
叶
」
叶
一
金
豆
、
昌
平
・

2
h守
(
李
段
相
)
品
司
「
詩

人
薪
E

一
司
論
(
日
帝
強
占
期
文
学
知
識
人
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
探
求
い
李

殿
相
の
『
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
)
」
、
『
英
美
文
化
』
第
六
巻
一
号
(
韓

国
英
美
文
化
学
会
、
二
O
O
六
年
)
、
一
一
二
三
i
二
五
三
頁
。

鄭
献
、
同
論
文
、
二
二
五
頁

本
稿
で
は
、
有
島
武
郎
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
[
『
有
島
武
郎
全
集
」

第
八
巻
、
(
筑
摩
書
一
房
、
一
九
八
一
年
)
、
五
三
四
1
五
九
五
頁
]
に
拠
っ

て
い
る
。
な
お
、
引
用
時
の
日
本
語
表
記
は
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
旧

仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま
従
っ
た
。

「
解
題
」
[
『
有
島
武
郎
全
集
』
第
八
巻
、
七
O
四
頁
]

「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
、
五
三
四
1
五
三
五
頁
。

拙
訳
、
原
文
韓
国
語
。
以
下
「
詩
人
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
の
引
用
は
凡
て

拙
訳
に
拠
る
。

李
と
有
島
の
翻
訳
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
翻
訳
者
の
翻
訳
と
較

べ
る
と
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
酒
本
雅
之
は
、

d
E
5・
を
「
勉
強
」
、
第

四
行
自
の
〆
垣
4
5町
田

E
-
u
r
g
d
sぺ
を
「
わ
た
し
を
畏
敬
さ
せ
、
と
て
も

わ
た
し
の
気
に
い
っ
た
」
(
酒
本
雅
之
(
訳
)
『
草
の
葉
』
(
上
)
(
岩
波
書

底
、
一
九
九
八
年
)
、
六
四
頁
)
と
翻
訳
し
て
い
る
。
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鄭
献
、
前
掲
論
文
、
二
二
九
頁
。

亀
井
俊
介
『
近
代
文
学
に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
運
命
』
(
研
究
社
、

九
七
O
年
)
、
五
六
二
頁
参
照
。

鄭
献
も
李
の
論
文
に
お
け
る
「
具
象
」
に
関
す
る
説
明
を
、
「
当
時
と
し
て

は
非
常
に
進
ん
だ
、
鋭
い
解
釈
」
(
前
掲
論
文
、
一
一
四
O
頁
)
と
し
て
注
目

し
て
い
る
。

鄭
献
は
「
漁
姪
」
と
い
う
翻
訳
が
「
と
て
も
妙
な
詩
語
の
選
択
」
(
同
論
文
、

二
三
三
頁
)
と
し
て
、
当
時
韓
国
の
俗
語
か
、
ま
た
は
誤
植
の
可
能
性
が

あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
有
島
が
原
文
の
ぜ

E
E
E
O叱
を

「
漁
淫
で
あ
る
」
と
翻
訳
し
て
い
る
も
の
に
拠
る
。

有
島
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
就
い
て
」
で
、
「
彼
れ
も
亦
歎
嵯
と
悔
悟
と
の

前
に
打
く
だ
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
瞬
間
を
幾
度
か
有
し
、
生
活
の
狂
ひ
に
対

し
て
は
「
黙
し
て
沈
思
」
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
を
屡
持
っ
た
に
は
相
違
あ

り
ま
せ
ん
。
然
し
な
が
ら
彼
れ
の
向
日
性
は
、
そ
れ
ら
の
暗
雲
に
襲
は

れ
冶
ば
襲
は
れ
る
程
、
雄
々
し
く
そ
の
特
質
を
発
揮
し
ま
し
た
。
恐
ら
く

彼
れ
位
一
般
の
人
が
遭
遇
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
不
幸
ゃ
、
罪
悪
ゃ
、
議
詐
や
、

ひ
が
み
根
性
を
身
近
に
見
且
つ
触
れ
た
も
の
は
多
く
あ
り
ま
す
ま
い
」
(
五

八
七
頁
)
と
い
う
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
を
再
3
2
b
b
y旬
は
高
村
光
太
郎
に
よ
っ
て
大
正
六
年
か

ら一

O
年
ま
で
『
白
樺
』
他
複
数
の
雑
誌
に
翻
訳
、
連
載
さ
れ
た
。
完
訳

は
『
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
自
選
日
記
」
と
題
さ
れ
て
一
九
一
二
年
九
月
、
叢
文

閣
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
(
亀
井
、
前
掲
量
目
、
四
四
五
頁
参
照
)

0

「
詩
人

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
論
」
の
内
容
か
ら
は
、
李
段
相
が
高
村
訳
の
『
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
自
選
日
記
」
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
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