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．
は
じ
め
に
 
 

朴
泰
遠
（
一
九
一
〇
～
一
九
八
六
）
 
は
、
一
九
一
〇
年
一
月
に
京
城
 
 

の
中
流
家
庭
で
生
ま
れ
、
一
九
三
三
年
に
結
成
さ
れ
た
「
九
人
会
と
 
 

い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
団
体
を
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
作
家
で
あ
る
。
彼
 
 

は
京
城
第
一
公
立
高
等
普
通
学
校
卒
業
後
、
一
九
三
〇
年
に
日
本
に
遮
 
 

り
法
政
大
学
予
科
に
入
学
す
る
。
渡
日
す
る
前
に
、
彼
は
既
に
「
無
名
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指
」
「
最
後
の
侮
辱
」
「
夢
」
「
髭
」
「
寂
滅
な
ど
五
篇
の
小
説
作
品
を
 
 

発
表
し
て
い
る
が
、
帰
国
後
の
諸
作
品
と
比
較
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
 
 

も
叙
述
技
法
上
の
未
熟
さ
が
顕
著
に
出
て
お
り
、
留
学
前
の
彼
の
文
学
 
 

世
界
が
未
だ
習
作
期
の
状
態
を
抜
け
出
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
 
 

し
て
い
。
 
 
 

し
か
し
日
本
留
学
を
機
に
、
彼
の
文
学
世
界
は
豊
か
な
人
生
観
や
奥
 
 

深
い
都
市
観
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
従
来
の
創
作
 
 

態
度
と
何
ら
か
の
形
で
決
別
し
た
と
い
う
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
の
で
 
 

植
民
地
朝
鮮
文
学
の
東
京
表
象
 
 

バ
ク
テ
ウ
ォ
ン
 
 

1
 

李
 
 
敬
 
 
恩
 
 
 

あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
日
本
で
の
足
掛
け
二
年
に
わ
た
る
留
学
が
 
 

彼
の
文
学
世
界
を
大
幅
に
転
換
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
帰
国
後
 
 

に
彼
が
発
表
し
た
も
の
に
は
、
日
本
で
味
わ
っ
た
新
し
い
欧
米
の
芸
術
 
 

様
式
を
鮮
明
に
反
映
し
た
、
実
験
的
か
つ
非
伝
統
的
な
小
作
品
が
多
く
 
 

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
 
 

朴
泰
遠
の
文
学
世
界
の
成
立
に
お
い
て
、
日
本
留
学
を
重
大
な
転
機
 
 

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
日
本
留
学
そ
れ
自
体
が
彼
 
 

の
文
学
世
界
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
も
理
 
 

解
で
き
よ
う
。
朴
泰
遠
は
自
分
の
異
文
化
体
験
に
関
す
る
数
多
く
の
作
 
 

品
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
か
ら
は
、
彼
の
創
作
手
法
が
よ
り
一
 
 

層
豊
か
で
複
雑
か
つ
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
帝
都
東
京
を
舞
台
と
す
る
彼
の
数
々
の
小
説
に
は
、
都
市
の
深
 
 

層
部
ま
で
総
合
的
な
観
察
に
取
り
込
む
主
人
公
の
様
子
が
鮮
や
か
に
描
 
 

か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
当
時
の
他
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
鋭
 
 

い
視
線
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 



尊
公
園
の
春
を
舞
台
に
、
食
う
や
食
わ
ず
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
朝
鮮
 
 

の
ル
ン
ペ
ン
が
、
そ
の
周
辺
を
ぶ
ら
つ
く
姿
を
措
い
て
い
る
作
品
で
あ
 
 

る
。
寝
床
も
持
た
ず
仕
事
に
も
就
い
て
い
な
い
「
東
京
に
住
む
、
取
る
 
 

チ
ユ
ソ
サ
ム
 
 

に
足
り
な
い
ル
ン
ペ
ン
春
三
」
は
、
題
名
通
り
、
二
日
間
も
ず
っ
と
飢
 
 

え
て
い
る
。
し
か
し
主
人
公
の
春
三
は
、
ほ
ほ
毎
日
浅
草
公
園
で
の
野
 
 
 

こ
こ
で
は
、
朴
泰
遠
に
お
け
る
東
京
表
象
に
つ
い
て
の
考
察
の
一
環
 
 

と
し
て
、
東
京
を
舞
台
と
す
る
小
説
群
の
な
か
で
最
初
に
発
表
さ
れ
た
 
 

「
三
日
空
き
腹
、
春
の
月
」
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
作
品
は
比
較
的
短
 
 

い
も
の
の
、
東
京
表
象
に
つ
い
て
の
極
め
て
有
用
な
考
察
や
認
識
を
含
 
 

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
生
砕
の
ソ
ウ
ル
っ
子
で
あ
っ
た
彼
が
、
自
分
 
 

の
生
ま
れ
育
っ
た
都
市
で
あ
る
京
城
で
は
な
く
、
．
二
年
足
ら
ず
の
間
滞
 
 

在
し
た
東
京
を
小
説
の
舞
台
と
す
る
こ
と
で
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
。
 
 

こ
の
間
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
民
地
都
市
の
京
城
を
舞
台
 
 

と
す
る
彼
の
代
表
作
「
小
説
家
仇
甫
氏
の
一
日
」
や
『
川
辺
の
風
景
』
を
 
 

読
み
直
す
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
彼
 
 

の
文
学
世
界
に
お
け
る
東
京
表
象
に
説
明
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
、
当
時
の
植
民
地
作
家
に
と
っ
て
の
帝
都
東
京
の
意
味
の
一
端
も
明
 
 

ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
第
一
歩
で
あ
る
。
 
 

2
．
「
三
日
空
き
腹
、
春
の
月
」
 
 

「
三
日
空
き
腹
、
 
 

雑
誌
『
新
東
亜
』
 
の
 
 
 

春  

の 月  
」＿′‾ヽ・・・一一  

ユ九  

三
三
年
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
 
 

（
以
下
「
三
日
」
と
略
称
）
は
、
東
京
の
浅
 
 

宿
を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
、
貧
困
に
堂
々
と
立
ち
向
い
自
分
の
境
 
 

遇
を
改
善
し
よ
う
と
は
い
さ
さ
か
も
努
力
し
て
い
な
い
。
小
説
の
な
か
 
 

で
彼
が
取
る
行
動
と
言
え
ば
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
公
園
を
ぶ
ら
ぶ
ら
 
 

歩
き
ま
わ
る
か
、
ベ
ン
チ
に
横
た
わ
っ
て
幸
せ
だ
っ
た
過
去
に
思
い
を
 
 

馳
せ
る
か
、
空
に
あ
る
三
日
月
を
見
上
げ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
 
 

事
実
、
丸
二
日
間
何
も
食
べ
て
い
な
い
春
三
に
、
飯
を
思
う
以
外
 
 
 

に
何
か
を
思
う
余
裕
は
な
か
っ
た
。
彼
は
昨
日
の
朝
か
ら
今
ま
で
掛
 
 
 

け
値
な
し
に
三
十
四
時
間
ひ
た
す
ら
飯
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
き
た
 
 
 

の
で
あ
る
。
勿
論
、
夢
の
中
で
も
 
－
 
し
か
し
、
夢
の
中
に
ま
で
飯
 
 
 

の
こ
と
を
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
、
決
し
て
腹
は
ふ
く
れ
な
い
。
（
引
 
 
 

用
は
朴
泰
遠
の
『
聖
誕
祭
』
（
東
亜
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
〇
 
 
 

頁
、
拙
訳
に
よ
る
、
以
下
同
様
）
 
 

無
為
に
日
を
過
ご
す
ル
ン
ペ
ン
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
の
作
品
は
、
当
 
 

時
の
批
評
家
た
ち
の
非
難
の
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
例
え
 
 

ば
、
こ
の
作
品
に
関
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
代
表
的
批
評
家
で
 
 

キ
ム
パ
ル
ボ
ン
 
 

あ
る
金
八
峯
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
 
 

朴
泰
遠
の
作
品
は
一
言
で
い
う
と
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
だ
。
彼
は
現
 
 
 

実
に
あ
る
一
切
の
矛
盾
と
苦
悩
の
根
源
な
ど
に
は
見
向
き
も
し
な
い
。
 
 
 

二
日
間
飢
え
た
後
、
「
あ
あ
 
－
 
飯
…
。
飯
…
…
。
」
と
繰
り
返
し
口
 
 
 



金
八
峯
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に
「
三
日
」
に
は
、
当
時
 
 

隆
盛
を
極
め
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
よ
く
表
れ
た
よ
う
な
、
社
 
 

会
の
冷
た
さ
、
資
本
主
義
の
社
会
構
造
の
偽
善
に
翻
弄
さ
れ
、
追
い
詰
 
 

め
ら
れ
て
い
く
主
人
公
の
様
子
は
、
ど
こ
尤
も
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

「
三
日
」
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
陣
営
が
夢
想
し
て
い
た
「
革
命
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の
設
計
図
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
な
世
界
は
、
明
ら
か
に
存
在
し
て
 
 

い
な
い
。
そ
の
上
、
「
三
日
」
に
示
さ
れ
て
い
る
春
三
の
貧
困
の
描
写
に
、
 
 

支
配
民
族
・
被
支
配
民
族
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
の
中
で
、
植
民
 
 

者
日
本
に
対
す
る
被
植
民
者
の
暗
黙
的
な
非
難
が
潜
在
し
て
い
る
わ
け
 
 

で
も
な
い
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
「
三
日
」
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
朴
泰
遠
が
工
夫
 
 

を
凝
ら
し
て
駆
使
し
た
創
作
技
法
に
の
み
注
目
し
、
そ
の
文
学
的
な
成
 
 

チ
ョ
ン
ヒ
，
ン
ス
タ
 
 

果
を
評
価
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
例
え
ば
鄭
賢
淑
は
、
朴
泰
遠
の
文
学
 
 

に
す
る
失
業
者
が
せ
い
ぜ
い
考
え
だ
す
こ
と
と
重
た
ら
、
「
浅
草
」
歓
 
 

楽
地
区
一
帯
に
歓
楽
を
求
め
て
よ
り
集
う
人
間
に
飯
を
お
ご
っ
て
も
 
 

ら
え
な
い
か
と
い
う
思
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
も
主
人
公
が
「
い
 
 

く
ら
繰
り
返
し
考
え
て
も
何
の
甲
斐
も
な
い
、
そ
の
類
い
の
こ
と
は
 
 

も
う
頭
に
浮
か
べ
ま
い
と
決
心
し
て
」
、
空
腹
を
抱
え
た
ま
ま
空
の
三
 
 

日
月
を
見
上
げ
て
み
て
三
日
月
も
三
日
間
飢
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
 
 

た
と
い
う
の
が
結
末
で
、
こ
の
よ
う
な
失
業
労
働
者
は
現
実
に
お
い
 
 

て
は
皆
無
に
等
し
い
の
が
事
実
で
あ
る
 
 
い
5
）
 
 

を
総
括
的
に
論
じ
た
最
初
の
研
究
と
も
言
え
る
『
朴
泰
遠
文
学
研
究
』
（
ソ
 
 

ウ
ル
、
国
学
資
料
院
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
、
「
朴
泰
遠
の
小
説
は
 
 

社
会
的
矛
盾
を
取
り
上
げ
て
も
、
現
実
的
な
問
題
の
直
接
的
表
出
よ
り
、
 
 

そ
の
現
実
を
再
現
す
る
美
学
的
な
方
法
と
形
式
に
も
っ
と
重
点
を
置
く
」
 
 

と
分
析
し
、
こ
の
小
説
に
用
い
ら
れ
た
斬
新
克
小
説
技
法
に
詳
細
な
検
 
 

討
を
加
え
る
こ
と
を
中
心
的
に
行
っ
巧
。
以
後
「
三
日
」
は
、
東
京
留
 
 

学
後
の
朴
泰
遠
の
小
説
に
見
ら
れ
る
創
作
技
法
の
革
新
と
い
う
面
に
お
 
 

い
て
の
み
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
 
 
 

し
か
し
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
作
品
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
朴
 
 

泰
遠
の
試
み
た
新
し
い
創
作
技
法
よ
り
、
小
説
の
舞
台
と
し
て
想
定
さ
 
 

れ
て
い
る
（
東
京
）
と
い
う
都
市
空
間
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
 
 

の
作
品
を
読
み
解
い
て
い
く
上
で
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
朴
泰
 
 

通
が
体
験
し
た
、
一
九
三
〇
年
前
後
の
東
京
と
い
う
時
空
間
が
小
説
の
 
 

舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
春
三
に
お
け
 
 

る
東
京
と
い
う
テ
ー
マ
に
改
め
て
着
目
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
 
 

の
主
題
が
、
被
植
民
者
を
差
別
・
排
除
す
る
植
民
者
の
民
族
の
実
体
を
 
 

徹
底
的
に
暴
き
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
帝
都
東
京
で
悲
劇
 
 

的
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
一
個
人
の
不
幸
と
絶
望
に
焦
点
が
合
わ
 
 

さ
れ
て
い
る
理
由
も
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。
 
 
 

で
は
、
そ
の
一
個
人
で
あ
る
春
三
の
不
幸
と
絶
望
に
つ
い
て
見
て
み
 
 

よ
う
。
ま
ず
「
三
日
」
 
に
表
れ
て
い
る
主
人
公
の
春
三
の
不
幸
は
、
彼
 
 

の
失
職
状
態
に
起
因
し
て
い
る
。
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こ
の
一
節
に
は
、
失
業
者
で
あ
る
春
三
が
、
自
ら
の
運
命
の
惨
め
さ
 
 

を
嘆
く
姿
と
共
に
、
彼
と
同
じ
境
遇
に
い
る
人
々
が
世
の
中
に
溢
れ
て
 
 

い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
春
三
の
認
識
は
、
「
昭
和
恐
 
 

慌
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
外
部
の
時
代
状
況
と
見
事
に
共
鳴
を
成
し
て
い
 
 

）
 

る
と
思
わ
れ
郁
。
折
し
も
朴
泰
遠
が
来
日
し
た
時
の
東
京
は
、
文
字
通
 
 

り
、
失
業
者
の
群
れ
や
住
居
を
失
っ
た
人
々
が
溢
れ
る
暗
い
時
代
で
あ
 
 

っ
た
。
と
同
時
に
、
失
業
が
原
因
で
、
春
三
の
よ
う
に
宿
な
し
浮
浪
者
 
 

に
な
っ
て
街
を
彷
復
す
る
人
も
、
極
め
て
多
く
産
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
 
 

時
代
で
も
あ
っ
巧
。
 
 
 

し
か
し
な
か
ら
、
こ
う
し
た
重
苦
し
い
空
気
の
漂
う
世
相
の
な
か
で
、
 
 

東
京
や
大
阪
、
特
に
東
京
の
銀
座
で
風
俗
産
業
や
出
版
・
演
芸
の
分
野
 
 

に
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
を
売
り
物
に
す
る
風
潮
が
生
ま
れ
、
 
 

足
腰
は
丈
夫
だ
っ
た
。
 
 
 

仕
事
が
や
り
た
か
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
彼
に
仕
事
の
機
会
が
回
っ
て
く
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

よ
っ
て
、
飢
え
死
に
す
る
し
か
…
…
。
 
 
 

「
こ
ん
な
に
呆
気
に
と
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
あ
り
ゃ
し
な
い
。
」
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
凄
ま
じ
い
状
況
が
、
こ
の
世
の
中
に
は
「
日
 
 

常
茶
飯
事
」
 
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
と
き
、
春
三
は
オ
ナ
ラ
 
 

も
で
き
な
か
っ
た
。
（
八
三
頁
）
 
 

こ
の
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
三
つ
の
性
格
に
よ
っ
て
 
 
 

彩
ら
れ
た
「
モ
ダ
ン
生
活
」
は
、
社
会
不
安
の
広
が
る
時
代
に
、
街
 
 
 

頭
で
の
娯
楽
と
い
う
生
活
の
最
も
表
層
的
部
分
に
突
出
し
て
現
象
し
 
 
 

た
「
変
態
的
」
な
消
費
様
式
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
エ
ロ
チ
 
 
 

ッ
ク
な
サ
ー
ビ
ス
を
売
り
物
に
し
た
カ
フ
ェ
ー
の
急
激
な
増
加
、
そ
 
 
 

し
て
「
エ
ロ
取
締
規
則
」
を
警
視
庁
に
発
動
さ
せ
る
ま
で
に
至
っ
た
 
 
 

レ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
興
行
娯
楽
の
エ
ロ
チ
ッ
ク
化
な
ど
、
一
種
の
頚
廃
 
 

顎
 
 

性
を
内
蔵
し
て
い
た
 
 

右
の
一
文
は
、
東
京
に
お
い
て
葦
や
か
な
大
衆
消
費
文
化
が
成
立
し
、
 
 

エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
と
称
さ
れ
る
華
美
で
頑
廃
的
な
風
俗
文
化
 
 

が
街
頭
で
展
開
さ
れ
て
い
た
昭
和
初
期
の
有
り
様
を
明
瞭
に
表
わ
し
て
 
 

い
る
。
な
お
田
村
は
、
昭
和
初
期
の
銀
座
・
新
宿
・
浅
草
な
ど
の
盛
り
 
 

場
を
、
娯
楽
を
求
め
る
東
京
人
が
寄
り
集
う
、
新
し
い
都
市
の
大
衆
文
 
 

化
が
凝
縮
さ
れ
た
場
所
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
当
時
の
大
衆
文
化
を
考
 
 

え
る
上
で
、
盛
り
場
が
好
資
料
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
句
。
 
 
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
都
市
東
京
を
背
景
に
す
る
こ
の
小
説
に
「
陽
気
 
 
 

未
来
へ
の
夢
を
も
て
な
い
社
会
状
況
の
中
で
一
種
の
不
安
の
は
け
口
に
 
 

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
都
会
の
享
楽
的
大
衆
文
化
は
昭
和
六
年
か
ら
七
 
 

年
に
か
け
て
頂
点
を
迎
え
る
が
、
例
え
ば
田
村
穣
生
は
、
当
時
の
都
市
 
 

風
景
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
 
 



さ
と
陰
気
さ
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
都
市
瑠
の
両
義
性
が
鮮
明
に
浮
か
 
 

び
上
が
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
見
ら
れ
る
、
不
安
と
 
 

享
楽
が
織
り
成
す
当
時
の
社
会
状
況
に
二
凶
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
 
 

際
、
朴
泰
通
が
目
の
あ
た
り
に
見
た
当
時
の
東
京
は
、
豊
か
さ
と
歓
楽
 
 

と
い
う
華
や
か
な
部
分
の
あ
る
反
面
、
片
や
そ
れ
を
裏
返
す
か
の
よ
う
 
 

に
、
貧
困
と
陰
欝
に
満
ち
た
都
市
の
暗
部
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
場
合
、
海
野
弘
が
適
切
に
解
明
し
た
よ
う
に
、
「
光
」
の
部
分
と
「
闇
」
 
 

の
部
分
が
共
存
す
る
都
市
の
両
面
性
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
東
京
 
 

の
在
り
方
を
解
明
す
る
上
で
も
有
効
で
あ
る
に
違
い
な
蟻
）
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
三
日
」
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
浅
草
の
様
子
は
、
川
端
 
 

康
成
の
 
「
浅
草
物
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
 
 

句
。
特
に
、
川
端
と
浅
草
と
の
関
わ
り
が
最
高
潮
に
達
し
た
時
に
善
か
 
 

れ
た
『
浅
草
紅
団
』
（
東
京
朝
日
新
聞
、
一
九
二
九
年
十
二
月
～
一
九
三
 
 

〇
年
二
月
）
 
に
は
、
現
在
進
行
形
者
用
い
る
現
地
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
形
 
 

式
で
、
浅
草
の
表
層
が
直
裁
に
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
活
気
あ
る
 
 

表
層
的
世
界
に
は
、
片
山
倫
太
郎
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
楽
 
 

天
さ
裏
口
め
な
い
川
端
」
の
世
界
観
が
鮮
や
か
に
投
影
さ
れ
て
い
肇
。
 
 

前
田
愛
が
『
浅
草
紅
団
』
の
舞
台
で
あ
る
浅
草
を
「
陽
気
な
ス
テ
ー
ジ
」
 
 

）
 

を
持
つ
「
劇
場
」
と
し
て
捉
え
た
の
編
作
品
に
点
綴
さ
れ
て
い
る
華
 
 

や
か
さ
に
加
え
て
、
川
端
の
意
識
が
「
浅
草
の
歓
楽
と
一
定
の
蜜
月
状
 
 

態
で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
朴
泰
 
 

遠
が
体
験
し
た
で
あ
ろ
う
浅
草
を
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
描
き
留
め
て
い
 
 

五  四  「   

回  回  面  面  回  あ あ   

鱒  
0  
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京  カ  霧雷  可  飛乗   
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の    食前  御  の車  応     ′ヾ  
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ロ ヽ  

や  
お   

El 扁  

嘩  な  ポ  

顔  ス  
女 ヽ  タ  

ち  l ヽ  

娯 楽  

る
と
い
う
点
に
お
い
て
非
常
に
参
考
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
と
言
 
 

っ
て
、
川
端
の
垣
間
見
た
浅
草
の
世
界
が
朴
秦
遠
の
措
い
た
浅
草
と
同
 
 

一
の
趣
き
を
帯
び
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
 
 
 

で
は
、
朴
泰
遠
の
「
三
日
」
に
描
写
さ
れ
て
い
る
浅
草
は
、
ど
の
よ
 
 

う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
舞
台
 
 

で
あ
る
浅
草
を
解
貴
明
か
す
鍵
は
、
春
三
の
貧
困
が
、
他
方
で
存
在
す
 
 

る
物
質
的
繁
栄
と
対
照
を
な
し
な
が
ら
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
る
点
 
 

に
あ
る
。
こ
う
し
た
春
三
の
貧
困
の
問
題
は
、
彼
が
「
あ
あ
 
一
 
飯
…
。
 
 

飯
…
…
。
」
と
い
う
呟
き
を
五
回
も
繰
り
返
す
行
動
に
端
的
に
反
映
さ
れ
 
 

て
い
る
。
そ
の
呟
さ
の
前
後
に
綿
密
に
目
を
配
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
 
 

こ
に
彼
の
貧
困
や
苦
難
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
段
と
際
立
た
せ
る
よ
う
な
対
 
 

応
物
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
一
連
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
 
 

を
表
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 



こ
こ
か
ら
は
小
説
の
主
人
公
の
春
三
が
身
を
置
い
て
い
る
都
市
東
京
 
 

の
趣
き
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
章
は
、
き
ら
び
や
か
な
 
 

都
市
東
京
か
ら
疎
外
さ
れ
、
孤
立
し
て
い
る
貧
し
い
朝
鮮
の
ル
ン
ペ
ン
 
 

の
姿
を
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
春
 
 

三
の
貧
困
を
端
的
に
表
わ
す
「
あ
．
あ
 
ー
飯
…
。
飯
…
…
。
」
と
い
う
言
 
 

葉
は
、
第
四
回
目
に
い
た
る
ま
で
は
、
東
京
に
あ
る
何
か
と
の
対
照
に
 
 

よ
っ
て
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
こ
で
第
四
回
目
を
見
て
み
よ
う
。
 
 
 

要
す
る
に
、
「
三
日
」
に
お
け
る
朴
泰
遠
の
 
（
東
京
）
と
い
う
都
市
空
 
 

間
の
中
に
は
、
貧
困
と
物
質
的
豊
餞
・
享
楽
的
消
費
文
化
の
対
照
が
く
 
 

っ
き
り
と
存
在
し
、
各
々
が
小
説
に
特
別
の
意
味
付
け
を
施
し
て
い
る
 
 

と
言
い
得
る
。
ま
ず
第
一
回
目
の
「
あ
あ
 
一
 
飯
…
。
飯
…
…
。
」
が
出
 
 

て
く
る
小
説
の
冒
頭
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
 
 
 

素
寒
貧
な
人
に
冬
ほ
あ
っ
て
も
、
空
き
っ
腹
の
人
に
春
は
な
か
っ
 
 

た
。
 
 
 

と
い
う
わ
け
で
、
飛
鳥
山
の
桜
が
満
開
だ
と
い
う
記
事
が
毎
日
の
 
 

よ
う
に
新
聞
の
紙
面
を
賑
わ
せ
て
い
て
も
、
「
日
光
 
－
 
当
日
往
復
」
 
 

の
宣
伝
ポ
ス
タ
ー
が
 
「
東
武
電
車
」
 
に
華
々
し
く
貼
り
出
さ
れ
て
い
 
 

て
も
、
そ
れ
ら
は
我
ら
が
春
三
が
一
切
気
に
す
る
事
柄
で
は
な
か
っ
 
 

た
。
（
八
二
頁
）
 
 
 

こ
こ
に
は
、
餓
死
寸
前
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
て
い
る
春
三
が
、
歓
楽
 
 

に
溢
れ
る
盛
り
場
の
浅
草
か
ら
も
、
そ
こ
に
群
れ
集
う
群
衆
か
ら
も
疎
 
 

外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
水
族
館
の
余
興
と
 
 

し
て
浅
草
に
開
場
し
た
レ
ビ
ュ
ー
団
の
 
「
カ
ジ
ノ
・
フ
ォ
ー
リ
ー
」
か
 
 

ら
も
、
そ
こ
か
ら
響
き
渡
る
「
影
を
慕
い
て
」
と
い
う
当
時
の
流
行
歌
 
 

の
音
か
ら
も
、
春
三
は
浮
き
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
 
 

ろ
、
浅
草
に
集
ま
っ
た
移
し
い
数
の
群
衆
は
、
春
三
に
嫌
悪
と
反
感
に
 
 
 

そ
の
時
、
向
こ
う
の
水
族
館
の
二
階
の
カ
ジ
ノ
・
フ
ォ
ー
リ
ー
か
 
 

ら
ジ
ャ
ズ
が
聞
こ
え
て
き
た
。
「
影
を
慕
い
て
」
と
か
何
と
か
と
い
う
 
 

音
楽
だ
。
春
三
は
そ
の
昔
に
よ
っ
て
、
こ
こ
が
浅
草
公
園
だ
と
い
う
 
 

こ
と
を
改
め
て
強
烈
に
思
い
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
と
共
に
、
こ
こ
に
歓
 
 

楽
を
求
め
て
寄
り
集
う
人
々
が
、
一
日
に
十
万
人
は
優
に
越
え
る
だ
 
 

ろ
う
と
誰
か
に
聞
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
力
な
く
フ
ウ
ー
と
息
 
 

を
吹
き
出
し
た
。
 
 

一
体
あ
の
群
衆
は
、
彼
ら
自
身
が
酒
と
女
と
娯
楽
を
求
め
る
の
に
 
 

夢
中
に
な
っ
て
い
る
そ
の
時
、
同
じ
公
園
の
中
に
六
食
も
欠
い
た
男
 
 

が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
知
っ
て
い
 
 

る
く
せ
に
知
ら
ん
ぷ
り
す
る
の
か
。
も
し
彼
ら
が
人
間
本
来
の
暖
か
 
 

い
心
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
分
に
一
食
の
飯
を
食
わ
せ
て
く
れ
 
 

る
く
ら
い
の
こ
と
は
‥
…
・
。
 
 
 

「
あ
あ
 
－
 
飯
…
。
飯
…
…
。
」
 
（
八
六
頁
）
 
 



近
い
感
情
を
催
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
春
三
が
い
さ
さ
か
非
難
が
ま
し
い
 
 

視
線
で
、
浅
草
の
群
衆
の
有
り
様
を
観
察
し
て
い
る
こ
と
に
も
容
易
に
 
 

確
認
さ
れ
よ
う
。
な
お
そ
の
視
線
は
、
浅
草
の
群
衆
の
感
性
を
共
有
で
 
 

き
ず
に
い
る
春
三
の
違
和
感
を
も
微
妙
に
示
唆
し
て
い
る
。
 
 
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
で
「
あ
あ
 
－
 
飯
…
。
飯
…
…
。
」
 
 

と
い
う
言
葉
が
現
わ
れ
る
時
は
、
こ
の
言
葉
を
発
す
る
春
三
の
貧
困
と
、
 
 

牽
や
か
な
都
市
と
が
必
ず
対
照
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
五
回
目
 
 

に
な
る
と
、
現
在
の
春
三
の
苦
境
を
際
立
た
せ
て
い
る
の
が
、
都
市
東
 
 

京
の
風
景
か
ら
、
急
に
京
城
の
思
い
出
へ
と
変
わ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
 
 

飢
え
に
苦
し
む
春
三
が
、
そ
れ
を
凌
ぐ
た
め
と
い
う
名
目
で
、
か
つ
て
 
 

京
城
で
母
と
過
ご
し
た
幸
せ
な
時
間
を
思
い
浮
べ
て
い
る
の
は
、
す
こ
 
 

ぶ
る
象
徴
的
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
春
三
が
思
い
出
す
京
城
で
の
満
 
 

腹
の
記
憶
は
、
行
く
こ
と
も
帰
る
こ
と
も
出
席
な
い
疎
外
者
の
宙
ぶ
ら
 
 

り
ん
状
態
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

春
三
は
そ
の
時
、
母
が
や
っ
と
「
蒸
し
餅
」
を
買
っ
て
き
て
く
れ
 
 

て
、
自
分
が
そ
れ
を
飽
き
る
ほ
ど
食
べ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
そ
 
 

し
て
深
い
た
め
息
を
つ
い
た
。
名
前
も
姓
も
知
ら
な
い
そ
の
酔
っ
ぱ
 
 

ら
い
は
、
春
三
が
焼
き
鳥
を
好
ま
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
今
 
 

川
焼
か
他
の
も
の
を
買
っ
て
き
て
く
れ
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

二
日
間
飢
え
た
腹
を
抱
え
込
ん
で
、
空
を
仰
い
で
見
た
ら
、
ま
さ
 
 

に
自
分
の
頑
の
真
上
に
三
日
月
が
 
－
 
「
三
日
間
飢
え
た
春
の
月
」
が
 
 
 

右
の
引
用
文
は
小
説
の
末
尾
の
部
分
に
当
た
り
、
こ
こ
で
春
三
は
、
母
 
 

が
自
分
の
好
物
で
あ
る
餅
を
買
っ
て
き
て
く
れ
た
京
城
で
の
過
去
の
思
 
 

い
に
深
く
浸
っ
て
い
た
た
め
に
、
現
在
東
京
で
、
あ
る
酔
っ
ぱ
ら
い
が
 
 

自
分
に
差
し
出
し
た
焼
き
鳥
を
受
け
取
る
機
会
を
逃
し
て
し
ま
う
。
結
 
 

局
、
物
語
は
、
春
三
が
空
に
藻
っ
て
い
る
三
日
月
を
見
上
げ
、
生
あ
く
 
 

び
を
す
る
行
為
を
見
せ
る
地
点
で
終
結
す
る
。
結
末
で
見
ら
れ
る
こ
う
 
 

し
た
春
三
の
行
為
に
は
、
故
郷
を
離
れ
、
寄
る
辺
な
い
放
浪
者
の
漂
泊
 
 

感
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
春
三
の
 
 

行
為
が
、
都
市
の
底
辺
で
生
巷
て
い
く
人
々
を
代
弁
す
る
都
市
観
察
者
 
 

の
行
動
と
い
う
よ
り
、
故
郷
を
離
れ
て
、
た
だ
都
市
の
街
頭
に
拝
ん
で
 
 

い
る
孤
独
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
そ
れ
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
と
 
 

い
う
点
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
の
分
析
を
再
論
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
 
 

朴
泰
遠
が
「
浅
草
」
を
、
都
市
の
諸
相
が
重
層
的
に
交
錯
す
る
ト
ポ
ス
 
 

と
し
て
設
定
し
た
の
は
、
極
め
て
鋭
い
洞
察
で
あ
っ
た
。
「
三
日
」
の
世
界
 
 

に
は
、
こ
の
浅
草
を
媒
介
と
し
て
、
東
京
の
華
や
か
さ
と
、
そ
れ
と
隣
 
 

り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
翳
り
が
、
春
三
の
 
「
あ
あ
 
－
 
飯
…
。
飯
…
 
 

…
。
」
と
い
う
言
葉
が
表
象
す
る
（
貧
困
）
と
、
こ
れ
と
対
照
さ
れ
る
様
々
 
 

な
形
象
の
挿
入
が
見
事
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
逃
し
 
 

て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
作
品
に
、
東
京
の
両
面
的
属
性
の
描
写
に
 
 
 

か
か
っ
て
い
た
。
春
三
は
生
あ
く
び
を
し
た
。
（
八
九
責
）
 
 



加
え
て
、
京
城
で
の
記
憶
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
「
植
民
地
人
と
し
て
 
 

の
春
三
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
立
脚
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
 
 

自
ら
を
植
民
地
人
と
し
て
自
覚
し
た
以
上
、
春
三
は
当
時
の
植
民
地
人
 
 

1
8
）
 

の
殆
ん
ど
が
東
京
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
「
恋
し
さ
と
憎
し
さ
ぃ
と
い
 
 

う
両
面
的
感
情
か
ら
免
れ
得
な
い
。
 
 
 

今
ま
で
の
考
察
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
東
京
の
最
先
端
風
俗
 
 

を
示
し
た
場
所
・
浅
草
の
磁
場
に
ひ
か
れ
、
そ
の
磁
場
が
産
み
出
し
た
 
 

柑
）
 

よ
う
な
『
浅
草
紅
団
』
に
お
い
て
い
都
市
文
化
へ
の
楽
天
的
な
夢
を
語
 
 

っ
た
川
端
と
は
違
っ
て
、
朴
泰
遠
は
「
三
日
」
 
に
お
い
て
、
光
と
闇
に
 
 

包
ま
れ
て
い
る
混
沌
と
し
た
 
（
束
京
）
 
と
い
う
都
市
空
間
の
姿
を
的
確
 
 

に
写
し
取
っ
た
。
無
論
、
こ
の
東
京
の
風
景
の
発
見
に
、
梶
井
基
次
郎
 
 

の
「
冬
の
日
」
に
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
の
よ
う
に
、
「
都
市
の
中
心
か
 
 

ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
孤
独
に
よ
っ
て
、
都
市
を
見
え
る
も
の
と
 
 

す
る
自
由
を
獲
得
し
た
」
春
三
と
い
う
都
市
生
活
者
が
横
た
わ
っ
て
い
 
 

る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
蟻
）
。
 
 
 

し
か
し
、
「
モ
ダ
ン
都
市
の
風
景
を
発
見
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
 
 

ボ
ヘ
ミ
ア
ン
と
い
う
表
現
者
巧
を
体
現
す
る
人
物
で
あ
っ
た
春
三
は
、
 
 

物
語
の
最
後
の
場
面
に
至
っ
て
は
、
単
な
る
望
郷
者
的
側
面
が
強
く
な
 
 

る
。
つ
ま
り
、
母
が
い
る
安
ら
か
な
京
城
の
世
界
を
思
い
起
こ
す
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
乱
囲
の
社
会
か
ら
孤
立
し
て
「
光
」
と
「
闇
」
が
彩
る
東
 
 

京
を
注
意
深
く
観
察
し
て
き
た
春
三
の
感
性
は
、
宙
づ
り
に
さ
れ
た
の
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
地
点
で
、
東
京
を
理
解
し
、
堪
能
し
、
肉
 
 

体
化
す
る
こ
と
が
出
来
る
都
市
観
察
者
と
し
て
の
春
三
の
可
能
性
は
、
完
 
 

膚
無
き
ま
で
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
東
京
を
小
説
の
中
 
 

に
盛
り
込
も
う
と
し
た
朴
泰
遠
の
最
初
の
試
み
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、
植
 
 

民
地
人
と
し
て
の
感
受
性
の
関
与
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
と
言
え
 
 

よ
う
。
 
 

3
．
結
び
に
か
え
て
 
 

昭
和
初
期
の
切
迫
し
た
世
相
を
背
景
に
、
一
人
の
ル
ン
ペ
ン
の
ど
ん
 
 

底
生
活
を
措
い
て
い
る
こ
の
作
品
は
、
当
時
の
東
京
の
社
会
状
況
と
つ
 
 

き
合
わ
せ
て
み
る
と
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
「
三
日
」
 
 

に
は
当
時
の
時
代
状
況
が
き
め
細
か
く
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

主
人
公
の
春
三
は
、
自
分
の
貧
困
と
浅
草
の
歓
楽
を
対
比
さ
せ
、
東
京
 
 

の
両
面
的
な
属
性
を
明
確
に
捉
え
た
が
、
作
品
の
結
末
に
い
た
っ
て
は
、
 
 

単
な
る
望
郷
者
的
側
面
が
強
く
な
る
。
こ
れ
は
、
東
京
と
い
う
都
市
空
 
 

間
を
都
市
観
察
者
の
位
置
で
眺
め
る
こ
と
を
春
三
が
放
棄
し
た
こ
と
を
 
 

示
唆
す
る
。
従
っ
て
、
作
品
の
結
末
の
春
三
か
ら
は
、
鋭
い
観
察
力
を
 
 

喪
失
し
て
浮
辞
す
る
根
無
し
草
の
資
の
み
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
う
し
た
結
末
の
表
れ
は
、
都
市
東
京
そ
れ
自
体
が
有
し
て
い
る
両
面
 
 

性
が
、
植
民
地
人
が
帝
都
東
京
に
対
し
て
抱
く
両
面
的
感
情
に
切
り
替
 
 

え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

本
論
で
は
、
朴
泰
遠
の
小
説
「
三
日
」
 
に
表
れ
て
い
る
東
京
表
象
に
 
 

焦
点
を
絞
っ
て
考
察
を
行
っ
て
み
た
。
し
か
し
「
三
日
」
以
後
の
作
品
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に
お
け
る
束
京
表
象
に
つ
い
て
も
十
分
な
検
討
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
、
朴
泰
遠
の
東
京
表
象
 
 

が
よ
り
一
層
明
瞭
に
な
る
に
違
い
な
い
。
ひ
い
て
は
、
植
民
地
知
識
人
 
 

に
と
っ
て
 
（
東
京
）
 
は
ど
の
よ
う
な
象
徴
体
系
で
あ
っ
た
の
か
も
明
ら
 
 

か
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

註
 
 

（
1
）
 
九
人
会
は
一
九
三
二
年
八
月
十
五
日
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
者
の
九
人
を
 
 

メ
ン
バ
ー
と
し
て
発
足
し
た
団
体
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
「
無
名
指
」
と
「
最
後
の
侮
辱
」
は
一
九
二
九
年
十
一
月
発
表
。
そ
の
 
 

他
は
一
九
三
〇
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
創
作
さ
れ
て
い
る
か
、
「
寂
 
 
 

滅
」
（
『
東
亜
日
報
』
一
九
三
〇
年
二
月
五
日
1
ユ
ニ
月
一
日
）
以
外
の
作
 
 

品
「
髭
」
と
「
夢
」
は
朴
奉
遷
が
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
発
表
さ
 
 

れ
た
。
 
 

（
3
）
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
金
尚
泰
の
『
朴
泰
遠
』
（
ソ
ウ
ル
、
建
国
大
学
校
 
 

出
版
部
、
一
九
九
四
年
）
 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
4
）
 
原
題
は
「
サ
喜
孟
畜
曽
」
。
な
お
同
作
品
の
題
名
が
、
『
世
界
文
学
大
 
 

事
典
』
（
集
英
祉
、
一
九
九
七
年
）
に
は
「
三
日
も
空
き
腹
だ
っ
た
春
の
 
 

月
」
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
5
）
 
金
八
峯
「
一
九
三
三
年
度
短
篇
創
作
七
十
八
篇
」
（
『
新
東
亜
』
、
ソ
ウ
 
 

ル
、
一
九
三
三
年
十
一
月
）
 
 

（
6
）
 
前
田
愛
「
芥
川
と
浅
草
」
（
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
所
収
、
筑
摩
 
 

書
房
、
一
九
八
九
年
）
 
二
九
九
頁
。
 
 

（
7
）
 
「
三
日
」
に
お
け
る
新
し
い
創
作
方
法
と
し
て
、
鄭
賢
淑
は
ま
ず
第
一
 
 

に
、
二
つ
の
空
間
が
同
時
に
処
理
ざ
れ
る
「
空
間
化
手
法
」
、
第
二
に
過
 
 

去
と
現
在
が
交
差
す
る
「
二
重
露
出
」
、
第
三
に
改
行
、
文
章
符
号
、
文
 
 

字
の
分
解
な
ど
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
問
題
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
『
朴
泰
遠
 
 

文
学
研
究
』
 
（
ソ
ウ
ル
、
国
学
資
料
院
、
一
九
九
三
年
）
一
一
六
頁
。
 
 

（
8
）
 
「
昭
和
恐
慌
」
と
は
、
世
界
大
恐
慌
の
打
撃
を
受
け
て
、
未
曾
有
の
恐
 
 

慌
状
態
に
陥
っ
た
日
本
の
経
済
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
遠
藤
憲
昭
編
『
流
 
 

行
歌
と
映
画
で
み
る
昭
和
時
代
Ⅰ
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
）
三
 
 
 

一
貫
。
 
 

（
9
）
 
大
恐
慌
の
年
、
一
九
二
九
年
に
作
ら
れ
た
小
津
安
二
郎
監
督
の
映
画
 
 

『
大
学
は
出
た
け
れ
ど
』
は
、
不
況
の
た
め
に
な
か
な
か
就
職
が
出
来
な
 
 

い
若
者
の
就
職
菅
労
話
で
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
不
況
時
代
を
象
徴
す
る
 
 
 

流
行
語
と
な
っ
た
。
川
本
三
郎
『
映
画
の
昭
和
雑
貨
店
』
（
小
学
館
、
一
 
 
 

九
九
九
年
）
五
五
頁
。
 
 

（
1
0
）
 
石
川
弘
義
編
『
娯
楽
の
戦
前
史
』
（
東
京
書
籍
、
一
九
八
一
年
）
一
九
 
 

〇
頁
。
 
 

（
1
1
）
 
書
見
俊
哉
は
『
都
市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
七
 
 

年
）
 
に
お
い
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
浅
草
が
銀
座
と
は
顕
著
に
対
照
的
 
 

な
（
浅
草
的
な
る
も
の
）
を
持
つ
盛
り
場
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
、
浅
草
 
 

が
江
戸
以
来
の
伝
統
を
残
し
な
が
ら
、
異
質
な
要
素
を
融
合
さ
せ
た
、
ひ
 
 
 

と
纏
ま
り
の
盛
り
場
的
世
界
を
現
出
し
て
い
た
と
い
う
結
論
を
導
い
て
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い
る
。
 
 

（
1
2
）
 
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
ク
ラ
ッ
グ
ズ
『
黒
人
文
学
と
見
え
な
い
都
市
』
（
松
 
 

本
昇
他
訳
、
彩
流
杜
、
一
九
九
七
年
）
六
七
頁
。
 
 

（
1
3
）
 
海
野
弘
の
「
都
市
の
ア
ン
ダ
ー
ワ
ー
ル
ド
」
（
『
現
代
詩
手
帳
』
第
三
八
 
 

巻
十
号
、
一
九
九
五
年
十
月
、
二
二
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。
 
 

（
H
）
 
川
端
康
成
の
浅
草
物
に
は
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。
『
浅
草
紅
団
』
 
 

（
一
九
二
九
）
、
『
浅
草
日
記
』
（
一
九
三
一
）
、
『
浅
草
姉
妹
』
（
一
九
三
二
）
、
 
 

『
浅
草
の
九
官
鳥
』
（
一
九
三
二
）
、
『
浅
草
集
』
（
一
九
三
四
）
。
『
川
端
康
 
 

成
全
集
』
第
四
巻
（
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
5
）
 
片
山
倫
太
郎
「
『
浅
草
紅
団
』
論
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
六
巷
十
 
 

五
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
六
三
貢
。
 
 

（
1
6
）
 
前
田
愛
「
劇
場
と
し
て
の
浅
草
」
（
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
所
収
）
 
 

二
八
八
頁
。
 
 

（
1
7
）
 
片
山
倫
太
郎
、
前
掲
書
、
五
八
頁
。
 
 

（
1
8
）
．
大
村
益
夫
編
『
近
代
朝
鮮
文
学
に
お
け
る
日
本
と
の
関
連
様
相
』
（
線
 
 

陰
書
房
、
一
九
九
八
年
）
九
二
頁
。
 
 

（
1
9
）
 
平
山
三
男
「
川
端
康
成
の
東
京
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
 
 

三
六
巻
十
五
号
、
一
九
九
一
年
十
二
月
）
一
九
〇
頁
。
 
 

（
2
0
）
 
海
野
弘
「
梶
井
基
次
郎
の
モ
ダ
ン
都
市
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
 
 
 

究
』
第
三
三
巻
十
四
号
、
一
九
八
八
年
十
二
月
）
四
四
頁
。
 
 

（
2
1
）
 
海
野
、
同
右
、
四
四
頁
。
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