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「
湖
南
の
扇
」
論
 
－
 
情
熱
的
な
中
国
女
性
 
 

桃
 
紅
 
 

第
一
節
 
は
じ
め
に
 
 

「
湖
南
の
扇
」
は
一
九
二
六
年
一
月
一
日
『
中
央
公
論
』
 
で
発
表
さ
れ
、
翌
年
同
名
の
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
脱
稿
直
後
、
 
 

斎
藤
茂
書
宛
の
書
簡
に
 
「
仕
舞
の
方
が
出
来
損
っ
て
ゐ
る
」
 
と
い
う
発
言
が
あ
る
た
め
、
芥
川
は
こ
の
小
説
を
成
功
作
と
見
な
し
て
い
な
か
 
 

っ
た
。
と
は
い
え
、
単
行
本
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
は
、
彼
自
身
は
気
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
の
湖
南
長
沙
で
あ
る
。
日
本
人
旅
行
者
の
 
「
僕
」
 
は
多
く
の
革
命
家
を
生
ん
 
 

だ
長
沙
に
来
て
、
旧
友
の
渾
永
年
の
案
内
で
、
妓
館
に
あ
が
る
。
そ
こ
で
妓
女
の
玉
蘭
は
斬
罪
に
さ
れ
た
土
匪
の
頭
目
黄
六
一
の
血
を
染
み
 
 

こ
ま
せ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
手
に
取
り
、
「
わ
た
し
は
喜
ん
で
わ
た
し
の
愛
す
る
…
…
・
‥
 
黄
老
爺
の
血
を
昧
は
ひ
ま
す
」
 
‖
言
い
な
が
ら
食
べ
 
 

始
め
る
。
そ
の
衝
撃
的
な
シ
ー
ン
を
目
撃
し
た
「
僕
」
は
、
後
日
長
沙
を
去
っ
た
船
の
中
で
桃
色
の
房
を
垂
ら
し
た
一
本
の
窃
を
発
見
す
る
。
 
 
 

こ
の
作
品
は
、
一
九
二
一
年
三
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
中
国
旅
行
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
 
「
中
国
土
産
」
 
と
し
て
、
芥
川
の
中
国
体
験
 
 

を
検
証
す
る
形
で
た
い
て
い
読
ま
れ
て
き
た
。
土
匪
の
血
が
染
み
こ
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
と
い
う
奇
を
て
ら
っ
た
設
定
か
ら
、
こ
の
作
品
を
魯
 
 

迅
の
小
説
「
薬
」
 
（
『
新
青
年
』
、
山
九
一
九
年
五
月
）
 
と
の
類
似
関
係
か
ら
論
じ
る
先
行
研
究
も
少
な
く
な
い
。
…
 
 
 

注
目
す
べ
き
な
の
は
、
芥
川
の
視
察
し
た
の
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
激
動
の
社
会
変
革
に
直
面
し
た
中
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
湖
南
の
扇
」
 
を
は
じ
め
、
彼
の
帰
国
後
の
作
品
の
中
で
、
中
国
で
感
じ
と
っ
た
革
命
思
想
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
ず
、
 
 

当
時
の
中
国
の
社
会
状
況
は
批
判
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
国
旅
行
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
群
は
 
「
政
治
に
対
す
る
根
 
 

源
的
無
関
心
」
。
を
示
し
て
い
る
と
い
う
否
定
的
な
評
価
を
下
さ
れ
て
い
る
。
 
 

一
九
七
〇
年
代
以
来
、
塚
谷
周
次
が
 
「
ラ
ジ
カ
ル
な
革
命
的
雰
囲
気
の
原
点
を
検
証
し
ょ
う
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
精
神
を
所
持
す
る
こ
と
 
 

で
、
こ
の
作
品
が
失
敗
作
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
種
の
作
品
の
系
譜
上
、
こ
の
作
品
が
相
当
特
異
な
位
置
を
し
め
る
」
 
り
と
 
 

評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
革
命
運
動
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
こ
の
小
説
を
評
価
し
ょ
う
と
い
う
試
み
も
な
さ
れ
て
き
た
。
関
口
安
義
も
こ
の
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小
説
の
 
「
執
筆
モ
チ
ー
フ
は
湖
南
の
民
、
す
な
わ
ち
中
国
人
民
へ
の
関
心
で
あ
る
」
 
と
し
、
「
そ
れ
は
激
動
と
混
乱
の
中
国
を
見
た
彼
の
確
 
 

信
で
あ
り
」
、
「
病
ん
だ
末
期
の
眼
は
、
的
確
に
隣
国
中
国
の
未
来
を
見
抜
い
て
い
た
」
 
5
と
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
先
行
研
究
を
概
観
し
て
か
ら
、
「
湖
南
の
扇
」
 
を
検
討
す
る
際
に
、
芥
川
の
中
国
旅
行
体
験
と
当
時
の
中
国
の
革
 
 

命
運
動
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
よ
り
客
観
的
な
視
野
に
入
れ
て
綿
密
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

一
方
、
従
来
の
研
究
で
は
、
語
り
手
の
日
本
人
旅
行
家
 
「
僕
」
、
湖
南
出
身
の
医
者
評
永
年
と
土
匪
の
黄
六
一
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
男
 
 

性
登
場
人
物
に
注
目
し
て
作
品
の
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
、
「
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南
の
民
の
面
目
」
 
を
示
し
た
の
が
中
国
の
 
 

近
代
知
識
人
男
性
で
は
な
く
、
下
層
社
会
に
置
か
れ
た
妓
女
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
 
 
 

含
芳
に
つ
い
て
は
、
「
極
め
て
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
存
在
」
 
≠
と
論
じ
ら
れ
る
だ
け
で
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
 
 

女
主
人
公
の
玉
蘭
に
つ
い
て
は
、
恋
人
の
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
る
と
い
う
彼
女
の
 
「
情
熱
的
行
為
」
 
が
、
こ
れ
ま
で
 
「
恋
愛
の
情
熱
」
 
 

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
別
の
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
女
性
表
象
は
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ど
 
 

う
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
本
論
文
は
、
「
他
者
」
 
と
し
て
描
か
れ
た
中
国
妓
女
に
焦
点
を
あ
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
 
 

芥
川
の
中
国
体
験
に
散
在
す
る
事
象
と
あ
わ
せ
て
こ
の
小
説
を
新
た
に
分
析
す
る
。
 
 

第
二
節
 
革
命
家
と
し
て
の
妓
女
 
 

含
芳
が
最
初
に
登
場
す
る
場
面
は
、
「
僕
」
 
が
到
着
し
た
長
沙
の
埠
頭
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
長
沙
の
 
「
見
す
ぼ
ら
し
さ
」
、
「
薄
汚
い
支
 
 

那
人
」
 
な
ど
が
 
「
僕
に
は
失
望
に
近
い
感
情
を
与
へ
た
」
 
が
、
彼
女
の
姿
は
 
「
僕
」
 
の
視
線
を
惹
い
た
。
 
 

枝
の
つ
ま
つ
た
薬
柳
の
下
に
一
人
の
支
那
美
人
を
発
見
し
た
。
彼
女
は
水
色
の
夏
衣
装
の
胸
に
メ
 
 
 

し
か
し
僕
は
桟
橋
の
向
う
に
、
 
－
 
 

ダ
ル
か
何
か
を
ぶ
ら
下
げ
た
、
如
何
に
も
子
供
ら
し
い
女
だ
つ
た
。
僕
の
目
は
或
は
そ
れ
だ
け
で
も
彼
女
に
惹
か
れ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
 
 
 

た
。
が
、
彼
女
は
そ
の
上
に
高
い
甲
板
を
見
上
げ
た
ま
ま
、
紅
の
濃
い
口
も
と
に
微
笑
を
浮
か
べ
、
諷
 

開
き
の
扇
を
か
ざ
し
て
ゐ
た
。
 
 
 

（
中
略
）
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「
さ
あ
、
土
匪
の
斬
罪
か
何
か
見
物
で
も
出
来
り
や
格
別
だ
が
、
…
…
…
」
 
 

（
中
略
）
 
 

「
ぢ
や
も
う
一
週
間
前
に
来
り
や
好
い
の
に
。
あ
す
こ
に
少
し
空
き
地
が
見
え
る
ね
。
－
－
－
」
 
 

そ
れ
は
赤
煉
瓦
の
西
洋
家
屋
の
前
、
－
－
－
丁
度
あ
の
彼
の
つ
ま
つ
た
菓
柳
の
あ
る
処
に
当
つ
て
ゐ
た
。
が
、
さ
つ
き
の
支
那
美
人
は
い
 
 
 

っ
か
も
う
そ
こ
に
は
見
え
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
（
∴
 
三
八
～
一
四
〇
頁
、
傍
線
は
引
周
者
、
以
下
同
）
 
 

日
本
人
男
性
の
 
「
僕
」
 
は
見
る
主
体
で
あ
り
、
扇
と
含
芳
は
見
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
。
「
僕
」
 
の
男
性
中
心
主
義
的
な
視
線
を
通
し
て
、
 
 

「
子
供
ら
し
い
」
 
含
芳
が
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
、
弱
々
し
い
存
在
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
誰
か
に
合
ひ
図
で
も
す
る
や
う
に
半
開
 
 

き
の
扇
を
か
ざ
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
動
作
を
通
し
て
、
彼
女
が
自
ら
「
見
せ
る
主
体
」
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
図
が
見
え
て
く
る
。
 
 
 

し
か
し
、
彼
女
は
何
者
な
の
か
、
何
故
そ
こ
で
 
「
厨
を
か
ざ
し
て
ゐ
た
」
 
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
彼
女
が
立
っ
た
 
「
赤
煉
瓦
の
西
洋
家
屋
 
 

の
前
」
 
は
、
土
匪
の
黄
六
一
が
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
女
は
黄
六
 
 

叫
と
そ
の
斬
罪
と
何
か
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
で
彼
女
の
素
性
は
何
も
明
ら
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
小
説
全
体
の
構
成
 
 

か
ら
み
る
と
、
彼
女
は
謎
の
人
物
の
よ
う
に
見
え
る
。
含
芳
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
姿
は
日
本
と
い
う
（
内
部
）
 
の
視
点
を
持
つ
 
「
僕
」
 
の
目
 
 

を
通
し
て
、
（
外
部
）
 
の
存
在
の
様
相
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

渾
の
案
内
で
、
「
僕
」
 
は
妓
館
で
 
「
支
那
美
人
」
 
の
含
芳
と
再
会
す
る
。
妓
館
で
 
「
僕
」
 
は
含
芳
を
 
「
病
的
な
弱
々
し
さ
」
 
を
も
っ
た
女
 
 

と
見
て
い
た
。
一
方
、
彼
女
の
横
顔
を
 
「
目
か
げ
の
土
に
育
っ
た
、
小
さ
い
球
根
」
 
に
替
え
て
見
た
 
「
僕
」
 
の
視
線
を
通
し
て
、
半
封
建
・
 
 

半
植
民
地
社
会
の
重
圧
を
受
け
つ
つ
も
、
逆
境
を
生
き
抜
い
て
生
命
力
に
溢
れ
て
い
た
彼
女
の
強
靭
な
姿
が
浮
上
し
て
く
る
。
 
 
 

「
僕
」
 
は
評
の
紹
介
で
、
こ
の
 
「
支
那
美
人
」
 
の
出
身
地
を
知
る
。
 
 

「
こ
の
人
の
言
葉
は
締
盟
だ
ね
。
R
の
音
な
ど
は
仏
蘭
西
人
の
や
う
だ
ご
 
 

「
う
ん
、
そ
の
人
は
瑚
剥
封
引
出
だ
か
ら
。
」
 
（
一
問
八
貫
）
 
 

こ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
中
国
語
が
全
く
分
か
ら
な
い
 
「
僕
」
 
の
視
覚
と
聴
覚
を
通
し
て
、
含
芳
と
い
う
「
支
那
美
人
」
 
は
中
国
水
郷
的
 
 

186   



54  

な
美
と
西
洋
的
な
響
き
を
持
ち
、
∴
垂
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
だ
が
、
「
北
京
生
ま
れ
」
 
 

と
い
う
含
芳
の
設
定
は
こ
の
湖
南
長
沙
の
妓
館
で
何
か
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

含
芳
に
関
す
る
謎
は
こ
れ
だ
け
で
ほ
な
い
。
「
僕
」
は
繹
の
説
明
か
ら
、
そ
の
日
に
含
芳
が
埠
貌
で
誰
か
を
出
迎
え
た
こ
と
を
知
る
。
 
 
 

渾
は
こ
う
言
う
通
訳
を
し
た
後
、
も
う
忘
含
芳
へ
話
し
か
け
た
。
が
、
彼
女
は
頬
笑
ん
だ
き
り
、
子
供
の
よ
う
に
い
や
い
や
を
し
て
 
 
 

い
た
。
 
 

「
ふ
ん
、
ど
う
し
て
も
白
状
し
な
い
。
誰
の
出
迎
い
に
行
っ
た
と
尋
い
て
い
る
ん
だ
が
。
…
…
…
」
 
 

（
中
略
）
 
 

「
お
い
、
何
と
言
っ
た
ん
だ
い
？
」
 
 

「
そ
の
人
は
誰
の
出
迎
い
で
も
な
い
、
お
母
さ
ん
の
出
迎
い
に
行
っ
た
ん
だ
と
言
う
ん
だ
。
何
、
今
こ
こ
に
い
る
先
生
が
ね
、
×
×
×
 
 
 

と
言
う
長
沙
の
役
者
の
出
迎
い
か
何
か
だ
ろ
う
と
言
っ
た
も
ん
だ
か
ら
。
」
僕
は
生
憎
そ
の
名
前
だ
け
は
ノ
オ
ト
に
と
る
訳
に
行
か
な
か
 
 
 

っ
た
。
（
疇
 
四
八
～
一
四
九
頁
）
 
 

「
扇
を
か
ざ
し
て
」
、
「
×
×
×
と
言
う
長
沙
の
役
者
」
を
迎
え
に
行
っ
た
含
芳
は
、
何
故
そ
の
こ
と
を
「
ど
う
し
て
も
白
状
し
な
い
」
 
 

の
か
。
彼
女
は
「
長
沙
の
役
者
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
最
後
ま
で
明
ら
か
に
 
 

さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
「
僕
」
は
わ
ざ
と
「
×
×
×
と
言
う
長
沙
の
役
者
」
と
い
う
伏
せ
字
を
用
い
て
、
「
生
憎
そ
の
名
 
 

前
だ
け
は
ノ
オ
ト
に
と
る
訳
に
行
か
な
か
っ
た
」
と
唆
昧
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
満
都
優
実
子
は
近
代
中
国
史
に
お
け
る
「
役
 
 

者
」
 
の
政
治
的
意
味
を
分
析
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

長
沙
が
五
四
運
動
の
極
め
て
激
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
山
九
二
〇
年
代
以
降
共
産
党
の
拠
点
と
し
て
、
機
能
し
て
い
く
土
地
で
も
 
 
 

あ
っ
た
状
況
を
鑑
み
る
と
、
「
×
×
×
と
言
う
長
沙
の
役
者
」
が
、
社
会
主
義
に
関
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
だ
 
 

ろ
、
つ
。
 
 

（
中
略
）
「
役
者
」
は
、
娯
楽
性
よ
り
も
、
こ
の
時
代
は
る
か
に
政
治
性
を
帯
び
た
任
を
負
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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（
中
略
）
 
含
芳
は
た
だ
、
「
子
供
ら
し
い
」
 
弱
々
し
い
像
を
す
り
抜
け
て
、
あ
る
種
の
政
治
性
を
帯
び
た
存
在
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
 
 
 

く
る
だ
ろ
う
。
川
 
 

溝
部
優
実
子
の
論
文
は
、
こ
の
 
「
長
沙
の
役
者
」
 
が
社
会
主
義
に
関
わ
っ
た
革
命
家
で
あ
り
、
合
算
も
 
「
政
治
性
を
帯
び
た
存
在
」
 
で
あ
 
 

る
と
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
 
「
湖
南
の
扇
」
 
を
革
命
運
動
と
の
か
か
わ
り
か
ら
読
む
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
溝
部
 
 

優
実
子
の
論
文
に
は
含
芳
が
 
「
あ
る
種
の
政
治
性
を
帯
び
た
存
在
」
 
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
実
証
的
な
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
言
 
 

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

『
中
国
近
代
妓
女
史
』
 
に
よ
る
と
、
辛
亥
革
命
以
降
、
封
建
家
父
長
制
の
重
圧
を
受
け
、
下
層
社
会
に
生
き
て
い
た
多
く
の
妓
女
は
、
民
 
 

族
と
国
家
の
存
亡
に
瀕
し
た
と
き
、
積
極
的
に
革
命
党
に
協
力
し
、
革
命
活
動
に
身
を
投
じ
て
力
を
尽
く
し
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
 
 

下
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
当
時
中
国
妓
女
は
愛
国
行
為
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
革
命
性
■
政
治
性
を
体
現
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
 
 

［
辛
亥
革
命
に
お
い
て
］
 
上
海
独
立
の
後
、
張
侠
琴
、
唐
天
琴
な
ど
の
遊
郭
の
妓
女
た
ち
は
激
動
的
な
革
命
運
動
の
中
、
中
華
女
子
探
 
 
 

偵
団
養
成
所
を
創
立
し
、
革
命
軍
の
た
め
情
報
を
収
集
し
た
り
、
ス
パ
イ
を
養
成
し
よ
う
と
し
た
り
し
た
。
（
中
略
）
 
計
画
と
し
て
は
、
 
 
 

ま
ず
養
成
所
で
探
偵
の
知
識
を
三
ケ
月
勉
強
し
、
探
偵
の
人
材
と
な
っ
て
か
ら
、
最
前
線
へ
駆
け
つ
け
、
行
軍
す
る
時
の
敵
情
及
び
国
際
 
 
 

上
の
秘
密
を
偵
察
す
る
。
ほ
 
（
拙
訳
、
以
下
の
中
国
側
の
資
料
も
特
に
明
記
し
な
い
限
り
す
べ
て
同
様
。
［
 
］
 
内
は
訳
者
補
沖
こ
 
 

ま
た
、
≡
試
売
新
聞
』
 
に
連
載
さ
れ
た
清
水
安
三
の
 
「
北
京
よ
り
」
 
に
お
い
て
は
、
一
九
二
三
年
四
月
一
六
日
か
ら
山
 
八
日
に
か
け
て
、
 
 

「
革
命
婦
人
」
 
と
い
う
副
題
で
、
中
国
女
性
の
革
命
活
動
が
紹
介
さ
れ
た
。
一
七
日
の
 
「
革
命
婦
人
 
（
二
）
」
 
で
ほ
、
次
の
よ
う
に
番
か
れ
 
 

て
い
る
。
 
 

第
二
次
革
命
用
の
前
後
再
び
婦
女
運
動
家
掘
起
し
て
、
民
軍
馨
授
の
為
め
に
密
閉
し
た
。
（
中
略
）
 
唐
群
其
の
妹
慕
英
な
る
も
の
も
ま
 
 

た
封
痢
易
る
刹
。
要
す
る
に
第
二
革
命
に
於
け
る
婦
人
の
括
動
 
 

は
、
刺
客
と
し
て
束
奔
西
走
せ
し
に
止
ま
り
、
革
命
成
る
に
及
ん
で
は
何
れ
も
香
と
し
て
其
の
消
息
を
洩
ら
さ
ぬ
。
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≡
訳
売
新
聞
』
の
記
事
を
通
し
て
、
中
国
女
性
が
革
命
運
動
に
果
た
し
た
役
割
が
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
特
に
注
目
し
て
お
 
 

き
た
い
の
は
、
当
時
の
革
命
女
性
が
活
躍
し
て
い
た
場
所
と
し
て
「
長
江
方
面
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
湖
南
の
扇
」
の
「
僕
」
 
 

が
旅
行
し
た
の
は
、
革
命
家
を
輩
出
し
た
長
江
都
市
の
湖
南
長
沙
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
の
五
四
運
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
連
の
反
帝
 
 

国
主
義
・
反
封
建
主
義
の
愛
国
運
動
が
全
国
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
長
沙
は
五
四
運
動
の
後
、
反
日
運
動
が
高
揚
し
、
革
命
的
な
機
能
を
果
 
 

た
し
た
都
市
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
女
性
も
積
極
的
に
革
命
括
動
を
行
っ
た
と
い
う
同
時
代
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
相
関
か
ら
、
含
芳
 
 

は
単
な
る
「
長
江
の
役
者
」
の
よ
う
な
革
命
家
の
協
力
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
女
自
身
も
革
命
運
動
を
展
開
す
る
革
命
家
で
あ
る
可
能
 
 

性
も
高
い
と
推
測
で
き
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
反
日
、
反
帝
国
主
義
を
旗
印
と
し
た
五
四
運
動
の
中
心
地
が
北
京
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
北
京
は
五
関
連
動
に
お
 
 

い
て
政
治
・
文
化
の
発
信
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
二
〇
余
の
省
、
一
〇
〇
余
の
都
市
で
北
京
の
学
生
に
呼
応
し
て
、
日
貨
 
 

排
斥
は
野
火
の
よ
う
に
拡
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
み
る
と
、
「
北
京
生
ま
れ
」
の
含
芳
は
革
命
運
動
の
激
し
い
北
京
か
 
 

ら
地
方
湖
南
に
来
て
革
命
家
に
協
力
す
る
女
性
軍
命
家
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
含
芳
が
か
ざ
し
た
「
扇
」
は
地
方
の
革
命
家
 
 

と
会
う
と
き
に
使
わ
れ
た
道
具
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
 
 
 

欝
が
妓
女
と
斬
罪
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
間
、
「
僕
」
は
含
芳
の
顔
を
見
な
が
ら
、
「
理
智
的
に
は
彼
女
の
心
も
ち
を
可
也
は
っ
き
り
と
 
 

了
解
し
た
」
。
一
方
、
含
芳
は
「
耳
環
を
震
わ
せ
な
が
ら
、
テ
エ
プ
ル
の
か
げ
に
な
っ
た
膝
の
上
に
手
巾
を
結
ん
だ
り
解
い
た
り
」
す
る
こ
 
 

と
で
、
自
分
の
内
面
の
感
情
を
隠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、
玉
蘭
と
斬
罪
さ
れ
た
黄
六
一
に
つ
い
て
の
話
題
が
含
芳
に
与
え
た
 
 

衝
撃
が
 
「
僕
」
 
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

僕
は
体
の
震
へ
る
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
僕
の
膝
を
抑
へ
た
含
芳
の
手
の
震
へ
る
の
だ
つ
た
。
（
一
五
三
頁
）
 
 

こ
こ
で
は
、
「
僕
」
 
の
体
の
震
え
は
含
芳
に
対
す
る
「
理
知
的
」
で
「
か
な
り
は
っ
き
り
」
と
し
た
「
了
解
」
で
は
な
く
、
含
芳
の
隠
さ
 
 

れ
た
内
心
の
動
き
の
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
単
に
恐
し
い
場
面
を
目
撃
し
た
「
寮
与
こ
で
は
な
い
。
今
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
含
 
 

芳
は
湖
南
長
沙
で
革
命
家
に
協
力
し
た
革
命
家
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
革
命
家
で
あ
っ
た
費
六
一
が
斬
罪
さ
れ
た
こ
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と
が
耳
に
入
っ
た
際
、
彼
女
は
 
「
手
巾
を
結
ん
だ
り
解
い
た
り
し
て
い
た
」
 
こ
と
に
よ
っ
て
、
懸
命
に
悲
痛
と
憤
慨
の
気
持
を
抑
え
ざ
る
を
 
 

え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
革
命
家
で
あ
る
故
に
、
彼
女
は
玉
蘭
と
同
じ
で
大
勢
の
前
で
黄
六
一
へ
の
敬
愛
を
表
明
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
 
 

「
臼
か
げ
の
土
に
育
っ
た
小
さ
い
球
根
」
の
よ
う
に
「
人
目
に
触
れ
な
い
や
う
に
」
革
命
の
力
を
蓄
積
す
る
し
か
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
 
 

玉
蘭
の
大
胆
な
行
為
を
目
撃
し
た
含
芳
の
 
「
手
の
震
え
」
 
は
実
際
彼
女
の
内
心
の
震
え
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

妓
館
で
遭
遇
し
た
 
「
小
事
件
」
 
の
翌
日
、
「
僕
」
 
は
帰
途
に
着
き
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
 
 

僕
は
三
泊
の
予
定
通
り
、
五
月
十
九
日
の
午
後
五
時
頃
、
前
と
同
じ
玩
江
丸
の
甲
板
の
欄
干
に
よ
り
か
か
っ
て
い
た
。
白
壁
や
瓦
屋
根
 
 
 

を
積
み
上
げ
た
長
沙
は
何
か
僕
に
は
無
気
味
だ
っ
た
。
そ
れ
は
次
第
に
迫
っ
て
来
る
暮
色
の
影
聯
に
違
い
な
か
っ
た
。
僕
は
葉
巻
を
街
え
 
 
 

た
ま
ま
、
何
度
も
あ
の
愛
姶
の
好
い
謬
永
年
の
願
を
思
い
出
し
た
。
が
、
評
は
何
の
為
か
、
僕
の
見
送
り
に
は
立
た
な
か
っ
た
。
 
 

玩
江
丸
の
長
沙
を
発
し
た
の
は
確
か
七
時
か
七
時
半
だ
っ
た
。
僕
は
食
事
を
す
ま
せ
た
後
、
薄
暗
い
船
室
の
電
灯
の
下
に
僕
の
滞
在
費
 
 
 

を
計
算
し
出
し
た
。
僕
の
目
の
前
に
は
扇
が
一
本
、
二
尺
に
足
り
な
い
机
の
外
へ
桃
色
の
流
蘇
を
垂
ら
し
て
い
た
。
こ
の
扇
は
僕
の
こ
こ
 
 
 

へ
来
る
前
に
誰
か
の
置
き
忘
れ
て
行
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
僕
は
鉛
筆
を
動
か
し
な
が
ら
、
時
々
又
誰
の
顔
を
思
い
出
し
た
。
彼
の
玉
蘭
を
 
 
 

苦
し
め
た
理
由
は
は
っ
き
り
と
は
僕
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
僕
の
滞
在
費
は
 
－
 
僕
は
未
だ
に
覚
え
て
い
る
、
日
本
の
金
に
換
 
 
 

算
す
る
と
、
丁
度
十
二
門
五
十
銭
だ
っ
た
。
（
一
五
三
～
一
五
四
宵
ご
 
 

旅
費
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
「
僕
」
は
誰
か
の
置
き
忘
れ
た
扇
を
凝
視
し
、
玉
蘭
と
繹
と
の
葛
藤
を
思
い
出
す
。
片
岡
鉄
平
は
こ
の
部
分
 
 

に
つ
い
て
、
「
作
者
に
は
、
人
生
に
対
す
る
何
の
興
味
も
、
情
熱
も
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
㌧
失
は
れ
て
居
る
。
そ
の
悔
恨
が
枯
淡
な
手
法
に
よ
 
 

つ
て
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
冊
と
評
し
て
い
る
。
塚
谷
周
次
－
1
と
神
田
由
美
子
＝
の
分
析
で
は
、
「
湖
南
の
扇
」
に
お
け
る
「
扇
」
に
 
 

異
国
趣
味
の
小
道
具
と
い
う
解
釈
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
扇
」
 
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
意
味
性
や
ド
ラ
マ
に
対
す
る
 
「
僕
」
 
の
 
 

無
関
心
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
「
湖
南
の
扇
」
 
の
草
稿
を
調
べ
て
み
る
と
、
最
後
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
番
か
れ
て
い
る
。
 
 

僕
は
三
泊
の
確
定
通
り
、
五
月
十
九
日
の
午
後
七
時
頃
、
前
と
同
じ
玩
江
丸
に
乗
っ
た
が
、
あ
の
愛
想
の
好
い
渾
は
用
事
か
何
か
の
為
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に
、
僕
の
見
送
り
に
は
来
な
か
つ
た
ら
し
い
。
僕
は
船
の
動
き
出
し
た
後
、
羽
虫
の
群
っ
た
薄
暗
い
船
室
の
電
燈
の
下
の
机
に
向
か
ひ
、
 
 
 

時
時
彼
の
事
を
思
い
な
が
ら
、
僕
の
滞
在
費
を
計
算
し
出
し
た
。
玉
蘭
の
諸
に
憎
ま
れ
た
訳
は
未
だ
に
僕
自
身
に
も
は
つ
き
り
し
な
い
。
 
 

が
、
僕
の
滞
在
費
は
日
本
の
金
に
換
算
す
る
と
、
丁
度
十
二
円
五
十
銭
だ
つ
た
。
欄
 
 
 

今
ま
で
の
先
行
研
究
は
草
稿
に
関
し
て
、
殆
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
草
稿
と
完
成
稿
と
を
照
合
し
て
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
草
稿
よ
 
 

り
完
成
稿
の
ほ
う
は
明
ら
か
に
叙
述
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
扇
に
つ
い
て
は
、
草
稿
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
完
成
稿
で
 
 

は
「
桃
色
の
流
蘇
を
垂
ら
し
て
い
た
」
扇
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
扇
」
の
書
き
入
れ
が
芥
川
の
意
図
的
な
行
為
 
 

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
Q
と
す
れ
ば
、
「
扇
」
の
持
つ
象
徴
的
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
草
稿
と
完
全
稲
の
比
 
 

較
に
つ
い
て
は
、
海
老
井
英
次
の
「
中
国
人
の
命
を
も
賭
す
る
よ
う
な
情
熱
的
な
ロ
マ
ン
を
行
き
抜
く
こ
と
の
出
来
な
い
現
実
を
、
図
ら
ず
 
 

も
表
現
し
て
い
た
」
冊
と
い
う
解
説
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
解
説
を
踏
ま
え
て
い
う
と
、
「
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南
の
民
の
面
 
 

目
を
示
す
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
湖
南
の
扇
」
に
お
い
て
、
「
扇
」
は
す
で
に
革
命
的
「
情
熱
」
と
繋
が
っ
て
隠
喩
的
な
意
味
を
持
っ
て
 
 

い
る
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
扇
」
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
異
国
情
趣
を
強
調
す
る
た
め
の
小
道
具
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
 
 

革
命
的
情
熱
を
持
つ
中
国
女
性
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
結
末
で
、
船
室
の
扇
の
持
ち
主
に
つ
い
て
は
言
及
 
 

さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
僕
」
の
扇
を
凝
視
し
た
ま
な
ざ
し
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
湖
南
で
遭
遇
し
た
「
小
事
件
」
に
対
し
て
 
 

の
芥
川
の
「
無
関
心
」
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
社
会
変
革
の
激
し
い
時
代
に
置
か
れ
た
中
国
女
性
か
ら
受
け
と
っ
た
衝
撃
で
あ
る
と
 
 

言
え
よ
う
。
 
 

第
三
節
 
排
日
運
動
に
お
け
る
女
学
生
と
妓
女
 
 

「
僕
」
は
長
沙
に
着
い
た
翌
日
、
渾
の
案
内
で
湖
南
名
勝
の
観
光
に
出
か
け
た
。
そ
の
日
、
評
は
す
れ
違
っ
た
モ
オ
タ
ア
・
ボ
オ
ト
に
乗
 
 

っ
た
「
支
那
美
人
」
た
ち
の
姿
を
見
る
と
、
「
殆
ど
仇
に
で
も
遇
っ
た
や
う
に
」
一
人
の
女
性
を
指
し
示
し
た
。
そ
の
女
が
斬
罪
に
な
っ
た
 
 

土
匪
頭
目
の
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
り
、
「
黄
の
生
き
て
ゐ
た
時
に
は
中
々
幅
を
利
か
し
て
ゐ
た
」
と
語
る
。
薄
は
「
僕
」
の
「
退
屈
」
を
気
 
 

に
せ
ず
、
突
然
「
湘
南
工
業
学
校
」
の
参
観
を
提
案
し
た
。
そ
の
時
、
「
僕
」
は
「
つ
い
き
の
ふ
の
朝
、
或
女
学
校
を
参
観
に
出
か
け
、
存
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外
烈
し
い
排
日
的
空
気
に
不
快
を
感
じ
て
ゐ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
、
「
湖
南
の
扇
」
に
お
い
て
は
、
玉
蘭
と
い
う
中
国
女
性
の
登
場
は
「
僕
」
 
 

の
感
じ
た
 
「
或
女
学
校
」
 
の
 
「
排
日
的
空
気
」
 
と
繋
が
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
黄
六
一
と
の
か
か
わ
り
か
ら
玉
蘭
を
分
析
し
て
き
た
。
青
柳
達
雄
は
、
同
時
代
中
国
社
会
の
 
「
土
匪
」
に
つ
い
 
 

て
分
析
し
た
う
え
で
、
黄
六
一
を
「
官
僚
や
地
方
の
地
主
な
ど
に
対
し
て
強
い
反
感
」
を
持
ち
、
「
革
命
以
降
の
混
乱
に
乗
じ
て
全
国
各
地
 
 

に
族
生
し
て
い
た
」
革
命
党
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
情
婦
の
玉
蘭
を
中
国
の
有
名
な
女
性
革
命
家
秋
塩
を
モ
デ
ル
と
し
た
 
「
革
命
的
精
神
の
 
 

持
主
で
あ
っ
た
」
…
と
見
な
し
て
い
る
？
芥
川
が
玉
蘭
と
い
う
女
主
人
公
に
女
性
軍
命
家
の
秋
瑳
を
投
影
さ
せ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
ま
 
 

だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
玉
蘭
の
 
「
革
命
的
精
神
」
を
見
出
し
た
青
柳
の
論
点
に
は
首
肯
で
き
る
。
本
給
文
は
、
「
湖
南
の
扇
」
で
番
か
 
 

れ
た
女
学
生
の
排
日
運
動
と
結
び
つ
け
、
同
時
代
の
中
国
妓
女
の
排
日
運
動
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
玉
蘭
と
い
う
女
主
人
公
の
革
命
 
 

性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 
 
 

「
湖
南
の
扇
」
 
で
啓
か
れ
た
 
「
或
女
学
校
」
は
、
芥
川
の
 
「
経
信
一
束
」
 
（
『
支
那
併
記
』
収
録
、
一
九
二
五
年
）
 
の
 
「
七
 
学
校
」
 
の
 
 

章
に
も
見
ら
れ
る
。
 
 

長
沙
の
天
心
第
一
女
子
師
範
学
校
並
に
附
属
高
等
小
学
校
を
参
観
。
古
今
に
稀
な
る
仏
頂
面
を
し
た
年
少
の
教
師
に
案
内
し
て
貰
ふ
。
 
 

女
学
生
は
皆
排
日
の
為
に
鉛
筆
や
何
か
を
便
は
な
い
か
ら
、
机
の
上
に
筆
硯
を
具
へ
、
幾
何
や
代
数
を
や
つ
て
ゐ
る
始
末
だ
。
㈱
 
 

湖
南
の
女
学
生
運
動
は
五
四
運
動
で
活
発
に
展
開
さ
れ
た
例
と
し
て
史
料
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
＝
芥
川
は
「
経
信
一
束
」
 
で
 
 

五
四
運
動
以
降
活
発
化
し
た
湖
南
の
女
学
生
の
排
日
連
動
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
芥
川
の
眼
に
入
っ
た
排
日
運
動
の
様
子
は
、
湖
南
の
 
 

女
学
校
だ
け
で
な
く
、
「
排
日
の
歌
」
を
ロ
に
し
な
が
ら
西
湖
の
湖
畔
を
歩
く
「
支
那
の
中
学
生
」
た
ち
、
天
平
山
で
見
か
け
た
「
排
日
の
 
 

落
書
き
」
 
な
ど
も
 
『
支
那
遊
記
』
 
に
よ
っ
て
点
描
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
「
湖
南
の
扇
」
 
で
芥
川
が
 
「
或
女
学
校
」
 
の
 
「
存
外
烈
し
い
排
日
的
空
気
」
 
に
感
じ
た
 
「
不
快
」
 
 

で
あ
る
。
そ
の
 
「
不
快
」
を
単
に
字
面
通
り
に
読
ん
で
終
わ
ら
せ
て
は
、
こ
の
小
説
の
持
つ
可
能
性
は
捉
え
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 
 

か
。
 
 
 

芥
川
の
長
沙
師
範
学
校
を
参
観
し
た
体
験
に
つ
い
て
、
友
人
の
江
川
換
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
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女
学
生
た
ち
は
日
本
が
帝
国
主
義
的
侵
略
を
や
め
る
ま
で
は
断
じ
て
こ
の
運
動
は
や
め
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
決
意
と
闘
志
の
は
 
 
 

げ
し
さ
を
実
際
に
見
た
と
き
、
芥
川
は
も
う
少
し
で
涙
が
出
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
感
動
に
打
た
れ
た
、
と
い
っ
て
い
た
。
「
中
国
人
と
い
 
 
 

う
民
族
は
全
く
た
い
し
た
民
族
だ
ね
。
い
ま
に
見
た
ま
え
。
い
ま
に
、
君
。
中
国
は
た
い
し
た
国
に
な
る
よ
。
」
 
 
 

こ
の
話
の
あ
と
で
芥
川
は
感
概
ぶ
か
い
表
情
と
と
も
に
こ
う
つ
け
加
え
た
。
 

江
川
換
の
回
想
か
ら
、
芥
川
が
女
学
生
た
ち
の
抗
日
精
神
の
激
し
さ
に
対
し
て
、
決
し
て
「
湖
南
の
扇
」
で
書
い
た
よ
う
な
「
不
快
」
感
 
 

で
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
深
い
感
慨
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
帝
国
主
義
の
侵
略
に
反
対
し
て
爆
発
し
た
五
四
運
動
に
お
い
て
は
、
女
学
生
た
ち
は
「
売
国
賊
の
懲
罰
」
、
「
条
 
 

約
調
印
の
拒
否
」
を
要
求
す
る
街
頭
デ
モ
、
日
本
商
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
救
国
募
金
な
ど
の
愛
国
連
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
、
 
 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
族
危
機
の
意
識
に
根
ざ
し
た
反
日
運
動
に
、
女
学
生
だ
け
で
な
く
、
下
層
社
会
に
生
き
て
い
た
妓
女
た
ち
も
参
 
 

加
し
た
。
中
国
近
代
史
に
お
い
て
、
妓
女
た
ち
が
積
極
的
に
五
四
運
動
の
学
生
を
応
援
し
、
自
ら
「
日
貨
排
斥
」
を
提
唱
し
た
愛
国
的
事
例
 
 

が
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
 
 

一
九
一
九
年
五
四
運
動
が
北
京
で
勃
発
し
た
。
（
中
略
）
 
六
月
六
日
西
福
致
里
の
妓
女
で
あ
る
妙
蓮
は
国
民
大
会
に
五
〇
元
寄
付
し
た
 
 
 

後
、
ま
た
各
妓
楼
に
「
謹
ん
で
花
柳
界
の
同
胞
に
告
げ
る
審
」
を
配
っ
た
。
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

我
々
中
国
は
滅
亡
に
瀕
し
て
い
る
。
今
ま
だ
滅
亡
し
て
い
な
い
の
は
、
す
べ
て
少
数
の
国
民
の
気
概
の
お
か
げ
で
あ
る
。
外
交
の
失
敗
 
 
 

し
た
消
息
が
伝
わ
っ
て
き
て
以
来
、
ま
ず
愛
国
の
学
生
た
ち
が
売
国
奴
を
処
罰
し
、
日
本
商
品
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
運
動
を
行
っ
た
。
（
中
 
 
 

略
）
こ
こ
に
全
国
の
花
柳
界
の
同
胞
に
各
自
の
良
心
に
従
っ
て
、
国
民
と
し
て
の
本
分
を
尽
く
す
よ
う
に
、
ご
勧
告
致
し
た
い
。
八
粂
の
 
 
 

方
法
を
付
記
す
る
。
（
中
略
）
 
∴
日
本
商
品
を
お
買
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
花
柳
界
の
同
胞
に
お
願
い
致
し
た
い
。
一
、
日
本
紙
幣
 
 

を
お
受
け
取
り
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
花
柳
界
の
同
胞
に
お
願
い
致
し
た
い
。
潮
 
 

音
う
ま
で
も
な
く
、
女
学
生
と
妓
女
は
半
封
建
・
半
植
民
地
の
中
国
社
会
構
造
に
お
い
て
雲
泥
の
差
と
い
う
ほ
ど
異
な
る
階
級
に
属
し
て
 
 

削  
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い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
識
人
階
級
の
女
学
生
に
し
て
も
、
社
会
的
身
分
の
低
い
妓
女
に
し
て
も
、
彼
女
た
ち
は
排
日
運
動
の
際
 
 

に
反
日
本
帝
国
を
目
標
と
し
、
「
日
貨
排
斥
」
 
に
よ
っ
て
日
本
帝
国
と
闘
争
す
る
。
女
学
生
と
妓
女
と
は
自
国
に
対
す
る
愛
国
意
識
と
帝
国
 
 

に
対
す
る
対
抗
意
識
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

芥
川
は
五
四
運
動
後
、
排
日
運
動
の
最
も
高
揚
し
た
湖
南
長
沙
を
訪
れ
た
。
彼
は
訪
中
体
験
の
紀
行
文
 
『
支
那
瀞
記
』
 
や
友
人
宛
の
書
簡
 
 

で
も
繰
り
返
し
当
時
の
排
日
運
動
を
生
々
し
く
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
 
「
存
外
烈
し
い
排
日
的
空
気
に
不
快
を
感
じ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
 
 

の
裏
に
、
西
洋
列
強
に
蚕
食
さ
れ
た
中
国
社
会
に
お
け
る
中
日
関
係
へ
の
芥
川
の
鋭
敏
な
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
僕
」
 
 

が
初
め
て
玉
蘭
と
い
う
女
性
を
観
察
し
た
後
、
わ
ぎ
わ
ざ
「
或
女
学
校
」
 
で
 
「
存
外
烈
し
い
排
日
的
空
気
」
 
の
不
快
な
体
験
を
関
心
の
な
い
 
 

か
の
よ
う
に
書
き
こ
ん
だ
の
は
、
玉
蘭
と
当
時
の
排
日
運
動
の
女
学
生
と
の
間
に
共
通
し
た
抵
抗
意
識
を
芥
川
が
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
 
 

ユ
ノ
0
 
 
 「

僕
」
 
は
湘
江
で
玉
蘭
を
望
見
L
た
そ
の
日
の
夜
、
評
と
一
緒
に
妓
館
に
上
っ
た
。
そ
の
妓
館
は
 
「
上
海
や
漠
口
の
妓
館
に
あ
る
の
と
殆
 
 

ど
変
り
は
見
え
な
か
っ
た
」
 
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
上
海
や
漠
口
の
妓
館
に
触
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
 
 

ぅ
。
芥
川
は
中
国
滞
在
中
、
何
回
か
妓
館
に
上
が
り
、
妓
女
と
同
席
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
。
特
に
帰
国
後
発
表
さ
れ
た
 
「
上
海
併
記
」
 
 

（
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
、
一
九
二
一
年
八
～
九
月
）
 
で
妓
館
で
の
体
験
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
妓
館
や
美
 
 

人
な
ど
の
印
象
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
 
 

楓
射
d
．
矧
君
－
呵
吋
嘲
廿
州
旬
刊
1
間
引
叫
剣
痢
封
．
挙
げ
て
ゐ
た
が
、
此
処
の
に
は
幸
ひ
そ
ん
な
旬
は
見
え
な
い
。
㈲
 
 

「
雅
叙
園
」
 
に
つ
い
て
は
・
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
 
の
注
解
で
は
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
芥
川
が
上
海
で
旅
行
し
た
当
時
彼
を
案
内
 
 

し
た
島
津
四
十
起
に
よ
っ
て
善
か
れ
た
 
『
上
海
案
内
』
 
に
よ
る
と
、
「
雅
叙
園
」
 
は
上
海
湖
北
路
に
あ
り
、
「
料
理
は
次
の
二
だ
が
家
が
大
 
 

き
く
看
板
が
古
い
の
で
知
ら
れ
て
屠
る
」
ほ
中
国
料
理
屋
で
あ
る
。
「
局
票
」
で
書
か
れ
た
「
母
忘
国
恥
（
国
恥
を
忘
れ
る
な
〓
の
「
国
恥
」
 
 

と
は
、
一
九
一
五
年
五
月
九
日
衰
世
凱
の
北
洋
軍
閥
政
府
が
日
本
の
出
し
た
中
国
侵
略
を
目
的
と
し
た
 
「
二
十
一
箇
条
」
 
を
承
認
し
た
こ
と
 
 

で
あ
る
。
山
九
一
九
年
の
五
月
九
日
の
 
「
国
恥
記
念
日
」
 
に
、
北
京
の
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
排
日
運
動
は
全
国
に
波
及
し
、
日
 
 

貨
排
斥
運
動
が
開
始
さ
れ
た
。
「
上
海
港
記
」
 
の
こ
の
箇
所
を
通
し
て
、
当
時
の
排
日
運
動
が
中
国
社
会
の
津
々
浦
々
に
広
が
っ
て
い
た
こ
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と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

「
雅
叙
園
」
 
は
芥
川
に
と
っ
て
、
∵
ン
ヨ
ツ
ク
を
受
け
る
や
う
な
所
」
 
ほ
で
あ
る
。
そ
の
 
「
シ
ョ
ッ
ク
」
 
と
は
、
「
上
海
港
記
」
 
で
書
か
れ
 
 

た
よ
う
な
便
所
を
料
理
場
の
流
し
に
L
た
こ
と
に
村
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
 
「
健
忘
国
恥
」
と
尊
か
れ
た
 
「
局
票
」
 
と
高
揚
し
た
排
日
 
 

運
動
が
芥
川
に
与
え
た
深
い
印
象
の
こ
と
で
あ
る
。
「
湖
南
の
扇
」
 
で
さ
り
げ
な
く
上
海
の
妓
館
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
中
国
体
験
を
強
調
 
 

す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
湖
南
の
妓
館
に
も
上
海
の
 
「
雅
叙
園
」
 
で
遭
遇
し
た
排
日
的
な
空
気
と
同
様
の
空
気
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
 
 

示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

「
僕
」
 
と
渾
が
人
血
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
時
に
、
玉
蘭
は
や
っ
て
き
た
。
欝
は
 
「
愛
想
の
好
い
顔
を
し
た
ま
ま
」
、
彼
 
 

女
に
 
「
褐
色
の
叫
片
を
突
き
つ
け
て
」
 
い
た
。
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
妓
女
に
強
い
る
仕
打
ち
を
し
た
渾
の
行
為
に
は
、
男
が
女
を
支
配
す
る
 
 

と
い
う
家
父
長
社
会
に
お
け
る
男
性
の
権
力
意
志
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
渾
の
挑
発
的
な
行
為
に
対
し
て
、
玉
蘭
は
無
言
で
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
 
 

噛
み
始
め
た
の
で
は
な
く
、
「
渾
の
顔
を
見
つ
め
、
二
こ
と
三
こ
と
問
答
を
し
」
 
て
か
ら
、
大
勢
の
見
守
る
前
で
、
「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
受
け
 
 

取
っ
た
後
」
、
「
何
か
し
ゃ
べ
り
出
し
た
」
 
よ
う
に
言
葉
を
発
し
て
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
噛
む
。
彼
女
の
発
し
た
言
葉
は
、
渾
の
通
訳
を
通
し
て
、
 
 

「
僕
」
 
に
次
の
よ
う
に
伝
わ
る
。
 
 

「
好
い
か
？
逐
語
訳
だ
よ
。
抽
 

僕
は
体
の
震
え
る
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
僕
の
膝
を
抑
え
た
含
芳
の
手
の
震
え
る
の
だ
っ
た
。
 
 

「
あ
な
た
が
た
も
ど
う
か
わ
た
し
の
よ
う
に
、
…
…
…
あ
な
た
が
た
の
愛
す
る
人
を
、
…
…
…
」
 
 

湘
江
で
の
渾
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
黄
六
一
は
 
「
平
生
密
輸
入
着
た
ち
に
黄
老
爺
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
」
。
前
述
し
た
溝
部
優
実
子
の
論
文
で
 
 

は
、
黄
六
一
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
五
月
九
日
と
い
う
排
日
を
想
起
さ
せ
る
日
で
あ
り
、
「
黄
六
一
の
反
体
制
的
な
色
彩
を
強
く
裏
付
け
る
も
 
 

の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
潤
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
玉
蘭
が
大
勢
の
人
の
前
で
、
愛
人
の
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
噛
 
 

み
始
め
、
敬
愛
の
意
を
表
明
し
た
こ
と
を
通
し
て
、
彼
女
が
持
つ
黄
六
一
と
同
じ
よ
う
な
反
体
制
の
意
志
を
伺
え
よ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
玉
蘭
が
こ
の
情
熱
的
行
為
に
よ
っ
て
 
「
見
ら
れ
る
 
（
見
せ
ら
れ
る
）
」
 
女
か
ら
発
話
す
る
 
「
見
せ
る
」
 
女
へ
反
転
し
た
と
い
う
 
 
 

玉
蘭
は
渾
の
言
葉
の
中
に
い
つ
か
も
う
美
し
い
歯
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
一
片
を
噛
み
は
じ
め
て
い
た
。
 
 

（
一
五
三
賞
）
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こ
と
に
も
な
る
。
帝
と
玉
蘭
の
対
立
に
は
、
単
な
る
男
／
女
と
い
う
二
項
対
立
の
み
な
ら
ず
、
支
配
階
級
／
下
層
被
支
配
階
級
の
対
立
も
含
 
 

ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
玉
蘭
が
日
本
人
旅
行
家
と
中
国
の
男
性
の
前
で
、
恋
人
の
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
行
為
は
、
 
 

異
民
族
 
（
帝
国
支
配
者
）
、
性
差
別
（
父
権
体
制
）
、
階
級
 
（
妓
女
の
身
分
）
 
と
い
う
三
つ
の
権
威
に
抵
抗
し
ょ
う
と
い
う
彼
女
の
意
識
も
読
 
 

み
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
通
俗
的
な
 
「
男
＝
上
位
、
女
＝
下
位
」
 
と
い
う
図
式
と
追
っ
て
、
下
層
社
会
の
被
支
配
階
級
と
し
て
 
 

の
女
の
主
体
性
と
抵
抗
意
識
も
読
み
と
れ
よ
う
。
 
 
 

「
僕
」
 
は
妓
館
で
玉
蘭
の
衝
撃
的
な
シ
ー
ン
を
冒
饗
し
た
翌
日
、
「
前
と
同
じ
玩
江
丸
」
 
で
長
沙
を
去
る
。
船
室
で
 
「
僕
」
 
は
 
「
鉛
筆
を
 
 

動
か
し
な
が
ら
」
 
渾
と
玉
蘭
の
葛
藤
を
思
い
出
す
。
第
二
節
で
言
及
し
た
 
「
湖
南
の
扇
」
 
の
草
稿
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
 
 

僕
は
船
の
動
き
出
し
た
後
、
羽
虫
の
群
っ
た
薄
暗
い
船
室
の
電
燈
の
下
の
机
に
向
か
ひ
、
時
時
彼
の
事
を
思
い
な
が
ら
、
僕
の
滞
在
費
 
 
 

を
計
算
し
出
し
た
。
玉
蘭
の
渾
に
憎
ま
れ
た
訳
は
未
だ
に
僕
自
身
に
も
は
つ
き
り
し
な
い
。
が
、
僕
の
滞
在
費
は
日
本
の
金
に
換
算
す
る
 
 
 

と
、
丁
度
十
二
門
五
十
銭
だ
つ
た
。
㈲
 
 

「
扇
」
 
と
同
じ
よ
う
に
、
草
稿
に
は
 
「
鉛
筆
」
 
も
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
完
成
稿
の
末
尾
で
は
、
日
本
人
旅
行
家
の
 
「
僕
」
 
の
動
か
し
 
 

た
「
鉛
筆
」
と
玉
蘭
と
は
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
 
「
鉛
筆
」
は
玉
蘭
と
何
か
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

ま
た
そ
の
背
後
に
は
何
か
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
、
玉
蘭
と
い
う
女
主
人
公
の
登
場
は
す
で
に
排
日
運
動
の
女
学
生
と
繋
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
完
成
稿
の
 
「
鉛
筆
」
 
は
 
 

「
経
信
一
束
」
 
に
お
け
る
 
「
女
学
生
は
皆
排
日
の
為
に
鉛
筆
や
何
か
を
便
は
な
い
」
 
と
い
う
部
分
を
容
易
に
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
 
 

う
に
、
草
稿
と
の
比
較
を
通
し
て
、
芥
川
は
排
日
運
動
の
女
学
生
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
 
「
鉛
筆
」
 
を
書
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
玉
 
 

蘭
と
い
う
虚
構
の
人
物
と
排
日
運
動
の
女
学
生
と
の
共
通
し
た
抵
抗
精
神
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
玉
蘭
の
行
為
を
当
時
湖
南
長
沙
で
活
発
化
し
た
排
日
運
動
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
革
命
の
雰
囲
気
に
お
 
 

い
て
彼
女
が
い
か
に
自
己
の
主
体
を
自
覚
的
に
形
成
し
、
民
族
的
・
階
級
的
・
家
父
長
制
的
支
配
に
意
識
的
に
向
き
合
っ
た
か
が
わ
か
る
。
 
 

こ
の
よ
う
に
、
五
四
運
動
の
後
に
排
日
運
動
の
高
ま
っ
た
湖
南
の
長
抄
で
遭
遇
し
た
 
「
小
事
件
」
 
は
、
単
な
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
は
 
 

な
く
、
半
植
民
地
さ
れ
た
中
国
下
層
社
会
に
広
が
っ
た
抵
抗
意
識
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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第
四
軒
 
ど
こ
ま
で
革
命
を
啓
き
う
る
か
 
 

中
国
旅
行
中
、
芥
川
は
友
人
へ
の
書
簡
を
通
し
て
中
国
で
遭
遇
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。
一
九
二
一
年
五
月
三
一
日
付
、
滝
井
孝
作
宛
の
 
 

絵
葉
書
の
中
で
、
芥
川
は
長
沙
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
友
人
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

長
沙
は
網
江
に
望
ん
だ
町
だ
が
、
そ
の
所
謂
清
湘
な
る
も
の
も
ー
面
の
濁
り
水
だ
 
暑
さ
も
八
十
度
を
越
へ
て
ゐ
る
 
バ
ン
ド
の
柳
の
 
 
 

外
に
は
町
中
殆
樹
木
を
見
ぬ
 
叫
叫
叫
判
例
呵
御
恩
 

芥
川
が
友
人
に
わ
ざ
わ
ざ
言
及
し
た
長
沙
 
「
名
物
」
 
の
 
「
新
思
想
」
 
と
は
、
当
時
彼
自
身
が
感
じ
取
っ
た
中
国
全
国
に
拡
大
し
て
い
た
半
 
 

封
建
・
半
植
民
地
社
会
に
抵
抗
す
る
革
命
思
想
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
長
沙
を
訪
問
す
る
前
の
五
月
二
日
、
芥
川
は
西
湖
の
見
物
に
出
か
け
た
途
中
、
中
国
名
妓
蘇
小
小
、
そ
し
て
中
国
近
代
最
初
の
女
 
 

性
革
命
家
で
あ
り
、
女
性
解
放
運
動
の
先
駆
者
で
あ
る
秋
環
の
墓
、
有
名
な
岳
飛
の
廟
な
ど
を
見
物
し
た
。
彼
は
風
景
や
名
所
旧
跡
よ
り
、
 
 

人
間
と
生
活
に
日
を
向
け
た
。
こ
の
日
の
佐
々
木
茂
索
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
「
こ
の
頃
の
僕
に
は
蘇
小
小
よ
り
女
史
の
方
が
興
味
が
あ
る
」
 
 

と
芥
川
は
 
「
革
命
に
殉
じ
た
」
 
秋
珪
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
芥
川
が
革
命
の
余
波
と
も
と
れ
る
中
国
の
 
「
新
思
 
 

想
」
 
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
 
 
 

で
は
、
何
故
小
説
や
紀
行
文
で
革
命
や
革
命
家
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
書
き
と
め
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
に
は
、
当
時
の
 
 

日
本
の
社
会
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

日
本
に
お
い
て
、
明
治
以
来
昭
和
の
敗
戦
ま
で
約
八
〇
年
間
厳
し
い
言
論
統
制
と
検
閲
制
度
と
が
続
い
た
。
一
入
八
九
年
二
月
発
布
の
帝
 
 

国
憲
法
で
は
、
「
言
論
の
自
由
」
 
に
つ
い
て
は
 
「
法
律
ノ
範
囲
内
二
於
テ
言
論
、
著
作
、
印
行
、
集
会
、
及
結
社
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」
 
（
第
二
 
 

九
条
）
 
と
さ
れ
、
「
新
聞
紙
条
例
」
、
「
出
版
条
例
」
、
「
保
安
条
例
」
、
「
集
会
条
例
」
 
の
四
つ
の
言
論
統
制
法
の
範
囲
内
と
い
う
制
限
つ
き
 
 

で
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

ま
た
、
戦
前
日
本
の
検
閲
に
関
す
る
準
拠
法
規
と
し
て
、
一
般
図
書
出
版
物
を
扱
う
出
版
法
 
（
明
治
二
六
年
法
律
第
一
五
号
）
、
新
聞
に
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関
す
る
新
聞
紙
法
 
（
明
治
四
二
年
法
律
第
四
一
号
）
 
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
出
版
物
は
出
版
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
出
版
の
三
日
前
ま
で
に
 
 

当
局
に
製
本
二
部
を
納
本
し
検
閲
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
叫
方
、
四
五
条
か
ら
な
る
新
聞
紙
法
の
第
三
二
条
に
 
 

は
、
「
内
務
大
臣
ハ
新
聞
掲
載
事
項
ニ
シ
テ
安
寧
秩
序
ヲ
素
シ
又
風
俗
ヲ
害
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
発
売
及
頒
布
ヲ
禁
止
シ
必
要
 
 

ノ
場
合
二
於
テ
ハ
之
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
る
。
新
開
は
発
行
と
同
時
に
内
務
省
二
部
、
管
轄
地
方
官
庁
、
裁
判
所
検
事
局
へ
そ
れ
 
 

ぞ
れ
一
部
が
送
ら
れ
て
検
閲
を
受
け
た
。
 
 
 

新
聞
社
や
出
版
社
の
編
集
者
か
ら
作
者
本
人
ま
で
、
こ
う
し
た
厳
し
い
検
閲
制
度
に
よ
る
発
売
禁
止
、
掲
載
禁
止
、
差
止
を
避
け
る
た
め
、
 
 

ぁ
ら
か
じ
め
納
本
の
前
に
「
革
命
」
「
共
産
主
義
」
な
ど
の
言
葉
は
伏
せ
字
（
「
0
0
」
「
×
×
×
×
×
」
）
ま
た
は
空
自
欄
で
表
記
し
直
す
手
段
を
 
 

と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
伏
せ
字
は
検
閲
が
厳
重
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
一
気
に
増
大
し
、
何
行
に
も
渡
っ
 
 

て
伏
せ
字
だ
ら
け
の
文
章
が
氾
濫
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
 
 
 

芥
川
が
活
躍
し
た
大
正
時
代
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
流
れ
を
受
け
、
出
版
に
対
す
る
規
制
が
一
時
的
に
穏
や
か
に
な
っ
た
が
、
一
九
 
 

二
五
年
に
出
さ
れ
た
言
論
の
統
制
な
ど
を
定
め
た
 
「
治
安
維
持
法
」
 
の
下
で
言
論
弾
圧
が
激
し
く
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
論
の
自
由
の
 
 

な
い
時
代
に
お
い
て
、
芥
川
の
小
説
も
検
閲
に
よ
っ
て
訂
正
・
加
筆
・
削
除
を
余
儀
な
く
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
箇
所
も
多
数
存
在
し
て
い
 
 

る
。
「
湖
南
の
扇
」
 
で
 
「
長
沙
の
役
者
」
 
の
名
前
を
 
「
X
X
X
X
X
」
 
の
伏
せ
字
に
し
た
の
は
、
検
閲
を
免
れ
る
た
め
に
と
っ
た
対
策
で
あ
る
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
国
旅
行
の
帰
国
後
伏
せ
字
が
用
い
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
「
湖
南
の
扇
」
の
ほ
か
、
「
将
軍
」
（
『
改
 
 

造
』
一
九
二
三
年
）
、
「
河
童
」
 
（
『
改
造
』
、
一
九
二
七
年
）
 
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
将
軍
」
 
の
中
に
は
二
ハ
箇
所
の
伏
せ
字
が
あ
る
。
 
 
 

芥
川
は
北
京
で
胡
過
と
何
回
か
会
っ
て
検
閲
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
明
通
は
冊
九
二
山
草
六
月
二
七
日
の
日
記
で
以
下
の
よ
う
に
 
 

書
き
と
め
て
い
る
。
 
 

芥
川
は
さ
ら
に
、
中
国
の
作
家
が
享
受
し
て
い
る
自
由
は
日
本
人
の
得
て
い
る
自
由
よ
り
か
な
り
帽
の
広
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
が
 
 
 

う
ら
や
ま
L
い
、
と
語
っ
た
。
実
は
、
中
国
の
官
吏
た
ち
は
私
た
ち
に
自
由
を
与
え
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
叫
 
つ
に
は
、
 
 
 

私
た
ち
が
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
二
つ
に
は
私
た
ち
を
干
渉
す
る
気
力
も
能
力
も
欠
け
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
芥
 
 
 

川
の
詣
で
は
、
彼
は
古
代
の
好
色
な
天
皇
が
女
を
背
中
に
馬
乗
り
に
さ
せ
る
と
い
う
小
説
を
書
い
た
の
に
、
そ
の
本
が
出
版
出
来
な
か
っ
 
 
 

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈲
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芥
川
と
同
世
代
の
文
人
と
し
て
、
胡
過
は
哲
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
自
由
主
義
を
主
張
し
、
言
論
、
出
版
、
集
会
、
 
 

結
社
な
ど
の
基
本
的
自
由
権
の
確
立
の
た
め
の
闘
争
を
呼
び
か
け
る
。
近
代
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
清
の
末
期
か
ら
中
華
民
国
に
か
け
て
、
 
 

衰
世
凱
か
ら
蒋
介
石
ま
で
、
民
衆
の
言
論
自
由
な
ど
に
対
す
る
統
制
は
厳
し
く
、
新
聞
雑
誌
の
廃
刊
、
新
聞
社
の
閉
鎖
、
出
版
禁
止
、
記
者
 
 

や
文
人
へ
の
迫
害
、
逮
捕
、
虐
殺
な
ど
を
強
い
た
。
こ
の
よ
う
な
言
論
統
制
と
検
閲
制
度
は
、
日
中
両
国
の
知
識
人
が
共
に
直
面
し
た
現
実
 
 

の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芥
川
は
中
国
文
人
の
「
自
由
」
 
へ
の
羨
望
を
隠
し
き
れ
ず
に
胡
適
に
述
べ
て
い
る
。
胡
適
の
名
 
 

前
が
妄
那
瀞
記
』
所
収
の
「
江
南
諒
記
」
に
二
度
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
閲
に
関
す
る
二
人
の
談
話
に
関
し
て
は
、
芥
川
の
作
 
 

品
で
何
の
記
述
も
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
六
月
二
七
日
の
談
話
は
芥
川
に
と
っ
て
決
し
て
何
の
影
響
も
な
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
談
 
 

話
が
芥
川
文
学
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
宣
す
で
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
い
う
と
、
胡
 
 

過
と
の
会
見
内
容
を
公
表
し
な
か
っ
た
の
は
、
却
っ
て
芥
川
が
ど
れ
ほ
ど
日
本
当
局
の
検
閲
に
強
く
注
意
を
払
っ
て
作
品
を
創
作
し
て
い
た
 
 

か
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
芥
川
が
中
国
の
革
命
運
動
や
革
命
思
想
を
紀
行
文
と
小
説
で
語
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
 
 

え
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
湖
南
の
扇
」
で
芥
川
が
何
故
中
国
妓
女
を
主
人
公
と
し
た
の
か
が
解
明
で
き
る
。
先
述
し
た
通
り
、
激
動
の
革
命
運
動
 
 

と
女
学
生
の
排
日
運
動
と
い
う
当
時
の
中
国
の
社
会
状
況
を
照
合
し
て
み
る
と
、
含
芳
と
玉
蘭
を
革
命
に
関
わ
る
近
代
中
国
女
性
と
見
な
す
 
 

こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。
「
革
命
」
、
「
革
命
家
」
な
ど
の
言
葉
を
作
品
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
厳
し
い
社
会
状
況
の
も
と
で
、
芥
川
は
中
 
 

国
で
出
会
っ
た
妓
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
、
「
湖
南
の
扇
」
に
お
い
て
当
時
の
中
国
の
高
揚
し
た
革
命
運
動
を
描
き
出
し
な
が
ら
も
、
言
 
 

論
統
制
と
検
閲
制
度
の
網
を
く
ぐ
り
抜
け
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。
「
湖
南
の
扇
」
の
淡
々
と
し
た
描
写
を
通
し
て
、
逆
説
的
に
、
当
時
 
 

の
湖
南
の
革
命
的
雰
囲
気
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
五
節
 
お
わ
り
に
 
 

「
湖
南
の
扇
」
に
お
い
て
「
僕
」
は
文
化
と
言
語
の
二
重
の
壁
の
た
め
、
中
国
女
性
と
い
う
「
他
者
」
の
「
内
部
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
 
 

ず
、
始
終
外
部
か
ら
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
中
国
女
性
を
観
察
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
を
「
外
部
」
か
ら
し
か
語
れ
な
い
こ
と
は
、
確
か
に
先
行
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研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
 
「
異
国
情
趣
」
 
が
溢
れ
る
 
「
湖
南
の
扇
」
 
に
お
け
る
謎
め
い
た
人
物
造
型
の
原
 
 

因
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
本
論
文
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
中
国
の
社
会
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
情
熱
に
富
ん
だ
」
 
「
支
那
美
人
」
 
 

の
玉
蘭
と
合
芳
と
い
う
二
人
の
中
国
女
性
は
、
父
権
と
階
級
社
会
と
い
う
権
威
に
抑
圧
さ
れ
て
も
、
革
命
運
動
に
秘
密
裡
に
参
与
し
て
い
た
。
 
 

こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
中
国
の
土
匪
と
妓
女
の
悲
恋
物
語
の
よ
う
に
見
え
る
 
「
湖
南
の
扇
」
 
に
お
い
て
は
、
玉
蘭
と
含
芳
と
い
っ
た
中
国
女
 
 

性
像
は
も
は
や
弱
者
の
表
象
で
は
な
く
、
当
時
の
中
国
の
政
治
・
文
化
そ
の
も
の
の
縮
図
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

大
阪
毎
日
新
聞
の
特
派
員
と
し
て
、
芥
川
は
一
九
二
〇
年
代
の
激
動
期
の
中
国
を
視
察
し
た
。
当
時
の
中
国
は
五
四
運
動
を
通
し
て
、
明
 
 

ら
か
に
大
き
な
変
化
を
見
せ
て
お
り
、
民
衆
運
動
が
歴
史
の
動
き
を
大
き
く
促
進
す
る
力
と
し
て
歴
史
の
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
。
芥
川
は
 
 

中
国
民
衆
の
烈
し
い
反
帝
国
主
義
－
反
封
建
主
義
の
革
命
的
雰
囲
気
を
鋭
敏
に
感
じ
と
っ
た
。
「
湖
南
の
帯
」
 
は
、
芥
川
が
中
国
の
湖
南
で
 
 

感
じ
取
っ
た
帝
国
／
半
植
民
地
、
支
配
階
級
／
被
支
配
階
級
の
権
力
関
係
を
見
事
に
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
な
が
ら
、
巧
妙
な
設
定
を
通
し
 
 

て
読
者
に
革
命
の
 
「
情
熱
に
富
ん
だ
」
 
中
国
民
衆
の
面
目
を
示
し
た
作
品
と
し
て
新
た
に
評
価
で
き
よ
う
。
 
 

4  3  
、－．ノ    ヽ＿ノ  

本
論
文
に
お
け
る
 
「
湖
南
の
扇
」
 
の
引
用
は
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
 
第
十
三
巻
」
 
（
岩
波
昏
房
、
鵬
九
九
七
年
）
 
に
よ
る
。
 
 

「
湖
南
の
扇
」
 
と
 
「
薬
」
 
の
比
較
を
め
ぐ
る
研
究
と
し
て
、
彩
春
陽
 
「
芥
川
龍
之
介
と
魯
迅
 
－
 
『
湖
南
の
厨
こ
 
と
 
¶
薬
」
 
を
中
心
と
し
て
」
 
（
安
川
定
男
 
 

先
生
古
布
記
念
論
文
集
編
集
費
貞
会
編
 
『
近
代
日
本
文
学
の
諸
相
】
 
明
治
啓
院
、
一
九
九
〇
年
）
、
施
小
畑
 
「
（
人
血
饅
頭
）
と
 
（
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
）
 
－
 
 

『
湖
南
の
扇
』
 
に
つ
い
て
」
 
（
『
国
文
学
研
究
b
 
第
一
一
七
号
、
山
九
九
五
年
一
〇
月
、
八
四
～
九
三
貫
）
、
単
援
朝
『
芥
川
髄
之
介
「
湖
南
の
扇
」
 
の
虚
と
 
 

実
－
魯
迅
 
「
薬
」
 
も
視
野
に
入
れ
て
』
 
（
『
日
本
研
究
‥
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
Ⅰ
紀
要
b
 
第
二
凹
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
一
～
一
二
四
頁
）
 
が
挙
げ
 
 

ら
れ
る
。
 
 

紅
野
敏
郎
 
「
芥
川
龍
之
介
 
－
 
支
那
詳
記
と
湖
南
の
扇
 
－
 
」
 
『
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
中
国
像
』
 
有
斐
閣
選
奮
、
一
九
七
五
年
、
九
五
貫
。
 
 

塚
谷
周
次
「
『
湖
南
の
扇
b
論
考
 
－
 
芥
川
竜
之
介
晩
年
の
位
相
」
 
「
日
本
文
学
』
第
二
二
号
、
一
九
七
二
年
一
1
月
、
六
〇
～
六
一
貫
。
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関
口
安
義
『
特
派
員
芥
川
龍
之
介
 
－
 
中
国
で
何
を
視
た
の
か
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
、
一
九
八
～
一
九
九
頁
。
 
 

溝
部
便
実
子
「
蒜
南
の
扇
』
－
－
含
芳
の
冨
讐
を
糸
口
と
し
て
」
冒
本
女
子
大
学
紀
要
b
第
四
八
号
、
両
九
九
八
年
、
二
七
頁
 
 

同
上
。
 
 

那
薙
『
中
国
近
代
妓
女
史
』
 
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
二
七
頁
。
 
 

完
一
一
年
の
辛
亥
革
命
後
、
臨
時
大
紋
韻
に
就
任
し
た
衷
世
凱
は
孫
文
を
代
表
と
し
た
国
民
党
の
存
在
が
自
分
の
権
力
を
脅
か
す
も
の
と
考
え
、
国
民
 
 

党
の
代
表
者
宗
教
仁
を
上
海
駅
で
暗
殺
し
、
国
民
党
貝
を
罷
免
し
た
D
追
い
つ
め
ら
れ
た
国
民
党
は
七
月
に
第
二
革
命
を
起
こ
し
た
が
、
衰
世
凱
の
軍
に
 
 

鎮
圧
さ
れ
、
孫
文
ら
の
国
民
党
貝
は
海
外
に
逃
亡
し
、
第
二
革
命
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
血
○
月
に
は
衷
世
凱
は
国
民
党
解
散
を
命
じ
、
独
裁
体
制
を
固
 
 

め
た
。
 
 

片
岡
鉄
平
「
作
家
と
し
て
の
芥
川
氏
」
芽
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
 
第
四
空
目
本
図
書
セ
ン
タ
㌧
一
九
九
三
年
、
一
三
六
貢
。
 
 

前
掲
（
4
）
。
 
 

神
田
由
美
子
「
蒜
南
の
扇
b
 
－
 
無
気
味
な
〈
異
国
〉
夢
二
芥
川
龍
之
介
と
江
戸
・
東
京
』
双
文
杜
、
二
〇
〇
四
年
。
 
 

『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
 
図
版
1
』
山
梨
県
立
文
学
館
、
一
九
九
三
年
、
一
三
一
貫
。
 
 

海
老
井
英
次
「
湖
南
の
扇
 
解
説
」
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
 
解
説
b
山
梨
県
立
文
学
館
、
血
九
九
三
年
、
二
八
頁
。
 
 

青
柳
達
雄
「
芥
川
龍
之
介
と
近
代
中
国
序
配
（
璽
別
）
」
苗
東
学
園
大
学
紀
要
経
済
学
部
編
b
、
↓
九
八
九
年
一
二
月
、
七
三
～
七
四
頁
。
 
 

「
経
信
一
束
」
『
芥
川
龍
之
介
全
集
 
第
十
二
巻
』
岩
波
番
店
、
一
九
九
六
年
、
二
二
三
頁
。
 
 

冒
四
時
期
湖
南
人
民
軍
命
斗
争
史
料
選
編
』
（
湖
南
省
哲
学
社
会
科
学
研
究
所
現
代
史
研
究
室
編
、
湖
南
人
民
出
版
社
、
－
九
七
九
空
と
、
冒
国
女
 
 

性
の
一
〇
〇
年
』
（
中
国
女
性
史
研
究
会
編
、
青
木
替
店
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。
 
 

江
口
換
「
そ
の
頃
の
芥
川
龍
之
介
」
『
わ
が
文
学
半
生
記
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
山
 

九
八
九
年
、
二
一
九
頁
。
 
 

前
掲
（
8
）
、
一
七
三
～
l
七
四
頁
。
 
 

「
上
海
訪
記
」
『
芥
川
龍
之
介
全
集
 
第
八
巻
』
岩
波
番
店
、
一
九
九
六
年
、
四
五
頁
。
 
 

島
津
四
十
起
『
上
海
案
内
』
 
凰
金
祉
、
山
九
二
四
年
、
三
五
九
頁
。
 
 

前
掲
（
1
9
）
、
四
囲
貢
。
 
 

前
掲
（
5
「
 
二
七
頁
。
 
 

171   



69  

26 25 24  

前
掲
（
1
3
）
。
 
 

中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
中
華
民
国
史
研
究
室
編
 
明
朗
適
的
日
記
 
上
冊
』
、
中
撃
啓
局
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
九
頁
。
 
 

単
援
朝
「
北
京
の
芥
川
龍
之
介
－
－
1
胡
過
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
」
 
『
芥
川
龍
之
介
研
究
‥
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
b
 
筑
波
大
学
博
士
 
（
文
学
）
 
 

学
位
論
文
、
叫
九
九
一
年
。
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