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鄭
清
文
と
そ
の
時
代
､
そ
の
作
品

東京大学中国語中国文学研究室紀要 第8号

･
幼
少
時
代

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

松

崎

寛

子

二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
午
後
､
台
北

市
信
義
路
､
鄭
清
文
先
生
ご
親
戚
宅
に
て(
1
)

ー

ま
ず
､
鄭
清
文
先
生
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
､
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
先
生
は
一
九
三
二
年
､
現
在
の
桃
園
県
下
靖
子
で
生
ま

(
2
)

れ
､
一
九
三
三
年
､
一
歳
の
時
に
現
在
の
台
北
県
新
荘
の
親
戚
の
家
に
養
子
に
入
ら
れ
て
い
ま
す
｡
二
〇
〇
二
年
四
月
の
台
湾
日
報
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
で
､
先
生
は

｢
私
に
は
二
つ
の
故
郷
が
あ
る
｡
新
荘
の
旧
鎮
と
桃
園
の
農
村
だ
｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
､
先
生
の
子
供

時
代
に
つ
い
て
､
お
話
頂
け
ま
す
か
｡

鄭

｢
両
個
童
年
､
両
個
故
郷
‥
･
二
つ
の
子
供
時
代
と
二
つ
の
故
郷
｣
｡
こ
の
事
は
､
と
て
も
特
殊
な
経
験
で
､
後
の
私
の
作
品
に
も
影

響
を
与
又
て
い
ま
す
｡
子
供
の
頃
､
私
は
遊
ぶ
の
が
大
好
き
で
､
こ
う
し
て
遊
ん
だ
こ
と
が
､
私
の
文
学
に
影
響
を
与
え
た
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
｡
あ
ち
こ
ち
遊
び
ま
わ
り
､
飛
び
回
っ
て
い
た
｡
当
時
､
私
達
は
勉
強
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
小
学
生
の
時
､
日
本
人
の
先
生
は
､

体
を
動
か
す
こ
と
は
､
勉
強
よ
り
大
切
だ
､
と
言
っ
て
い
ま
し
た
｡
農
村
で
過
ご
し
た
子
供
時
代
は
､
特
に
童
話
を
執
筆
す
る
の
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
ま
す
｡

生
み
の
お
母
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
も
､
た
び
た
び
桃
園
の
実
家
に
帰
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
｡
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鄭

私
の
育
て
の
母
親
は
､
私
が
ま
だ
小
学
校
に
上
が
ら
な
い
う
ち
に
既
に
他
界
し
て
い
ま
し
た
｡
生
み
の
母
親
は
私
が
小
学
五
年
の
時
に

亡
く
な
り
ま
し
た
｡
私
の
一
番
上
の
兄
は
､
私
よ
り
二
十
六
歳
年
上
で
し
た
か
ら
､
お
そ
ら
く
､
私
に
と
っ
て
母
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
､
長
兄
は
私
を
と
て
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
ま
し
た
｡
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
人
が
い
た
か
ら
こ
そ
､
私
も
た
び
た
び
実
家
に

帰
る
こ
と
が
で
き
た
｡
も
し
誰
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
ら
､
帰
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
二
十
六
歳
も
年
上
だ
っ
た

か
ら
､
父
親
に
も
相
当
し
ま
す
し
ね
｡

-先生の作品『髪』に出てくるお兄さんは､先生の一番上のお兄さんがモデルになっているのでしょうか｡
鄭

そ
う
で
す
｡
長
兄
は
､
ち
ょ
う
ど
作
品
中
の
兄
さ
ん
の
よ
う
で
し
た
｡
性
格
も
､
大
体
似
て
い
ま
す
｡
た
だ
､
完
全
に
長
兄
が
モ
デ
ル

に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
小
説
の
中
に
は
｢
虚
構
｣
､
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
も
多
く
あ
り
ま
す
か
ら
｡
し
か
し
､
長
兄

か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
得
ま
し
た
｡
長
兄
は
私
の
よ
う
に
､
ふ
ざ
け
て
ば
っ
か
り
い
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
く
(
笑
)
､
厳
格
な
性
格
を
し
て
い

ま
し
た
｡

･
戦
争
体
験
､
玉
音
放
送

-先生は､一九四五年三月､十三歳の時に私立の国民中学に合格していらっしやいます｡一九九七年の先生のコラム『
終
戦
前
後
,
我
的
台
北
記
憶
』
で
､
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
｢
戦
争
末
期
に
な
る
と
､
ア
メ
リ
カ
軍
の
飛
行
機
が
た
び
た
び

空
襲
に
来
て
､
学
校
も
休
校
に
な
っ
た
｡
だ
か
ら
､
授
業
も
め
っ
た
に
な
か
っ
た
｣
ま
た
､
勤
労
奉
仕
の
体
験
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡

先
生
は
､
海
軍
で
勤
労
奉
仕
し
て
い
る
時
､
｢
玉
音
放
送
｣
を
聞
か
れ
､
終
戦
､
そ
し
て
光
復
を
迎
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
が
､
そ
の
と
き

の
感
想
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
｡

鄭

え
え
､
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
｡
今
､
台
湾
で
は
終
戦
と
言
う
の
で
す
よ
｡
以
前
は
光
復
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
｡
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終
戦
時
､
私
は
中
学
生
だ
っ
た
の
で
す
が
､
私
は
中
学
を
三
年
半
で
卒
業
し
ま
し
た
｡
･
ち
ょ
う
ど
､
学
校
制
度
が
日
本
の
も
の
か
ら
中
国

の
も
の
に
移
る
変
わ
り
目
で
し
た
か
ら
､
半
年
多
く
中
学
に
在
籍
し
た
の
で
す
｡

玉
音
放
送
を
聞
い
た
時
､
ま
ず
思
っ
た
こ
と
は
､
｢
え
っ
､
ど
う
し
よ
う
｣
と
い
う
こ
と
で
し
た
｡
当
時
､
我
々
の
心
は
日
本
人
で
し
た

か
ら
｡
受
け
た
教
育
の
関
係
で
､
自
分
は
中
国
人
だ
､
と
い
う
概
念
は
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
､
日
本
が
負
け
た
､
ど
う
し
よ
う
､
と
い
う
の

が
正
直
な
感
想
だ
っ
た
｡
そ
れ
か
ら
､
し
ば
ら
く
た
っ
て
､
中
国
人
が
来
る
､
と
い
う
話
を
誰
か
か
ら
聞
き
ま
し
た
｡
我
々
は
日
本
の
教

育
を
受
け
て
い
た
か
ら
､
中
国
は
悪
い
国
だ
､
蒋
介
石
な
ん
ぞ
は
弱
虫
だ
､
と
教
わ
っ
て
き
た
(
笑
)
｡
蒋
介
石
が
一
生
懸
命
戦
わ
ず
に
山

奥
に
逃
げ
た
､
つ
て
い
う
歌
も
歌
い
ま
し
た
よ
｡
｢
山
奥
逃
げ
て
｣
(
笑
)
と
い
う
歌
で
す
｡
子
供
だ
か
ら
､
歌
詞
の
内
容
は
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
が
､
人
の
後
に
つ
い
て
歌
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
｡

-
1
そ
れ
で
は
､
｢
玉
音
放
送
｣
を
聞
い
て
､
う
れ
し
か
っ
た
､
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

そ
れ
は
あ
り
得
ま
せ
ん
ね
｡
そ
れ
は
､
一
部
の
人
達
が
勝
手
に
そ
う
思
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
(
笑
)
｡
当
時
は
､
何
が

何
だ
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
､
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
､
た
だ
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
｡
私
は
比
較
的
年
齢
が
小
さ
か
っ
た
か

ら
､
た
だ
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
｡
強
烈
な
思
い
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
ど
う
し
よ
う
､

た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
｡
時
間
は
同
じ
よ
う
に
過
ぎ
て
い
く
し
､
太
陽
だ
っ
て
同
じ
よ
う
に
昇
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
｡
し
ば
ら
く
た
っ
て
､

｢
お
い
､
な
ん
だ
か
祖
国
っ
て
い
う
の
が
あ
る
ら
し
い
ぞ
｣
と
あ
る
人
が
言
い
出
し
た
｡
そ
ん
な
感
じ
で
す
｡

･
言
語
の
転
換
の
体
験

-
戦
後
､
先
生
は
国
語
(
北
京
語
)
を
学
ば
れ
ま
す
｡
一
九
九
〇
年
新
地
文
学
出
版
社
の
王
文
伶
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
､
北
京
語
を

学
ば
れ
た
過
程
を
､
｢
ま
ず
台
湾
語
で
学
び
､
そ
の
後
白
話
文
で
学
ん
だ
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
過
程
は
､
ご
自
分
自
身
で
学
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ば
れ
た
経
験
で
し
ょ
う
か
｡
そ
れ
と
も
学
校
で
学
ば
れ
た
経
験
で
し
ょ
う
か
｡

鄭
ま
ず
最
初
に
勉
強
し
た
の
は
､
北
京
語
で
は
な
く
､
台
湾
語
の
読
み
方
で
し
た
｡
つ
ま
り
､
そ
の
漢
字
を
学
ん
だ
の
で
す
｡
例
え
ば

｢
烏
飛
兎
走
｣
｡
台
湾
語
の

｢
走
｣

は
日
本
語
と
同
じ
で
､
｢
歩
く
｣

で
は
な
く

｢
走
る
｣

と
い
う
意
味
で
す
｡
そ
れ
を
台
湾
語
の
音
で

｢?

p
O
e
t
h
?
C
h
a
u
｣
と
読
ん
だ
｡
し
ば
ら
く
し
て
､
以
前
､
漢
文
を
や
っ
て
い
た
人
達
が
教
え
て
く
れ
た
｡
こ
れ
が
第
一
段
階
で
し
た
｡
そ
の

後
中
国
大
陸
か
ら
人
が
や
っ
て
来
ま
し
た
が
､
そ
の
中
に
は
標
準
的
な
中
国
語
を
話
す
人
も
い
れ
ば
､
何
を
話
し
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ

か
ら
な
い
よ
う
な
人
も
い
た
｡
当
時
､
私
達
は
日
本
語
で
中
国
語
の
試
験
を
受
け
た
ん
で
す
よ
｡
例
え
ば
､
｢
相
談
は
中
国
語
で
何
と
言
う

か
?
｣

と
い
う
問
題
が
出
ま
し
た
｡
私
は

｢
相
談
｣

と
い
う
日
本
語
は
知
っ
て
い
た
け
ど
､
そ
の
中
国
語
は
知
ら
な
か
っ
た
｡
だ
か
ら
隣
の

奴
に
聞
い
た
ら
､
｢
商
量
だ
｣

っ
て
教
え
て
く
れ
た
ん
で
す

(
笑
)
｡
こ
ん
な
風
に
､
日
本
語
で
問
題
が
出
て
､
中
国
語
の
答
え
を
書
か
せ
ら

れ
た
｡
こ
れ
は
中
学
で
の
話
で
す
｡

次
第
に
､
中
国
か
ら
来
た
先
生
が
中
学
で
教
え
る
よ
う
に
な
っ
て
､
彼
ら
の
中
国
語
は
比
較
的
標
準
的
で
し
た
｡
私
達
は
そ
こ
で
り
女
∩

を
学
び
ま
し
た
｡
中
に
は
､
台
湾
人
で
戦
時
中
､
中
国
に
渡
っ
て
い
た
人
達
が
戻
っ
て
き
て
教
え
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
｡
当
時
､
多
く
の

先
生
は
資
格
を
持
っ
て
お
ら
ず
､
た
だ
教
え
る
､
と
い
っ
た
感
じ
で
し
た
｡
次
第
に
教
え
る
の
も
軌
道
に
乗
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

121

一

同
じ
く
王
文
伶
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
､
先
生
は
､
｢
私
よ
り
少
し
年
上
で
､
教
育
熱
心
だ
っ
た
家
庭
に
育
っ
た
人
達
に
比
べ
た
ら
､

私
の
言
語
適
応
は
遅
か
っ
た
｡
例
え
ば
､
鐘
肇
政
さ
ん
は
私
よ
り
ず
っ
と
早
く
中
国
語
に
適
応
し
た
と
思
い
ま
す
｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
｡
鐘
肇
政
さ
ん
は
､
自
分
自
身
で
中
国
語
を
学
び
､
ま
ず
日
本
語
で
思
考
し
て
か
ら
中
国
語
で
執
筆
し
､
そ
う
し
た
中
で
言
語
転
換
の

苦
労
や
心
の
矛
盾
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
先
生
に
も
､
こ
の
よ
う
な
心
の
矛
盾
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

私
は
彼
よ
り
単
純
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
私
は
ぼ
ん
や
り
と
学
校
が
教
え
る
事
を
習
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
｡
授
業
で
先
生
が
話
し
て

い
る
こ
と
を
後
に
つ
い
て
言
っ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
｡
私
は
中
国
語
を
学
ぶ
の
も
遅
か
っ
た
が
､
私
が
創
作
活
動
を
始
め
た
の
も
遅
か
っ
た
｡
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そ
の
時
私
は
も
う
大
学
生
で
､
既
に
中
国
語
で
も
の
を
書
く
事
に
慣
れ
て
い
た
｡
私
の
年
代
が
大
学
を
受
け
る
時
､
台
湾
人
は
国
文
(
国
語
)

の
科
目
は
追
加
点
が
も
ら
え
た
ん
で
す
よ
｡
台
湾
人
は
中
国
語
が
あ
ま
り
上
手
で
な
か
っ
た
で
す
か
ら
｡
た
だ
､
私
は
大
学
に
入
る
前
に
銀

行
で
働
い
て
､
そ
れ
か
ら
大
学
に
入
っ
た
も
の
で
す
か
ら
､
そ
の
時
点
で
は
追
加
点
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
追
加
点
が
も
ら
え
た
期
間
は
､

は
ん
の
数
年
間
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
｡

当
時
､
台
湾
で
大
学
に
行
く
人
は
少
数
で
し
美
｡
私
が
育
っ
た
旧
鎮
の
人
口
は
何
千
人
か
で
し
た
が
､
そ
の
内
大
学
に
行
く
の
は
一
年
に

一
人
か
二
人
だ
け
で
し
た
｡
高
校
受
験
の
時
､
人
か
ら
大
学
を
受
け
な
い
か
､
と
言
わ
れ
た
が
､
私
は
受
け
ず
に
商
業
学
校
に
行
き
ま
し
た
｡

当
時
､
大
学
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
､
そ
う
よ
く
あ
る
話
で
は
な
か
っ
た
で
す
か
ら
｡

･
大
学
受
験
､
大
学
時
代

-
一
九
五
一
年
､
十
九
歳
の
時
､
先
生
は
台
北
商
業
学
校
を
卒
業
さ
れ
､
華
南
銀
行
に
勤
め
ま
す
｡
そ
の
三
年
後
､
一
九
五
四
年
二
十
二

歳
の
時
､
台
湾
大
学
商
学
系
に
入
学
さ
れ
ま
す
｡
な
ぜ
､
大
学
を
受
け
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
す
か
｡

鄭

実
を
言
う
と
､
決
し
て
大
学
に
受
か
り
た
い
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
し
､
受
か
る
と
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡
当
時
私
の
小
学

校
か
ら
高
校
ま
で
の
知
り
合
い
で
､
大
学
に
受
か
っ
た
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら

(
笑
)
｡
だ
か
ら
大
学
に
受
か
る
な
ん
て
夢
の

よ
う
な
話
で
し
た
｡
高
校
時
代
は
大
学
に
行
こ
う
と
い
う
考
え
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
だ
か
ら
､
三
年
遅
れ
た
の
で
す
｡
あ
る
先
輩

に
､
大
学
を
受
け
て
み
な
い
か
､
お
前
な
ら
受
か
る
だ
ろ
う
､
ま
ぁ
､
試
し
に
受
け
て
見
ろ
､
と
言
わ
れ
た
の
で
す
｡
そ
の
先
輩
は
も
と
も

と
台
北
商
業
学
校
に
い
て
､
成
績
も
良
か
っ
た
の
に
､
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
た
せ
い
で

(
笑
)

退
学
処
分
を
受
け
､
そ
の
後
､
自
分
で
勉
強
し

て
大
学
を
受
け
て
合
格
し
ま
し
た
｡
こ
の
事
は
私
に
と
っ
て
大
き
な
励
み
と
な
り
ま
し
た
｡
先
輩
は
､
俺
が
受
か
っ
た
の
だ
か
ら
お
前
も
受

か
る
は
ず
だ
､
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
｡

当
時
受
験
し
た
時
は
試
験
が
難
し
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
､
今
は
そ
ん
な
に
難
し
か
っ
た
と
は
思
わ
な
い
の
だ
か
ら
不
思
議
で
す
よ
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(
笑
)
｡
試
験
科
目
に

｢
三
民
主
義
｣

が
あ
っ
て
､
私
が
高
校
を
卒
業
し
た
時
点
で
は
､
そ
ん
な
科
目
は
な
か
っ
た
か
ら
､
私
は
勉
強
し
た

こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
､
私
が
大
学
を
受
け
た
年
に
は
そ
う
い
う
科
目
が
あ
っ
た
｡
そ
し
て
私
は
､
試
験
前
､
｢
三
民
主
義
｣

を
一
日

し
か
勉
強
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｢
三
民
主
義
｣

は
中
華
民
国
の

｢
治
国
大
綱
｣

で
す
(
笑
)
｡
だ
が
､
私
は
ち
ょ
っ
と
読
ん
だ
だ
け
で
､
嫌
に

な
っ
て
､
頭
が
爆
発
し
そ
う
に
な
っ
た
｡
私
は
一
日
し
か
勉
強
し
な
い
で
受
か
っ
た
の
で
す
か
ら
､
実
際
､
治
国
の
道
理
な
ん
て
簡
単
な
も

の
で
す
｡
二
流
の
も
の
で
す
か
ら
ね
｡
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ル
フ
ェ
ス
事
件
で
有
名
な
作
家
､
ゾ
ラ
は
､
政
治
に
関
わ
る
者
は
二
流
だ
､
文
章
を

書
く
者
こ
そ
が
一
流
だ
､
と
言
っ
て
い
ま
す
｡

一

台
湾
大
学
で
は
ど
の
よ
う
な
学
生
生
活
を
送
ら
れ
ま
し
た
か
｡

鄭

台
湾
大
学
で
は
､
と
っ
て
も
気
楽
な
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
｡
商
科
の
授
業
は
私
に
と
っ
て
比
較
的
楽
で
し
た
か
ら
｡
そ
し
て
私
は

国
文
と
英
語
が
平
均
よ
り
も
上
の
成
績
で
､
そ
れ
で
大
学
に
合
格
し
た
よ
う
な
も
の
で
し
た
｡
当
時
､
英
語
の
本
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
､
あ
る
に
は
あ
り
ま
し
た
し
､
私
に
と
っ
て
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
は
そ
ん
な
に
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
大
学
時
代
､
私
は
あ

ま
り
に
も
気
楽
で
､
時
間
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
､
小
説
を
読
み
始
め
た
の
で
す
｡
台
湾
大
学
に
は
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
｡
｢
入
る
時
は

難
し
い
が
､
出
る
の
は
早
い
､
簡
単
だ
｣
｡
誰
で
も
す
ぐ
に
卒
業
で
き
た
し
､
学
科
が
気
に
食
わ
な
け
れ
ば
専
攻
を
転
向
し
て
も
よ
か
っ
た
｡

中
文
系
か
ら
物
理
系
に
移
る
奴
も
い
た
｡
台
湾
大
学
っ
て
い
う
の
は
､
変
わ
っ
た
学
校
で
す
よ
｡
私
は
も
と
も
と
商
業
学
校
卒
業
だ
っ
た
か

ら
､
習
っ
て
き
た
事
を
そ
の
ま
ま
勉
強
し
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
｡
高
校
時
代
､
私
は
決
し
て
成
績
が
よ
か
っ
た
わ
け
で
も
な
く
､
当
時
の
教

え
方
も
軌
道
に
は
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
し
､
先
生
も
何
も
わ
か
ら
ず
に
教
え
て
い
る
事
も
あ
っ
た
け
ど
も
｡

3

･
読
書
体
験

2

-

先
生
は
一
九
七
九
年
の
コ
ラ
ム

｢
尋
技
自
己
､
尋
按
人
生
｣

の
中
で
､
｢
チ
ェ
ー
ホ
フ
､
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
､
ト
ル
ス
ト
イ
等
の
作
品
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を
読
ん
だ
こ
と
ば
､
私
の
作
品
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
｣

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
､
い
つ
､
こ
の
よ
う
な
作
品
を
読
ま
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
｡
ま
た
､
何
語
で
読
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

ま
だ
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
時
代
､
つ
ま
り
､
大
学
を
受
け
る
前
の
こ
と
で
し
た
｡
興
味
も
あ
っ
た
し
､
私
は
高
校
で
古
文
も

習
わ
な
か
っ
た
が
､
言
葉
の
勉
強
の
た
め
に
も
､
彼
ら
の
作
品
を
読
ん
で
み
よ
う
､
と
思
い
ま
し
た
｡
古
書
店
に
は
､
日
本
人
が
台
湾
か
ら

帰
っ
た
時
に
置
い
て
い
っ
た
本
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
｡
当
時
､
ロ
シ
ア
の
書
籍
も
､
中
国
大
陸
の
書
籍
も
禁
書
で
し
た
｡
中
国
の
書
籍

は
中
国
語
で
書
い
て
あ
る
か
ら
､
皆
貴
重
だ
と
わ
か
っ
て
､
高
く
売
っ
て
い
ま
し
た
が
､
日
本
語
の
本
は
､
売
り
手
も
そ
の
貴
重
さ
が
わ
か

ら
な
く
て
､
比
較
的
安
価
で
手
に
入
り
ま
し
た

(
笑
)
｡
私
が
買
い
に
行
っ
た
時
は
運
が
よ
く
､
新
潮
社
の

｢
ロ
シ
ア
三
人
集
｣

が
手
に
入

り
ま
し
た
｡
チ
ェ
ー
ホ
フ
､
ゴ
ー
ゴ
リ
､
ゴ
ー
リ
キ
､
こ
の
三
人
の
う
ち
､
最
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
､
チ
ェ
ー
ホ
フ
で
す
｡
私
の
性
格
が
､

チ
ェ
ー
ホ
フ
の
作
品
に
合
っ
た
の
で
し
ょ
う
｡
ゴ
ー
ゴ
リ
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
ほ
ど
印
象
深
く
な
い
の
で
す
が
､
ゴ
ー
ゴ
リ
の
作
品
は
諷
刺
的
だ

と
思
い
ま
す
｡
彼
の
描
い
た
喜
劇
で
､
涙
を
流
し
な
が
ら
笑
う
､
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
｡
喜
劇
な
の
に
泣
か
せ
る
喜
劇
な
の
で
す
｡
当

時
､
私
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡
し
か
し
､
後
に
私
の
作
品
『
永
恒
的
微
笑
』

の
中
に
も
こ
う
し
た
､
笑
っ
て

い
る
の
に
､
陰
で
は
泣
い
て
い
る
､
と
い
っ
た
状
況
を
体
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
当
時
､
中
国
の
も
の
は
読
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
か
ら
､
ロ
シ
ア
の
も
の
を
読
み
ま
し
た
｡
こ
れ
は
､
多
か
れ
少
な
か
れ
反
抗
的
な
心
理
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
誰
も
読
ま
な
い

よ
う
な
も
の
を
読
ん
で
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
｡
大
学
一
年
の
時
､
現
荏
の
重
陽
路
で
､
『
ア
ン
ナ
･
カ
レ
ー
ニ
ナ
』

の=ヨOdern】ibra旦〉版

を
見
つ
け
ま
し
た
｡
こ
れ
は
､
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
の
女
性
翻
訳
家
コ
ン
ス
タ
ン
ス
･
ガ
ー
ネ
ッ
ト
が
翻
訳
し
た
も
の
で
､
多
く
の
ロ
シ
ア
の

作
品
は
彼
女
が
翻
訳
し
た
の
で
す
が
､
そ
の
英
語
版
を
一
年
か
け
て
読
み
ま
し
た
｡
そ
の
後
､
同
じ
く
彼
女
が
翻
訳
し
た

｢
戦
争
と
平
和
｣
､

｢
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
｣

を
読
み
ま
し
た
｡

先
生
は
､
巴
金
の

『
滅
亡
』
を
読
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
､
先
程
挙
げ
た
王
文
伶
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
､
二
〇
〇
四
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年
『
文
学
台
湾
』
に
記
載
さ
れ
た
林
鎮
山
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
､
先
生
は
､
ご
自
身
は
中
国
古
典
に
触
れ
て
い
な
い
､
ま
た

一
九
三
〇
年
代
の
大
陸
の
中
国
文
学
は
ご
自
分
の
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
､
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
｡

鄭
巴
金
の
作
品
は
､
お
そ
ら
く
高
校
の
時
､
先
輩
の
家
に
置
い
て
あ
っ
た
の
を
借
り
て
読
ん
だ
の
で
す
が
､
そ
の
時
の
印
象
は
､
単
純

で
､
革
命
の
こ
と
し
か
書
い
て
い
な
い
､
と
い
う
も
の
で
し
た
｡
巴
金
の
作
品
は
､
私
が
読
ん
だ
数
少
な
い
中
国
文
学
の
一
つ
で
す
｡
後
に
､

私
は
彼
を
批
評
し
て
い
ま
す
｡
巴
金
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
は
､
革
命
的
意
味
合
い
が
あ
る
が
､
台
湾
に
は
そ
の
よ
う
な
革
命
思
想
は
な
い
｡
台

湾
に
も
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
が
､
平
和
的
に
移
り
変
わ
っ
て
い
る
｡
私
は
あ
ま
り
中
国
文
学
に
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
高
校
ま
で

ず
っ
と
古
文
を
勉
強
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
､
大
学
に
入
っ
て
一
年
間
､
古
文
の
授
業
に
出
た
く
ら
い
で
す
｡
そ
の
時
は
『
孟
子
』
と

『
史
記
』
を
や
り
ま
し
た
が
､
も
ち
ろ
ん
全
部
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
､
一
部
分
を
読
ん
だ
だ
け
で
す
｡
大
学
二
年
か
ら
は
､
中
国
文
学
の

授
業
に
は
全
く
出
ず
､
専
ら
商
業
の
専
門
科
目
の
授
業
に
出
て
い
ま
し
た
｡

ど
う
し
て
私
が
中
国
文
学
に
対
し
て
批
評
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
､
と
い
う
の
は
､
私
が
銀
行
を
退
職
し
て
か
ら
､
ど
う
や
ら
有
名
に

な
っ
た
こ
と
も
関
係
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
(
笑
)
｡
コ
ラ
ム
の
執
筆
を
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
､
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
､
中
国
文
学

は
そ
ん
な
に
偉
大
で
は
な
い
､
と
大
勢
の
人
に
伝
え
よ
う
と
思
い
ま
し
た
｡
中
国
古
典
文
学
が
､
唯
一
の
手
本
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
だ
､

三
十
年
代
の
中
国
文
学
は
､
私
は
あ
ま
り
読
ん
で
い
ま
せ
ん
｡
魯
迅
の
『
阿
Q
正
伝
』
や
『
故
郷
』
は
読
み
ま
し
た
｡
『
故
郷
』
は
素
晴

ら
し
い
作
品
だ
と
思
い
ま
す
が
､
他
の
作
品
は
そ
ん
な
に
読
ん
で
い
ま
せ
ん
｡
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
｡
考
え
方
が
違
い
ま
す
か
ら
｡

私
の
文
学
は
西
洋
の
文
学
の
影
響
が
強
い
と
思
い
ま
す
｡
西
洋
の
思
想
で
一
番
重
要
な
こ
と
は
､
自
由
･
民
主
･
平
等
で
す
｡
私
が
批
判
す

る
も
の
は
､
こ
の
三
原
則
に
反
す
る
も
の
で
す
｡
私
は
下
層
階
級
出
身
で
す
｡
農
村
に
は
農
民
が
い
て
､
旧
鎮
に
は
半
工
半
商
の
家
庭
が
あ

り
､
こ
れ
ら
は
｢
満
足
で
き
る
社
会
｣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
不
満
は
､
外
来
か
ら
の
要
素
が
原
因
で
し
た
｡
例
え
ば
､

私
の
作
品
の
『
又
是
中
秋
』
で
は
､
私
の
迷
信
に
対
す
る
見
方
を
書
い
て
い
ま
す
｡
つ
ま
り
､
迷
信
は
悲
劇
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
､
と
い
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う
こ
と
で
す
｡
ま
た
､
主
人
公
が
､
最
後
に
自
殺
を
し
ま
す
が
､
そ
の
前
に
､
彼
女
は
蟻
を
焼
い
て
殺
す
こ
と
を
戸
惑
う
場
面
が
あ
り
ま
す

ね
｡
蟻
さ
え
殺
す
事
が
で
き
な
い
人
間
が
､
自
殺
を
し
て
し
ま
う
､
こ
う
し
た
一
人
の
人
間
が
苦
境
を
逃
げ
よ
う
と
も
が
く
姿
を
描
き
ま
し

た｡

･
作
家
デ
ビ
ュ
ー
､
小
説
家
と
し
て
の
成
長
過
程

-

大
学
入
学
後
､
一
九
五
八
年
､
二
十
六
歳
の
時
に
処
女
作
『
寂
莫
的
心
』
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
｡
一
九
九
〇
年
王
文
伶
さ
ん
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
ま
す
と
､
大
学
時
代
､
先
生
は
文
学
院
の
白
先
勇
等
『
現
代
文
学
』
の
メ
ン
バ
ー
と
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
､

先
生
自
身
が
小
説
を
書
い
た
の
は
何
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

私
が
台
湾
大
学
に
入
っ
た
暗
か
ら
､
自
分
で
学
習
計
画
を
立
て
て
い
ま
し
た
｡
実
は
､
当
時
私
は
経
済
学
者
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

の
で
す
よ
｡
だ
か
ら
数
学
系
の
授
業
を
聞
き
に
行
く
事
は
あ
っ
て
も
､
文
学
院
の
授
業
に
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
｡

『
寂
莫
的
心
』
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
は
､
当
時
､
何
か
を
書
き
た
い
､
と
思
っ
て
い
た
時
に
､
ラ
ジ
オ
で
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
『
寂

莫
的
心
』
と
い
う
曲
が
流
れ
て
い
る
の
を
耳
に
し
､
イ
メ
ー
ジ
が
涌
い
て
き
た
の
で
す
｡
当
時
､
私
は
旧
鎮
の
養
父
と
一
緒
に
生
活
し
て
い

ま
し
た
が
､
お
互
い
上
手
く
意
思
を
伝
え
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
そ
の
時
は
な
ん
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
､
後
に
こ

れ
も
一
種
の

｢
寂
莫
｣
な
の
だ
､
と
思
っ
た
の
で
す
｡
父
は
学
問
の
な
い
人
で
し
た
か
ら
､
こ
う
し
た
｢
寂
莫
｣

の
心
を
口
に
は
表
せ
ま
せ

ん
で
し
た
が
､
や
は
り
､
私
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
｡
そ
れ
で
､
こ
の
題
材
を
措
こ
う
と
思
っ
た
の
で
す
｡

私
の
処
女
作
に
は
､
事
実
の
部
分
も
あ
れ
ば
､
虚
構
､
イ
メ
ー
ジ
の
部
分
も
あ
り
ま
す
｡
小
説
家
に
と
っ
て
､
イ
メ
ー
ジ
を
ど
の
よ
う
に

扱
う
か
が
､
鍵
だ
と
思
い
ま
す
｡
日
本
に
は
私
小
説
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
ね
｡
以
前
､
東
大
の
島
田
謹
二
教
授
が
淡
江
大
学
に
講
演
に
来
た

と
き
､
私
は
日
本
の
私
小
説
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
遅
れ
て
い
る
の
か
､
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
島
田
教
授
は
､
中
村
光
夫
が
フ
ラ

ン
ス
か
ら
写
実
主
義
を
持
ち
込
ん
で
､
写
実
主
義
こ
そ
が
文
学
だ
と
考
え
､
当
時
の
日
本
の
文
壇
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
､
戦
後
に
至
っ
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て
も
､
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｣

と
答
え
ら
れ
ま
し
た
｡
文
学
の
重
点
は
､
イ
メ
ー
ジ
の
概
念
で
す
｡
イ
メ
ー
ジ
と
は
､
自
分
の
生

活
や
経
歴
か
ら
広
が
っ
た
も
の
で
あ
り
､
も
し
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
真
実
と
同
じ
も
の
に
な
っ
た
ら
､
そ
の
小
説
家
は
成
功
し
た
､
.
と
言

え
ま
す
｡
私
の
処
女
作
で
イ
メ
ー
ジ
の
部
分
に
注
意
し
た
の
は
､
私
の
経
歴
が
ま
だ
多
く
な
か
っ
た
こ
と
と
､
私
自
身
､
自
分
の
経
歴
を
他

人
に
知
ら
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
､
形
を
変
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
で
す
か
ら
主
人
公
は
私
で
は
な
い
し
､
そ
の
主
人

公
が
私
で
あ
ろ
う
が
､
な
か
ろ
う
が
､
道
理
は
同
じ
な
の
で
す
｡

-

先
生
は
台
湾
大
学
卒
業
後
､
兵
役
を
終
え
､
創
作
活
動
を
さ
れ
な
が
ら
も
華
南
銀
行
に
復
職
さ
れ
ま
す
｡
銀
行
勤
め
と
創
作
の
バ
ラ
ン

ス
は
､
ど
の
よ
う
に
取
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
?

ま
た
､
『
報
馬
仔
』
等
､
銀
行
で
働
い
て
い
る
人
を
措
く
作
品
も
あ
り
ま
す
が
､

こ
れ
ら
の
人
物
は
銀
行
勢
め
時
代
の
経
験
が
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

も
ち
ろ
ん
､
仕
事
の
方
が
大
切
で
し
た
｡
当
時
､
自
分
が
作
家
に
な
る
と
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
｡
当
時
は
､
た
だ
､
文
章

を
書
き
た
か
っ
た
だ
け
で
し
た
｡
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
､
私
は
心
に
決
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
は
､
自
分
が
書
き
た

い
こ
と
だ
け
を
書
く
､
書
き
た
く
な
い
こ
と
は
書
か
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
当
時
の
政
治
環
境
の
下
で
は
､
当
時
の
政
治
家
の
良
い
こ

と
だ
け
を
書
い
て
い
れ
ば
､
簡
単
に
採
用
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
私
は
そ
う
い
う
こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
｡
つ
ま
り
､
最
初
か
ら
､
私
は
誠
実

で
い
た
か
っ
た
の
で
す
｡
書
き
た
い
か
ら
書
く
｡
後
に
､
書
い
て
い
る
う
ち
に
､
私
の
創
作
過
程
で
､
い
く
つ
か
重
要
な
出
来
事
が
あ
る
の

で
す
が
､
一
つ
は
､
一
九
六
二
年
､
稚
誌
『
文
星
』
に
載
せ
た
ら
､
私
の
作
品
が
特
選
を
獲
っ
た
こ
と
で
す
｡
そ
の
時
､
僕
っ
て
や
る
じ
や

ん
!
と
思
っ
た
の
で
す
(
笑
)
｡
そ
こ
で
､
少
な
か
ら
ず
の
自
信
が
持
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
二
つ
目
は
､
純
文
学
創
刊
で
､
林
海
音

さ
ん
が
､
私
に
文
章
を
書
い
て
く
れ
な
い
か
､
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
｡
以
前
は
た
だ
投
稿
す
る
だ
け
だ
っ
た
の
に
､
人
に
執
筆
を
頼
ま
れ

る
な
ん
て
､
や
っ
ぱ
り
気
持
ち
が
違
い
ま
す
よ
ね
｡
こ
の
よ
う
に
､
だ
ん
だ
ん
と
自
分
の
作
品
に
対
し
て
､
自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
｡
そ
れ
か
ら
､
ま
た
後
に
な
っ
て
､
作
品
の
審
査
を
頼
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
､
自
信
を
つ
け
て
い
き
､
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ま
た
後
に
も
賞
を
取
っ
て
､
次
第
に
､
自
分
も
作
家
に
な
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
､
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
｡
作
家
友
達
と
も
付

き
合
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
､
創
作
を
続
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
当
時
､
私
は
創
作
を
し
な
が
ら
､
地
位
は
求
め
ま
せ
ん
で
し
た
｡

人
に
よ
っ
て
は
､
あ
ま
り
上
手
く
書
け
な
い
の
に
地
位
を
求
め
る
人
も
い
ま
す
が
､
私
は
そ
の
道
で
す
｡
ゆ
っ
く
り
と
創
作
を
し
な
が
ら
､

今
ま
で
に
地
位
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
地
位
は
だ
ん
だ
ん
と
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
｡
鍾
肇
政
さ
ん
が
､
私
の
本

を
出
版
し
よ
う
と
言
っ
た
と
き
に
は
､
私
は
本
当
か
?
と
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
い
で
し
た
｡

私
が
銀
行
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
は
数
多
く
あ
り
ま
せ
ん
し
､
家
族
に
つ
い
て
措
い
た
も
の
も
多
く
あ
り
ま
せ
ん
｡
多
く
は
イ
メ
ー
ジ
で

す
｡
働
い
て
い
た
時
は
､
他
の
人
に
､
そ
の
人
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
と
知
ら
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
｡
最
近
､
長
編
小
説
の
中

に
､
銀
行
の
こ
と
を
一
部
書
い
て
み
よ
う
か
と
計
画
し
て
い
ま
す
｡
主
人
公
は
銀
行
の
人
で
は
な
い
の
で
す
が
､
銀
行
に
や
っ
て
来
て
様
々

な
こ
と
を
見
る
の
で
す
｡
私
の
作
品
で
､
人
物
設
定
の
部
分
は
事
実
で
あ
っ
て
も
､
他
の
部
分
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
｡

『
報
馬
仔
』

で
は
､
あ
る
種
の
人
間
ら
し
さ
を
措
い
て
い
ま
す
｡
実
際
､
私
は
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
人
物
に
会
っ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
す
｡
彼
は
私
を
脅
し
ま
し
た
が
､
私
は
彼
を
相
手
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
多
く
の
人
は
､
昇
進
す
る
た
め
に
､
彼
に
構
お
う
と

し
て
い
ま
し
た
が
､
私
は
､
彼
が
で
た
ら
め
を
言
う
の
で
相
手
に
せ
ず
､
知
ら
ん
顔
し
て
い
ま
し
た
｡
で
す
か
ら
『
報
馬
仔
』

の
作
品
中
の

出
来
事
は
私
自
身
､
経
験
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
､
イ
メ
ー
ジ
の
部
分
も
あ
り
ま
す
｡
最
後
に
､
彼
が
自
分
の
娘
さ
え
も
奥
さ
ん
に

｢テ

ク
っ
た
｣

場
面
は
､
私
が
わ
ざ
と
彼
を
醜
悪
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
｡

-

先
生
は
一
九
七
九
年
四
十
三
歳
の
時
に
チ
ェ
ー
ホ
フ
の

『
可
愛
い
女
』

を
､
一
九
七
七
年
四
十
五
歳
の
時
に
プ
ー
シ
キ
ン
の

『
エ
ヴ

ゲ
ー
ニ
イ
･
オ
ネ
ー
ギ
ン
』
を
翻
訳
さ
れ
ま
す
｡
こ
れ
ら
は
何
語
版
を
翻
訳
き
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

英
語
版
､
日
本
語
版
､
両
方
を
見
ま
し
た
｡
私
が
本
を
出
版
し
て
い
る
う
ち
に
､
何
人
か
の
編
集
者
と
知
り
合
い
に
な
り
､
偶
然
､
そ

う
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
す
｡
当
時
､
私
の
英
語
も
日
本
語
も
､
そ
し
て
何
よ
り
中
国
語
も
上
手
く
操
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
､
こ
れ
ら
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の
作
品
は
私
の
お
気
に
入
り
だ
か
ら
､
試
し
に
翻
訳
し
て
み
よ
う
､
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
｡
後
に
､
あ
る
出
版
社
の
人
が
私
の
翻

訳
本
を
出
版
し
て
あ
げ
よ
う
､
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
｡
も
し
今
だ
っ
た
ら
､
こ
の
よ
う
な
も
の
は
､
お
そ
ら
く
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
で

し
ょ
ぅ
が
､
当
時
は
､
ま
ぁ
､
い
い
加
減
で
し
た
か
ら
ね
｡
こ
れ
ら
の
作
品
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
､
私
は
､
よ
り
作
品
に
つ
い
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
翻
訳
が
､
出
版
社
の
人
に
気
に
入
ら
れ
た
み
た
い
で
､
今
度
は
プ
ー
シ
キ
ン
を
訳
さ
な
い
か
､
と
い

ぅ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
｡
も
し
今
だ
っ
た
ら
､
私
は
翻
訳
に
多
く
の
時
間
を
割
こ
う
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
｡
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
作
品
な

ら
翻
訳
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
｡

ー

ま
た
､
先
生
は
一
九
八
七
年
五
十
五
歳
の
時
に
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
も
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
ね
｡

鄭

え
え
､
で
も
そ
れ
は
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
か
ら
で
す
｡
こ
の
機
会
に
夏
目
漱
石
を
理
解
し
て
見
よ
う
､
と
思
っ
た
の
で
す
｡
今
､
そ
の

出
版
社
は
潰
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
､
そ
の
原
稿
を
も
う
一
度
取
り
戻
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
｡
当
時
は
､
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
､
上

手
く
翻
訳
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
の
で
､
そ
こ
そ
こ
満
足
は
し
て
い
る
も
の
の
､
や
は
り
全
体
の
中
の
一
部
分
に
､
満
足
で
き
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
｡
も
し
機
会
が
あ
れ
ば
､
も
う
一
度
真
面
目
に
翻
訳
し
て
出
版
し
た
い
で
す
ね
｡
『
草
枕
』
で
は
､
一
人
の
画
家
が
､

真
の
絵
と
は
何
か
､
思
考
し
て
い
ま
す
｡
最
近
､
私
は
長
編
小
説
を
書
い
て
い
る
の
で
す
が
､
そ
の
主
人
公
も
画
家
な
の
で
す
｡
も
ち
ろ
ん
､

私
が
措
く
画
家
は
夏
目
漱
石
と
は
違
い
ま
す
｡
時
代
背
景
が
違
い
ま
す
か
ら
｡
私
が
措
く
画
家
の
思
考
は
西
洋
的
で
す
｡
夏
目
漱
石
の
措
く

画
家
は
､
少
な
か
ら
ず
東
洋
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
私
が
描
こ
う
と
す
る
画
家
は
抽
象
的
な
も
の
を
措
こ
う
と
し
ま
す
が
､
夏
目

漱
石
は
自
然
を
重
視
し
て
い
る
の
で
､
画
風
は
異
な
り
ま
す
｡

29

-先生は､王文伶さんのインタビューの中で､｢自分の創作過程に三つの段階がある｣と述べられています｡第一段階
は
一
九
六
二
年
『
我
的
傑
作
』
で
雑
誌
｢
文
星
｣
で
特
選
を
獲
っ
た
こ
と
､
第
二
段
階
は
一
九
七
〇
年
『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
､
第
三
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段
階
は
､
現
在
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
｡

鄭

『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
で
重
要
な
こ
と
は
､
実
存
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
す
｡
台
湾
の
宗
教
は
乱
雑
で
､
迷
信
的
な
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
宗
教
と
は
呼
べ
ま
せ
ん
｡
も
ち
ろ
ん
迷
信
も
何
か
の
寄
る
辺
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
｡
も
し
宗
教
が
な
け
れ
ば
､

神
が
い
な
け
れ
ば
､
人
は
孤
独
で
な
ん
の
救
い
も
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
､
こ
れ
ら
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
し
て
解
決

し
て
い
く
か
?
こ
の
思
考
の
過
程
が
上
の
二
つ
の
作
品
の
鍵
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
『
我
的
傑
作
』
を
書
い
た
時
は
､
小
説
と
は
何
か
､
漠
然

と
は
わ
か
っ
て
は
い
ま
し
た
が
､
完
全
に
は
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡
た
だ
､
賞
を
獲
っ
た
こ
と
で
､
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
｡
小
説
に
対
す
る
概
念
が
完
全
に
成
熟
し
た
も
の
が
､
『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
で
す
｡
私
に
と
っ
て
､
文
学
と
は
､
小
説
と
は
､
一
つ
の

生
活
で
あ
り
､
三
の
芸
術
で
あ
り
､
一
つ
の
思
想
な
の
で
す
｡
こ
う
し
た
考
え
が
､
『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡

そ
の
後
は
書
き
た
い
も
の
を
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
必
ず
し
も
皆
が
良
い
作
品
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
｡
た
だ
､
創
作
に
対

し
て
完
全
に
成
熟
し
た
概
念
を
持
て
た
と
い
う
こ
と
は
､
一
人
の
独
立
し
た
作
家
に
な
れ
た
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
作
家
と
し
て
､
自
分
が

何
を
措
き
た
い
か
､
ど
の
よ
う
に
措
き
た
い
か
､
ち
ゃ
ん
と
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
､
作
品
が
思
想
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
｡
小

説
と
は
､
あ
る
種
の
シ
ョ
ー
で
あ
り
､
一
種
の
解
釈
で
す
｡
し
か
し
そ
の
解
釈
は
口
で
言
う
の
で
は
な
く
､
物
語
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
も

の
な
の
で
す
｡
『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
の
女
主
人
公
も
､
常
に
も
が
い
て
い
る
､
孤
独
な
人
間
で
す
が
､
そ
の
孤
独
は
ど
の
よ
う
に
過
ぎ
て

い
く
も
の
か
､
彼
女
は
椰
子
の
木
の
下
で
考
え
る
の
で
す
｡
こ
れ
は
､
作
者
の
思
想
が
作
品
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
｡
こ
の

よ
う
な
思
想
を
実
存
主
義
と
い
い
ま
す
｡
人
生
と
は
何
か
､
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
｡
実
存
主
義
者
は
大
抵
宗
教
に
対
し
て
否

定
的
な
態
度
を
示
し
ま
す
が
､
宗
教
を
否
定
し
た
後
､
何
が
そ
の
替
わ
り
に
な
る
の
か
､
私
は
考
え
､
『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
で
こ
の
間
題

に
つ
い
て
措
き
ま
し
た
｡
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･
作
品
に
つ
い
て

(
-
)
植
民
地
経
験
の
描
写

1
一
九
七
九
年
の
作
品
『
三
脚
馬
(
邦
題
‥
三
本
足
の
馬
)
』
は
日
本
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
先
生
の
作
品
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
｡

『
三
脚
馬
』
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
､
鄭
先
生
の
日
本
植
民
地
体
験
は
､
｢
三
脚
馬
(
日
本
人
に
取
り
入
る
台
湾
人
)
｣
で
あ
る
｢
吉
祥
｣

で
は
な
く
､
語
り
手
で
あ
る
｢
私
｣
の
経
験
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
｡
｢
一
視
同
仁
｣
政
策
の
真
只
中
で
育
っ
た
｢
私
｣
は

｢
台
湾
｣
と
｢
日
本
｣
の
間
で
揺
れ
動
く
世
代
よ
り
一
つ
下
の
世
代
で
あ
る
と
言
え
ま
す
｡
鄭
先
生
が
敢
え
て
客
観
的
視
点
か
ら
一
つ
上

の
世
代
の
台
湾
人
の
苦
悩
を
主
題
と
し
た
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

私
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
者
な
ん
で
す
｡
当
時
､
日
本
人
の
悪
口
を
言
う
こ
と
は
簡
単
だ
っ
た
｡
日
本
人
を
悪
く
書
き
さ
え
す
れ
ば
､
そ

の
作
品
は
採
用
さ
れ
ま
し
た
｡
し
か
し
､
私
は
そ
う
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
そ
ん
な
の
は
他
の
人
が
書
け
ば
言
い
｡
私
の
作
品
の
中
で
､
日
本

人
を
罵
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
実
際
私
の
体
験
の
中
で
､
良
い
日
本
人
も
見
ま
し
た
し
､
悪
い
日
本
人
も
見
ま
し
た
｡
大
勢
の
人
が
日

本
人
の
こ
と
を
悪
く
言
っ
て
い
る
か
ら
っ
て
､
私
が
そ
う
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
ど
う
し
て
私
が
台
湾
人
の
｢
三
脚
馬
｣
を
作
品
で
書

い
た
か
｡
も
し
私
が
日
本
人
を
悪
く
書
い
た
と
し
て
も
､
今
と
な
っ
て
見
れ
ば
そ
れ
は
少
し
も
価
値
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
た
く

さ
ん
の
人
が
す
で
に
書
い
た
こ
と
で
す
か
ら
｡
私
が
思
う
の
は
､
台
湾
人
に
も
い
ろ
ん
な
人
が
い
冬
日
本
人
に
も
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
､

と
い
う
こ
と
で
す
｡
当
時
､
蒋
介
石
政
府
は
､
あ
ら
ゆ
る
人
が
日
本
人
を
嫌
う
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
し
た
が
､
私
は
そ
う
い
う
人
達
と
は
一

緒
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
の
で
す
｡
私
は
最
近
､
長
篇
小
説
を
執
筆
し
て
い
る
の
で
す
が
､
そ
れ
は
日
本
人
で
は
な
く
､
｢
偽
者
の
日
本
人
｣
､

っ
ま
り
｢
大
和
撫
子
｣
と
呼
ば
れ
よ
う
と
し
た
台
湾
人
の
話
で
す
｡
彼
女
は
､
日
本
時
代
､
日
本
人
に
な
ろ
う
と
し
た
｡
中
国
の
時
代
(
国

民
党
時
代
)
に
な
る
と
､
今
度
は
中
国
人
に
な
ろ
う
と
し
た
｡
彼
女
の
心
に
は
､
台
湾
人
は
い
ま
せ
ん
｡
最
後
に
､
彼
女
は
死
ぬ
の
で
す
が
､

死
ぬ
前
に
彼
女
が
何
を
食
べ
た
と
思
い
ま
す
か
?
日
の
丸
弁
当
を
食
べ
る
の
で
す
よ
｡
彼
女
は
日
本
語
が
堪
能
だ
か
ら
､
日
本
人
男
性
と
恋

愛
も
し
ま
す
｡
日
本
時
代
に
は
良
き
日
本
人
に
な
ろ
う
と
し
､
中
国
時
代
に
は
良
き
中
国
人
に
な
ろ
う
と
し
た
､
台
湾
人
の
話
で
す
｡
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-
一
九
八
〇
年
の
『
蛤
仔
船
』
で
は
､
『
三
脚
馬
』
と
同
一
人
物
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
､
｢
吉
祥
｣
と
い
う
名
の
台
湾
人
の
警
察
が
登
場
七

ま
す
｡
先
生
が
書
か
れ
た
文
章
を
読
み
､
ま
た
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
､
先
生
が
最
も
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
は
､
日
本
人
の
横
暴
ぶ
り
で

は
な
く
､
抑
圧
さ
れ
な
が
ら
も
た
く
ま
し
く
生
き
る
人
々
の
心
情
な
の
だ
と
思
い
ま
し
た
｡

鄭

『
蛤
仔
船
』
で
描
か
れ
て
い
る
時
代
は
戦
争
中
で
す
か
ら
､
戦
後
ま
で
措
か
れ
て
い
る
『
三
脚
馬
』
よ
り
少
し
早
い
時
期
の
話
に
な
り

ま
す
｡
で
す
か
ら
､
『
三
脚
馬
』
は
そ
の
続
き
の
話
､
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
『
蛤
仔
船
』
で
は
､
こ
の
｢
吉
祥
｣
と
い
う
台
湾
人
警
察

が
ど
の
よ
う
に
台
湾
人
を
虐
め
た
か
､
と
い
う
こ
と
を
措
き
ま
し
た
｡
彼
は
地
位
の
あ
る
人
間
に
な
ろ
う
と
し
た
が
､
本
当
に
地
位
の
あ
る

人
間
は
､
彼
の
よ
う
に
人
を
叩
い
た
り
､
む
や
み
や
た
ら
と
人
に
物
を
要
求
し
た
り
は
し
な
い
も
の
で
す
｡
台
湾
民
衆
の
中
に
も
､
悪
い
奴

は
い
た
の
で
す
｡
と
も
あ
れ
､
私
は
台
湾
人
の
立
場
に
立
っ
て
､
台
湾
人
を
見
､
台
湾
人
を
措
こ
う
と
し
ま
し
た
｡

-
-
『
蛤
仔
船
』

で
､
｢
将
来
何
に
な
り
た
い
か
｣

と
聞
か
れ
た
小
学
生
の
｢
私
｣

が
｢
兵
隊
さ
ん
｣

と
答
え
る
場
面
が
あ
り
ま
す
｡

二
〇
〇
四
年
『
文
学
台
湾
』

の
林
鎮
山
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
､
｢
日
本
人
の
洗
脳
式
教
育
を
受
け
て
い
た
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
｡
冒
頭
で
も
少
し
触
れ
ら
れ
ま
し
た
が
､
先
生
の
終
戦
直
後
の
移
り
変
わ
り
体
験
に
つ
い
て
､
お
謡
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

私
に
と
っ
て

｢
身
分
の
移
り
変
わ
り
｣

は
わ
り
と
自
然
な
も
の
で
し
た
｡
ま
ず
戦
争
が
あ
っ
て
､
玉
音
放
送
を
聞
き
､
日
本
が
敗
戦
し
､

そ
し
て
中
国
人
が
や
っ
て
き
た
｡
中
国
人
が
来
て
､
誰
も
が
日
本
人
と
比
較
し
ま
し
た
が
､
明
ら
か
に
日
本
人
の
は
う
が
よ
か
っ
た
｡
当
時
､

台
湾
人
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
｡
｢
日
本
人
は
犬
で
､
中
国
人
は
豚
だ
｡
犬
は
凶
暴
だ
が
､
家
の
番
は
で
き
る
｡
豚
は
ひ
た
す
ら

物
を
食
う
だ
け
だ
｣
｡
私
の
成
長
過
程
で
こ
う
し
た
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
直
面
し
た
こ
と
を
､
私
は
作
品
の
中
で
書
い
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
､
今
書
い
て
い
る
長
篇
小
説
の
中
に
一
部
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
呉
濁
流
さ
ん
や
鍾
肇
政
さ
ん
は
既
に
こ
の
時
期
に
つ

い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
､
私
は
彼
ら
と
は
違
っ
た
視
点
で
､
自
分
自
身
が
見
た
こ
と
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
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･
政
治
､
社
会
に
対
す
る
眼
差
し

ー先生の作品には､直接的な政治批判の表現は感じられませんが､奥深いところに､政治的な批判や風刺が､弱者に立
っ
た
視
点
か
ら
措
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
例
え
ば
一
九
九
〇
年
の
『
秋
夜
』
は
如
何
で
し
ょ
う
か
｡

鄭
当
時
私
は
政
治
的
風
刺
を
書
こ
う
と
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
､
最
近
に
な
っ
て
､
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
､
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
(
笑
)
｡
『
秋
夜
』
に
は
､
三
八
と
い
う
数
が
出
て
き
ま
す
が
､
そ
れ
は
民
国
三
八
年
の
こ
と
で
す
｡
そ
し
て
､
作
品
に

は
三
人
の
嫁
が
出
て
き
ま
す
が
､
こ
の
三
人
の
性
格
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
｡
あ
る
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
が
､
政
治
と
文
学
の
関
係
に

っ
い
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
｡
｢
政
治
は
文
学
よ
り
も
力
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
強
大
な
政
治
を
目
の
前
に
し
て
､
文
学
家
は

次
の
五
つ
の
う
ち
一
つ
の
態
度
を
取
る
だ
ろ
う
｡
第
一
は
協
力
､
第
二
は
服
従
､
第
三
は
無
関
心
､
第
四
は
独
立
､
第
五
は
反
抗
で
あ
る
｣
｡

こ
の
三
人
の
嫁
の
性
格
は
そ
れ
ぞ
れ
､
こ
の
中
か
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
当
時
､
私
自
身
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
(
笑
)
｡
ま
た
､
お
姑
さ
ん
で
す
が
､
彼
女
の
や
り
方
は
独
裁
的
で
､
お
か
し
な
考
え
を
嫁
に
強
制
し
ま
す
｡
こ
れ
は
､
ま
る
で
国
民
党

政
府
の
よ
う
で
す
(
笑
)
｡

先
の
選
挙
の
後
､
私
は
『
中
正
紀
念
堂
命
殺
案
』
を
執
筆
し
ま
し
た
｡
記
者
が
中
正
紀
念
堂
に
駆
け
つ
け
る
と
､
死
体
も
な
い
し
､
警
察

も
い
な
い
｡
二
人
の
記
者
が
い
て
､
こ
の
二
人
は
恋
人
同
士
な
の
で
す
が
､
こ
の
殺
人
事
件
の
記
事
を
ど
う
書
い
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な

い
｡
男
性
は
正
直
に
書
け
な
い
と
言
い
ま
す
が
､
女
性
は
､
大
丈
夫
､
私
が
替
わ
り
に
書
い
て
あ
げ
る
､
と
い
う
の
で
す
｡
結
局
､
こ
の
女

性
は
､
恋
人
の
分
と
､
自
分
の
分
､
二
つ
の
記
事
を
書
き
ま
す
｡
実
際
､
台
湾
の
記
者
は
こ
う
な
の
で
す
｡
何
も
見
て
い
な
い
事
を
､
適
当

に
記
事
に
し
て
書
い
て
い
る
｡

私
の
新
作
に
､
『
狼
年
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
一
人
の
教
師
と
一
人
の
女
子
学
生
の
対
話
を
モ
チ
ー
フ
に
書
い
た
も
の
で
す
｡

教
師
は
女
子
学
生
の
論
文
に
難
癖
を
つ
け
ま
す
｡
学
生
は
『
聯
斎
志
異
』
を
テ
ー
マ
に
論
文
を
書
こ
う
と
す
る
の
で
す
が
､
教
師
は
､
こ
れ

は
正
統
な
中
国
文
学
で
は
な
い
か
ら
だ
め
だ
､
と
言
う
の
で
す
｡
教
師
は
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
､
女
子
学
生
を
苛
め
て
い
る
の
で
す
｡
こ
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う
し
た
台
湾
で
起
き
て
い
る
様
々
な
問
題
が
､
作
品
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
｡
-

『
来
去
新
公
園
飼
魚
』
(
完
九
〇
年
)
の
｢
称
以
為
我
不
知
道
絶
統
府
?
以
前
.
日
本
時
代
.
他
叫
絶
督
府
.
只
差
一
個
字
｣
と
い

う
言
葉
に
心
を
打
た
れ
ま
し
た
｡
以
前
の
日
本
統
治
時
代
を
措
い
た
作
品
は
｢
旧
鎮
｣
が
舞
台
で
あ
っ
た
の
に
対
し
､
こ
の
作
品
で
は
｢
旧

鎮
｣
は
出
て
こ
ず
､
｢
新
公
園
｣
=
｢
二
二
八
紀
念
公
園
｣
と
｢
総
統
府
｣
が
出
て
き
ま
す
｡
そ
の
意
図
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

｢
旧
鎮
｣
で
は
変
化
を
描
き
､
ま
た
｢
旧
鎮
｣
は
そ
の
変
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
｡
し
か
し
､
シ
ン
ボ
ル
が
必
ず
し
も
変
化
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
｡
二
つ
の
政
府
が
た
だ
一
字
違
う
だ
け
で
､
何
か
変
わ
っ
た
こ
と
は
あ
る
の
か
｡
｢
総
統
府
｣
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
､
そ

の
こ
と
を
読
者
に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
す
｡

･
旧
鎮
､
農
村
､
都
市

-

『
最
後
的
紳
士
』
(
一
九
八
二
年
)
で
は
､
日
本
統
治
時
代
に
｢
紳
士
｣
と
し
て
敬
わ
れ
て
い
た
老
人
が
､
今
や
｢
旧
鎮
｣
の
人
々
か

ら
｢
時
代
不
一
様
了
｣
と
言
わ
れ
続
け
､
台
湾
の
現
代
社
会
で
生
き
る
こ
と
を
諦
め
､
命
を
絶
と
う
と
し
ま
す
｡
鄭
先
生
ご
自
身
も
､
こ
う

し
た
｢
時
代
差
｣
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

『
最
後
的
紳
士
』
の
主
人
公
の
老
人
は
､
一
つ
の
時
代
が
も
う
一
つ
の
時
代
に
移
ろ
う
と
す
る
時
代
に
､
つ
い
て
い
け
な
い
人
間
で
す
｡

彼
は
地
主
階
級
で
､
今
も
金
持
ち
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
既
に
地
位
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
彼
は
片
足
が
曲
が
っ
て
い
て
歩
く
の
が
不
自

由
で
す
が
､
そ
こ
に
､
私
は
二
つ
の
意
味
を
持
た
せ
ま
し
た
｡
一
つ
は
懐
古
､
も
う
一
つ
は
風
刺
で
す
｡
懐
古
と
は
､
美
し
い
も
の
で
は
あ

り
ま
す
が
､
や
が
て
は
消
え
て
い
く
も
の
で
す
｡
諷
刺
と
は
､
紳
士
と
は
､
美
し
い
も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
も
､
か
ら
か
わ
れ
る
対
象
に
な

り
得
る
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
美
し
い
も
の
は
消
え
る
が
､
こ
の
美
し
い
も
の
は
､
実
際
は
そ
ん
な
美
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
当
時
､
私
は

こ
の
作
品
を
､
懐
古
と
懐
疑
の
二
つ
の
態
度
を
以
っ
て
措
き
ま
し
た
｡
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古
き
良
き
時
代
は
､
や
が
て
失
わ
れ
て
い
く
も
の
で
す
が
､
古
き
良
き
時
代
と
は
､
多
く
の
層
か
ら
で
き
て
い
る
も
の
な
の
で
す
｡
何
も

し
な
く
て
も
良
い
時
代
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
も
い
ま
し
た
｡
そ
し
て
､
紳
士
と
い
う
価
値
と
は
何
か
｡
紳
士
は
金
持
ち
だ
が
､
そ

の
金
と
は
川
の
流
れ
の
よ
う
に
流
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
｡
こ
こ
で
は
､
一
つ
の
時
代
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
措
い
て
い
ま
す
が
､
私

自
身
が
､
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
抱
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
思
い
ま
す
｡
あ
る
学
会
で
､
私
は
､
自
分
の
こ
と
を
､

社
会
主
義
者
だ
､
.
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
(
笑
)
､
実
際
の
私
は
､
同
情
の
心
を
持
つ
者
な
の
で
す
｡
例
え
ば
『
最
後
的
紳
士
』
で

措
か
れ
た
老
人
の
よ
う
な
人
間
に
､
私
は
同
情
の
意
を
示
し
ま
す
｡
し
か
し
､
同
情
を
す
る
だ
け
で
､
そ
れ
は
そ
れ
で
､
.
仕
方
の
な
い
こ
と

で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

-

『
最
後
的
紳
士
』
等
現
代
の
｢
旧
鎮
｣
を
措
く
作
品
に
は
､
伝
統
的
な
家
を
手
放
そ
う
と
し
な
い
老
人
と
､
現
代
的
で
合
理
的
な
建
物

に
建
て
替
え
よ
う
と
す
る
若
い
世
代
と
の
や
り
と
り
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
ま
す
が
｡

鄭

は
い
､
当
時
､
西
洋
的
な
家
を
建
て
る
こ
と
は
､
自
分
自
身
が
住
み
や
す
い
た
め
だ
け
で
は
な
く
､
他
人
に
見
せ
び
ら
か
そ
う
と
す
る
､

優
越
感
も
あ
り
ま
し
た
｡
こ
う
し
た
現
代
人
の
エ
ゴ
も
､
描
き
た
か
っ
た
の
で
す
｡

-

『
堂
嬢
』
(
一
九
八
一
年
)
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

こ
こ
に
登
場
す
る
女
主
人
公
｢
私
｣
は
､
現
代
の
若
者
と
は
違
う
考
え
を
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
｢
私
｣
は
当
時
の
私
と
同
じ
位
の
世
代

に
措
い
て
い
ま
す
か
ら
､
こ
う
い
っ
た

｢
時
代
差
｣

の
考
え
が
わ
か
る
の
で
す
｡

135

-
『
我
的
傑
作
』
､
『
一
対
斑
鳩
』
(
一
九
六
三
年
)
､
『
横
榔
城
』
(
一
九
七
九
年
)
､
い
ず
れ
も
農
村
を
措
い
た
も
の
で
す
｡
こ
の
三
つ
の

作
品
に
共
逢
し
て
い
る
の
は
､
都
市
か
ら
農
村
へ
若
者
が
移
動
(
或
い
は
帰
る
)
こ
と
､
ま
た
男
女
が
都
市
と
農
村
の
対
象
と
な
っ
て
い
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る
こ
と
､
(
例
え
ば
都
市
=
男
性
/
女
性
､
農
村
=
女
性
/
男
性
)

で
す
｡
そ
の
役
割
分
担
は
作
品
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
､
男
女
を
対

比
さ
せ
る
意
図
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

多
く
の
作
品
は
若
者
が
一
つ
の
都
市
か
ら
一
つ
の
農
村
へ
行
き
､
そ
こ
で
多
く
の
こ
と
を
経
験
す
る
こ
と
を
措
い
て
い
ま
す
｡
し
か
し
､

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
は
異
な
り
ま
す
｡
『
一
対
斑
鳩
』
は
子
供
の
観
点
か
ら
措
き
､
子
供
の
感
情
に
つ
い
て
､
ま
た
農
村
で
の
体
験
に
つ
い

て
､
描
写
し
て
い
ま
す
｡
私
は
小
さ
い
頃
､
農
村
で
過
ご
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
か
ら
､
私
に
と
っ
て
､
都
市
は
単
純
で
､
画
一
的
な
も
の

で
す
｡
農
村
の
方
が
､
い
ろ
い
ろ
な
変
化
を
体
験
で
き
る
｡
私
に
と
っ
て
農
村
と
は
､
素
朴
で
､
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
す
｡

『
横
榔
城
』
で
は
､
大
学
入
学
試
験
制
度
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
ね
｡
女
の
子
は
､
男
の
子
よ
り
も
､
よ
く
勉
強
を
す
る
か
ら
､
入
試

で
も
有
利
で
す
｡
し
か
し
､
学
科
に
よ
っ
て
は
､
一
般
的
に
女
の
子
が
勉
強
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
学
科
も
あ
る
｡
台
湾
の
大
学
入
試
は
､

成
績
順
に
よ
っ
て
合
格
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
に
振
り
分
け
て
い
く
制
度
で
､
私
の
作
品
は
､
こ
の
制
度
を
批
判
し
て
い
る
の
で
す
｡
人
に

よ
っ
て
は
自
分
が
勉
強
し
た
い
学
科
に
入
れ
な
い
し
､
或
い
は
自
分
が
勉
強
し
た
く
な
い
学
科
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
､
本
当
に
そ

の
学
科
で
勉
強
し
た
い
人
が
入
れ
な
い
､
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
｡
実
際
､
作
品
中
の
女
主
人
公
は
､
興
味
の
な
い
､
農
学
部
に
入
り
ま
し
た
｡

こ
の
作
品
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
､
表
面
的
に
は
景
色
の
美
し
い
と
こ
ろ
に
も
､
そ
の
真
に
は
多
く
の
辛
酸
が
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で

す
｡
理
想
と
現
実
は
違
う
も
の
で
す
｡
漢
詩
に
､
｢
夕
陽
無
限
好
､
可
惜
近
黄
昏
｣

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
､
詩
人
の
感
情
で

す
｡
美
し
い
夕
日
の
陰
に
は
､
人
々
が
苦
労
し
て
い
る
社
会
が
あ
る
の
に
､
こ
の
詩
人
は
､
こ
の
一
瞬
間
の
､
一
つ
の
物
に
対
す
る
人
生
観
､

個
人
的
な
感
情
し
か
述
べ
て
い
な
い
｡
な
ぜ
私
が
中
国
の
も
の
は
物
足
り
な
い
と
思
う
の
か
､
と
い
う
問
題
の
原
因
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
り

ま
す
｡
た
だ
夕
日
を
見
て
､
美
し
い
と
思
う
だ
け
で
､
惜
し
い
な
､
と
思
う
｡
そ
れ
だ
け
な
の
で
す
｡
夕
日
は
美
し
く
て
も
､
そ
の
中
に
は

大
勢
の
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
人
が
い
る
｡
表
面
的
な
美
し
さ
に
､
一
人
の
都
市
に
住
む
裕
福
な
女
の
子
は
､
惹
か
れ
て
農
村
に
や
っ
て
き

ま
す
｡
し
か
し
､
後
に
彼
女
は
そ
の
内
な
る
神
秘
に
気
づ
き
､
農
村
を
離
れ
ま
す
｡
最
後
に
､
こ
の
二
人
は
一
緒
に
な
り
ま
せ
ん
が
､
あ
る

人
は
､
私
に
､
こ
の
二
人
は
将
来
付
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
か
､
と
聞
い
て
き
ま
し
た
｡
そ
う
期
待
さ
れ
て
も
､
私
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
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か
･
･
･
｡
そ
の
責
任
の
処
理
に
困
っ
て
い
ま
す

(笑)｡

『
一
対
斑
鳩
』

は
､
子
供
の
純
粋
な
感
情
を
書
い
て
は
い
ま
す
が
､
こ
の
作
品
の
中
の
女
の
子
に
は
､
そ
こ
ま
で
強
い
農
村
へ
の
憧
れ
は

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
｡
農
村
で
､
様
々
な
生
物
に
触
れ
､
生
命
の
大
切
さ
を
学
び
ま
す
｡
普
通
､
｢
斑
鳩
｣

は
つ
が
い
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ

の
つ
が
い
に
な
っ
て
い
る
｢
斑
鳩
｣

の
一
羽
だ
け
を
放
そ
う
と
す
る
･
･
･
･
そ
こ
に
､
一
対
の
男
の
子
と
女
の
子
が
､
や
が
て
は
離
れ
て

い
く
こ
と
を
暗
示
が
あ
る
の
で
す
｡
彼
ら
自
身
は
､
ま
だ
幼
い
で
す
か
ら
､
そ
う
い
う
感
情
を
意
識
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
｡

ー

『
掩
飾
体
』
､
『
合
歓
』
(
共
に
一
九
七
九
年
)

で
は
､
共
に
都
市
で
暮
ら
す
､
昔
は
貧
し
か
っ
た
が
､
今
は
成
功
者
と
し
て
の
地
位
も

財
力
も
あ
る
年
配
の
男
性
が
措
か
れ
て
い
ま
す
｡
こ
こ
で

｢
都
市
｣
措
い
た
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

こ
こ
で
言
う
都
市
と
は
､
一
つ
の
背
景
で
す
｡
『
合
歓
』
は
､
一
人
の
金
持
ち
が
措
か
れ
て
い
ま
す
が
､
あ
る
日
､
一
人
の
若
い
女
性

が
死
に
ま
す
｡
そ
れ
を
機
に
､
彼
は
金
と
生
死
の
問
題
に
つ
い
て
の
問
題
に
気
づ
き
ま
す
｡
も
し
金
を
生
死
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え

る
な
ら
､
生
死
の
こ
と
ま
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡
彼
は
､
今
現
在
､
金
が
あ
れ
ば
､
明
日
も
､
百
歳
に
な
っ
て
も
､
千
歳
に
な
っ

て
も
､
ず
っ
と
永
遠
に
金
が
あ
り
続
け
る
､
と
考
え
て
い
た
｡
ま
さ
か
､
命
を
失
っ
た
ら
金
が
あ
っ
て
も
意
味
が
な
い
と
は
､
思
い
も
よ
ら

な
か
っ
た
｡
若
い
女
性
が
飛
び
降
り
て
死
ぬ
こ
と
で
､
彼
の
考
え
は
変
わ
り
､
少
し
ば
か
り
自
虐
的
に
な
り
ま
す
｡
彼
は
人
生
に
対
し
て
､

疑
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
｡
こ
の
生
命
に
対
す
る
疑
問
､
と
い
う
思
想
は
､
『
校
園
裡
的
椰
子
樹
』
と
少
し
似
て
い
ま
す
｡
こ
の

作
品
は
､
都
市
自
体
を
措
い
た
の
で
は
な
く
､
都
市
を
背
景
に
し
た
､
生
命
に
対
す
る
問
題
を
措
い
た
も
の
で
あ
る
､
と
言
え
ま
す
｡
女
性

は
死
ぬ
前
に
､
｢
あ
り
が
と
う
｣

｢
ご
め
ん
な
さ
い
｣
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
残
し
ま
す
｡
彼
女
は
何
に
感
謝
し
､
何
に
謝
っ
た
の
か
｡
こ
の

女
性
は
ど
う
し
て
死
の
う
と
し
た
の
か
､
と
考
え
る
こ
と
で
､
主
人
公
は
人
生
と
は
惨
い
も
の
だ
､
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
す
｡
で
き
た

ば
か
り
の
建
物
か
ら
人
が
飛
び
降
り
て
死
ぬ
､
と
い
う
こ
と
は
台
湾
で
は
非
常
に
不
吉
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
い
ま
す
｡
こ
の
不
吉
が
､

主
人
公
の
考
え
方
に
影
響
を
与
え
る
の
で
す
｡
『
掩
飾
体
』
で
も
､
自
分
を
良
く
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
我
侭
な
主
人
公
が
､
最
後
に
わ
ざ
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と
木
か
ら
飛
び
降
り
る
場
面
が
あ
り
ま
す
が
､
飛
び
降
り
る
､
と
い
う
行
為
は
､
生
死
の
問
題
へ
の
､
一
つ
の
暗
示
な
の
で
す
｡

･
文
学
と
言
語

-

最
後
の
質
問
で
す
が
､
私
自
身
､
卒
論
の
テ
ー
マ
が
『
戦
後
台
湾
に
お
け
る
国
語
運
動
に
つ
い
て
』
で
し
た
の
で
､
台
湾
文
学
に
お
け

る
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
､
関
心
が
あ
り
ま
す
｡
台
湾
語
､
日
本
語
､
中
国
語
(
北
京
語
)
､
全
て
を
操
る
こ
と
の
で
き
る
鄭
先
生
で
す

が
､
文
学
に
お
け
･
る
言
語
に
つ
い
て
､
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
｡
ま
た
､
｢
台
湾
語
文
学
｣

ま
た
､
1
母
語
で
作
品
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
は

ど
の
よ
う
な
考
え
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
｡

鄭

私
は
北
京
語
で
文
学
作
品
を
書
く
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
し
､
私
は
､
中
国
語
で
文
章
を
書
く
訓
練
を
受
け
て
い
ま
し
た
か

ら
､
や
は
り
中
国
語
が
中
心
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡
し
か
し
､
中
で
も
会
話
の
部
分
は
､
台
湾
語
､
つ
ま
り
関
南
語
､
私
の
母
語
で
書
い

て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
､
関
南
語
の
ほ
う
が
､
中
国
語
よ
り
表
現
し
や
す
い
か
ら
で
す
｡
例
え
ば
､
以
前
岡
崎
郁
子
先
生
が
､
k
h
?
k
?
a
と

は
何
か
､
と
聞
い
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
､
私
は
､
｢
ハ
ヤ

(鮨)｣

と
教
え
て
あ
げ
ま
し
た
｡
そ
う
し
た
ら
､
後
か
ら
人
か
ら
そ
う

じ
ゃ
な
い
､
｢
ハ
ヤ
｣

で
は
な
く
て
､
｢
オ
イ
カ
ワ

(
迫
河
)
｣

だ
､
と
言
わ
れ
ま
し
た
｡
し
か
し
､
日
本
語
で
ど
う
一
言
う
か
な
ん
て
､
私
に

と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
の
で
す
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
で
は
､
自
分
が
一
番
良
く
知
っ
て
い
る
言
葉
は
何
か
､
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
す
｡
私
が
触
れ
た
言
葉
は
k
h
?
k
?
a
で
､
日
本
語
で
は
何
て
言
お
う
が
､
中
国
語
で
は
何
て
言
お
う
が
､
私
は
全
く
構
い
ま

せ
ん
｡
我
々
台
湾
人
は
､
台
湾
で
､
そ
の
モ
ノ
を
k
h
e
･
k
?
a
､
渓
守
仔
､
と
呼
ぶ
か
ら
で
す
｡

台
湾
語
で
作
品
を
書
く
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
｡
何
故
な
ら
､
関
南
語
の
表
記
法
は
統
一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
往
昔
表
記
､
ロ
ー
マ

字
表
記
､
等
表
記
方
法
は
多
く
て
数
え
き
れ
ま
せ
ん
｡
ど
う
し
て
も
必
要
な
時
は
､
私
は
漢
字
の
音
を
使
っ
て
表
記
し
ま
す
｡

ま
た
､
日
本
語
に
つ
い
て
は
､
最
近
書
き
始
め
て
い
る

｢
大
和
撫
子
｣

の
話
で
は
､
対
話
の
部
分
を
日
本
語
的
に
書
い
て
い
ま
す
｡
日
本

語
的
､
と
い
う
の
は
､
つ
ま
り
主
語
を
省
略
し
た
り
､
目
的
語
を
省
略
し
た
り
す
る
の
で
す
｡
例
え
ば
､
｢
い
け
な
い
｣

は

｢
不
可
以
｣

と
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書
き
ま
す
｡
わ
ざ
と

｢
不
可
以
｣

の
前
に

｢
件
｣

を
書
か
な
い
の
で
す
｡
彼
女
た
ち
は
､
日
本
語
が
わ
か
る
人
達
で
す
か
ら
､
こ
の
よ
う
に

書
く
こ
と
で
､
彼
女
た
ち
が
日
本
語
を
話
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
の
で
す
｡

私
の
作
品
の
中
で
､
会
話
だ
け
で
な
く
､
本
文
中
に
も
単
語
を
台
湾
語
で
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
例
え
ば
､
さ
っ
き
言
っ
た
k
h
?

k
?
a
や
､
他
に
は
､
c
h
i
N
･
t
h
T
a
(
青
笛
仔
)

で
す
｡
c
h
i
N
一
t
h
i
ふ
は
､
日
本
語
の

｢
メ
ジ
ロ
｣

の
こ
と
で
す
が
､
私
は
中
国
語
の
線
瑛
眼

と
は
書
き
ま
せ
ん
｡
何
故
な
ら
､
私
は
こ
の
言
い
方
が
好
き
で
す
し
､
ず
っ
と
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
言
葉
な
の
で
す
か
ら
｡

*
追
記
‥

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
､
約
二
時
間
､
使
用
言
語
は
中
国
語
(
北
京
語
)

を
主
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
｡
し
か
し
､
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
間
､
北

京
語
の
他
､
台
湾
語
､
日
本
語
も
処
々
使
用
さ
れ
ま
し
た
｡
な
お
､
台
湾
語
の
表
記
に
つ
い
て
は
､
教
会
ロ
ー
マ
字
表
記
を
使
用
し
､
村
上

嘉
英
編

天
理
大
学
出
版
部
『
現
代
関
南
語
辞
典
』

(
一
九
八
一
)

を
参
考
に
し
ま
し
た
｡
ま
た
､
括
弧

(
)

及
び
注
釈
は
､
編
者
に
よ
る

も
の
で
す
｡

編
者
が
初
め
て
鄭
清
文
先
生
の
作
品
に
触
れ
た
の
は
､
『
天
燈
･
母
親
』
と
い
う
､
童
話
で
し
た
｡
こ
の
人
間
味
溢
れ
た
心
温
ま
る
童
話

に
出
会
っ
て
か
ら
､
私
は
す
っ
か
り
鄭
清
文
先
生
の
作
品
の
虜
に
な
り
ま
し
た
｡

先
生
ご
自
身
も
､
大
変
お
元
気
で
､
と
て
も
穏
や
か
で
､
素
朴
な
性
格
を
し
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
｡

ご
自
宅
が
改
築
中
と
い
う
､
慌
し
い
時
に
､
快
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
鄭
清
文
先
生
､
そ
し
て
暖
か
く
迎
え
て
く
だ

さ
っ
た
先
生
の
奥
様
に
､
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

(
1
)

先
生
が
誕
生
さ
れ
た
一
九
三
二
年
の
時
点
で
は
､
日
本
統
治
下
の
行
政
区
分
で
あ
っ
た
た
め
､
新
竹
州
桃
園
郡
｡

(
2
)

同
じ
く
､
一
九
三
三
年
の
時
点
で
は
､
台
北
州
新
荘
県
｡


