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一
九
二
〇
年
代
中
国
に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
の
受
容
と
聞
一
多
の
格
律
詩

-

｢人格｣･鄭振鐸･徐志摩･｢黒屋｣を媒介とした一試論1

東京大学中国語中国文学研究室紀要 第7号

は
じ
め
に

イ
ン
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
が
中
国
を
訪
れ
た
の
は
一
九
二
四
年
春
の
こ
と
で
あ
る
｡
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
ア
ジ
ア
人
と
し
て
初
め
て
受

賞
し
た
彼
の
訪
中
は
中
国
国
内
で
大
き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
お
こ
し
た
が
､
そ
の
彼
を
取
り
ま
く
輪
の
中
心
に
最
も
近
い
位
置
に

い
た
の
は
徐
志
摩
で
あ
っ
た
｡
タ
ゴ
ー
ル
を
歓
迎
す
る
文
章
の
中
で
､
徐
志
摩
は
次
の
よ
う
に
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
｡

｢
タ
ゴ
ー
ル
は
世
界
文
学
の
中
で
い
っ
た
い
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
の
か
､
我
々
が
今
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
彼
の
詩
は
独
自
の
貢
献

を
し
て
い
る
と
い
え
る
か
､
徽
の
思
想
は
イ
ン
ド
民
族
復
興
の
潜
流
を
代
表
し
て
い
る
の
か
､
彼
の
哲
学
(
仮
に
彼
に
哲
学
が
あ
る
と
す
れ
ば
)
は
独

特な境地に至っているのか1こういった問題について､我々には回答する能力がない｡しかし､我々が一つ断言すること､そ

れ
は
彼
の
不
滅
の
人
格
で
あ
る
｡
彼
の
詩
､
彼
の
思
想
､
彼
の
す
べ
て
は
､
み
な
忘
却
さ
れ
た
り
あ
る
い
は
時
代
遅
れ
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､

一
貫
し
て
熱
く
奮
闘
し
て
き
た
彼
の
生
涯
が
培
っ
た
人
格
は
､
我
々
が
簡
単
に
消
し
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
紀
念
な
の
で
あ
る
｡
｣
(
｢
泰
曳
爾
来
華
｣
､
『
小

説
月
報
』
一
九
二
三
.
九
)
.

し
か
し
徐
志
摩
は
､
こ
の
よ
う
に
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
･
思
想
･
哲
学
よ
り
も
そ
の
｢
不
滅
の
人
格
｣
に
期
待
し
学
ぶ
べ
き
だ
と
中
国
の
読
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者
に
訴
え
る
一
方
で
､
タ
ゴ
ー
ル
宛
の
私
信
の
中
で
は
､
そ
の
詩
作
の
影
響
な
し
で
は
｢
中
国
語
は
青
白
く
生
気
の
な
い
一
つ
の
混
合
体

に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
い
た
｡
こ
の
二
つ
の
発
言
の
矛
盾
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
､
そ
の
理
由
に
つ
い
て

(
1
)

は
彼
の
偉
人
崇
拝
に
走
る
｢
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
気
質
｣
の
問
題
へ
と
帰
着
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
｡

た
だ
､
よ
り
広
い
視
野
か
ら
見
る
と
､
｢
人
格
｣
に
関
す
る
指
摘
は
徐
志
摩
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
当
時
の
主
要

な
新
聞
雑
誌
の
タ
ゴ
ー
ル
関
連
記
事
に
は
｢
人
格
｣
の
二
文
字
が
随
所
に
現
れ
て
お
り
､
｢
長
苦
白
衣
｣
と
い
う
タ
ゴ
ー
ル
の
風
釆
と
相
ま
っ

て
､
｢
人
格
｣
と
い
う
語
は
タ
ゴ
ー
ル
受
容
の
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
｢
人
格
｣
及
び
｢
人
｣
･

｢
個
性
｣
と
い
っ
た
言
葉
は
新
文
化
運
動
の
同
時
代
的
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
､
早
い
時
期
に
は
ほ
ぼ
相
互
に
区
別
な
く
使
用
さ
れ
て
い
た
｡

そ
れ
が
タ
ゴ
ー
ル
訪
中
前
後
に
専
ら
｢
人
格
｣
と
い
う
言
葉
だ
け
が
突
出
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
タ
ゴ
ー
ル
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
魯
迅
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
イ
ン
ド
の
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
先
生
が
中
国
に
ご
光
臨
あ
そ

ば
さ
れ
た
と
き
､
ま
る
で
た
っ
ぷ
り
と
一
瓶
も
の
上
等
の
香
水
の
匂
い
に
酔
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と
く
､
何
人
か
の
先
生
方
は
､
そ
の
､

え
も
い
え
ぬ
詩
的
気
分
[
原
文
は
『
文
気
和
玄
気
』
]
に
う
っ
と
り
し
て
し
ま
っ
た
｡
｣
一
九
二
〇
年
以
後
､
梁
啓
超
の
｢
欧
遊
心
影
録
｣

(
一
九
二
〇
)
､
梁
漱
漠
の
貢
西
文
化
及
其
哲
学
』
(
一
九
二
一
)
な
ど
は
｢
西
洋
｣
よ
り
｢
東
方
｣
､
｢
科
学
｣
よ
り
｢
精
神
｣
を
強
調
し
､

西
欧
科
学
文
化
あ
る
い
は
五
四
新
文
化
運
動
に
懐
疑
の
声
を
あ
げ
て
い
る
｡
そ
れ
は
や
が
て
一
九
二
三
年
､
張
君
勧
の
｢
人
生
観
｣
講
演

を
き
っ
か
け
に
｢
科
学
与
人
生
観
｣
の
論
争
を
引
き
起
こ
す
に
至
る
｡
タ
ゴ
ー
ル
が
中
国
に
来
た
一
九
二
四
年
の
春
は
ち
ょ
う
ど
論
争
の

余
韻
が
ま
だ
消
え
ぬ
｢
多
事
｣
の
時
で
あ
っ
た
｡

｢
文
化
保
守
主
義
｣
の
流
行
の
も
と
､
｢
玄
学
派
｣
や
｢
科
学
与
人
生
観
｣
論
争
は
近
年
中
国
で
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
｡
そ
れ
に
と
も
な
い
､

タ
ゴ
ー
ル
受
容
の
研
究
も
｢
玄
学
鬼
｣
云
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
影
響
か
ら
脱
し
っ
つ
あ
る
が
､
一
九
二
四
年
タ
ゴ
ー
ル
訪
中
時
の
文
化

界
に
お
け
る
賛
否
両
論
の
論
争
に
つ
い
て
は
､
賛
成
派
･
中
立
派
･
反
対
派
と
い
う
枠
に
留
ま
る
論
述
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
本
稿

で
は
ー
ー
P
e
r
s
O
邑
i
t
y
｡
の
訳
語
｢
人
格
｣
の
中
国
に
お
け
る
使
用
状
況
の
検
証
を
通
じ
て
､
鄭
振
鐸
･
徐
志
摩
を
中
心
に
中
国
で
の
タ
ゴ
ー
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ル
受
容
の
一
側
面
を
考
察
す
る
と
と
も
に
､
｢
国
家
｣

へ
の
強
い
関
心
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
文
学
に
異
論
を
唱
え
た
聞
一
多
と
そ
の
格
律
詩
に
も

焦
点
を
当
て
る
｡
タ
ゴ
ー
ル
を
一
つ
の
参
照
軸
と
し
て
､
徐
志
摩
の
格
律
詩
運
動
へ
の
参
加
に
よ
り
｢
格
律
詩
派
｣
が
｢
新
月
詩
派
｣
へ

と
変
容
す
る
様
子
を
浮
き
彫
り
に
し
､
国
民
国
家
建
設
に
当
た
っ
て
｢
個
｣
と
｢
国
家
｣
の
観
念
が
相
反
し
な
が
ら
も
一
つ
に
収
束
し
て

い
く
近
代
の
葛
藤
を
文
学
の
一
断
面
に
お
い
て
措
く
こ
と
を
試
み
る
｡

一
中
国
に
お
け
る
｢
人
格
｣

の
受
容
と
そ
の
初
期
の
変
容

｢
人
格
｣
は
近
代
西
洋
思
潮
由
来
の
概
念
の
翻
訳
語
で
あ
り
､
他
の
多
く
の
翻
訳
語
と
同
様
に
和
製
漢
語
で
あ
る
｡
佐
古
純
一
郎
『
近
代

日
本
思
想
史
に
お
け
る
人
格
観
念
の
成
立
』

(
朝
文
社
一
九
九
五
)
に
よ
る
と
､
こ
の
言
葉
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
､
蒜
日
学
雑
誌
』
明

治
二
六
年
一
〇
月
号
所
載
ヘ
レ
ン
･
デ
ン
デ
ー
｢
心
理
学
に
於
け
る
無
意
識
作
用
論
の
発
達
｣
と
い
う
論
文
の
抄
訳
に
お
い
て
で
あ
り
､

後
に
大
西
祝
･
西
田
幾
太
郎
･
綱
島
梁
川
ら
が
使
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
倫
理
学
用
語
･
哲
学
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
｡

中
国
で
最
も
早
い
時
期
に
｢
人
格
｣
と
い
う
語
を
使
っ
た
の
は
梁
啓
超
で
あ
っ
た
｡
｢
政
府
人
民
之
上
.
別
有
所
謂
人
格
(
人
格
之
意
蜃
見
別

篇
)
之
国
家
者
｣
(
｢
論
政
府
興
人
民
之
権
限
｣
､
覇
民
叢
報
』
第
三
号
一
九
〇
二
.
三
.
一
〇
)
､
｢
欲
新
人
心
欲
新
人
格
.
必
新
小
説
｣
(
｢
論
小
説

輿
群
治
之
関
係
｣
､
r
新
小
説
』
第
一
号
､
一
九
〇
二
.
二
.
一
四
)
な
ど
､
い
く
つ
か
の
箇
所
で
｢
人
格
｣
と
い
う
語
の
使
用
を
確
認
で
き
る
｡

｢
人
格
之
国
家
｣
と
い
っ
た
言
い
方
は
難
解
で
あ
る
が
､
新
し
い
言
葉
を
用
い
た
新
鮮
な
感
覚
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
こ

の
梁
啓
超
が
よ
り
明
確
な
意
味
で
｢
人
格
｣
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は
｢
論
教
育
首
走
宗
旨
｣
(
覇
民
叢
報
』
第
一
,
二
号
､
一
九
〇
二
.

二)

に
お
い
て
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
彼
は
各
国
の
教
育
状
況
を
述
べ
､
次
の
よ
う
に
｢
文
明
国
教
育
宗
旨
｣
を
説
明
し
て
い
た
｡

要
之
,
使
民
備
有
人
格
(
謂
成
為
人
之
資
格
也
.
品
行
智
識
憬
力
曹
包
括
於
是
)
.
享
有
人
種
.
能
自
動
而
非
木
偶
.
能
自
主
而
非
使
偏
.
能
自
治

而
非
土
賛
.
能
自
立
而
非
附
庸
…
…

(
要
す
る
に
､
人
に
人
格
(
人
に
足
ら
し
め
る
資
格
を
請
い
､
品
行
智
識
体
力
は
皆
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
)
を
備
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
､
人
権
を
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享
受
さ
せ
､
人
形
で
は
な
く
主
動
す
る
こ
と
､
塊
偏
で
は
な
く
自
主
す
る
こ
と
､
土
蛮
で
は
な
く
自
治
す
る
こ
と
､
従
属
で
は
な
く
自
立
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
…
…
)

｢
人
格
｣
と
い
う
語
に
注
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
､
こ
の
語
が
ま
だ
中
国
の
読
者
に
と
っ
て
な
じ
み
の
薄
い
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
｡
こ
こ
で
梁
啓
超
が
特
に
強
調
し
て
い
る
の
は
｢
自
動
而
非
木
偶
｣
と
い
う
人
間
と
し
て
の
主
体
性
-
人
と
し
て
の
権
利
と

自
由
で
あ
っ
た
｡

｢
人
格
｣
と
い
う
語
を
極
め
て
頻
繁
に
用
い
た
の
は
陳
独
秀
で
あ
る
｡
青
年
雑
誌
』
(
一
九
一
七
年
以
後
覇
青
年
』
と
改
題
)
創
刊
号
巻
頭

に
掲
載
さ
れ
た
｢
敬
告
青
年
｣
(
一
九
一
五
)
で
は
､
｢
一
自
主
的
而
非
奴
隷
的
｣
と
い
う
四
百
字
足
ら
ず
の
段
落
の
中
で
､
｢
人
格
｣
が

三
回
登
場
し
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
｢
自
主
自
由
之
人
格
｣
｢
独
立
自
主
之
人
格
｣
｢
個
人
独
立
平
等
之
人
格
｣
と
い
っ
た
似
た
よ
う
な
フ
レ
ー

ズ
に
お
い
て
で
あ
る
｡
ま
た
､
同
誌
第
一
巻
第
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
｢
一
九
一
六
年
｣
(
一
九
一
六
)
の
中
で
も
､
｢
第
二

尊
重
個
人
独
立

自
主
之
人
格
勿
為
他
人
之
付
属
品
｣
と
い
う
四
百
字
前
後
の
段
落
で
､
｢
人
格
｣
と
い
う
語
が
九
回
も
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
ほ
と
ん

ど
が
｢
自
由
自
尊
之
人
格
｣
･
｢
独
立
自
主
之
人
格
｣
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
｡
陳
独
秀
の
文
章
の
中
で
の
｢
人
格
｣
と
い

う
語
の
用
法
を
見
る
と
､
一
九
一
五
二
九
一
六
年
前
後
の
時
期
に
お
い
て
､
｢
人
格
｣
と
い
う
語
は
必
ず
し
も
英
語
の
ー
碧
r
s
O
n
a
賢
y
｡
に

対
応
し
て
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
む
し
ろ
､
｢
人
格
｣
と
い
う
語
は
独
立
し
た
｢
個
人
｣
､
あ
る
い
は
自
由
な
｢
個
性
｣

と
い
う
意
味
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
だ
ろ
う
｡
同
誌
第
一
巻
第
二
号
及
び
第
三
号
で
は
､
w
.
F
.
M
胃
k
w
i
c
k
･

w
.
A
.
s
m
昏
著
ゴ
訂
】
ピ
扁
C
詩
宗
の
第
二
章
→
h
e
Y
O
亡
t
h
｡
が
｢
青
年
論
｣
と
題
さ
れ
て
中
英
対
訳
の
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
､
文
中

で
の
中
国
語
訳
｢
真
正
之
人
格
｣
･
｢
人
之
品
格
｣
に
対
応
し
た
英
語
の
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
｡
a
r
e
a
-
m
巴
㌔
と
ミ
h
i
s
c
h
胃
a
C
t
e
r
｡
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
､
こ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
｡
ち
な
み
に
こ
の
文
章
の
訳
者
は
｢
中
国
一
青
年
｣
と
署
名
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
が
陳
独
秀

本
人
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
｡

胡
適
は
｢
人
格
｣
と
い
う
語
を
明
白
な
定
義
の
も
と
に
用
い
て
い
た
｡
彼
の
場
合
の
｢
人
格
｣
は
､
と
き
お
り
｢
個
性
｣
と
同
じ
よ
う
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に
使
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
､
そ
の
意
味
は
明
ら
か
に
陳
独
秀
と
異
な
っ
て
い
る
｡
｢
易
卜
生
主
義
｣
(
一
空
八
､
覇
青
年
』
第
四
巻
第
六
号
)

の
中
で
､
｢
人
形
の
家
｣
の
主
人
公
ノ
ー
ラ
が
家
を
出
た
の
は
家
庭
の
中
で
個
性
を
発
揮
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
､
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
人
の
個
性
を
発
展
さ
せ
る
に
は
､
二
つ
の
条
件
が
必
要
と
な
る
｡
第
一
､
個
人
に
自
由
な
意
志
を
持
た
せ
る
こ
と
｡
第
二
､

個
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
｡
｣
そ
し
て
､
話
題
を
家
庭
か
ら
社
会
国
家
に
転
じ
､
｢
個
性
｣
を
｢
人
格
｣
に
置
き
換
え
て
こ
の
よ
う
に

指
摘
す
る
｡
｢
家
庭
是
如
此
,
社
曾
囲
家
也
是
如
此
｡
自
治
的
社
食
･
共
和
的
国
家
･
只
是
要
個
人
有
自
由
選
揮
之
権
･
還
要
個
人
封
於
自

己
所
行
所
為
都
負
責
任
｡
若
不
知
此
.
決
不
能
造
出
自
己
沸
立
的
人
格
｡
｣
(
｢
家
庭
は
そ
う
で
あ
り
､
社
会
国
家
も
そ
う
で
あ
る
｡
自
治
の

社
会
､
共
和
の
国
家
の
場
合
､
個
人
に
自
由
選
択
の
権
利
が
あ
る
ほ
か
に
､
自
分
の
行
為
に
対
し
て
負
う
責
任
も
あ
る
｡
そ
う
で
な
い
限
り
､

決
し
て
自
己
の
独
立
し
た
人
格
が
得
ら
れ
な
い
｡
｣
)
人
を
人
に
た
ら
し
め
る
｢
人
格
｣
と
は
､
陳
独
秀
の
言
う
｢
自
由
独
立
｣
の
意
志
だ

け
で
な
く
､
自
分
の
行
為
に
対
し
て
社
会
的
責
任
を
も
つ
こ
と
も
重
要
な
要
素
に
な
る
と
胡
適
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

聞
一
多
の
場
合
に
な
る
と
､
｢
人
格
｣
を
｢
個
人
｣
･
｢
個
性
｣
と
同
様
の
意
味
で
使
う
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
､
彼
の
初

期
の
国
粋
的
色
彩
を
文
脈
か
ら
色
濃
く
帯
び
る
よ
う
に
な
る
が
､
そ
の
言
葉
と
し
て
の
使
用
頻
度
が
高
い
と
は
言
え
な
い
｡
｢
格
律
詩
｣
の

発
想
が
初
め
て
現
れ
る
聞
一
多
創
作
履
歴
を
た
ど
る
上
で
重
要
な
カ
ギ
と
な
る
論
文
｢
律
詩
的
研
究
｣
(
一
九
二
二
)
の
中
に
は
次
の
よ
う

な
用
例
が
あ
る
｡
｢
困
為
首
首
律
詩
裡
有
個
中
囲
式
的
人
格
在
｣
｡
｢
中
国
式
｣
と
い
う
曖
昧
な
主
体
性
を
持
っ
た
修
飾
語
は
､
い
か
に
も
｢
個
｣

と
｢
国
家
｣

-

嘉
報
副
刊
･
詩
錦
』
時
代
の
彼
の
表
現
で
言
え
ば
｢
文
芸
｣
と
｢
愛
国
｣

-
の
は
ぎ
ま
で
苦
悩
す
る
聞
一
多
ら
し

い
｡
伝
統
文
学
｢
律
詩
｣
に
お
い
て
中
国
的
｢
人
格
｣
を
発
見
し
た
の
は
､
在
学
中
の
ア
メ
リ
カ
留
学
予
備
校
｢
清
華
学
校
｣
と
い
う
外

的
条
件
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
､
前
述
し
た
梁
啓
超
･
陳
独
秀
･
胡
適
の
抽
象
的
言
説
に
比
べ
る
と
､
｢
人
格
｣
に
到
達
す
る
具

体
的
な
手
段
-
｢
律
詩
｣
(
或
い
は
｢
美
術
｣
)
を
提
示
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
聞
一
多
の
新
し
さ
が
あ
る
｡
｢
律
詩
｣
､
言
い
換
え
れ
ば
｢
文
学
｣

と
｢
人
格
｣
の
結
び
つ
き
は
聞
一
多
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
同
時
に
そ
こ
に
は
別
の
時
代
背
景

が
深
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
｡
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書名 訳者 版本 出版社

『人格』 景梅九､張墨池訳 1921.1初版 大同図書館

1921.10初版 上海新民社

1924.4三版 上海新民社

1924.6三版 泰東図書局

『人格』 銭家集 19? 泰東図書局

『飛鳥集』 鄭振鐸 1922

1926

1933

1947

商務印書館

『新月集』 鄭振鐸 1923

1924

1930

1931

商務印書館

『新月集』 王独清 1924

1935

泰東図書局

『中国現代文学籍書目』(福建教育出版社1993)

『中国名家論泰弐ホ』(中国華僑出版社1994)を参考に筆者作成

二

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
人
格
』

タ
ゴ
ー
ル
著
作
の
中
国
語
初
訳
単
行
本
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
鄭
振
鐸
訳
『
飛
鳥
集
』

(
商
務
印
書
館
一
九
二
二
)

で
は
な
く
､

一
九
二
一
年
一
月
に
上
海
大
同
図
書
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
景
梅
九
･

張
墨
池
訳
の

『
人
格
』

で
あ
っ
た
｡
『
人
格
論
』

(
日
本
で
の
同
書
の

初
訳
単
行
本
は
一
九
二
三
年
『
タ
ゴ
ー
ル
の
人
生
観
』

で
あ
る
が
､
後
に

(
9
)

『
人
格
論
』
と
い
う
題
名
に
統
一
さ
れ
て
い
る
｡
本
稿
で
は
景
梅
九
･
張
墨

池
訳
『
人
格
』
を
指
す
場
合
以
外
は
､
『
人
格
論
』
と
い
う
題
名
を
用
い
る
)

は
一
九
一
三
年
タ
ゴ
ー
ル
の
ア
メ
リ
カ
訪
問
中
の
講
演
を
集
め
た

も
の
で
､
一
九
一
七
年
五
月
に
ロ
ン
ド
ン
の
マ
ク
ミ
ラ
ン
社
か
ら

｡
P
e
r
s
O
n
a
-
i
t
y
｡
と
い
う
題
で
出
版
さ
れ
､
同
年
八
月
･
一
九
一
人
年
･

一
九
一
九
年
･
一
九
二
一
年
に
再
版
さ
れ
て
い
る
｡
タ
ゴ
ー
ル
の

著
作
は
当
時
の
中
国
で
多
く
翻
訳
さ
れ
て
い
た
｡
表
に
ま
と
め
た

『
人
格
』
･
『
飛
鳥
集
』
･
『
新
月
集
』

の
翻
訳
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
五

種
の
書
籍
の
出
版
情
況
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
明
確
に
見
て
取
れ
る

だ
ろ
う
｡

各
書
は
と
も
に
版
を
多
く
重
ね
て
い
る
が
､
十
年
や
二
十
年
ほ

ど
の
長
い
期
間
の
間
に
単
一
の
出
版
社
か
ら
比
較
的
緩
や
か
な
頻
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度
で
重
版
さ
れ
た

『
飛
鳥
集
』
･
『
新
月
集
』
と
比
べ
る
と
､
『
人
格
』

が
二
一
年
一
月
か
ら
の
三
年
半
の
間
に
い
く
つ
も
の
出
版
社
か
ら
何

度
も
版
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
に
目
を
ひ
く
｡
短
時
間
で
版
を
重
ね
多
く
の
人
に
読
ま
れ
た
も
の
の
､
そ
の
後
ほ
ど
な
く
姿
を
消

した

『
人
格
』
は
よ
り
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
的
要
素
を
備
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡
同
書
は
､
一
九
二
四
年
六
月
ち
ょ
う
ど
タ
ゴ
ー
ル
が
中
国

を
去
っ
た
直
後
最
後
に
重
版
さ
れ
て
後
､
現
在
に
至
る
ま
で
二
度
と
再
版
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
､
一
九
六
一
年
に
出
版
さ
れ
た

『
泰
曳
爾

著
作
集
』

(
人
民
出
版
社

全
一
〇
冊
)

に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
訳
者
景
梅
九
に
関
す
る
研
究
書
の
著
訳
書
リ
ス
ト
か
ら
も
､
『
人
格
』
抜

(10)

け
落
ち
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
同
書
が
見
事
な
ま
で
に
忘
却
さ
れ
た
こ
と
は
､
二
十
年
代
初
頭
の
タ
ゴ
ー
ル
受
容
の
様
態
を
端
的
に
物
語

る
と
と
も
に
､
長
い
間
の
中
国
で
は
｢
人
格
｣
に
関
す
る
思
索
が
必
要
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
表
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
｡

タ
ゴ
ー
ル
著
『
人
格
論
』
は
主
に
(
1
)
W
h
a
t
i
s
A
r
t
(
芸
術
と
は
何
か
)

(
2
)
→
h
e
W
O
ユ
d
O
f
P
e
r
s
O
ロ
巴
i
t
y
(
人
格
の
世
界
)

(
3
)

→
h
e
s
e
c
O
n
d
B
i
r
t
h
(
第
二
の
誕
生
)

(
4
)
M
y
S
c
b
0
〇
二
私
の
学
校
)

(
5
)
M
e
d
i
t
a
t
i
O
ロ
(
瞑
想
)

(
6
)
W
O
m
告
(
女
性
)
と
い
う
六

つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
各
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
が
､
共
通
し
て
い
る
の
は
彼
の
世
界
観
･

宗
教
観
で
あ
る
｡
近
代
科
学
･
物
質
主
義
の
対
極
に
｢
人
格
｣
と
い
う
言
葉
を
置
き
つ
つ
､
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
知
る
人

と
し
て
の
人
間
は
､
な
お
自
分
自
身
を
十
分
に
表
し
て
い
な
い
｡
単
に
か
れ
が
得
た
知
識
は
か
れ
自
身
を
表
さ
な
い
｡
し
か
し
人
格
と
し

て
は
､
か
れ
は
有
機
的
組
織
あ
る
人
間
で
あ
り
､
か
れ
は
環
境
か
ら
事
物
を
選
択
し
て
そ
れ
ら
を
自
分
自
身
の
も
の
に
す
る
力
を
内
在
さ

せ
て
い
る
｡
…
自
分
自
身
を
創
造
す
る
｣
｡
こ
こ
で
｢
人
格
｣
と
い
う
概
念
は
､
単
な
る
一
個
人
の
認
識
的
･
感
情
的
･
身
体
的
な
諸
特
徴

の
体
制
化
さ
れ
た
も
の
､
あ
る
い
は
｢
人
柄
｣
･
｢
個
性
｣
と
い
っ
た
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
､
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
無
限
な
世
界

に
自
分
自
身
を
接
近
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
｡
彼
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡
｢
こ
の
世
の
単
な
る
物
質

と
法
則
の
中
で
は
､
わ
れ
わ
れ
は
人
格
に
出
あ
わ
な
い
｡
空
が
青
く
､
草
が
緑
な
る
所
､
花
が
美
し
さ
を
､
実
が
味
を
持
つ
と
こ
ろ
､
民

族
の
永
続
で
は
な
く
､
生
き
る
こ
と
の
喜
び
や
同
胞
愛
､
同
情
､
自
己
犠
牲
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
､
無
限
で
あ
る
人
格
が
､
わ
れ
わ
れ
に

顕
現
す
る
｡
そ
れ
で
は
､
も
ろ
も
ろ
の
事
実
が
頭
上
に
浴
び
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
､
わ
れ
わ
れ
は
､
す
べ
て
の
時
代
を
通
じ
て
､
わ
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れ
わ
れ
の
心
を
こ
の
世
と
結
び
つ
け
る
人
格
的
関
係
の
き
ず
な
を
感
ず
る
｣
｡
空
･
草
･
花
･
果
実
そ
し
て
人
間
の
愛
に
は
み
な
｢
人
格
｣

が
満
ち
て
い
る
､
こ
こ
で
い
う
｢
人
格
｣
は
タ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
す
る
｢
神
｣
に
等
し
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡

で
は
､
こ
の
宗
教
的
な
概
念
に
近
い
｢
人
格
｣
は
､
中
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

三

文
学
原
理
と
し
て
の
受
容

-

鄭
振
鐸
の
場
合

単
行
本
の
ほ
か
に
､
多
く
の
雑
誌
に
も
『
人
格
論
』

の
抜
粋
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
一
九
二
二
年
『
小
説
月
報
』
一
三
巻
二
号
に
掲
載

さ
れ
た

『
人
格
論
』

の
一
章
｢
芸
術
と
は
何
か
｣

の
抄
訳
で
構
成
さ
れ
る
鄭
振
鐸
の
｢
太
曳
爾
的
芸
術
観
｣
と
い
う
一
文
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
｡
同
章
は
景
梅
九
･
張
墨
池
訳
『
人
格
』

の
中
で
三
十
二
ペ
ー
ジ
分
の
量
を
占
め
る
部
分
で
あ
る
が
､
鄭
振
鐸
は
僅
か
四
ペ
ー
ジ
弱

の
紙
幅
の
う
ち
に
一
二
箇
所
ほ
ど
原
文
を
引
用
し
な
が
ら
そ
れ
を
自
ら
の
言
葉
で
概
括
し
て
い
る
｡
そ
の
文
末
に
記
さ
れ
た
執
筆
日
は
｢
(
民

国
)
十
.
十
二
.
二
十
｣
､
参
考
文
献
を
英
語
版
の
き
望
莞
託
せ
と
8
已
=
予
ぜ
鼠
痘
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
執
筆
の
一
年
前
に
逐
語
訳

の
『
人
格
』
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
わ
ざ
わ
ざ
英
語
版
を
底
本
に
選
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
そ
の
理
由
は
一
年
後
『
小
説
月
報
』

に
掲
載
さ
れ
た
一
つ
の
短
い
記
事
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡

一
九
二
三
年
『
小
説
月
報
』
第
二
号
に
お
い
て
､
鄭
振
鐸
は
編
集
長
と
し
て
い
く
つ
か
の
文
学
原
理
書
を
紹
介
し
て
い
る
が
､
｢
四
二

人
格
論

太
曳
爾
著
｣

の
項
目
に
は
次
の
よ
う
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
た
｡

本
書
は
一
九
二
七
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
版
さ
れ
た
タ
ゴ
ー
ル
の
論
文
集
の
一
つ
で
あ
る
ぺ
そ
の
中
に
｢
芸
術
と
は
何
か
｣
の
〓
早
が
あ
り
､
芸

術
の
起
源
に
つ
い
て
非
常
に
よ
く
述
べ
て
い
る
｡
芸
術
は
人
類
の
情
緒
の
剰
余
か
ら
生
ま
れ
る
と
彼
は
言
っ
て
い
る
｡
(
本
書
は
中
国
語
の
訳
本
が
あ

る
が
､
非
常
に
悪
訳
で
あ
る
)

｢
一
九
二
七
年
｣
･
｢
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
｣
は
誤
植
あ
る
い
は
鄭
振
鐸
の
記
憶
違
い
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

『
人
格
論
』
を
文

学
原
理
育
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
と
､
す
で
に
版
を
重
ね
て
い
る
中
国
語
訳
を
｢
悪
訳
｣
と
し
て
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
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こ
こ
で
は
ま
ず
鄭
訳
と
景
･
張
訳
を
比
較
し
て
み
た
い
｡
逐
語
訳
と
抄
訳
の
性
格
の
違
い
か
ら
多
少
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
が
､

い
く
つ
か
の
例
を
取
り
上
げ
て
鄭
振
鐸
の
取
捨
選
択
と
翻
訳
に
当
て
た
中
国
語
を
主
に
検
証
す
る
｡
ま
ず
､
鄭
振
鐸
｢
太
曳
爾
的
芸
術
観
｣

の
冒
頭
二
段
落
目
を
見
て
み
よ
う
｡

鄭
訳
‥

太
曳
爾
御
是
超
乎
這
一
･
切
的
争
論
之
外
.
輯
而
｢
捜
求
蛮
術
存
在
之
理
由
.
想
裁
出
垂
術
到
底
是
因
某
種
社
食
的
目
的
而
蓉
生
.
戎
是
磨

我
椚
的
美
術
之
快
欒
的
需
要
.
或
是
因
什
塵
表
現
的
衝
動
而
養
生
的
｡
｣
(
人
格
頁
一
六
)

景
､
張
訳
‥

所
以
我
椚
不
要
定
這
蛮
術
.
但
是
我
椚
自
問
.
論
到
他
底
存
在
的
理
由
,
並
且
壷
力
的
枕
出
来
｡
戎
者
有
些
社
食
的
縁
故
.
辟
到
他
底
組
織
上
,

或
者
共
給
我
椚
底
蛮
術
快
欒
用
的
.
戎
者
他
是
従
些
形
式
的
衝
動
生
来
.
就
是
我
椚
自
己
生
存
的
衝
動
｡

(
原
文
‥
→
h
e
r
e
賢
e
H
s
h
巴
-
n
O
t
d
e
許
e
A
r
t
ゝ
u
t
q
u
e
s
t
i
O
n
m
y
S
e
-
f
a
b
O
u
t
t
h
e
r
e
a
s
O
ロ
O
f
i
t
s
e
詠
t
e
n
c
e
,
賀
d
t
r
y
t
O
ぎ
d
O
u
t

W
F
e
t
h
e
r
i
t
O
W
e
S
i
t
s
O
r
i
g
i
n
t
O
S
O
m
e
S
O
C
i
巴
p
u
r
p
O
S
e
一
〇
r
t
O
t
h
e
n
e
e
d
O
f
c
a
t
e
r
i
n
g
訂
r
O
u
r
a
e
S
t
F
e
t
i
c
e
且
O
y
m
e
n
t
嶋
O
r
W
F
e
t
h
e
r

i
t
h
a
s
c
O
m
e
O
u
t
O
f
s
O
m
e
i
m
p
u
-
s
e
O
f
e
眉
r
e
S
S
i
O
n
一
W
F
i
c
h
i
s
t
h
e
i
m
p
u
-
s
e
O
f
O
u
r
b
e
i
n
g
i
t
s
e
5

(
一
九
一
人
年
版
に
よ
る
､
以
下
同
)

景
･
張
訳
の
翻
訳
調
の
不
自
然
さ
､
〝
辟
到
他
底
組
織
上
ク
と
い
っ
た
原
文
の
理
解
の
不
十
分
さ
に
起
因
し
た
難
解
な
訳
語
に
比
べ
る
と
､

鄭
訳
は
非
常
に
理
路
整
然
と
し
て
流
暢
で
あ
る
｡
し
か
し
､
語
望
喜
､
ぎ
一
六
ペ
ー
ジ
か
ら
の
直
接
の
引
用
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
は

ず
だ
が
､
景
･
張
訳
に
対
照
し
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
､
最
後
の
一
旬
は
明
ら
か
に
短
い
｡
原
文
で
は
i
m
p
u
-
s
e
O
f
e
召
r
e
S
S
i
O
n
の
後

に
t
h
e
i
m
p
u
-
s
e
O
f
O
u
r
b
e
i
ロ
g
i
t
s
e
-
f
(
｢
存
在
そ
の
も
の
の
衝
動
｣
)
と
い
う
修
飾
語
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
鄭
訳
は
こ
の
難
解
な
哲

学
用
語
を
省
略
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
は
人
間
と
動
物
の
相
違
か
ら
､
芸
術
は
人
類
の
情
緒
の
剰
余
か
ら
生
ま
れ
る
と
説
明
し
､
故
に
芸
術
は
対
象
で
は
な
く
｢
人
格
｣
を

表
現
す
る
の
で
あ
る
､
と
い
う
く
だ
り
の
部
分
｡
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鄭
訳
‥

所以在牽術中･人類所表現的是他自己･並不是他的封象｡1他的封象完全表現在科挙中｡
景
､
張
訳
‥

所
以
人
在
蛮
術
中
自
己
的
欺
示
･
没
有
意
志
｡
他
底
那
些
意
志
在
教
導
和
科
学
書
籍
中
有
他
椚
底
地
方
.
在
那
裡
他
自
己
完
全
戒
匿
起
来
｡

(原文‥→here旨e古Art古賀re<e巴shimse-f冒d邑トisObjec-s･HisObjec-shaくe-heirp-aceiロb00ksOfiロ賢matiOn賀
d
s
c
i
e
ロ
C
e
.
W
h
e
r
e
h
e
h
a
s
c
O
m
p
-
e
t
e
-
y
t
O
C
O
n
C
e
巴
h
i
m
s
e
-
f
.
)

景
壷
訳
は
な
ぜ
か
O
b
j
e
c
t
s
を
｢
意
志
｣
と
訳
し
て
い
る
｡
あ
る
い
は
r
e
<
e
巴
と
い
う
語
を
気
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
鄭
訳

は
抄
訳
と
い
う
性
質
上
多
少
の
省
略
が
あ
る
｡
し
か
し
､
細
か
い
部
分
に
は
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
と
し
て
､
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
た
い
の
は
､

原
文
の
r
e
<
e
巴
と
い
う
深
い
宗
教
的
な
意
味
を
持
つ
言
葉
を
､
景
･
張
訳
は
｢
黙
示
｣
と
す
る
一
方
､
鄭
訳
は
｢
表
現
｣
と
訳
し
て
い
る

点
で
あ
る
｡
日
本
語
版
『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
(
第
三
文
明
社
一
九
八
一
)
で
は
こ
の
語
は
｢
開
顕
｣
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
に
タ
ゴ
ー

ル
原
文
の
宗
教
的
内
容
を
鄭
振
鐸
は
し
ば
し
ば
無
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
は
､
一
本
の
木
を
措
く
際
木
を
普
遍
化
し
た
り
分
類
し
た
り
す
る
植
物
学
者
と
違
っ
て
､
そ
の
一
本
の
木
を
特
徴
付
け
る
の
が
芸
術

家
の
役
割
で
あ
る
と
､
比
喩
的
に
指
摘
し
た
部
分
で
あ
る
｡
｢
ど
の
よ
う
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｣
以
降
以
下
の
よ
う
に
続
く
｡

鄭
訳
‥

他
把
所
措
寓
的
封
象
的
全
部
的
個
性
精
神
,
従
宇
宙
之
心
中
表
現
出
来
･
経
過
作
者
的
人
格
化
.
両
便
之
和
語
.
使
之
有
情
感
｡

景
､
張
訳
‥

不
経
過
那
唯
一
不
調
和
的
特
性
･
但
経
過
興
人
格
的
符
合
｡
所
以
他
故
出
内
部
的
一
件
軍
輿
外
部
的
一
切
事
化
合
為
一
的
事
佳
｡

(原文‥NOtthrOughthepeculiaritywhichisthediscOrdOf-heunique-bu--hrOughth2perSOna百whichisharmOny･→here賢ehehastO許dOuttheiロnerCOnCOrdP宍eOfthatOnetトiロgWi-トi-sOu-ersurrOundingOfa≡hings･)
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景
･
張
訳
は
大
変
難
解
で
あ
る
が
､
忠
実
な
逐
語
訳
に
つ
と
め
て
い
る
｡
日
本
語
版
冒
ゴ
ー
～
著
作
蓋
の
訳
で
は
､
後
半
部
分
は
｢
そ

れ
だ
か
ら
彼
は
､
そ
の
一
な
る
物
と
､
万
物
た
る
そ
の
外
的
な
､
環
境
と
の
内
的
な
一
致
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
段
落
の
直
後
に
タ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡
｢
東
洋
の
芸
術
､
特
に
日
本
と
シ
ナ
の
芸
術
の
偉
大
さ
と
美
し
さ
は
､
芸

術
家
が
万
物
の
こ
の
魂
を
み
て
感
じ
る
こ
と
に
あ
る
｣
｡
タ
ゴ
ー
ル
の
場
合
は
､
こ
の
も
つ
と
も
重
要
な
｢
万
物
の
魂
｣
の
た
め
に
､
芸
術

家
た
ち
は
瞑
想
す
る
｢
聖
者
た
ち
に
加
わ
っ
て
､
そ
の
芸
術
的
な
実
現
を
図
る
｣
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
改
め
て
鄭
訳
を
み
る
と
､
監
O
u
t

を
ま
た
も
｢
表
現
｣
に
訳
し
て
い
る
こ
と
､
原
文
に
な
い
非
常
に
能
動
的
な
言
葉
-
｢
人
格
化
｣
｢
使
之
…
⊥
-
を
多
く
使
っ
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
く
｡
そ
し
て
､
芸
術
家
が
｢
万
有
の
魂
｣
の
ゆ
え
に
｢
感
じ
る
｣
･
｢
発
見
す
る
｣
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
謙
虚
な
宗
教
的

感
情
が
示
さ
れ
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
表
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

｢
人
格
化
｣
と
い
う
言
葉
は
タ
ゴ
ー
ル
の
原
文
に
は
な
く
､
景
･
張
訳
で
も
見
当
た
ら
な
い
｡
一
方
､
第
二
章
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
｢
人

格
｣
と
い
う
語
に
タ
ゴ
ー
ル
は
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
付
与
し
て
い
た
｡
｢
芸
術
と
は
何
か
｣
の
結
語
で
彼
は
こ
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
｡
｢
芸

術
に
お
い
て
､
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
人
格
は
､
『
至
高
な
る
人
格
』
に
答
え
を
送
っ
て
い
る
｡
至
高
な
る
人
格
は
も
ろ
も
ろ
の
現
実
の
光
の

な
い
世
界
を
横
ぎ
っ
て
限
り
な
い
美
の
世
界
の
中
で
､
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
｢
自
ら
｣
を
顕
現
す
る
｡
｣
し
か
し
､
鄭
訳
の
場
合
､
こ
の
｢
人

格
｣
を
｢
情
感
｣
･
｢
情
緒
｣
と
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
た
｡
例
え
ば
､
原
文
の
ー
h
e
旨
e
s
O
f
O
u
r
p
e
r
S
O
邑
n
a
t
u
r
e
(
｢
わ
れ
わ
れ
の
人

格
的
性
質
の
糸
｣
)
を
｢
作
者
的
如
火
的
情
緒
輿
活
澄
的
人
格
的
細
線
｣
と
鄭
振
鐸
は
敷
節
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

タ
ゴ
ー
ル
の
独
自
な
世
界
観
-
宗
教
観
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
近
代
文
明
批
評
書
式
格
整
を
､
鄭
振
鐸
は
そ
の
宗
教
的
色
彩
を

捨
象
し
､
｢
人
格
化
｣
･
｢
情
感
｣
･
｢
情
緒
=
表
現
｣
と
い
っ
た
文
学
理
論
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
用
語
を
用
い
る
こ
と
で
､
タ
ゴ
ー
ル
の
｢
文

学
原
理
｣
の
論
と
し
て
､
｢
芸
術
の
発
生
｣
･
｢
芸
術
の
表
現
対
象
｣
･
｢
芸
術
の
目
的
｣
と
い
っ
た
項
目
ご
と
に
､
簡
明
か
つ
整
然
と
ま
と
め

ぁ
げ
た
｡
景
梅
九
･
張
墨
池
訳
『
人
格
』
は
タ
ゴ
ー
ル
ズ
格
登
を
忠
実
に
逐
語
訳
し
よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
､
理
解
や
用
語
の
混
乱

が
生
じ
て
､
タ
ゴ
ー
ル
の
｢
文
学
原
理
｣
を
伝
え
る
に
は
も
ど
か
し
さ
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
の
混
乱
は
タ
ゴ
ー
ル
の
玄
学
的
思
考
の
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文
章
と
汲
み
合
わ
さ
っ
た
が
た
め
に
あ
る
意
味
で
読
者
に
は
自
然
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
鄭
振
鐸
の
｢
悪
訳
｣
の
評
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
､
『
人
格
』
は
前
述
の
よ
う
に
多
く
版
を
重
ね
た
の
も
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
｡

｢
太
曳
爾
的
芸
術
観
｣
含
め
､
鄭
振
鐸
と
タ
ゴ
ー
ル
文
学
に
つ
い
て
は
､
芦
田
肇
氏
が
｢
鄭
振
鐸
と
タ
ゴ
ー
ル
文
学

-

文
学
研
究
会
結

成
前
後
に
お
け
る
文
学
意
識
の
一
面

-
｣

(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
三
冊
一
九
八
七
)

に
お
い
て
す
で
に
精
練
な
分
析
を
行
い
､
｢
芸

術
は
『
人
格
』
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
い
う
タ
ゴ
ー
ル
の
芸
術
観
を
紹
介
す
る
こ
と
を
通
し
て
鄭
振
鐸
は
､
｢
芸
術
の
中
に
人
間
が

表
現
す
る
も
の
は
自
分
自
身
で
あ
っ
て
､
け
っ
し
て
彼
の
対
象
で
は
な
い
｣
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
､
｢
こ
れ
は
当
時
､
た
と
え
ば

『写

実
主
義
』

『
新
浪
漫
主
義
』
等
々
と
い
う
か
た
ち
で
､
文
学
が
い
か
な
る
対
象
を
､
ど
の
よ
う
な
手
法
で
と
ら
え
る
か
が
喧
争
さ
れ
た
な
か

に
あ
っ
て
は
､
そ
れ
と
は
き
わ
め
て
異
質
の
芸
術
認
識
だ
っ
た
｣
と
､
指
摘
し
て
い
る
｡
筆
者
は
こ
の
指
摘
に
賛
同
す
る
が
､
神
の
世
界

に
通
ず
る
｢
人
格
｣
と
い
う
タ
ゴ
ー
ル
の
語
嚢
を
実
世
界
､
あ
る
い
は
現
実
の
文
学
領
域
の
範
時
に
引
き
つ
け
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
た
こ
の
｢
異
質
の
芸
術
認
識
｣
を
よ
り
深
く
理
解
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
の
同
時
代
的
な
｢
必
然
性
｣
も
ま
た
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

文
学
理
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
､
｢
情
感
｣
･
｢
情
緒
｣
と
同
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
｢
人
格
｣
を
並
べ
た
鄭
振
鐸
と
は
異
な
り
､
広
い
意
味

で
よ
り
鮮
明
に
｢
人
格
｣
に
意
味
を
付
し
て
い
っ
た
の
が
徐
志
摩
で
あ
っ
た
｡

四

｢
白
旗
｣

-

徐
志
摩
の
場
合

彼
は
茨
の
生
い
茂
っ
た
地
球
の
上
に
､
我
々
の
た
め
に
壮
麗
で
静
寂
な
詩
の
魂
の
楽
園
を
建
て
て
く
れ
た
｡
…
こ
の
魂
の
楽
園
に
は
多
く
の
白
衣
の

詩
の
天
使
が
住
ん
で
い
る
｡
我
々
が
喜
ぶ
時
､
彼
ら
は
我
々
と
と
も
に
歌
い
､
我
々
が
憂
え
悩
む
時
､
彼
女
ら
は
優
し
く
我
々
を
慰
め
て
く
れ
る
｡
我
々

が
懐
疑
を
抱
く
と
､
彼
女
ら
は
我
々
に
一
本
の
信
仰
の
広
い
道
を
示
し
て
く
れ
る
｡
我
々
が
失
望
す
る
と
､
彼
女
ら
は
再
び
我
々
に
希
望
の
松
明
を
灯

し
て
く
れ
る
｡
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こ
れ
は
一
九
二
三
年
九
月
『
小
説
月
報
』
｢
タ
ゴ
ー
ル
特
集
｣
の
巻
頭
を
飾
る
鄭
振
鐸
｢
歓
迎
太
曳
爾
｣
の
中
の
一
節
で
､
タ
ゴ
ー
ル
を

迎
え
る
賛
辞
で
あ
る
｡
一
方
､
度
々
延
期
さ
れ
て
い
た
タ
ゴ
ー
ル
の
訪
中
が
実
現
し
た
そ
の
日
､
す
な
わ
ち
徐
志
摩
･
鄭
振
鐸
･
張
君
勒

な
ど
が
よ
う
や
く
上
海
匪
山
港
で
タ
ゴ
ー
ル
の
乗
る
熱
田
丸
号
を
迎
え
た
一
九
二
四
年
四
月
一
二
日
の
ま
さ
に
そ
の
夜
に
､
沈
雁
氷
は
｢
対

(12)

太
曳
爾
的
希
望
｣
と
い
う
一
文
を
書
き
､
上
の
鄭
文
の
段
落
を
そ
っ
く
り
引
用
し
な
が
ら
､
次
の
よ
う
に
異
論
を
呈
し
た
｡

我
々
は
決
し
て
東
方
文
化
を
高
ら
か
に
唱
え
る
タ
ゴ
ー
ル
を
歓
迎
し
な
い
｡
詩
の
魂
の
楽
園
を
創
造
し
､
我
々
の
青
年
に
そ
の
中
で
陶
酔
さ
せ
瞑
想

さ
せ
慰
め
を
あ
た
え
る
タ
ゴ
ー
ル
も
決
し
て
歓
迎
し
な
い
｡
我
々
は
歓
迎
す
る
の
は
､
農
民
運
動
を
実
行
し
(
彼
の
農
民
運
動
の
方
法
は
我
々
が
反
対

す
る
も
の
で
は
あ
る
が
)
､
〝
光
明
と
と
も
に
″
と
高
ら
か
に
歌
う
タ
ゴ
ー
ル
で
あ
る
!
(
『
民
国
日
報
』
副
刊
『
覚
悟
』
､
一
九
二
四
.
四
.
一
四
)

(13)

タ
ゴ
ー
ル
は
何
度
も
の
訪
日
で
経
験
し
た
挫
折
と
同
じ
よ
う
に
､
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
騰
し
近
代
化
を
駆
け
足
に
推
し
進
め
る
中
国

で
も
､
様
々
な
人
々
に
誤
解
さ
れ
批
判
さ
れ
て
い
た
｡
沈
雁
氷
の
ほ
か
､
か
つ
て
日
本
で
タ
ゴ
ー
ル
詩
集
に
出
会
っ
た
こ
と
が
自
ら
の
文

学
の
出
発
点
と
な
っ
た
郭
沫
若
､
ア
メ
リ
カ
留
学
中
に
｢
国
家
主
義
｣
(
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
訳
語
)

の
団
体
｢
大
江
会
｣
に
参
加
し
た
聞

(14)

一
多
も
､
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
タ
ゴ
ー
ル
文
学
と
そ
の
思
想
を
批
判
し
て
い
る
｡
南
京
､
北
京
で
の
講
演
中
に
反
対
者
に
よ
っ
て
ビ
ラ
を

撒
か
れ
た
り
し
て
､
タ
ゴ
ー
ル
は
中
国
滞
在
中
に
予
想
外
に
多
く
の
反
発
に
遭
い
､
最
終
的
に
病
を
理
由
に
い
く
つ
か
の
講
演
会
を
取
り

消
し
て
､
失
意
の
う
ち
に
中
国
を
去
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

論
文
の
冒
頭
に
引
用
し
た
徐
志
摩
の
｢
太
曳
爾
来
華
｣
は
同
じ
く
｢
タ
ゴ
ー
ル
特
集
｣
に
掲
載
さ
れ
､
鄭
振
鐸
｢
歓
迎
太
曳
爾
｣
の
次

に
お
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
で
徐
志
摩
は
｢
霊
府
｣
･
｢
慰
安
｣
･
｢
同
情
与
愛
心
｣
･
｢
引
導
我
椚
入
完
全
的
夢
境
｣
な
ど
､
鄭
振
鐸
の
一
文

と
同
じ
雰
囲
気
を
持
つ
言
葉
を
用
い
る
一
方
､
タ
ゴ
ー
ル
の
文
学
に
意
義
を
求
め
る
鄭
振
鐸
と
違
っ
て
､
タ
ゴ
ー
ル
文
学
･
思
想
･
宗
教

よ
り
も
､
そ
の
人
と
し
て
の
人
格
に
注
目
し
て
い
た
｡
｢
彼
の
最
も
偉
大
な
作
品
は
彼
の
人
格
で
あ
る
｣
÷
不
滅
の
人
格
｣
･
｢
愛
す
べ
き
人

格
｣
･
｢
卓
越
で
調
和
な
人
格
｣
･
｢
詩
化
の
人
格
｣
･
｢
人
格
に
満
ち
た
詩
文
｣
､
徐
志
摩
は
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
な
ら
べ
て
い
る
｡
同
時
に
､

彼
は
人
間
タ
ゴ
ー
ル
に
｢
精
神
の
自
由
｣
を
見
出
し
て
い
た
｡
｢
精
神
の
自
由
は
決
し
て
政
治
､
経
済
あ
る
い
は
社
会
制
度
の
妥
協
を
待
た
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
｡
イ
ン
ド
を
見
て
み
よ
う
｡
…
…
(
中
略
)
東
方
人
と
し
て
人
格
と
行
い
を
も
っ
て
､
普
遍
的
な
崇
拝

と
名
声
を
得
た
者
は
､
〝
富
国
強
兵
ク
の
日
本
か
ら
で
も
､
政
治
的
に
独
立
し
た
中
国
か
ら
で
も
な
く
､
亡
国
民
族
の
イ
ン
ド
か
ら
現
れ
た

の
で
あ
る

-

こ
の
事
実
は
､
わ
れ
わ
れ
を
夢
か
ら
覚
ま
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｣
｡
予
想
外
の
反
発
に
遭
い
｢
異
様
の
傷
心
｣

を
覚
え
る
タ
ゴ
ー
ル
の
そ
ば
で
､
通
訳
を
つ
と
め
る
徐
志
摩
は
北
京
で
の
最
後
の
講
演
会
で
沈
痛
に
語
る
｡
｢
人
格
は
誤
っ
て
は
な
ら
な
い

一
つ
の
実
在
で
あ
る
｡
不
作
(
飢
饉
)
は
大
問
題
で
あ
る
が
､
し
か
し
我
々
は
飢
え
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
､
た
だ
腹
が
へ
こ
ん
で
頬
が
こ

け
る
こ
と
だ
け
が
人
生
の
本
来
の
姿
だ
と
思
い
､
真
の
健
康
の
色
彩
と
光
沢
を
永
遠
に
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
｢
泰
弐
爾
｣
･
『
農
報
副
刊
』

一
九
二
四
.
五
.
一
九
)

一
九
二
四
年
五
月
末
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
に
付
き
添
っ
て
日
本
へ
と
渡
り
､
七
月
に
香
港
滞
在
ま
で
タ
ゴ
ー
ル
に
帯
同
し
た
徐
志
摩
は
､
帰

国
後
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
と
詩
の
翻
訳
を
す
る
と
同
時
に
､
三
つ
の
散
文
詩
｢
毒
薬
｣
･
｢
白
旗
｣
･
｢
嬰
児
｣
を
創
作
し
『
農
報
･
文
学
旬
刊
』

(第

四
九
号
､
一
九
二
四
.
一
〇
.
五
)

に
発
表
し
て
い
る
｡

今
日
は
私
が
歌
う
日
で
は
な
い
｡
私
の
口
元
に
は
凶
悪
な
微
笑
み
が
浮
か
ん
で
い
る
｡
今
日
は
私
が
談
笑
す
る
日
で
は
な
い
｡
私
の
胸
に
は
寒
い
光

を
放
つ
刃
物
が
忍
ん
で
い
る
｡
…
…
(
中
略
)

我
々
の
信
じ
る
心
す
べ
て
は
木
の
枝
の
上
に
腐
っ
た
凧
の
よ
う
､
我
々
は
そ
の
断
ち
切
ら
れ
た
糸
を
手
に
し
て
い
る
‥
信
じ
る
心
す
べ
て
は
腐
っ
て

い
た
の
だ
｡
…
…
(
中
略
)

至
る
所
姦
淫
の
現
象
ば
か
り
だ
=
貪
欲
が
主
義
と
抱
き
合
い
､
疑
心
が
同
情
に
強
要
す
る
｡
臆
病
が
勇
敢
を
冒
涜
し
､
肉
欲
が
恋
愛
を
侮
辱
す
る
｡

暴
力
が
人
道
を
侵
し
､
暗
黒
が
光
明
を
踏
み
に
じ
る
｡
…
…
(
中
略
)

(15)

虎
狼
が
賑
わ
う
市
街
に
う
ろ
つ
き
､
強
盗
が
あ
な
た
た
ち
の
妻
の
ベ
ッ
ド
の
上
に
､
罪
悪
が
あ
な
た
た
ち
の
奥
深
い
魂
に
…
…
(
｢
毒
薬
｣
)

こ
れ
は
軽
や
か
に
愛
を
歌
う
徐
志
摩
の
作
風
で
は
な
い
｡
愛
と
神
と
自
然
の
調
和
を
歌
う
タ
ゴ
ー
ル
の
作
風
で
も
な
い
｡
徐
志
摩
は
こ

の
年
の
秋
に
北
京
師
範
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演
の
中
で
､
こ
の
三
つ
の
散
文
詩
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
た
｡
｢
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
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し
た
現
象
は
経
済
の
不
平
等
､
或
い
は
政
治
の
不
安
定
､
或
い
は
少
数
人
の
ほ
し
い
ま
ま
な
野
心
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
な
い
で
く
だ

さ
い
｡
こ
れ
ら
は
す
べ
て
空
虚
な
､
自
他
双
方
を
欺
く
理
論
で
あ
り
､
話
す
に
は
た
や
す
く
､
聞
く
に
は
気
心
地
い
い
も
の
だ
け
だ
｡
な

ぜ
な
ら
､
我
々
は
自
分
自
身
の
責
任
を
逃
す
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
ら
だ
…
(
中
略
)
｡
一
緒
に
認
め
よ
う
｡
あ
ま
ね
く
照
ら
す
太
陽
の
光

の
下
で
認
め
よ
う
｡
我
々
の
一
人
一
人
の
罪
を
､
一
人
一
人
の
不
潔
を
､
一
人
一
人
の
か
り
そ
め
と
怯
儒
と
卑
劣
を
｣
(
｢
落
葉
｣
､
震
報
六

周
年
記
念
増
刊
』
一
九
二
四
.
一
二
)
｡
こ
れ
は
｢
人
格
｣
を
強
調
し
た
｢
太
曳
爾
来
華
｣
の
中
の
同
様
の
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
｡
経
済
･
政
治

と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
国
家
体
制
よ
り
､
一
個
人
一
個
人
に
こ
そ
中
国
の
問
題
は
あ
る

一

夕
ゴ
ー
ル
の
訪
中
と
そ
の
挫
折
､
｢
人
格
｣
崇

拝
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
空
し
い
反
響
､
こ
れ
ら
が
徐
志
摩
の
筆
に
毒
を
含
ま
せ
た
の
で
あ
る
｡
徹
底
的
に
個
人
と
直
面
し
そ
の
魂
の
奥

深
く
に
潜
ん
で
い
る
罪
を
見
つ
め
る
こ
と
､
こ
れ
は
す
で
に
陳
独
秀
ら
｢
独
立
自
主
的
人
格
｣
の
時
代
の
も
の
で
は
な
い
｡
徐
志
摩
は
｢
人

格
｣
と
い
う
語
に
毒
薬
を
盛
る
と
と
も
に
希
望
も
託
し
､
一
本
の
真
っ
白
な
旗
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
希
望
を
歌
っ
た
｡

来
い
､
私
に
つ
い
て
来
い
､
一
本
の
白
旗
を
手
に
し
て

-

そ
の
上
に
激
し
い
恨
み
で
殺
伐
を
掻
き
立
て
る
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
白
旗
で
は
な
い
｡

不
潔
な
血
の
印
に
塗
ら
れ
た
白
旗
で
も
な
い
｡
俄
悔
と
呪
い
が
措
か
れ
た
白
旗
で
も
な
い
(
俄
悔
を
心
の
中
に
措
け
)
…
…
:
(
中
略
)

今
､
時
が
来
た
｡
手
の
中
の
白
旗
を
一
斉
に
あ
げ
よ
､
あ
な
た
た
ち
の
心
を
あ
げ
る
よ
う
に
｡
頭
上
の
青
空
を
あ
お
げ
､
瞬
き
一
つ
な
く
､
恐
れ
る

気
持
ち
で
､
自
分
自
身
の
魂
を
見
つ
め
る
よ
う
に
‥

今
､
時
が
き
た
｡
我
慢
し
て
た
め
た
涙
を
､
は
ち
切
れ
て
沸
騰
し
た
涙
を
流
せ
､
…
…
(
中
略
)

(16)

沸
騰
す
る
涙
の
中
､
心
行
く
働
実
の
中
､
静
寂
な
俄
悔
の
中
に
､
神
の
永
久
の
威
厳
を
見
る
の
だ
｡
(
｢
白
旗
｣
)

恨
み
も
俄
悔
も
呪
い
も
鼓
吹
も
し
な
い
､
こ
の
よ
う
な
白
い
旗
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
､
徹
底
し
た
個
に
根
ざ
す
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
る

か
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
｡
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五

格
律
詩
の
｢
変
奏
｣
そ
の
一
-
語
ら
れ
る
｢
黒
屋
｣

-

一
九
二
三
年
一
二
月
､
聞
一
多
は
『
時
事
新
野
学
灯
』
に
｢
泰
果
ホ
批
評
｣
を
発
表
し
た
｡
遠
く
留
学
先
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
寄
稿
で
あ
る
｡

こ
の
文
章
に
お
い
て
､
聞
一
多
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
立
場
か
ら
イ
ン
ド
亡
国
の
現
実
を
捉
え
て
い
な
い
タ
ゴ
ー
ル
文
学
を
批
判
し
て
い

る
｡
し
か
し
､
一
九
二
五
年
に
帰
国
後
､
聞
一
多
は
徐
志
摩
の
主
宰
す
る
｢
新
月
社
｣
に
参
加
し
て
い
っ
た
｡
｢
国
劇
運
動
｣
に
対
し
て
の

共
通
の
関
心
な
ど
様
々
な
現
実
的
理
由
が
あ
っ
た
と
は
い
え
､
詩
の
内
容
か
ら
形
式
に
い
た
る
ま
で
タ
ゴ
ー
ル
文
学
を
否
定
し
て
い
た
聞

一
多
の
行
動
と
し
て
は
､
や
や
違
和
感
を
抱
か
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
清
華
園
詩
人
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
し
た
格
律
詩
運
動
は
､
一
九
二
六
年
四
月
､
『
農
報
副
刊
･
詩
錦
』
(
以
下
『
詩
鏡
』

と
す
る
)
が
徐
志
摩
が
編
集
長
を
務
め
る
『
農
報
副
刊
』
の
場
を
借
り
て
創
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
一
気
に
活
動
が
加
速
し
､
徐
志
摩
を
加

ぇ
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
徐
志
摩
の
参
加
に
よ
っ
て
､
格
律
詩
運
動
は
聞
一
多
的
な
理
念

を
含
み
つ
つ
も
､
微
妙
に
変
容
を
遂
げ
て
い
く
の
で
あ
る
｡

ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
国
後
の
一
九
二
六
年
一
月
､
聞
一
多
は
故
郷
の
家
族
を
北
京
へ
と
呼
び
寄
せ
､
西
京
畿
道
三
十
四
号
の
四
合
院

に
転
居
し
た
｡
新
居
に
は
｢
清
華
四
子
｣
と
呼
ば
れ
る
朱
湘
(
子
玩
)
･
饅
孟
侃
(
子
離
)
･
楊
世
恩
(
子
恵
)
･
孫
大
雨
(
子
潜
)
や
劉
夢
葦
･

宋
大
栴
･
塞
先
草
子
廉
虞
な
ど
が
出
入
り
し
､
相
互
に
詩
芸
を
切
磋
琢
磨
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
｢
里
壷
｣
と
称
さ
れ
る
こ
の
家
は
､

聞
一
多
と
と
も
に
｢
文
学
史
｣
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
｢
異
屋
｣
の
｢
異
｣
は
､

部
屋
中
の
壁
に
黒
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
｡
聞
一
多
が
自
ら
手
掛
け
た
イ
ン
テ
リ
ア
で
あ
っ
た
こ
の
内
装
に
つ
い

て
朱
湘
は
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
｡

北
京
で
の
住
ま
い
が
見
つ
か
っ
て
か
ら
､
最
初
に
し
た
こ
と
は
当
然
内
装
だ
｡
書
斎
と
居
間
に
､
無
光
沢
の
黒
紙
を
四
面
の
壁
に
貼
り
つ
け
る
､
と

彼
が
言
っ
た
｡
壁
の
周
り
に
､
漠
代
の
石
壁
の
浮
き
彫
り
に
あ
る
車
馬
図
案
を
用
い
デ
ザ
イ
ン
し
て
､
こ
れ
を
金
色
の
紙
に
措
い
た
も
の
を
､
一
枚
一
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枚
を
つ
な
げ
て
貼
っ
て
お
く
と
彼
は
言
っ
た
｡
何
軒
も
の
南
紙
の
店
舗
を
訪
ね
､
具
合
が
ち
ょ
う
ど
良
い
紙
も
何
と
か
見
つ
け
た
｡
図
案
を
措
く
の
を

私
は
そ
の
場
で
見
た
が
､
彼
は
筆
を
取
る
と
た
ち
ま
ち
完
成
さ
せ
た
｡
(
｢
聞
一
多
与
冠
水
』
｣
､
貢
芸
復
興
≡
二
巻
五
期
一
九
四
七
.
四
)

漠
代
石
壁
の
浮
き
彫
り
に
あ
る
車
馬
図
案
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
い
か
に
も
当
時
｢
大
江
会
｣
に
参
加
し
｢
中
華
文
化
の
国
家
主

義
｣
と
称
さ
れ
る
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
い
た
聞
一
多
ら
し
い
｡
ま
た
聞
一
多
の
後
輩
で
同
じ
く
清
華
文
学
社
の
メ
ン
バ
ー

(
柑
)

で
あ
っ
た
朱
湘
だ
か
ら
こ
そ
､
こ
の
内
装
の
細
部
に
注
目
し
聞
一
多
の
創
意
を
指
摘
し
得
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
朱
湘
の
文
章
は
彼
が
一
九
三
三
年
自
殺
す
る
す
こ
し
前
に
書
か
れ
､
聞
一
多
死
後
の
一
九
四
七
年
に
初
め
て
公
表
さ
れ

た
も
の
で
､
実
は
｢
黒
屋
｣
に
関
し
て
書
か
れ
た
最
初
の
文
章
は
徐
志
摩
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
｡

彼
は
壁
を
全
部
真
っ
黒
に
塗
り
､
金
の
縁
を
細
く
飲
め
こ
み
､
ま
る
で
裸
体
の
ア
フ
リ
カ
の
女
性
が
腕
や
足
首
に
細
い
金
の
輪
を
つ
け
て
い
る
よ
う

な
趣
き
だ
｡
あ
る
部
屋
の
壁
に
は
四
方
形
の
神
壇
を
開
け
て
お
り
､
そ
こ
に
供
え
て
い
る
の
は
､
言
う
ま
で
も
な
く
､
当
然
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
よ

う
な
彫
刻
だ
｡
そ
の
彫
刻
は
高
さ
一
尺
あ
ま
り
､
石
の
色
は
蒸
し
あ
が
っ
た
も
ち
米
の
よ
う
に
黄
色
く
､
そ
れ
を
引
き
立
て
る
の
が
黒
一
色
の
背
景
で
､

遥
か
遠
い
夢
の
よ
う
な
趣
き
が
漂
い
､
見
る
人
に
､
物
憂
げ
な
陽
射
し
が
照
ら
す
荒
れ
果
て
た
草
原
に
､
何
本
か
の
牛
の
尾
と
い
く
つ
か
の
羊
の
頭
が

草
む
ら
の
中
で
動
く
光
景
を
想
起
さ
せ
る
の
だ
｡
(
｢
詩
刊
弁
言
｣
､
『
詩
鏡
』
創
刊
号
一
九
二
六
.
四
)

幻
想
的
色
彩
を
帯
び
た
徐
志
摩
の
筆
の
下
で
､
聞
一
多
宅
は
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
に
溢
れ
た
空
間
に
様
変
わ
り
し
て
し
ま
っ
た
｡
黒

と
金
の
組
み
合
わ
せ
を
手
足
の
首
に
金
の
輪
を
つ
け
た
ア
フ
リ
カ
女
性
に
例
え
る
比
喩
は
ま
だ
理
解
で
き
る
が
､
黒
の
背
景
に
あ
る
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
像
が
ど
う
し
て
牛
の
尾
や
羊
の
頭
が
草
む
ら
の
中
で
動
く
草
原
の
光
景
を
想
起
さ
せ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
の
強

引
と
も
い
え
る
想
像
に
至
っ
た
伏
線
は
､
徐
志
摩
本
人
の
文
章
の
中
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
よ
り
三
ケ
月
前
､
徐
志
摩
は
｢
我

所
知
道
的
康
橋
｣
(
『
虚
報
副
刊
』
一
九
二
六
.
一
⊥
六
～
二
五
)
に
お
い
て
､
自
分
の
文
学
の
原
点
と
も
言
え
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
風

景
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
｡

学
生
宿
舎
楼
の
上
か
ら
眺
め
る
と
､
対
岸
の
芝
生
の
上
で
､
朝
晩
問
わ
ず
､
い
つ
も
十
数
匹
の
黄
牛
と
白
馬
が
､
ほ
し
い
ま
ま
に
延
び
た
草
む
ら
に
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脛
と
蹄
が
覆
わ
れ
て
､
ゆ
う
ゆ
う
と
草
を
食
べ
て
い
る
｡
小
さ
な
黄
色
い
花
が
風
に
揺
れ
て
､
彼
ら
の
尾
の
揺
ら
め
き
に
応
え
る
｡

続
け
て
徐
志
摩
は
こ
の
よ
う
に
宣
言
す
る
｡
｢
私
は
生
命
の
信
仰
者
だ
｡
(
中
略
)
人
は
自
然
の
産
児
で
あ
り
､
ち
ょ
う
ど
木
の
彼
の
上

の
花
と
鳥
が
自
然
の
産
児
で
あ
る
よ
う
に
｡
し
か
し
我
々
は
不
幸
に
も
文
明
人
で
あ
り
､
世
慣
れ
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
自
然
か
ら
遠
ざ
か

る
の
だ
｣
｡
草
む
ら
･
牛
･
馬
､
こ
れ
は
徐
志
摩
に
と
っ
て
の
原
風
景
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る

(
文
明
の
対
極
に
｢
生
命
｣
･
｢
自
然
｣
を
置

く
と
こ
ろ
に
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響
も
指
摘
で
き
よ
う
)
｡
彼
は
｢
生
命
｣
･
｢
自
然
｣
と
い
う
も
の
を
､
聞
一
多
の
｢
黒
屋
｣
に
お
い
て
発
見
し

ょ
う
と
し
て
い
た
､
あ
る
い
は
｢
黒
屋
｣
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
創
作
し
ょ
う
と
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

｢
黒
屋
｣
を
紹
介
す
る
徐
志
摩
の
｢
詩
刊
弁
言
｣
は
､
こ
れ
よ
り
展
開
さ
れ
る
格
律
詩
運
動
の
｢
宣
言
｣
と
し
て
(
少
な
く
と
も
後
に
は

そ
う
読
ま
れ
て
き
た
)
『
詩
錦
』
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
て
い
た
｡
｢
こ
れ
ら
の
部
屋
を
描
写
す
る
の
は
､
部
屋
が
聞
一
多
自
身
の
芸
術
的
な

背
景
だ
け
で
は
な
く
､
我
々
の
こ
の
詩
刊
の
背
景
で
も
あ
る
か
ら
だ
｣
と
徐
志
摩
は
言
う
｡
し
か
し
､
徐
志
摩
自
ら
が
告
白
し
て
い
る
よ

う
に
､
彼
が
初
め
て
｢
黒
屋
｣
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
｢
二
､
三
日
前
｣
の
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
｢
背
景
｣

に
入
っ
て
い
っ
た
に
過
ぎ
な
い
徐
志
摩
と
､
聞
一
多
が
図
案
を
措
く
の
を
そ
の
場
で
見
て
い
た
宋
湘
と
の
違
い
は
､
象
徴
的
な
意
味
を
多

く
語
っ
て
く
れ
る
と
い
え
よ
う
｡

格
律
詩
運
動
を
理
論
付
け
た
聞
一
多
の
詩
論
｢
詩
的
格
律
｣
(
一
九
二
六
.
五
)
の
主
要
な
内
容
は
､
清
華
学
校
時
代
の
論
文
｢
律
詩
底
研
究
｣

(
妄
三
･
三
)
の
中
に
す
で
に
胚
胎
さ
れ
て
い
た
と
楠
原
俊
代
氏
は
指
摘
し
て
い
(
如
｡
ま
た
､
そ
の
格
律
詩
と
い
う
着
想
は
､
聞
一
多
を

は
じ
め
と
す
る
清
華
園
詩
人
た
ち
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
出
発
し
｢
愛
国
｣
と
｢
文
芸
｣
を
一
体
化
し
ょ
う
と
す
る
中
で
矛
盾
と
屈
折

を
は
ら
ん
で
生
ま
れ
た
理
念
で
あ
る
と
､
筆
者
は
拙
論
｢
『
愛
国
』
と
『
文
芸
』

の
は
ぎ
ま
で
｣
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
｡
清
華
園
詩
人
宋

湘
は
そ
の
｢
格
律
詩
｣
図
案
の
描
き
方
を
彼
自
身
の
目
で
確
か
に
見
て
き
た
の
で
あ
り
､
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
｢
車
馬
図
案
｣
と
指
摘
し

得
た
｡
し
か
し
､
い
よ
い
よ
展
開
さ
れ
よ
う
と
い
う
段
階
で
､
格
律
詩
運
動
は
徐
志
摩
の
参
加
に
よ
り
｢
車
馬
図
案
｣
の
格
律
詩
か
ら
｢
草
原
｣

の
格
律
詩
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
､
結
果
的
に
こ
れ
ら
の
｢
格
律
派
｣
詩
人
た
ち
は
後
に
｢
新
月
派
｣
詩
人
と
し
て
｢
文
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学
史
｣

の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

六
｢
格
律
詩
｣

の
｢
変
奏
｣
そ
の
二

-読まれる｢椿律詩｣

休
常
永
的
神
秘
,
称
美
麗
的
読
,

休
偲
強
的
質
問
.
体
一
道
金
光
｡

一
郭
見
親
密
的
意
義
.
一
股
火
.

一
績
覿
秒
的
呼
聾
.
休
是
什
磨
?

我
不
疑
.
這
姻
縁
一
難
也
不
候
.

我
知
道
海
洋
不
騙
他
的
堅
化
｡

既
然
是
節
奏
,
就
不
該
抱
怨
歌
.

阿
.
横
暴
的
威
量
.
休
降
伏
了
我
,

体
降
伏
了
我
.
体
絢
線
的
長
虹
-
-
-

五
千
多
年
的
記
憶
.
体
不
要
動
.

如
今
我
只
間
窓
棟
抱
得
緊
俸
…
…

休
是
那
様
的
横
攣
l

那
様
美
麗
!

あ
な
た
の
深
遠
な
る
神
秘
､
あ
な
た
の
麗
し
い
虚
言

あ
な
た
の
強
情
な
問
い
か
け
､
あ
な
た
の
金
色
の
光

一
つ
の
小
さ
な
親
密
な
意
味
､
一
つ
の
炎

標
秒
と
し
た
微
か
な
呼
び
声
､
あ
な
た
は
何
?

僕
は
疑
わ
な
い
､
こ
の
因
縁
が
ち
っ
と
も
う
そ
で
は
な
い
こ
と
を

僕
は
知
っ
て
い
る
､
海
が
彼
の
し
ぶ
き
を
騙
さ
な
い
こ
と
を

リ
ズ
ム
で
あ
る
な
ら
､
歌
を
怨
む
べ
き
で
は
な
い

お
お
､
横
暴
な
精
神
よ
､
お
ま
え
は
私
を
征
服
し
た

お
ま
え
は
私
を
征
服
し
た
ー
･
絢
欄
た
る
虹
よ

五
千
年
も
の
長
き
に
わ
た
る
記
憶
よ
､
動
か
な
い
で
お
く
れ

い
ま
私
は
､
お
ま
え
を
し
っ
か
り
抱
き
し
め
る
術
を
知
り
た
い
…
…

お
ま
え
は
か
く
も
横
暴
で
､
か
く
も
麗
し
い

-

《
一
個
観
念
》

こ
れ
は
一
九
二
七
年
に
記
さ
れ
詩
集
『
死
水
』

(
新
月
書
店
一
九
二
八
)

に
も
収
録
さ
れ
た
聞
一
多
の
詩
｢
一
個
観
念
｣
で
あ
る
｡
神
秘
で

美
し
い
五
千
年
の
記
憶
を
抱
ぎ
し
め
る
術
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
聞
一
多
は
問
い
か
け
て
い
る
｡
一
九
二
六
年
一
〇
月
に
半
年
間

続
い
た
『
詩
錦
』
が
終
わ
り
を
告
げ
た
後
､
聞
一
多
は
詩
作
を
徐
々
に
控
え
る
よ
う
に
な
り
､
一
九
三
一
年
の
｢
奇
跡
｣
を
最
後
に
､
完
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全
に
中
国
古
典
文
学
研
究
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

朱
湘
は
｢
聞
一
多
輿
『
死
水
』
｣
の
中
で
次
の
よ
う
に
本
詩
を
評
し
て
い
る
｡

(20)

こ
の
詩
集
の
第
三
扁
､
｢
心
跳
｣
か
ら
｢
洗
衣
歌
｣
ま
で
の
詩
は
､
一
つ
の
観
念
で
あ
り
､
一
つ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
｡
ま
た
た
だ
一
つ
の
観
念
､

一
つ
の
呼
び
か
け
だ
け
に
す
ぎ
な
い
｡
や
っ
と
現
在
に
至
っ
て
､
杜
甫
の
年
譜
が
出
来
上
が
り
､
唐
代
の
文
学
が
す
で
に
糸
口
が
つ
か
め
る
ほ
ど
に
整

理
さ
れ
て
､
は
じ
め
て
作
者
は
彼
の
観
念
を
し
っ
か
り
つ
か
め
た
と
言
え
る
の
だ
､
こ
の
方
面
に
お
い
て
は
｡

彼
は
自
分
で
言
っ
て
い
る
の
だ
｡

僕
は
知
っ
て
い
る
､
海
が
彼
の
し
ぶ
き
を
騙
さ
な
い
こ
と
を

中
国
人
の
海
､
そ
れ
は
古
代
の
細
い
流
れ
か
ら
集
ま
っ
た
も
の
で
､
広
大
な
海
如
く
お
び
た
だ
し
い
文
献
で
あ
る
｡

同
じ
く
古
典
文
学
に
精
通
す
る
朱
湘
は
､
聞
一
多
の
古
典
文
学
研
究
の
斬
新
な
価
値
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
｡
若
き
学
生
時
代
か
ら
中

国
の
伝
統
文
化
に
対
し
て
抱
き
続
け
て
き
た
あ
い
ま
い
な
｢
観
念
｣
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
具
体
的
な
実
体
は
､
古
典
研
究
と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
宋
湘
の
読
み
で
あ
る
｡
｢
聞
一
多
輿
『
死
水
』
｣
は
朱
湘
が
清
華
の
顧
一
樵
宅
に
宿
泊

し
た
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
､
詩
評
と
い
う
よ
り
聞
一
多
へ
の
言
葉
を
惜
し
ま
ぬ
賛
辞
で
あ
っ
た
｡
｢
『
死
水
』
全
体
が
完
成
し
た
一
篇
の

詩
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
で
な
く
､
作
者
の
全
体
と
し
て
の
大
き
な
我
-
作
詩
､
学
問
､
立
身
､
処
世
-
こ
れ
も
完
成
し
た
一
篇
の
詩

で
あ
る
｣
と
｡
こ
れ
を
読
ん
だ
聞
一
多
は
直
ち
に
生
前
の
発
表
を
禁
じ
た
と
い
わ
れ
る
｡

一
九
四
三
年
､
抗
日
戦
争
中
に
､
宋
自
清
も
同
詩
を
取
り
上
げ
て
｢
国
家
観
念
｣
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
｡
愛
国
詩
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
陸
遊
の
｢
示
児
｣
や
願
事
林
の
警
句
｢
天
下
興
亡
､
匹
夫
有
責
｣
と
比
較
し
て
､
朱
自
清
は
次
の
よ
う
に
｢
一
個
観
念
｣
を

許
す
る
｡

し
か
し
｢
一
個
観
念
｣
は
社
稜
と
民
族
[
陸
遊
と
顧
亭
林
の
国
家
観
念
を
指
す
-
筆
者
注
]
を
超
え
た
､
ま
た
社
稜
と
民
族
を
統
括
し
た
完
全
な

イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
､
完
全
な
理
想
で
あ
る
｡
し
か
も
一
つ
の
理
想
的
な
､
完
成
し
た
国
家
を
､
〝
提
示
″
し
た
だ
け
で
は
な
く
､
実
は
〃
代
声
し
て
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い
る
｡
…
…
(
中
略
)
し
か
し
理
想
上
で
は
完
壁
で
は
あ
る
が
､
実
際
上
は
ど
う
し
て
も
ま
だ
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
あ
る
｡
だ
か
ら
作
者
は
彷
偉
い
な
が
ら
自

分
に
問
い
か
け
る
､
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
愛
そ
う
か
と
｡
そ
の
通
り
｡
国
民
革
命
以
来
､
特
に
〝
九
一
人
″
以
来
､
我
々
は
み
な
こ
の
よ
う
に
彷
復
い

ながら自分に問いかけているのだ｡1我々はようやく抗戦を始めた!(｢愛国詩

-

新
詩
雑
話
之
こ
､
『
当
代
文
芸
』
第
二
巻
第
一
期
､

一
九
四
四
.
二
)

朱
湘
が
理
解
し
た
よ
う
に
､
こ
の
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る
一
つ
の
観
念
は
､
国
家
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
よ
り
む
し
ろ
中
国
文
化
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
を
強
く
表
し
て
い
る
､
と
い
う
の
が
実
態
に
近
い
だ
ろ
う
｡
｢
裸
形
と
し
た
微
か
な
呼
び
声
｣
の
よ
う
な
観
念
が
､
理
想
的
な
､

完
成
し
た
国
家
を
｢
代
表
｣
し
て
い
る
と
い
う
の
は
宋
自
清
の
過
度
な
解
釈
で
あ
る
が
､
国
家
の
存
続
に
か
か
わ
る
危
機
の
時
期
に
こ
そ

あ
り
え
た
も
の
で
あ
り
､
｢
抗
戦
｣
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
観
念
で
は
な
く
実
体
の
国
家
を
つ
か
も
う
と
す
る
中
国
知
識
人
の
切
々
と
し
た

訴
え
で
あ
っ
た
｡

日
本
で
も
｢
一
個
観
念
｣
は
読
ま
れ
て
い
た
｡
第
三
文
明
社
『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
･
別
巻
タ
ゴ
ー
ル
研
究
』
(
一
九
八
一
)
の
中
に
は
渾
中
著
･

森
本
達
雄
訳
｢
タ
ゴ
ー
ル
の
中
国
現
代
詩
へ
の
影
響
｣
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
同
書
で
は
陳
夢
家
編
『
新
月
詩
選
』

(
新
月
書
店
一
九
三
一
)

は
タ
ゴ
ー
ル

『
新
月
集
』

の
中
国
版
と
さ
れ
､
聞
一
多
も
当
然
｢
新
月
派
｣
詩
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
｡
著
者
は
｢
一
個
観
念
｣
の
最

後
の
五
行
を
引
用
し
､
｢
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
､
タ
ゴ
ー
ル
と
聞
一
多
の
､
い
わ
ば
対
話
を
聞
く
思
い
が
す
る
｣
と
記
す
｡
｢
新
月
｣
と
い

う
共
通
の
言
葉
だ
け
を
根
拠
に
直
ち
に
タ
ゴ
ー
ル
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
強
引
な
読
み
方
と
､
時
代
に
由
来
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
を

(22)

指
摘
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
が
､
む
し
ろ
重
要
な
の
は
､
こ
の
読
み
方
は
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
､
現
在
に
至
る
ま
で
の
｢
文
学
史
｣

的
な
傾
向
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
｡
か
つ
て
タ
ゴ
ー
ル
文
学
に
厳
し
い
異
論
を
唱
え
た
聞
一
多
が
タ
ゴ
ー
ル
の
｢
弟
子
｣

と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
意
味
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
が
､
多
く
の
愛
国
詩
を
書
き
残
し
徐
志
摩
の
言
う
個
人
と
し
て
の
｢
人
格
｣
と
は
異

な
る
も
の
の
国
家
の
｢
人
格
｣
を
格
律
と
い
う
様
式
の
中
で
歌
お
う
と
し
た
彼
は
､
徐
志
摩
を
媒
介
と
し
て
｢
格
律
詩
｣
の
中
に
注
入
さ

れ
た
｢
タ
ゴ
ー
ル
像
｣
を
不
可
避
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
｢
文
学
史
｣
に
お
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け
る
｢
徐
志
摩
･
聞
一
多
を
中
心
と
し
た
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
た
流
派
｣
=
｢
新
月
派
｣
と
い
う
括
り
を
も
た
ら
す
読
み
を
可
能
と

す
る
も
の
は
､
や
は
り
聞
一
多
の
詩
作
の
中
に
こ
そ
含
ま
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
｡

一
九
二
八
年
に
新
月
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
聞
一
多
詩
集
『
死
水
』
の
装
丁
は
彼
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
彼
の
｢
黒
屋
｣

を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
黒
地
の
表
紙
に
､
白
い
枠
で
｢
死
水

聞
一
多
｣
と
だ
け
記
し
た
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
性

の
強
い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
｡
巻
頭
･
巻
末
(
環
槻
)

に
は
聞
一
多
に
よ
る
古
代
の
出
陣
の
絵
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
疾
走
す
る
馬
､
風
に

ひ
る
が
え
る
旗
と
空
中
を
飛
び
交
う
無
数
の
矢
｡
一
方
､
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
彼
は
雑
誌
『
新
月
』

の
巻
頭
･
巻
末
に
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
雰
囲
気
の
絵
を
措
い
て
い
る
｡
淡
い
緑
の
背
景
に
書
籍
ら
し
き
も
の
が
積
み
重
な
っ
て
で
き
た
一
つ
の
塔
が
奪
え
立
ち
､
一
弦
の
新
月

の
か
か
っ
た
塔
の
先
端
に
本
を
抱
え
た
少
女
が
座
っ
て
い
る
｡
塔
の
土
台
の
周
囲
に
は
本
を
手
に
集
る
多
く
の
人
々
｡
聞
一
多
は
か
つ
て

タ
ゴ
ー
ル
の
歌
っ
た
｢
少
女
｣
･
｢
新
婦
｣
･
｢
老
人
｣
な
ど
は
､
現
実
の
人
生
を
生
き
る
人
間
で
は
な
く
､
神
の
象
徴
に
過
ぎ
な
い
と
批
判

し
て
い
た
｡
で
は
聞
一
多
が
措
く
書
籍
の
塔
の
先
端
に
座
る
少
女
と
は
わ
れ
わ
れ
に
何
を
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

注(
1
)

梁
錫
華
『
徐
志
摩
新
伝
』

(
萬
豊
出
版
社
)
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡
｢
若
厳
格
従
事
.
我
椚
可
以
説
徐
志
摩
在
給
泰
弐
爾
的
書
信
中
.
講

了
不
少
言
不
由
衷
的
話
｡
但
是
徐
志
摩
為
人
並
非
蓄
意
撒
読
之
徒
.
他
有
時
説
話
和
寒
文
章
的
『
抱
野
鳥
』
.
均
屠
浪
漫
素
質
的
表
現
｡
｣
宋
柄
輝
『
新

月
下
的
夜
鷺
徐
志
摩
伝
』

(
上
海
文
芸
出
版
社
一
九
九
四
)

に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
｡

(
2
)

以
下
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
｡

『
農
報
副
刊
』
‥
｢
我
椚
封
於
這
位
老
詩
翁
的
人
格
磨
該
有
相
昔
的
敬
愛
｣
(
董
鳳
鳴
｢
泰
曳
爾
之
在
南
京
｣
一
九
二
四
.
四
.
二
六
)
､
｢
人
格
之
高
尚
｣

｢
此
巳
見
其
人
格
之
不
可
及
也
｣

(
陸
懲
徳
｢
個
人
対
泰
弐
爾
之
感
想
｣
一
九
二
四
.
六
.
三
)

『
東
方
雑
誌
』
=
｢
高
超
的
人
格
和
偉
大
的
理
想
｣
(
堅
弧
｢
歓
迎
泰
曳
爾
｣
一
九
二
四
二
二
.
一
五
)
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『
学
燈
』
‥
｢
由
此
我
椚
可
以
領
含
他
的
超
然
遺
世
的
精
神
和
高
雅
的
人
格
｣

(
江
式
先
｢
聴
泰
曳
爾
演
講
之
後
｣
一
九
二
四
.
草
一
四
)
､
｢
音
別

以
他
那
様
偉
大
的
人
格
,
崇
高
的
思
想
.
我
椚
就
説
他
為
聖
哲
也
不
為
過
｣
(
従
予
｢
告
反
対
泰
尤
爾
者
｣
一
九
二
四
二
軍

二
〇
)

(
3
)

瑞
業
｢
我
的
理
想
及
実
現
的
泰
曳
爾
先
生
｣

(
『
農
報
副
刊
』
一
九
二
四
.
五
.
一
二
)

は
､
｢
銀
白
的
長
髪
､
高
長
的
鼻
管
｣
･
｢
充
満
神
秘
思
想
的

双
目
｣
･
｢
寛
袖
閥
袖
｣
と
い
う
ふ
う
に
タ
ゴ
ー
ル
の
風
貌
を
措
い
て
い
る
｡

(
4
)

｢
墳
･
写
真
を
撮
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
｣

(
『
魯
迅
全
集
』
一
､
学
習
研
究
社
)

(
5
)

王
樹
英
､
張
光
燐
編
『
中
国
名
家
論
泰
曳
ホ
』
(
中
国
華
僑
出
版
社
一
九
九
四
年
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
張
光
堵
｢
中
国
現
代
文
学
史
上
的
一
次
ク
泰

曳
ホ
熱
L
は
､
タ
ゴ
ー
ル
を
歓
迎
す
る
徐
志
摩
の
真
の
目
的
を
｢
復
古
派
和
資
産
階
級
右
翼
文
人
企
画
借
泰
曳
爾
訪
華
達
到
阻
濁
歴
史
潮
流
的
政
治

目
的
｣
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
二
〇
〇
〇
年
人
民
文
学
出
版
社
『
泰
曳
ホ
詩
選
』

(
一
九
五
人
年
初
版
､
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
第
八
次
印
刷
)

に
季
羨

林
の
一
九
七
九
年
執
筆
の
｢
前
言
｣
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
中
の
｢
中
国
〝
玄
学
鬼
L
云
々
の
字
句
に
は
編
集
者
に
よ
る
説
明
が
何
も
な
さ

れ
て
い
な
い
｡

(
6
)

中
英
対
照
の
原
文
‥

夫
人
而
惜
取
少
年
時
即
所
以
自
成
其
真
正
之
人
格
也
｡
(
→
O
m
a
k
e
t
h
e
m
O
S
t
O
f
O
n
e
→
s
y
O
u
t
h
i
s
t
O
q
u
巴
i
甘
O
n
e
㌦
s
e
-
f
t
O
b
e
c
O
m
e
a
r
e
巴

m賀.)

(
｢
青
年
論
｣
美
園
馬
克
威
博
士
､
斯
密
土
筆
士
同
著
.
中
国
一
青
年
謬
.
『
青
年
』
難
詰
一
巻
一
戟
)

唯
彼
鎗
間
消
耗
之
塗
足
以
裸
其
人
之
品
格
｡
(
→
h
e
w
a
y
u
s
e
d
h
i
s
s
p
a
r
e
m
e
m
e
n
t
s
[
マ
マ
]
r
e
く
e
a
-
s
h
i
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
.
)

(
｢
青
年
論
｣
美
園
馬
克

威
博
士
､
斯
密
土
筆
士
同
著
.
中
国
一
青
年
諸
.
『
青
年
』
雑
誌
一
巻
三
競
)

(
7
)

｢
人
格
｣
と
い
う
語
は
聞
一
多
の
処
女
作
と
さ
れ
る
｢
名
誉
談
｣

(
一
九
一
三
.
六
.
一
五
清
華
学
校
『
課
余
一
覧
』
)

の
中
に
確
認
で
き
る
が
､

一
九
二
〇
年
ま
で
の
文
章
の
中
で
は
こ
れ
を
含
め
て
わ
ず
か
二
例
し
か
見
ら
れ
な
い
｡
多
少
頻
繁
に
｢
人
格
｣
が
登
場
す
る
の
は
一
九
ニ
ー
～
二
二

年
の
間
､
聞
一
多
が
｢
ア
メ
リ
カ
留
学
予
備
校
｣
清
華
学
校
を
卒
業
し
ア
メ
リ
カ
に
渡
ろ
う
と
す
る
時
期
､
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
問
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
｡

(
8
)

聞
一
多
｢
建
設
的
美
術
｣

(
『
清
華
学
報
』
第
五
巻
第
一
期
､
一
九
一
九
年
)

の
中
に
｢
提
唱
美
術
就
是
尊
重
人
格
｣
と
い
う
用
例
は
確
認
で
き
る
｡

(
9
)

タ
ゴ
ー
ル
語
3
墓
誌
甘
の
日
本
で
の
翻
訳
‥

一
九
二
三

『
タ
ゴ
ー
ル
の
人
生
論
』

田
良
菅
次
郎
訳
､
内
外
出
版
株
式
会
社

一
九
六
一
｢
人
格
論
｣

(
『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』

四
所
収
､
中
村
元

我
妻
和
男
訳
､
ア
ポ
ロ
ン
社
)
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一
九
八
一
｢
人
格
論
｣
(
『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
九
所
収
､
山
口
三
夫
訳
､
第
三
文
明
社
)

(10)

景
克
寧
･
趨
婚
国
憲
梅
九
評
伝
〓
山
西
人
民
出
版
社
)
は
景
梅
九
の
タ
ゴ
ー
ル
翻
訳
に
簡
単
に
触
れ
て
い
る
が
､
付
録
の
著
書
リ
ス
ト
に
ダ
ン

テ
『
神
曲
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
『
人
格
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡
景
梅
九
は
一
九
〇
三
～
〇
七
年
と
一
九
一
〇
年
に
二
回
目

本
に
留
学
し
､
幸
徳
秋
水
や
大
杉
栄
の
影
響
を
受
け
て
ア
ナ
キ
ス
ト
と
な
り
､
辛
亥
革
命
中
は
山
西
･
陳
西
の
革
命
に
参
画
､
『
国
風
日
報
』
を
創
刊

し
た
人
物
で
あ
る
｡
(
景
梅
九
著
､
大
高
巌
､
波
多
野
太
郎
訳
冒
日
回
顧
-
一
中
国
ア
ナ
キ
ス
ト
の
半
生
』
(
平
凡
社
)
)
｡
資
料
調
査
が
ま
だ
十
分

で
は
な
い
た
め
､
中
国
ア
ナ
キ
ス
ト
と
タ
ゴ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て
ま
た
別
の
機
会
に
し
た
い
｡

(11)

『
人
格
』
の
雑
誌
で
の
翻
訳
紹
介
は
鄭
振
鐸
｢
泰
曳
爾
的
芸
術
観
｣
の
ほ
か
に
､
以
下
の
も
の
が
あ
る
｡
(
『
中
国
名
家
論
泰
曳
ホ
』
(
中
国
華
僑
出

版
社
一
九
九
四
年
)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
｢
泰
曳
爾
著
作
申
訳
書
目
｣
を
参
考
に
作
成
｡

遭
蔭
業
｢
什
磨
是
牽
術
｣
(
『
撃
燈
』
一
九
二
三
年
六
月
二
軍二
七
-
三
〇
日
)

葉
放
芳
｢
泰
曳
爾
的
婦
女
論
｣
(
『
婦
女
難
詰
』
九
巻
一
〇
期
一
九
二
三
年
一
〇
月
)

朱
枕
梅
｢
人
格
論
｣

(
『
撃
燈
』
一
九
二
四
年
四
月
一
二
日
､
一
五
-
一
七
日
)

朱
枕
梅
｢
泰
曳
爾
的
露
天
学
校
｣
(
『
畢
燈
』
一
九
二
四
年
八
月
一
六
､
一
九
､
二
〇
日
)

包
寿
眉
｢
婦
女
｣

(
『
学
燈
』
一
九
二
五
年
三
月
一
九
-
二
〇
日
)

徐
蓮
｢
蛮
術
之
意
義
｣

(
『
中
原
』
一
巻
二
期
一
九
四
三
年
一
〇
月
)

(12)

沈
雁
氷
は
文
末
に
｢
四
､
一
二
､
夜
｣
と
記
し
て
い
る
｡

(
ほ
)

大
沢
吉
博
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
明
暗
‥
漱
石
･
キ
プ
リ
ン
グ
･
タ
ゴ
ー
ル
』

(
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二
)

(14)

郭
沫
若
｢
泰
曳
ホ
来
華
的
我
見
｣
(
『
創
造
週
報
』
第
二
三
号
､
一
九
二
三
.
一
〇
.
一
望
は
階
級
論
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
の
世
界
平
和
の
提
唱
を
批

判
し
て
い
る
｡
聞
一
多
｢
泰
果
ホ
批
評
｣
(
『
時
事
新
報
』
副
刊
『
文
学
』
一
九
二
三
.
一
二
)
は
､
情
緒
を
重
ん
ず
る
と
い
う
､
詩
の
本
来
あ
る
べ

き
姿
を
主
客
転
倒
さ
せ
た
タ
ゴ
ー
ル
の
哲
理
詩
と
､
現
実
を
捉
え
て
い
な
い
タ
ゴ
ー
ル
文
学
を
批
判
し
て
い
る
｡

(
ほ
)
(
1
6
)

こ
こ
で
の
引
用
は
『
農
報
女
学
旬
刊
』
に
発
表
し
た
も
の
に
従
う
｡
後
に
『
志
摩
的
詩
』
に
収
録
さ
れ
た
際
､
文
字
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

(
け
)

聞
一
多
と
タ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
､
拙
稿
｢
『
愛
国
』
と
『
文
芸
』
の
は
ぎ
ま
で

-
聞
一
多
と
清
華
園
の
詩
人
た
ち
｣
(
冒
本
中
国
学
会
報
』
五
二

集
､
二
〇
〇
〇
)

を
参
照
｡

(18)

壁
の
四
周
に
措
か
れ
た
車
馬
図
案
に
つ
い
て
､
同
じ
く
『
詩
錦
』
活
動
に
参
加
し
た
塞
先
文
も
回
想
し
て
い
る
｡
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｢
他
的
那
同
市
庚
.
凡
是
到
達
的
人
都
近
得
根
清
琴
完
全
用
黒
紙
棟
糊
･
詩
人
彷
武
梁
詞
画
像
･
細
篭
勾
勤
了
一
些
人
物
､
幸
司
的
固
形
,
在
高
患

的
屯
灯
的
照
耀
下
.
見
得
格
外
神
秘
､
明
森
;
当
然
也
別
具
一
神
乞
木
風
格
｡
(
｢
性
向
一
多
同
志
｣
)

(19)

楠
原
俊
代
｢
聞
一
多
の
『
律
詩
底
研
究
』
｣
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
一
九
八
六
)

(
却
)

『
死
水
』
の
中
の
｢
心
跳
｣
か
ら
｢
一
個
観
念
｣
･
｢
発
現
｣
･
｢
祈
祷
｣
･
｢
一
句
話
｣
･
｢
荒
村
｣
･
｢
罪
過
｣
･
｢
天
安
門
｣
･
｢
飛
毛
腿
｣
･
｢
洗
衣
歌
｣
ま

で
の
一
連
の
愛
国
詩
を
指
す
｡

(21)

宋
湘
｢
聞
一
多
輿
『
死
水
』
｣
は
聞
一
多
死
後
の
一
九
四
七
年
四
月
貢
芸
復
興
』
に
発
表
さ
れ
た
際
､
文
末
に
｢
附
注
｣
が
付
け
ら
れ
て
い
た
｡
｢
本

文
係
未
湘
在
清
華
舎
下
作
客
時
所
幕
,
一
多
看
見
了
.
便
不
許
蓉
表
｡
一
多
説
,
除
非
等
他
死
了
以
後
.
這
文
便
帝
我
保
管
｡
如
今
一
多
死
了
謹

以
朱
湘
遺
稿
鄭
重
蓉
表
｡
l
樵
敬
志
｡
三
十
六
年
四
月
｡
｣

(
㌶
)

】
謹
中
氏
の
論
文
は
聞
一
多
の
詩
だ
け
で
は
な
く
､
『
新
月
詩
選
』
に
収
録
さ
れ
た
徐
志
摩
の
｢
愛
的
霊
感
｣
､
郡
渦
美
の
｢
女
人
｣
･
｢
神
光
｣
を
､

著
者
自
身
の
読
詩
感
想
の
み
に
基
づ
い
て
､
タ
ゴ
ー
ル
と
関
連
付
け
で
解
釈
し
て
い
る
｡
ま
た
､
郭
沫
若
と
タ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
､
一
九
二
四
年
タ
ゴ
ー

ル
訪
中
時
に
郭
沫
若
が
｢
苦
々
し
い
敵
意
｣
を
示
し
た
､
タ
ゴ
ー
ル
の
｢
東
洋
の
思
想
｣
は
中
国
の
知
識
階
級
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
､
と
い

ぅ
ア
メ
リ
カ
学
者
ス
テ
フ
ァ
ン
･
ヘ
イ
氏
の
指
摘
に
対
し
て
､
著
者
は
厳
し
い
反
論
を
行
っ
て
い
る
｡
そ
の
反
論
は
一
九
二
四
年
当
時
の
中
国
文
化

界
の
実
情
を
ほ
ぼ
無
視
し
､
新
詩
の
第
一
人
者
で
｢
中
国
の
タ
ゴ
ー
ル
｣
と
さ
れ
る
郭
沫
若
の
た
め
の
弁
護
に
尽
き
る
も
の
で
あ
る
｡


