
王
統
照

《
山
雨
》

に
つ
い
て

(
I
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一
九
コ
二
年
八
月
の
、
あ
る
日
限
日
の
午
後
、
上
海
に
や
っ
て
き

た
ば
か
り
の
王
統
照
は
、
文
学
研
究
会
結
成
以
来
の
友
人
で
あ
り
、

当
時
間
明
書
応
の
編
集
者
で
あ
っ
た
薬
製
陶
に
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う

と
す
る
こ
編
の
長
編
小
説
の
構
想
を
語
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
編

は
、
済
南
事
件
に
材
を
と
っ
て
、
ひ
と
り
の
日
本
兵
の
心
理
の
変
化

を
書
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ま
一
一
織
は
、
北
方
農
村
の
崩
壊

現
象
と
、
そ
の
原
因
、
及
び
農
民
の
目
覚
め
を
描
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
は
、
そ
の
執
筆
に
か
か
っ
た
演
に
、

九
・
一
八
(
柳
条
務
)
事
件
が
勃
発
し
、
翌
年
一
月
上
海
事
変
に
発

展
す
る
に
及
ん
で
、
情
況
の
進
み
方
に
作
品
が
つ
い
て
ゆ
け
な
く
な

り
、
つ
い
に
未
完
の
ま
ま
に
放
機
さ
れ
た
。
そ
こ
で
一
九
三
二
年
九

月
、
今
度
は
後
者
の
築
を
起
し
、
一
一
一
ヶ
月
余
を
費
し
十
二
月
十
二
日

に
脱
稿
し
た
。
翠
一
二
三
年
六
月
販
を
付
し
、
九
月
間
明
書
出
か
ら
出

φ
 

版
す
る
。
こ
れ
が
《
山
雨
》
で
あ
る
。

こ
こ
で
《
山
雨
》
の
輪
郭
を
つ
か
ん
で
お
き
た
い
。
物
語
の
前
半

広

野ア

行

雄

二
O
章
ま
で
は
、
「
陳
家
村
」
と
い
う
農
地
七
十
畝
余
り
、
人
口
二

百
人
程
の
農
村
が
、
二
二
章
以
後
は
、
「
T
島
市
ハ
T
市
と
も
ど
と

い
う
都
市
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
作
中
の
老
人
達
が
、
ド
イ
ツ
人

の
鉄
道
敷
設
の
話
を
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
T
島
市
い
は
青
島
、
「
際

家
村
」
は
山
東
省
の
一
農
村
、
恐
ら
く
は
作
者
の
故
郷
で
あ
る
諸
域

県
相
州
鎮
の
イ
メ
ー
ジ
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
時
代
は
、
一
九
一
一
一

O
年
を
挟
ん
だ
二
年
ほ
ど
の
こ
と
と
推
定
さ

れ
る
。
主
な
設
場
人
物
は
、
一
編
の
主
人
公
で
あ
る
農
民
実
大
有
、

彼
の
父
実
二
叔
、
村
長
陳
大
爺
、
そ
の
息
子
で
野
心
家
の
葵
図
、
み

な
し
子
で
一
!
何
Q
ー
一
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
が
後
に
村
を
飛
出

し
軍
人
に
な
る
宋
大
俊
、
阿
片
の
た
め
に
廃
人
同
様
に
な
っ
た
伯
父

徐
秀
才
を
養
う
徐
科
、
「
T
島
市
い
へ
出
て
日
本
資
本
の
繊
維
工
場

で
働
く
社
烈
と
そ
の
妹
社
英
、
共
産
党
の
活
動
家
で
あ
る
ら
し
い
祝

先
生
等
々
で
あ
る
。
作
者
は
、
も
と
も
と
数
人
の
人
物
を
配
し
て
各

自
の
物
語
の
発
肢
を
企
悶
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は

実
大
有
の
生
活
の
移
り
行
き
が
全
編
を
貫
く
経
糸
に
な
っ
て
い
る
。
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そ
こ
で
、
以
下
大
有
の
物
一
珠
山
に
絞
っ
て
そ
の
梗
概
を
略
述
す
る
?
0

実
二
叔
は
、
父
相
伝
来
の
土
地
に
…
生
か
け
て
数
畝
の
農
地
を
買

い
足
し
、
今
で
は
十
以
足
ら
ず
で
は
あ
る
が
村
で
一
、
二
の
自
作
渋

で
あ
る
。
そ
の
怠
子
大
有
は
、
一

i

…
二
十
歳
で
、
粗
野
で
は
あ
る
が
、

田
舎
の
人
間
の
欠
点
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
十
六
、
七
の

境
地
方
の
師
民
に
つ
い
て
拳
法
を
学
び
、
身
体
は
壮
健
で
、
人
か
ら

侮
ら
れ
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。

mm
畑
の
仕
事
を
さ
せ
て
も
、
彼
は

い
つ
も
同
じ
年
債
の
活
者
を
叫
奴
ら
は
ご
く
つ
ぶ
し
だ
h

と
か
ら
か

っ
て
い
た
。
確
か
に
彼
の
、
昭
一
く
し
ま
っ
た
両
腕
と
広
い
胸
郭
は
、

鋤
き
起
し
で
あ
れ
、
事
押
し
で
あ
れ
、
他
人
に
ひ
け
を
と
る
よ
う
な

こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
人
々
は
彼
に
仇
名
し
て
大
有

で
は
な
く
吋
大
力
b

と
呼
ん
で
い
る
い
〈
第
一
一
一
家
)
若
者
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
そ
の
誇
り
高
い
大
有
が
、
あ
る
歳
の

幕
、
町
ヘ
野
菜
を
売
り
に
行
っ
た
持
、
代
金
の
こ
と
で
兵
隊
と
い
ざ

こ
、
ざ
を
起
し
、
設
ら
れ
て
慌
我
を
し
、
そ
の
上
示
談
金
ま
で
払
わ
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
現
金
を
も
た
ぬ
農
民
の
二
叔
は
、
陳
大

爺
の
友
人
で
、
町
で
商
売
を
し
て
い
る
王
か
ら
五
十
元
の
指
令
一
を
し

て
そ
れ
に
あ
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
根
っ
か
ら
の
農
民
で
あ
る

大
有
を
、
そ
の
土
地
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
な
る
数
々
の
天
災
人
災

の
前
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
年
が
間
引
け
る
と
県
の
教
育
局
の
委
員
を
し
て

い
る
葵
闘
が
や
っ
て
き
て
学
校
を
建
て
る
た
め
の
資
金
の
出
資
を
村

人
達
に
強
要
す
る
。
借
金
の
た
め
に
か
な
り
の
土
地
を
処
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
二
叔
は
、
失
意
の
う
ち
に
死
ぬ
む

立
に
な
る
と
今
度
は
猛
烈
な
日
照
り
に
み
ま
わ
れ
、
そ
の
上
雨
乞

い
を
土
地
隔
で
行
っ
て
い
る
最
中
に
土
匪
が
襲
っ
て
く
る
c

武
器
を

と
っ
て
戦
っ
た
大
有
は
、
足
を
撃
た
れ
る
。
土
佐
は
、
農
民
連
自
身

の
力
に
よ
っ
て
退
け
た
の
だ
っ
た
が
、
軍
隊
が
出
動
し
て
き
た
の

で
、
十
数
践
の
豚
と
百
斤
以
上
の
一
拘
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

だ
っ
た
。
秋
に
な
っ
て
も
一
旦
が
三
割
ほ
ど
護
れ
た
ほ
か
は
、
作
物
は

全
滅
だ
っ
た
。
し
か
し
、
税
金
は
特
赦
な
く
と
り
た
て
ら
れ
、
し
か

も
共
渡
箪
討
伐
の
た
め
の
「
討
赤
損
い
な
る
税
ま
で
と
ら
れ
る
始
末

で
あ
る
。
大
有
は
ま
た
土
地
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
残

っ
た
土
地
は
、
僅
か
二
畝
に
な
っ
て
い
た
。
石
炭
運
び
の
力
仕
事
も

し
て
み
た
が
、
も
は
や
棄
農
し
て
町
へ
出
て
働
く
よ
り
生
き
て
い
く

道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
は
、
以
前
兵
隊
に
段
ら
れ
た
時
親
切
に

し
て
く
れ
た
友
人
社
烈
を
頼
っ
て
離
村
す
る
。

町
へ
出
た
大
有
は
、
人
力
車
の
車
夫
を
し
て
暮
し
を
た
て
る
こ
と

に
な
る
。
東
北
を
侵
略
し
つ
つ
あ
る
日
本
兵
は
、
こ
こ

T
島
市
に
お

い
て
も
傍
若
無
人
に
抜
屈
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
国
の
現
状
を

憂
え
、
行
く
末
を
諮
り
あ
う
杜
烈
・
社
英
兄
妹
の
話
も
、
町
へ
き
た

て
の
墳
の
大
有
に
は
さ
っ
ぱ
り
浬
解
で
き
な
い
。
毎
日
毎
晩
汗
だ
く

に
な
っ
て
街
中
を
走
り
ま
わ
る
車
夫
の
暮
し
に
な
じ
め
ぬ
大
有
は
、

( 43 ) 



以
前
に
も
ま
し
て
沼
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
日
、
宋
大
綱
慨
に

出
会
い
彼
の
日
か
ら
友
人
徐
利
が
県
の
悪
徳
軍
人
の
家
に
火
を
つ
け

た
と
い
う
疑
い
で
捕
え
ら
れ
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
陳

大
爺
が
兵
隊
に
絞
ら
れ
て
大
怪
我
を
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
大

有
は
、
出
来
れ
ば
徐
利
を
救
い
た
い
と
村
へ
出
掛
け
る
こ
と
に
す

る
。
主
の
も
と
へ
行
っ
た
大
有
は
、
も
は
や
徐
利
を
救
う
手
だ
て
の

な
い
こ
と
、
そ
し
て
巴
に
際
大
爺
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。
棟

大
爺
の
葬
式
に
参
列
し
、

T
島
市
に
一
次
っ
た
大
右
は
、
町
で
生
き
て

い
く
こ
と
を
改
め
て
決
意
す
る
。
社
烈
兄
妹
と
と
も
に
祝
先
生
に
会

い
、
話
を
き
い
た
そ
の
日
の
娩
、
日
本
人
が
新
開
社
を
打
ち
壊
し
、

国
民
党
の
建
物
に
火
を
つ
け
る
と
い
う
事
件
が
起
る
。
丘
の
上
か
ら

燃
え
さ
か
る
火
を
見
な
が
ら
、
社
烈
と
杜
英
は
、
火
の
手
に
向
っ

て
、
全
ψ
悶
を
全
世
界
を
焼
き
つ
く
せ
、
と
つ
ぶ
や
く
の
だ
っ
た
。

《
山
雨
》
に
つ
い
て
緩
ま
っ
た
批
評
を
、
恐
ら
く
最
初
に
与
え
た

の
は
茅
原
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
彼
は
一
九
三
三
年
十
月
《
文
学
》
一

巻
六
期
に
「
東
方
未
明
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
《
山
雨
》
に
つ
い
て
の

害
訴
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
《
山
一
泊
》
を
、
い
く
つ
か
の
欠
陥

を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
、

ぺ
本
書
の
北
方
渋
村
の
描
写
の
大
半
は
、
賞
賛
に
値
す
る
と
思

う
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
堅
実
な
農
村
小
説

を
他
に
み
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
想
像
に
よ
る
概
念
的
な

作
品
で
は
な
く
、
血
が
滴
る
よ
う
な
生
活
の
記
録
で
あ
る
。
農
村

の
描
写
の
大
部
分
に
、
北
方
農
村
の
立
体
函
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
よ

と
、
リ
ア
ワ
ズ
ム
作
品
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
更
に
、

《
中
国
新
文
学
大
系
小
説
一
集
導
一
一
一
一
口
》
に
お
い
て
は
、
統
照
の
作
品

群
中
に
お
け
る
《
山
市
》
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
『
発
展
』
の
過
程
に
お
い
て
葉
翠
一
淘
に
よ
く
似
て
い
る
の
は
王

統
照
で
あ
る
ο

彼
の
初
期
の
作
品
は
、
葉
聖
陶
よ
り
も
一
一
層
豆
大
』

と
『
愛
』
を
強
一
調
し
て
い
る
。
(
中
略
)
「
春
雨
の
夜
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
二
十
編
の
短
編
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
種
の
円
理
想
的
』

な
基
調
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
理
想
の
詩
的
境
界
か
ら
《
山
雨
》

の
よ
う
な
現
実
的
な
人
生
認
識
に
至
る
ま
で
は
、
も
ち
ろ
ん
長
い

長
い
一
筋
の
道
で
あ
る
。
こ
の
道
の
中
間
の
一
里
塚
が
、
こ
こ
に

所
録
し
た
《
列
車
の
中
で
》
及
び
少
し
後
の
《
撹
天
風
雪
夢
牢

騒
》
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
数
は
、
き
し
て
多
く
な
い
。
彼
の
長

編
《
一
葉
》
と
《
黄
昏
》
も
こ
の
沼
地
』
の
中
ほ
ど
に
位
置
し
て

い
る
と
云
え
よ
う
っ
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こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
、
初
期
の
作
品
目
「
愛
」
と
の
理
想

的
な
境
地
を
描
い
た
作
品
か
ら
《
山
雨
》
の
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
発
展

と
い
う
図
式
が
、
こ
の
後
の
《
山
雨
》
評
価
、
主
統
照
評
価
の
共
通



認
識
と
な
る
。

解
放
後
最
初
の
《
山
一
山
》
論
は
、
出
仲
済
《
王
統

wm小
説
の
リ
ア

③
 

リ
ズ
ム
精
神
》
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
こ
こ
で
は
茅
活
の
発
展
の
図
式

を
全
面
的
に
踏
襲
し
、
統
照
を
基
本
的
に
は
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の

作
家
で
あ
る
と
規
定
し
な
が
ら
も
、
「
時
代
は
詩
人
(
統
印
刷
…
を
拐
す
い

広
野
)
に
ヨ
!
ロ
ヅ
パ
の
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
高
度
で
止
ま
る
こ

と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
い
と
し
て
い
る
。
又
、
《
山
以
前
》
に
つ
い
て

は
、
務
光
慈
の
革
命
小
説
や
《
子
夜
》
と
比
べ
て
、
「
革
命
の
嵐
や

革
命
大
衆
の
カ
の
成
長
と
苦
胞
を
描
く
い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
の

足
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
「
現
在
に
お
い
て
も
我
々
は
、
こ
の
問
時

代
の
中
間
農
民
の
堅
実
さ
を
描
い
た
長
編
を
継
承
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
」
ず
、
従
来
「
そ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
を
受
け
て
こ

な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

《
山
雨
》
に
つ
い
て
の
最
近
の
評
論
と
し
て
は
、
民
〈
松
一
苧
・
関
川
効

@
 

《
「
山
部
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
成
果
試
論
》
が
あ
る
。
彼
ら
は
、

《
山
雨
》
の
独
自
性
と
し
て
、
弓
文
芸
作
品
の
社
会
的
効
用
b

を
い

う
場
合
、
普
通
は
英
雄
人
物
を
持
ち
出
す
手
法
を
と
る
の
に
対
し

て
、
平
凡
な
人
間
を
出
し
て
い
る
い
点
を
あ
げ
、
そ
の
欠
点
と
し

て
、
「
作
家
が
革
命
闘
争
や
民
族
解
放
戦
争
に
夜
接
参
加
し
て
い
な

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
に
反
映
さ
れ
た
現
実
生
活
に
一
定
の
限
界

が
あ
る
。
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
《
山
雨
》
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

は
、
の
関
式
ど
お
り
で
あ
る
。

最
後
に
、
統
照
白
身
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、

「
大
体
の
構
想
は
、
何
度
も
練
り
直
し
た
し
、
題
材
の
調
整
に
も

か
な
り
の
時
間
を
費
し
た
の
だ
が
、
常
一
間
き
終
っ
て
み
る
と
や
は
り

不
満
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
後
半
部
の
結
末
が
慌
し
す
、
ぎ
た
し
、

事
実
の
描
写
が
少
な
す
ぎ
、
時
間
が
長
く
隔
り
す
ぎ
て
い
る
。

五
、
六
人
の
主
要
な
人
物
を
配
し
、
彼
ら
各
々
の
物
一
誌
の
発
展
が

あ
っ
て
、
一
、
二
の
主
役
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
つ
も
り
だ
っ

た
が
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
や
り
通
せ
な
く
な
り
、
従
っ
て
内
容

も
は
な
は
だ
単
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
中
略
)
小
説
中
の
事

実
は
、
け
っ
し
て
誇
張
は
な
い

i
i私
は
ま
っ
た
く
な
い
と
思

う
。
こ
の
よ
う
な
農
村
と
そ
こ
に
い
る
人
々
と
は
中
国
で
は
あ
り

ふ
れ
て
お
り
珍
し
く
は
な
い
。
私
は
誇
大
な
刺
激
力
を
も
っ

@
 

葉
を
用
い
て
い
な
い
。
い

と
、
自
己
評
価
し
て
い
る
。
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以
上
の
意
見
を
総
合
し
て
み
る
な
ら
、
作
家
主
統
照
に
つ
い
て

は
、
基
本
的
に
茅
盾
の
た
て
た
、
コ
尖
」
と
「
愛
」
の
空
想
的
世
界

か
ら
《
山
雨
》
の
リ
ア
リ
ズ
ム
ヘ
発
展
し
た
と
い
う
関
式
に
期
っ
て

お
り
、
《
山
雨
》
の
作
品
評
価
に
つ
い
て
は
、
前
半
の
農
村
の
描
写

に
高
い
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
、
「
現
実
」
の
と
ら
え
方
(
際
大
爺

の
描
き
方
や
農
村
の
革
命
運
動
の
と
ら
え
方
な
ど
)
に
限
界
が
あ
る



こ
と
、
構
成
上
で
は
後
半
部
の

る。

不
足
な
ど
な
あ
げ
て
い

小
論
で
は
、
右
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
他
と
も
に
そ
の

殺
と
す
る
「
後
半
部
の
慌
し
さ
い
が
生
じ
た
原
悶
を
検
討
し
、
更
に

統
照
の
他
の
長
制
作
品
と
の
聞
に
あ
る
、
あ
る
相
違
点
を
比
較
す
る

と
い
う
ふ
た
つ
の
作
業
を
通
し
て
、
私
な
り
の
《
山
雨
》
の
主
統
照

作
品
中
に
お
け
る
枕
段
づ
け
と
作
品
の
性
格
づ
け
を
試
み
た
い
。

(
E〉

《
山
雨
》
の
前
半
部
と
後
半
部
、
実
大
有
が
離
農
す
る
前
と
、

T

島
市
に
移
り
住
ん
で
か
ら
後
で
は
、
明
ら
か
に
物
語
の
密
度
に
濃
淡

が
あ
る
。
極
端
な
一
五
い
方
を
す
れ
ば
、
中
断
同
様
の
終
り
方
を
し
て

い
る
と
も
云
え
よ
う
。
何
故
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
恕
山
と
し
て
、
以
ド
の
一
一
点
を
考
え
て
み
た
。

ひ
と
つ
に
は
、
《
山
雨
》
一
編
に
お
い
て
「
山
内
化
(
非
日
常
化
と

ア
九

1
7
コ

品

i
♂

九

円

。

も
)
。

2古川目
2
2
5い
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
労
働
い
そ

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
心
農
民
に
と
っ
て
の
野
良
仕
事

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に
「
労
働
い
と
い
う
も
の
は
、
き
わ

め
て
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
羽
償
的
い
「
自
動
的
い
に

知
覚
さ
れ
る
(
従
っ
て
こ
と
さ
ら
に
意
識
さ
れ
な
い
)
の
が
ふ
つ
う

で
あ
る
。
ロ

γ
ア
ブ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
理
論
家
の
一
人
、
ヴ
ィ
ク
ト

、
‘
、
.

ル
・
ジ
グ
ロ
ア
ス
キ
ー
は
、
「
自
動
化
作
用
は
、
も
の
を
、
衣
服
を
、

@
 

家
具
を
、
妻
や
戦
争
の
恐
怖
を
の
み
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
」
と
い

う
が
、
「
仕
事
・
労
働
」
も
「
自
動
化
作
用
L

に
よ
っ
て
「
の
み
込
」

ま
れ
て
い
く
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
生
活
の
感
覚
を
取

、

、

⑤

り
も
ど
し
、
も
の
を
感
じ
る
た
め
に
」
は
、
も
の
を
自
動
化
の
状
態

か
ら
引
き
出
す
手
法
、
わ
ざ
と
知
覚
の
過
程
に
細
工
を
施
す
手
法

(
例
え
ば
続
出
に
表
現
す
る
と
か
、
そ
の
も
の
の
一
般
的
な
名
称
を

用
い
な
い
と
か
)
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

《
山
市
》
に
は
、
し
ば
し
ば
「
本
分
い
と
か
「
本
等
い
と
い
う
言

葉
が
で
て
く
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
第
四
章
で
大
有
が
、
「
春
に

種
を
播
き
、
秋
に
獲
り
入
れ
、
照
り
つ
け
る
日
光
を
採
の
一
局
や
背
に

う
け
て
高
梁
畑
で
土
く
れ
や
雑
草
を
鋤
き
か
え
す
、
こ
れ
が
百
姓
の

本
当
の
仕
事
ハ
荘
稼
人
的
本
分
)
だ
い
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
野
良
仕
事
を
「
木
分
レ
と
い
う
言
葉
に

mmき
換
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
賠
訴
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

と
さ
ら
に
読
み
手
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

又
、
第
八
業
に
お
い
て
は
、
春
に
な
っ
て
二
人
の
「
短
工
い
と
と

も
に
出
を
耕
す
大
有
の
姿
が
仔
細
に
拙
か
れ
て
い
る
。
あ
る
許
者

⑦
 

は
、
《
山
雨
》
の
欠
点
と
し
て
描
写
の
冗
長
さ
を
あ
げ
て
い
る
が
、

こ
の
執
搬
な
農
耕
の
拍
手
に
よ
っ
て
、
我
々
は
中
国
の
農
民
の
日
常

の
労
働
を
意
識
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

一
史
に
は
構
成
の
上
で
も
、
借
金
や
日
十
越
、
怪
我
な
ど
に
よ
っ
て

( 46 ) 



「
野
良
仕
事
」
が
奪
わ
れ
て
い
く
過
程
を
克
明
に
描
き
、
石
山
政
運
一
び

ゃ
人
力
車
夫
の
仕
事
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
野
良
仕
事
ん
の

大
有
に
と
っ
て
の
意
味
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
際
立
た
せ
る
方
法
を

と
っ
て
い
る
。

思
う
に
、
こ
れ
ら
が
王
統
照
が
《
山
市
》
で
用
い
た
「
異
化
い
の

一
…
刑
法
だ
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
農
民
の
「
本
分
ん
で
あ
る
労
働

と
、
人
力
車
夫
と
し
て
の
労
働
と
が
、
小
説
の
前
半
と
後
半
で
対
比

さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
前
者
を
意
識
さ
せ
る

た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
大
有
に
再

び
帰
農
で
も
さ
せ
ぬ
限
り
、
も
は
や
こ
の
テ

i
マ
を
追
求
し
つ
、
つ
け

る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
後
半
の
幕
は
蒼
憾
と
し

て
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

で
は
、
一
…
編
の
構
成
上
の
破
綻
を
出
来
せ
し
め
た
が
ゆ
え
に
、
こ

の
よ
う
な
試
み
が
全
く
無
く
も
が
な
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
云
え

ば
、
そ
う
と
ば
か
り
は
云
え
ま
い
。
そ
れ
は
、
は
か
ら
ず
も
奨
大
有

と
い
う
一
農
民
を
過
し
て
人
間
に
お
け
る
つ
労
働
」
の
意
味
を
問
う

と
い
う
き
わ
め
て
射
程
の
長
い
テ
i
マ
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
路
工
事
に
徴
発
さ
れ
た
農
民
た
ち
の
、

「
昼
過
ぎ
の
暖
か
さ
が
、
仕
事
を
す
る
者
逮
に
ち
ょ
っ
と
し
た
慰

め
を
与
え
た
。
天
は
ま
だ
彼
ら
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
と
で
も

い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
つ
た
。
(
中
略
〉
十
一
月
の
温
か
さ
が
、

力
強
く
活
発
な
若
い
農
民
の
心
を
挑
携
し
た
の
で
、
陽
光
の
下
で

働
く
者
た
ち
は
、
し
ば
ら
く
は
未
来
の
悶
難
を
忘
れ
た
己
(
第
十

と
い
う
よ
う
な
姿
に
、
ち
ょ
う
ど
ソ
ル
ジ
ェ
一
一
ツ
イ
ン
の
《
イ
ワ

ン
・
デ
ニ

i
ソ
ヴ
ィ
チ
の
一
日
》
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
一

i

強
制
さ

③
 

れ
た
労
働
が
、
思
い
が
け
ず
」
ぺ
内
発
的
労
働
に
転
化
」
す
る
と
い

う
、
ぺ
労
働
い
そ
の
も
の
の
も
つ
、
人
間
性
の
根
源
に
深
く
結
び
つ

い
た
性
質
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
と
い
う
も
の
が
、
「
自
己

表
現
へ
と
転
化
(
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
う
る
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ー
マ
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
、
突
は
《
山

雨
》
一
編
の
独
自
性
の
誌
し
に
な
っ
て
お
り
、
今
日
な
お
作
品
と
し

て
の
生
命
を
保
ち
つ
づ
け
る
ひ
と
つ
の
所
以
と
な
っ
て
い
る
と
も
云

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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次
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
側
面
か
ら
考
て
み
よ
う
。

《
山
間
》
前
半
の
農
村
生
活
の
措
法

J

は
、
茅
盾
も
認
め
る
よ
う

に
、
誠
に
美
事
な
達
成
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。
作
者
自
身
も
、
私
か

に
自
ら
許
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
先
の
引
用
で
知
れ

る
ο

つ
ま
り
作
者
は
、
前
半
に
お
け
る
農
民
笑
大
有
の
リ
ア
リ
テ
ィ

に
自
信
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
初
の
予
定
の
う
ち

「
北
方
農
村
の
崩
壊
現
象
と
そ
の
原
因
を
描
く
」
と
い
う
構
想
は
」



応
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
「
農
民
の
目
覚
め
を
描
く
」
と

い
う
構
想
の
方
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
悶
み
に
、
二
八
年
の
魯
彦
の
《
黄
金
》
と
、
一
一
二
年
の
了

玲
《
水
》
と
、
《
山
一
市
》
と
い
う
ほ
ぼ
時
代
を
同
じ
く
す
る
三
作
品

を
並
べ
て
み
た
と
す
る
。

怠
子
か
ら
の
送
金
が
と
だ
え
た
如
史
夫
妻
を
い
じ
め
ぬ
き
な
が

ら
、
最
後
に
そ
の
息
子
が
突
は
秘
書
主
任
に
出
世
し
て
お
り
、
両
親

に
莫
大
な
金
を
贈
っ
た
と
知
る
や
、
学
を
返
し
た
よ
う
に
卑
屈
な
態

度
で
す
り
よ
っ
て
く
る
《
黄
金
》
の
棟
四
橋
の
世
界
と
そ
こ
に
住
む

人
々
は
、
我
々
に
は
既
に
魯
鋲
ハ
祝
福
)
や
未
荘
(
阿
Q
正
伝
)
の

そ
れ
と
し
て
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
如
史
夫
妻
の
暮
し
は
、

一
波
乱
あ
っ
た
後
は
、
又
波
乱
の
起
る
以
前
の
静
か
さ
に
一
皮
っ
て
い

く
。
だ
が
奨
大
有
の
生
活
は
、
二
度
と
以
前
の
も
の
に
戻
り
は
し
な

い
。
《
山
雨
》
の
世
界
で
は
己
に
昨
日
の
生
活
を
根
こ
そ
ぎ
に
す
る

よ
う
な
何
か
が
日
々
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
そ
の
と
き
、
彼
ら
は
、
心
か
ら
彼
の
指
揮
に
従
っ
て
い
た
。
彼

ら
の
心
は
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。
そ
の
命
を
み
ん
な
に
捧
げ
て
い

た
。
彼
ら
の
心
は
、
無
限
の
光
明
に
満
ち
て
い
た
。

そ
し
て
夜
が
次
第
に
明
け
そ
め
た
墳
に
は
、
こ
の
一
隊
の
人

々
、
こ
の
一
隊
の
餓
え
た
奴
隷
達
は
、
男
が
先
に
立
ち
、
女
も
そ

れ
に
つ
い
て
駆
け
、
生
命
の
ほ
と
ば
し
る
雄
叫
び
を
あ
げ
な
が

ら
、
水
よ
り
も
凶
暴
に
、
町
に
向
っ
て
お
し
よ
せ
て
い
っ
た
己

了
玲
《
水
》

⑤
 

竹
内
好
が
一
五
う
よ
う
に
、
《
黄
金
》
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
作
品

の
新
し
さ
は
決
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
民
が
ひ
と
つ
の

群
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
(
そ
れ
は
新
し
き
で
あ
る
が
)
ひ

と
つ
を
と
っ
て
も
、
そ
の
浪
漫
性
、
観
念
性
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
三
者
を
比
較
し
た
持
、
一
九
一
ニ

O
年
前
後
の
中

国
農
民
の
姿
を
描
い
て
最
も
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
の
が
、

《
山
雨
》
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
見
解
で
あ
る
。

私
の
読
ん
だ
限
り
で
は
、
大
有
の
革
命
的
農
民
と
し
て
の
決
定
的

な
覚
醒
は
つ
い
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
前
出
の
呉
・
周
論

文
の
よ
う
に
、
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「
最
後
に
は
、
彼
も
き
っ
ぱ
り
と
こ
の
よ
う
に
云
え
る
ま
で
に
な

っ
た
の
だ
0

2他
た
ち
だ
っ
て
、
他
人
に
暴
れ
込
ま
れ
て
、
い
つ

も
い
つ
も
手
向
い
も
せ
ず
、
や
り
か
え
し
も
せ
ず
っ
て
え
わ
け
じ

ゃ
あ
る
ま
い
o
b

奨
大
有
は
、
つ
い
に
現
実
の
生
活
と
労
働
者
階

級
先
進
分
子
の
教
育
の
下
、
真
に
覚
醒
し
た
の
だ
。
彼
が
未
来
の

革
命
槻
争
に
お
い
て
、
党
の
指
導
に
よ
る
労
働
階
級
の
隊
列
に
し

っ
か
り
と
加
わ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
己

と
い
う
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
大
有
の
言
葉
の

み
を
と
ら
え
て
、
そ
の
ま
ま
革
命
的
農
民
と
し
て
の
覚
醒
の
証
し
と



す
る
の
は
、
や
や
楽
天
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
半
植
民

地
と
い
う
独
特
の
廃
史
的
情
況
を
背
負
っ
て
い
た
中
国
で
は
、
J

ノシ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
革
命
が
不
即
不
離
の
形
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
夙
に

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
平
ト
チ
リ
は

厳
に
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
百
歩
譲
っ
て
呉
・
周
論
文
の

主
張
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
、
党
一
艇
の
過
程
の
一
記
述
が
如

何
に
も
貧
弱
、
と
い
う
よ
り
過
程
は
と
ば
さ
れ
て
、
あ
る
日
突
然
目

覚
め
て
お
り
ま
し
た
と
い
う
に
近
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
何
故

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
と
云
え
ば
、
つ
ま
り
は
統
照
に
そ
の
過

程
を
描
い
て
い
く
自
信
が
な
か
っ
た
、
一
止
礁
に
云
え
ば
そ
の
部
分
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
作
家
と
し
て
保
証
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
云
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

思
う
に
統
縮
小
は
、
こ
の
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
自
信
を
持
っ
て
い

た
が
ゆ
え
に

T
島
市
に
出
て
か
ら
の
大
有
の
始
末
に
因
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
根
っ
か
ら
の
農
民
で
あ
る
大
有
が
、
土
か
ら
引
き
離
さ
れ
る

と
い
う
憂
き
自
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
以
上
、
彼
の
意
識
が
何
ら
か
の

意
味
で
変
ら
な
け
れ
ば
ウ
ソ
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
安
分
守

己
」
な
的
庶
民
の
典
型
の
よ
う
な
大
有
を
、
安
易
に
急
進
化
さ
せ
る
こ

と
は
、
つ
ま
り
《
水
》
の
方
向
へ
向
う
こ
と
は
、
統
照
の
と
ら
え
た

「
現
実
」
と
の
緊
張
関
係
を
崩
し
、
リ
ア
リ
ノ
ズ
ム
作
品
と
し
て
の
自

⑮
 

律
性
を
損
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
律
背
反
に
悩
ん
だ
末
、
結
局
奨

大
有
の
変
化
へ
の
兆
し
を
臭
わ
せ
た
ま
ま
中
断
す
る
し
か
な
か
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
G

(
班
)

統

照

は

、

そ

の

生

波

に

の

い

た

。

処

女

長

編

《

一

葉
》
(
一
九
二
二
年
)
は
、
年
知
識
人
の
魂
の
訪
泊
四
を
描
い
た
作

品
で
あ
る
が
、
一
編
の
末
に
お
い
て
、
主
人
公
李
天
根
が
、
所
謂

「
愛
」
と
「
美
」
の
思
想
を
独
白
す
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
、
一
種
の

(
思
想
的
な
)
自
伝
的
作
品
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

二
作
自
の
長
一
総
会
尚
(
昏
》
(
一
九
二
三
年
〉
で
は
、
封
建
地
主
の

妥
と
い
う
境
遇
を
抜
け
だ
そ
う
と
す
る
こ
人
の
女
性
周
現
符
、
英
労
口

の
運
命
を
措
く
こ
と
が
主
題
と
い
え
よ
う
が
、
狂
言
回
し
と
し
て
、

彼
女
達
の
逃
亡
を
助
け
る
知
識
青
年
越
慕
漣
が
配
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
編
が
、
《
山
市
》
に
先
行
す
る
長
編
で
あ
る
。

《
山
部
》
以
後
の
長
編
と
し
て
は
、
一
九
三
六
年
出
版
の
《
春
花
》

が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
五
回
運
動
中
に
生
ま
れ
た
「
接
関
学
会
」

に
属
し
て
い
た
青
年
遠
の
様
々
に
分
岐
し
て
い
く
人
生
を
描
こ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
ひ
と
り
の
主
人
公
を
定
め
る
こ
と
を
せ

ず
、
学
生
運
動
の
熱
心
な
参
加
者
で
あ
り
な
が
ら
挫
折
し
、
剃
髪
し

て
僧
に
な
る
堅
石
を
は
じ
め
四
人
の
青
年
を
配
し
て
こ
の
時
代
の
知

識
青
年
の
群
像
を
描
く
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
《
山
市
》
に
先
立
つ
二
編
の
《
山
雨
》
と
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の
相
違
点
は
、
《
一
葉
》
の
李
天
板
と
い
い
、
《
黄
昏
》
の
越
慕
礎
と

い
い
、
濃
淡
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
作
者
自
身
の
投
影
が
あ
る
と
い

ゐ
d
J

rnゅ

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
作
者
と
同
じ
知
識
階
級
に
属
す
る
人
間
と

い
う
設
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
思
想
と
い
う
内
面
的
な

耐
に
お
い
て
も
そ
う
云
え
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
作
者
と
彼
ら
と
は

腕
の
絡
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
作
者
の
思
想
の
代

弁
者
な
の
で
あ
る
。
李
天
根
の
「
回
想
の
記
録
(
四
億
的
記
録
と

な
る
日
記
、
越
慕
礎
の
日
記
や
手
紙
、
そ
の
中
味
が
ハ
《
一
葉
》
の

場
合
は
頻
繁
に
、
全
容
器
》
の
場
合
は
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
)
そ

の
ま
ま
作
品
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
り
、
主
人
公
の
演
説
め
い
た

独
自
が
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
主
人
公
の
口
を
か
り
て
、
作
者
の
観

念
(
思
想
)
を
直
接
に
表
白
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
れ

は
、
問
欧
近
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
、
現
実
の
き
り
と
り
方
、
話
の
構

成
そ
の
も
の
ハ
プ
ロ
ッ
ト
)
が
作
者
の
思
想
を
も
の
語
る
と
い
う
方

法
で
は
な
く
、
一
様
の
「
叙
情
い
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
ロ
マ
ン
主
一

弘

y
rhu、

…
訟
の
混
入
と
云
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
《
山
部
》
で
は
、
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
の
混
入
が

⑮
 

一
掃
さ
れ
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
成
立
し
て
い
る
。

宗
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
一

i

想
像
力
に
基
づ
く
農
民
小
説
い
の
成
立

と
で
も
一
%
え
ょ
う
か
。
こ
こ
に
《
山
雨
》
一
編
の
統
照
作
品
群
中
に

お
け
る
独
自
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
《
山
市
》
に
続
く
《
春
花
》
で
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
五
四
時
代
の
知
識
青
年
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
す
が
に
、
《
一
葉
》

の
よ
う
に
作
者
の
分
身
が
、
作
者
の
思
想
を
演
説
す
る
よ
う
な
こ
と

は
な
く
、
複
数
の
登
場
人
物
に
過
不
足
な
く
比
重
を
配
分
し
て
い
る

も
の
の
、
五
四
時
期
を
中
国
大
学
の
学
生
と
し
て
迎
え
、
啓
蒙
雑
誌

《
曙
光
》
を
刊
行
し
た
統
照
自
身
の
若
き
日
の
姿
を
(
そ
れ
が
四
人

の
青
年
に
分
散
し
た
形
で
あ
れ
)
そ
こ
に
発
見
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ

ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
《
山
部
》
で
と
ら
れ
た
、
「
想

像
力
に
基
づ
く
農
民
小
説
」
と
い
う
可
能
性
は
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
統
照
自
身
の
主
観
的
判
断
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
確
定
で
き
る

よ
う
な
資
料
を
、
い
ま
の
と
こ
ろ
私
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
が
、

こ
と
こ
の
点
に
関
し
て
は
私
に
は
《
一
葉
》
《
黄
昏
》
の
地
点
へ
の

逆
戻
り
と
し
か
思
え
な
い
。
以
後
、
彼
に
よ
っ
て
ハ
中
国
革
命
の
主

体
で
あ
っ
た
)
農
民
と
い
う
他
者
の
内
部
へ
踏
み
込
ん
だ
長
一
制
作
品

。

が
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

山
間
昭
夫
氏
は
、
有
島
武
郎
の
処
女
作
《
カ
ン
カ
ン
虫
》
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
結
局
有
島
は
作
家
生
活
に
入
っ
て
以
後
、
白
分
が
下
関
川
社
会
の

人
々
に
な
り
す
ま
し
た
よ
う
な
作
品
を
書
く
気
に
な
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

(
中
略
)
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吋
カ
ン
カ
ン
虫
匂
の
有
r

品
の
化
身
術
は
創
作
方
法
の
過
失
で
は

な
い
。
有
島
的
思
考
に
即
し
て
い
え
ば
、
可
及
的
に
到
達
す
べ
き

創
作
方
法
で
あ
っ
た
の
で
、
有
島
は
い
わ
ば
逆
に
作
家
生
活
を
出

発
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
カ
ン
カ

γ
虫
い
の
方
法
を
完
全

一《州
V
J

川内川、

に
過
失
視
し
た
と
こ
ろ
に
、
有
島
の
晩
年
の
悲
劇
が
あ
っ
た
J

一
土
統
照
が
、
有
島
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
《
山
雨
》
の
方
法

を
一
i

過
失
視
い
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

く
り
返
す
よ
う
だ
が
い
ま
の
と
こ
ろ
何
と
も
云
え
な
い
。
…
!
当
時
に

あ
っ
て
多
く
の
人
の
重
祝
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
そ
の
内
殺
に
ふ

φ
 

さ
わ
し
い
評
備
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
い
と
い
う

m仲
済
氏
の
言
を

考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
「
過
失
視
」
に
近
い
自
己
評
価
を

与
え
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
少
な
く
と
も
、
《
山
雨
》
の
方
法
が
、

統
照
自
身
に
よ
っ
て
〈
も
)
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
は
考
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
過
渡
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
云

え
そ
う
で
あ
る
。

以
後
の
中
間
の
農
民
小
説
の
主
流
が
、
《
山
市
》
的
な
作
品
で
は

な
く
、
《
水
》
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
事
は
、
右
の
こ
と
の

誌
し
と
も
、
あ
る
い
は
帰
結
と
も
云
え
よ
う
。

(
W
)
 五

回
選
動
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
、
二
十
年
代
初

絶
え
間
な

め
に
作
品
を
発
表
し
始
め
た
中
間
の
知
識
人
に
と
っ
て
、

い
内
戦
と
外
国
(
日
本
〉
の
侵
略
と
い
う
情
況
下
に
お
い
て
、
彼
が

作
家
と
し
て
の
良
心
と
想
像
力
と
綴
察
限
を
備
え
て
い
れ
ば
、
い
わ

ば
社
会
の
底
辺
に
い
き
る
人
々
の
生
活
に
関
心
が
向
う
の
は
当
然
の

な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
王
統
間
ん
の
場
合
で
い
え
ば
、
作
家

生
活
の
出
発
か
ら
一
焚
し
て
、
社
会
の
矛
腐
を
一
身
に
体
現
し
て
い

る
人
々
を
、
又
班
恕
と
現
実
の
采
離
に
悩
む
知
識
人
を
描
い
た
作
品

を
書
き
っ
さ
つ
け
て
い
る
。
だ
が
、
二
十
年
代
末
の
左
翼
文
学
の
興
隆

は
、
彼
に
大
き
な
転
換
を
追
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
生
じ
た
問

題
は
、
魯
迅
と
革
命
文
学
派
と
の
論
争
、
日
本
の
有
島
と
広
津
・
片

上
と
の
念
品
昔
前
ひ
と
つ
》
論
争
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
文

学
の
根
源
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
に
は
、
こ
の
問
題
を
こ

こ
で
と
り
あ
げ
て
論
ず
る
余
裕
も
力
も
な
い
の
で
、
統
mmが
実
作
に

お
い
て
示
し
た
打
開
(
転
換
)
へ
の
試
み
が
《
山
間
》
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
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す
で
に
(

H

)

(

班
)
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
《
山
市
》
は
、
「
リ
ア
リ

ズ
伊
の
規
矩
に
極
め
て
忠
実
た
ら
ん
と
玄
関
与
C

れ
た
作
品
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
、
作
者
主
統
照
の
「
リ
ア
リ
ズ

ム
」
受
容
、
一
!
リ
ア
リ
ズ
ム
」
理
解
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

を
窺
い
知
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
文
学
の
政
治

へ
の
接
近
、
融
合
と
い
う
時
代
の
趨
勢
に
対
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
作

家
と
し
て
の
彼
が
示
し
得
た
懸
命
の
対
応
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
可



能
性
の
芽
と
し
て
、
評
価
で
き
る
も
の
を
含
ん
で
も
い
た
の
で
あ
っ

た。
し
か
し
、
そ
れ
は
結
局
過
渡
的
な
「
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
あ

る
と
し
て
顧
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
イ
リ
ヤ
・
エ
レ
ン
プ
ル
グ

は
、
「
人
類
の
未
来
の
た
め
の
社
会
主
義
と
、
現
実
を
眺
め
る
レ
ア

リ
ス
ム
と
は
、
矛
民
概
念
で
あ
」
り
、
「
資
本
主
義
レ
ア
リ
ス
ム
レ

と
「
社
会
主
義
ロ
マ
ン
チ
シ
ス
ム
」
し
か
成
立
し
え
な
い
、
と
一
五
つ

号

た
そ
う
で
あ
る
が
、
中
間
の
現
代
文
学
に
所
謂
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
、

リ
ア
リ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
混
合
物
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
と

あ
ら
た
め
て
《
文
芸
講
話
》
や
ら
解
放
後
の
「
結
合
」
理
論
や
ら
を

持
ち
出
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
《
山
雨
》
に
対
す
る
評
価
の
低
さ
も

決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
間
人
組
後
の
中
国
で
、
《
人
妖
の
問
》
の
よ
う

な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や
、
白
樺
・
王
蒙
・
劉
心
武
と
い
っ
た
人
々
の

作
品
が
生
み
出
さ
れ
、
〈
被
治
者
の
間
で
は
)
大
い
に
好
評
を
も
っ

て
受
け
い
れ
ら
れ
た
事
実
を
見
聞
す
る
に
つ
け
、
《
山
一
山
》
が
、
二

十
年
代
の
知
識
人
出
身
作
家
の
、
そ
の
後
た
ど
る
べ
き
ひ
と
つ
の
方

向
で
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
持
が
起
る
の
を
禁
じ
得

な
い
。
《
山
雨
》
の
も
つ
こ
の
間
題
性
こ
そ
、
「
労
働
」
の
農
民
(
人

間
)
に
と
っ
て
の
意
味
と
い
う
遠
大
な
テ

i
マ
と
相
侠
っ
て
、
今
日

な
お
《
山
雨
》
を
読
み
つ
が
せ
る
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

以
上
が
、
私
が
王
統
照
の
《
山
雨
》
か
ら
読
み
え
た
こ
と
が
ら
で

あ
り
、
ま
た
今
後
も
彼
お
よ
び
彼
の
作
品
に
か
か
わ
っ
て
い
く
上
で

の
課
題
で
あ
る
。

‘迂多
《
山
雨
》
初
版
は
、
国
民
党
中
央
図
書
雑
誌
審
査
委
員
会
に
、
階
級
闘
争

を
宣
伝
す
る
も
の
と
認
定
さ
れ
、
そ
の
後
二
回
章
か
ら
二
八
章
ま
で
を
削

除
し
て
刑
行
さ
れ
た
。
従
っ
て
初
版
本
は
極
め
て
少
数
し
か
流
布
し
て
い

な
い
ハ
震
設
《
晦
耀
書
話
》
)
。
小
論
に
お
い
て
は
、
一
九
五
五
年
二
月
人

民
文
学
出
版
を
用
い
、
章
数
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。

②
原
題
¥
正
統
照
小
説
的
現
実
主
義
精
神
《
文
学
評
論
集
》
山
東
人
民
出

版
社
一
九
八

O
年

③
原
題
日
試
論
《
山
雨
》
的
現
実
主
義
成
就
《
文
学
評
論
叢
刊
》
第
八
号

一
九
八
一
年
一
一
一
月

④
山
雨
践

⑤
異
化
と
は
日
常
見
な
れ
た
も
の
、
そ
の
た
め
に
自
明
に
み
え
る
も
の
を
、

日
だ
た
せ
、
異
常
な
も
の
に
み
せ
る
芸
栴
手
法
、
知
っ
て
い
る
つ
も
り
の

事
柄
を
、
本
当
に
認
識
す
る
た
め
の
弁
一
説
法
的
過
程
と
い
っ
て
よ
い
〈
文

芸
刑
訴
の
基
礎
知
識
主
文
堂
一
九
七
九
年
三
異
化
と
い
う
訳
語
は
、

《
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
論
集
l
i詩
的
言
語
の
分
析
》
新
谷
敬
一
一
一

郎
・
磯
谷
孝
の
訳
、
非
日
常
化
と
い
う
訳
語
は
、
《
初
段
紀
評
論
集
批
評

の
よ
ろ
こ
び
》
水
野
忠
夫
の
訳
で
あ
る
。

⑨
グ
ィ
グ
ト
ル
・
シ
ク
ロ
ア
ス
キ
ー
《
手
法
と
し
て
の
芸
術
》
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《
ロ
シ
ア
・



フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
論
集

i
iー
詩
的
一
一
一
一
同
誌
の
分
析
》
現
代
思
潮
社
一
九
七
一

年
所
収

一
⑦
《
中
間
現
代
文
学
史
》
九
院
校
一
樹
写
組
江
蘇
人
民
出
版
社
一
九
七
九
年

蘇
宮
林
《
一
一
一
一
一
十
年
代
作
家
与
作
品
》
広
東
出
版
社
一
九
七
九
年

⑧
江
川
卓
;
講
談
社
文
路
《
イ
ワ
ン
・
デ
一
一

i
ソ
ヴ
ッ
チ
の
一
日
ほ
か
二

ゴ
悶
戸
沼
ア
叫
J
b

和
問
刷
、
必
H
H

一J
j

⑨
中
間
関
の
革
命
と
文
学
第
5
巻
解
説
平
凡
社
一
九
七
二
年

⑩
《
山
雨
》
を
大
有
の
人
間
的
成
長
と
い
う
側
関
か
ら
見
れ
ば
、
教
義
小
説

と
も
読
め
る
。
し
か
し
、
侃
換
之
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
有
も
作

品
位
界
で
無
理
な
く
(
リ
ア
リ
テ
ィ
を
扱
う
こ
と
な
く
〉
そ
の
「
侶
(
自

我
ど
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
中
国
の
社
会
環
境
、
が
許
さ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

柴
内
秀
司
会
骨
折
塑
陶

i
l
〈
一
生
〉
か
ら
〈
侃
換
之
〉
へ
》
東
京
都
立
大

学
修
士
論
文
一
九
八

O
年
参
照

⑪
《
春
花
》
と
《
秋
実
》
を
一
一
編
の
上
下
と
し
て
考
え
た
。
尚
五
…
縮
の
中
に

は
、
抗
日
戦
中
〈
万
象
〉
上
に
連
載
さ
れ
た
《
双
清
》
を
合
ん
で
い
る
。

こ
の
作
品
は
壬
統
照
文
集
第
一
一
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
が
、

筆
者
は
未
見
で
あ
る
。
主
統
制
問
文
集
第
一
巻
解
説
に
よ
れ
ば
、
妓
女
の
姉

妹
を
扱
q
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

⑫
そ
の
こ
と
自
体
は
、
格
別
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
(
二
十
年

代
〉
の
作
品
ハ
例
え
ば
、
葉
思
陶
の
《
隔
膜
》
に
収
め
ら
れ
た
諸
作
品
)

で
は
む
し
ろ
一
般
的
と
も
い
え
る
手
法
で
あ
る
。

⑬
中
村
光
夫
《
日
本
の
近
代
小
説
》
者
波
新
書
一
九
五
四
年
参
照

&
こ
こ
で
は
、
ロ
マ
ン
・
ヤ
竺
フ
ソ
ン
が
《
芸
術
に
於
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に

つ
い
て
》
(
《
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
リ
ズ
ム
文
学
論
集
1
》
せ
り
か
書
房
、
一

九
八
一
一
年
所
収
〉
の
中
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
定
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ

た
、
「
十
九
世
紀
の
特
定
の
芸
術
派
の
弁
別
的
特
徴
の
総
和
」
と
い
う
窓

味
で
伎
っ
た
。

G
こ
こ
で
い
う
「
想
像
力
」
が
、
現
実
へ
の
観
察
を
放
棄
し
た
イ
リ
ェ

l
ジ

ョ
ン
で
は
な
く
、
文
学
的
創
造
に
不
可
火
な
能
動
的
性
格
を
も
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

岳
山
田
昭
夫
《
有
島
武
郎
・
姿
勢
と
軌
跡
》
右
文
書
院
一
九
七
六
年

⑫
中
村
真
一
郎
《
小
説
の
方
法
l
a
g
-

私
と
「
二
十
社
紀
小
説
」

i
l》
集
英

社
一
九
八
一
年

玉
統
照
著
作
年
譜
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一
八
九
七
年
一
月
八
日
〈
間
賠
)
山
東
省
諸
城
県
相
州
鎮
の
地
主
の
家

庭
に
生
ま
れ
る
。
七
歳
の
時
父
と
死
別
。

一
九
一
一
一
…
年
済
南
の
省
立
一
中
ハ
育
英
中
学
と
も
)
に
学
ぶ
。
中
学
在

学
中
に
、
章
間
小
説
《
剣
花
痕
》
を
書
き
、
《
遺
髪
》
な
る
作
品
を
〈
婦

女
雑
誌
〉
へ
投
稿
、
掲
載
さ
れ
る
。
以
後
〈
小
説
月
報
〉
に
も
投
稿
。

…
九
一
八
年
中
間
大
学
入
学

一
九
一
九
年
十
一
月
鄭
振
鍔
・
歌
済
之
・
袈
菊
農
ら
と
雑
誌
〈
賭
光
〉

を
発
刊

一
九
二
一
年
一
月
四
日
北
京
中
央
公
爵
来
今
雨
軒
で
の
文
学
研
究
会

結
成
大
会
に
出
席
。
五
月
八
文
学
問
刊
〉
発
刊
に
際
し
そ
の
編
集
者
と
な

る。



一
九
一
一
一
長
編
《
一
伊
東
》
商
務
印
書
館
よ
り
刊
行

一
九
一
一
一
一
一
年
第
一
短
編
集
《
春
雨
之
夜
》
商
務
印
書
館
よ
り
刊
行
。
六

月
孫
伏
閣
と
と
も
に
〈
日
以
報
〉
剥
刊
〈
文
学
旬
刊
〉
の
編
集
主
任
と
な

る
。
一
月
か
ら
六
月
ま
で
〈
小
説
月
報
〉
十
四
巻
一
期
J
六
期
に
《
黄
昏
》

を
連
載
(
…
九
二
九
年
商
務
印
書
館
よ
り
発
刊
)

…
九
二
}
九
年
戯
曲
，
《
死
戸
市
的
勝
利
》
窃
務
印
書
館
よ
り
刊
行
。

一
九
二
七
年
背
お
に
移
り
住
む
。
日
本
へ
旅
行
。

一
九
二
八
年
短
編
集
《
号
戸
》
刊
行
。

…
九
二
九
年
短
編
集
《
結
痕
》
華
東
閣
議
公
司
よ
り
刊
行

一九一一…

0
年
東
北
各
地
を
旅
行
。
そ
の
折
の
紀
行
文
集
《
北
国
之
春
)

一
九
三
一
一
一
年
上
海
神
州
国
光
社
よ
り
発
行
。

一
九
一
一
一
一
二
年
《
山
雨
》
刊
行
詩
集
《
這
時
代
》
刊
行
。

一
九
三
四
年
数
文
集
《
片
一
主
集
》
を
生
活
者
的
よ
り
刊
行
。
《
山
雨
》

を
滑
一
附
い
た
こ
と
に
よ
り
当
局
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
た
た
め
欧
州
へ

赴
く
。
イ
タ
リ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
等
際
訪
。

一
九
三
五
年
帰
問
。
詩
集
《
夜
行
集
》
刊
行
。
七
月
J
十
二
月
〈
文
学
〉

に
《
私
実
》
を
連
載
(
帰
間
後
、
賢
雨
大
学
、
山
東
大
学
の
教
壌
に
立

つ
)

一
九
三
六
年
春
、
持
東
来
に
か
わ
っ
て
開
明
書
出
の
雑
誌
〈
文
学
〉
を

編
集
。
《
春
花
》
を
JA友
図
書
公
司
よ
り
刊
行
。
詩
集
《
放
歌
集
》
刊
行
。

散
文
集
会
内
紗
帳
》
を
文
学
出
版
社
よ
り
刊
行

一
九
三
八
年
詩
集
《
横
吹
集
》
刊
行

九
三
九
年
詩
集
《
繁
詐
柴
》
を
枇
界
設
局
よ
り
刊
行
。
散
文
集
《
欧

前
散
記
》
を
開
明
書
的
よ
り
刊
行

一
九
四

O
年
詩
集
《
江
市
出
》
を
文
化
生
活
社
よ
り
刊
行

一
九
四
一
年
短
編
集
《
銀
竜
集
》
《
華
亭
鶴
》
を
文
化
生
活
出
版
社
よ

り
刊
行
。
訳
詩
集
《
題
石
集
》
を
自
費
出
版
。

一
九
四
八
年
青
島
に
帰
り
、
山
東
大
学
教
授
、
山
東
省
文
化
局
長
な
ど

摩
任
。

一
九
五
七
年
論
文
集
《
炉
辺
文
談
》
を
山
東
人
民
出
版
社
よ
り
刊
行
。

《
王
統
照
短
編
小
説
選
集
》
を
人
民
文
学
出
版
社
よ
り
刊
行
。
各
短
編
集

よ
り
二
四
編
を
選
録
。

十
一
月
二
九
段
午
前
五
時
山
東
医
学
院
付
属
病
院
に
て
永
眠

一
九
五
八
年
詩
集
《
鵠
華
小
柴
》
、
《
王
統
照
詩
選
》
ハ
人
民
文
学
出
版

社
〉
刊
行
。

A

T

U

P

、、、ーノゴ品

一J
ノ
J
ノ

f
に
A
4
1

王
統
照
主
要
著
作
自
録

《
五
統
照
文
集
》
九
九
六
巻
山
東
人
民
出
版
社
の
刊
行
開
始
。
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《
者
一
雨
之
夜
》
安
局
・
沈
思
・
鞭
痕
・
退
官
・
春
雨
之
夜
・
月
影
・
伴
死
人

的
一
夜
・
酔
后
・
一
一
関
之
隔
・
磐
錦
、
守
・
山
側
之
道
・
微
笑
・
自
然
・
十

五
年
後
・
在
劇
場
中
・
湖
畔
児
語
・
鏡
戸
・
雨
タ
'
賞
、
会
之

JM
・
技
芸

以
上
二
十
絹
所
収

合

Z
C
卒
中
・
鬼
影
・
一
司
令
・
撹
天
風
一
宮
夢
ヰ
騒
・
読

J
7
・
沈
船
・
号

戸
・
印
空
-
m
只
木
柴
之
一
日
・
海
浴
之
吊
・
約
係
遜
的
一
一
説
以
上
十
一

点
前
川
広
け
，
マ
止

ね
肘
一
円
わ
・
凶
作

《
小
山
川
痕
》
背
松
之
下
・
揺
浜
・
沖
突
・
生
ha

十
一
行
列
・
旅
舎
夜
話
・
相
識
者

河
治
的
秋
夜
・
紀
夢
以
上
八
一
樹
所
収

《
銀
屯
集
》
一
天
天
・
・
刀
柄
・
縞
絶
妨
犠
・
旗
手
・
五
十
一
五
・



父
子
・
銀
色
的
駒
市
身
・
鈷
い
い
日
目
・
滋
離
・
小
紅
燈
範
的
夢
以
上
十
一
編

《
議
亭
鶴
》
母
愛
・
一
段
与
翼
・
新
生
・
難
事
鶴
以
上
四
一
輪

こ
の
他
文
集
第
一
一
巻
に
集
外
作
品
と
し
て
左
の
十
一
一
蹴
を
収
め
る
。

湖
中
的
夜
月
・
夜
談

-n…
光
・
ぷ
出
穿
汚
補
μ

e

火
城
・
灰
背
大
衣
'
狗
失

裕
-
H
I
小
天
分
人
u
的
生
ト
ザ
死
・
潟
子
春
的
?
・
針
心
人
'
打
践
的
故
事

i

伝
説
的
故
事
之
一
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