
〈
要
旨
〉
芥
川
龍
之
介
の
短
編
作
品
「
南
京
の
基
督
」（
大
正
九
年
）
は
、
南
京
の
街
に
私
娼
と
し
て
暮
ら
す
支
那
の
少
女

の
話
で
、
日
本
人
旅
行
者
の
視
点
を
軸
に
語
ら
れ
る
。
象
徴
性
の
漂
う
空
間
の
中
で
展
開
す
る
こ
の
物
語
を
特
徴
づ
け
る
の

は
、
異
国
を
訪
れ
た
旅
行
者
が
土
地
の
女
の
語
る
物
語
に
向
き
合
う
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
近
代
的
知
性
の
立

場
に
た
つ
外
部
の
人
間
が
、
何
か
根
源
的
な
も
の
に
関
わ
る
非
西
欧
の
語
り
に
耳
を
傾
け
る
。
他
の
作
品
の
中
で
も
繰
り
返

ハ
ン
ケ
チ

さ
れ
る
こ
の
構
図
は
、
初
期
の
短
編
「
手
巾
」（
大
正
五
年
）
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、「
手
巾
」
は
、

実
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
「
日
本
人
の
微
笑
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
を
ふ
ま
え
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
作
品

で
あ
り
、
ハ
ー
ン
の
日
本
認
識
に
対
す
る
芥
川
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
捉
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
非
西
欧
世
界
の
主
観

の
語
り
に
対
峙
す
る
、
西
欧
の
近
代
客
観
主
義
と
合
理
主
義
を
ふ
ま
え
た
人
の
視
線
。
芥
川
に
と
っ
て
本
質
的
な
ひ
と
つ
の

意
識
の
構
図
が
鮮
や
か
に
読
み
と
れ
る
の
が
、「
南
京
の
基
督
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

ー
ン
受
容
の
ひ
と
つ
の
形
を
示
す
と
同
時
に
、
西
洋
と
い
う
異
文
化
を
内
在
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
の
近
代
に
お
け

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉

牧

野

陽

子
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る
自
己
認
識
の
ひ
と
つ
の
形
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

一
、「
南
京
の
基
督
」

芥
川
龍
之
介
の
短
編
作
品
「
南
京
の
基
督
」（
大
正
九
年
）
は
、
南
京
の
街
に
私
娼
と
し
て
暮
ら
す
一
人
の
支
那
の
少
女
の
話
で
、

そ
の
少
女
の
も
と
を
訪
れ
た
日
本
人
旅
行
者
の
視
点
を
軸
に
語
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
芥
川
が
は
じ
め
て
大
陸
を
旅
す
る
の
は
大
正

十
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
当
時
は
ま
だ
中
国
に
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
芥
川
自
身
が
作
品
末
尾
に
、「
本
篇

を
草
す
る
に
当
り
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
作
「
秦
淮
の
一
夜
」
に
負
ふ
所
尠
か
ら
ず
。」
と
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
南
京
の
奇
望
街
の

私
娼
と
日
本
人
旅
行
者
と
い
う
設
定
は
、
谷
崎
の
中
国
旅
行
の
紀
行
文
「
秦
淮
の
夜
」（
大
正
八
年
）か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

物
語
の
主
人
公
、
宋
金
花
は
気
立
て
の
優
し
い
娘
で
、
客
を
と
る
の
は
年
老
い
た
父
を
養
う
た
め
だ
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
母
に
教

え
ら
れ
た
信
仰
を
守
り
、
殺
風
景
な
金
花
の
部
屋
の
壁
に
は
、
十
字
架
の
基
督
像
が
か
け
て
あ
る
。
一
夜
訪
れ
た
日
本
人
旅
行
家
が

そ
の
十
字
架
を
見
つ
け
て
、
か
ら
か
い
気
味
に
問
う
と
、
金
花
は
、
こ
の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
ぬ
こ
と
を
神
さ
ま
は
理

解
し
て
く
だ
さ
る
、
と
答
え
る
。
そ
の
金
花
が
、
悪
性
の
梅
毒
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
金
花
は
人
に
病
気
を
移
す
こ
と
を
恐
れ
て
、

頑
な
に
客
を
拒
み
続
け
た
。
そ
し
て
、
あ
る
秋
の
夜
、
部
屋
に
一
人
坐
っ
て
い
る
と
、
西
洋
人
か
東
洋
人
か
見
分
け
が
つ
か
な
い
不

思
議
な
外
国
人
が
入
っ
て
く
る
。
ど
こ
か
見
覚
え
の
あ
る
そ
の
人
が
十
字
架
の
基
督
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
金
花

は
、
恍
惚
と
し
て
身
を
委
ね
る
。
そ
の
夜
、
金
花
は
天
国
の
夢
を
見
て
、
翌
朝
目
が
覚
め
る
と
、
男
の
姿
は
な
く
、
金
花
の
病
は
癒

え
て
い
た
。
金
花
は
、
こ
れ
は
南
京
に
神
が
降
り
立
っ
た
の
だ
と
、
奇
蹟
を
確
信
す
る
。
翌
年
の
春
、
病
の
治
癒
の
経
緯
を
金
花
か
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ら
聞
い
た
日
本
人
旅
行
家
は
、
金
花
の
信
じ
る
基
督
の
正
体
に
思
い
あ
た
る
。
そ
の
男
は
実
は
「
英
字
新
聞
の
通
信
員
」
と
称
す
る

「
無
頼
の
混
血
児
」
で
、
最
近
梅
毒
で
発
狂
し
て
死
ん
だ
。
旅
行
家
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
金
花
に
伝
え
て
「
そ
の
蒙
を
啓

い
て
や
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
金
花
の
笑
顔
を
前
に
迷
う
。

で
は
、
こ
の
「
南
京
の
基
督
」
と
い
う
作
品
に
芥
川
は
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
。「
南
京
の
基
督
」
に
は
読
む
者
を
ひ
き
い
れ

る
魅
力
と
、
何
か
考
え
こ
ま
せ
る
よ
う
な
余
韻
と
が
あ
っ
て
、
芥
川
中
期
の
傑
作
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
発
表
当
時
か
ら
現
代
に
い
た

る
ま
で
数
多
く
の
論
評
が
な
さ
れ
た
き
た
。
そ
う
し
た
論
評
の
多
く
は
、
日
本
人
旅
行
家
、
ひ
い
て
は
芥
川
が
金
花
の
状
況
を
ど
う

捉
え
た
の
か
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
（
１
）

置
く
。
金
花
の
病
は
完
治
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
梅
毒
に
特
有
の
潜
伏
期
の
症
状
で
一
時
的

に
治
っ
た
よ
う
に
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
病
が
や
が
て
再
発
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
現
実
が
日
本
人
旅
行
家

に
は
見
え
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
承
知
し
つ
つ
、
事
実
を
告
げ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
こ
に
、
奇
蹟
を
信
じ
る
可
憐
な
金
花
へ
の

哀
れ
み
の
情
、
深
い
愛
情
を
見
る
と
い
う
（
２
）

意
見
と
、
逆
に
、「
い
と
お
し
ん
で
い
る
よ
う
で
、
小
ば
か
に
し
て
い
る
」（
遠
藤
（
３
）

周
作
）、

つ
ま
り
奇
蹟
な
ど
幻
影
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
醒
め
た
心
を
み
る
意
見
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
作
品
が
「
迷
信
の
幸
福
」を
描
い
た

も
の
な
の
か
、「
迷
信
を
暴
い
た
」
も
の
な
の
か
と
い
う
（
４
）

議
論
と
も
軌
を
同
じ
く
す
る
。
そ
し
て
、
論
者
が
ど
ち
ら
の
解
釈
に
比
重

を
お
く
に
せ
よ
、「
金
花
の
無
知
は
無
残
で
あ
る
」
が
「
無
知
に
よ
っ
て
の
み
幸
福
を
保
障
さ
（
５
）

れ
る
」
と
い
う
見
解
に
端
的
に
表
れ

て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
論
は
、
金
花
す
な
わ
ち
「
無
知
」
な
る
も
の
と
し
た
上
で
、
現
実
と
乖
離
し
た
そ
の
「
愚
直
な
（
６
）

信
仰
」
を

芥
川
が
問
う
て
い
る
と
す
る
。

し
か
し
こ
の
物
語
の
主
眼
は
、
は
た
し
て
男
の
側
が
事
態
を
哀
れ
み
を
も
っ
て
み
た
の
か
、
醒
め
た
心
で
み
た
の
か
、
と
い
う
点

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
男
は
金
花
に
対
し
て
、
金
花
の
知
ら
ぬ
客
観
的
事
実
、
い
わ
ば
幻
想
に
対
す
る
現
実
を
知
る
と
い
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う
よ
う
な
意
味
で
の
高
み
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
は
、「
南
京
の
基
督
」
と
い
う
作
品
の
主
眼
が
別
の
思
考
の
軸
、
つ
ま
り
物
語
を
構
成
す
る
語
り
の
構
図
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
芥
川
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
そ
の
構
図
が
、
芥
川
の
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・

ハ
ー
ン
の
受
容
と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
を
示
唆
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

二
、
光
と
闇
の
室
内

「
南
京
の
基
督
」
に
お
い
て
、
ま
ず
強
い
印
象
を
受
け
る
の
は
、
こ
の
物
語
が
展
開
す
る
空
間
の
も
つ
透
明
な
雰
囲
気
と
、
一
種

の
象
徴
性
で
あ
る
。
物
語
は
、
あ
る
秋
の
夜
、
金
花
の
部
屋
の
中
で
始
ま
り
、
翌
年
の
春
の
夜
、
そ
の
部
屋
の
中
で
終
わ
る
。
金
花

は
外
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
舞
台
は
金
花
の
部
屋
と
い
う
空
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
情
景
が
、
物
語
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に

鮮
や
か
に
描
か
れ
る
。

或
秋
の
夜
半
で
あ
つ
た
。
南
京
奇
望
街
の
或
家
の
一
間
に
は
、
色
の
蒼
ざ
め
た
支
那
の
少
女
が
一
人
、
古
び
た
卓
の
上
に
頬

杖
を
つ
い
て
、
盆
に
入
れ
た
西
瓜
の
種
を
退
屈
さ
う
に
噛
み
破
つ
て
ゐ
た
。

卓
の
上
に
は
置
き
ラ
ン
プ
が
、
う
す
暗
い
光
を
放
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
光
は
部
屋
の
中
を
明
く
す
る
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
一

層
陰
欝
な
効
果
を
与
へ
る
の
に
力
が
あ
つ
た
。
壁
紙
の
剥
げ
か
か
つ
た
部
屋
の
隅
に
は
、
毛
布
の
は
み
出
し
た
籐
の
寝
台
が
、

埃
臭
さ
う
な
帷
を
垂
ら
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
卓
の
向
う
に
は
、
こ
れ
も
古
び
た
椅
子
が
一
脚
、
ま
る
で
忘
れ
ら
れ
た
や
う
に
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置
き
捨
て
て
あ
つ
た
。
が
、
そ
の
外
は
何
処
を
見
て
も
、
装
飾
ら
し
い
家
具
の
類
な
ぞ
は
何
一
つ
見
当
ら
な
か
つ
た
。

少
女
は
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
西
瓜
の
種
を
噛
み
や
め
て
は
、
時
々
涼
し
い
眼
を
挙
げ
て
、
卓
の
一
方
に
面
し
た
壁
を
ぢ
つ
と

眺
め
や
る
事
が
あ
つ
た
。
見
る
と
成
程
そ
の
壁
に
は
、
す
ぐ
鼻
の
先
の
折
れ
釘
に
、
小
さ
な
真
鍮
の
十
字
架
が
つ
つ
ま
し
や
か

に
懸
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
十
字
架
の
上
に
は
、
稚
拙
な
受
難
の
基
督
が
、
高
々
と
両
腕
を
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、
手
ず
れ
た

浮
き
彫
の
輪
廓
を
影
の
や
う
に
ぼ
ん
や
り
浮
べ
て
（
７
）

ゐ
た
。

ほ
の
暗
い
光
と
闇
の
空
間
で
あ
る
。
飾
り
の
な
い
質
素
な
部
屋
に
、
古
び
た
卓
と
椅
子
。
ラ
ン
プ
の
光
、
そ
の
陰
影
の
中
に
ぽ
つ

ん
と
す
わ
る
少
女
。
壁
の
十
字
架
。
十
字
架
に
向
け
ら
れ
る
少
女
の
「
涼
し
い
」
ま
な
ざ
し
。
場
面
の
構
成
は
、
イ
コ
ン
の
よ
う
で

も
あ
り
、
一
枚
の
宗
教
画
の
よ
う
な
静
け
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

娼
婦
の
部
屋
で
あ
り
な
が
ら
、
俗
臭
が
な
い
。
寝
台
に
か
か
る
「
埃
臭
さ
う
な
帷
」、「
ま
る
で
忘
れ
ら
れ
た
や
う
に
置
き
捨
て
ら

れ
て
あ
る
」「
古
び
た
卓
」
と
「
古
び
た
椅
子
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
部
屋
が
時
代
の
流
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
外
の
俗
世
界
と

も
隔
絶
し
て
い
る
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
南
京
奇
望
街
、
支
那
、
と
い
う
語
句
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
が
特
に
中
国
で
あ
る
必
然
性
を
示
す
描
写
も
要
素
も
な
い
こ
と

が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
谷
崎
が
「
秦
淮
の
夜
」
の
中
で
、
奇
望
街
の
町
並
み
や
娼
館
の
様
子
を
異
国
情
緒
豊
か
に
詳
し
く
描
い
た

の
と
は
対
照
的
に
、
芥
川
の
「
南
京
の
基
督
」
で
は
、
名
前
と
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
を
と
れ
ば
、
い
わ
ば
、
ど
こ
で
も
よ
い
、
寓

話
の
な
か
の
世
界
の
よ
う
な
抽
象
性
を
お
び
た
物
語
空
間
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
透
明
な
空
間
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
の
が
、
ひ
と
つ
は
金
花
の
信
仰
の
性
質
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
、
金
花
が
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見
る
天
国
の
夢
の
描
写
で
あ
る
。

金
花
の
基
督
教
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
冒
頭
の
場
面
の
壁
の
十
字
架
像
の
描
写
に
み
て
と
れ
る
。

小�

さ�

な�

真
鍮
の
十
字
架
が
つ�

つ�

ま�

し�

や�

か�

に�

懸
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
十
字
架
の
上
に
は
、
稚�

拙�

な�

受
難
の
基
督
が
、

高
々
と
両
腕
を
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、
手�

ず�

れ�

た�

浮
き
彫
の
輪
廓
を
影�

の�

や�

う�

に�

ぼ�

ん�

や�

り�

浮
べ
て
ゐ
た
（
傍
点
筆
者
）

小
さ
な
、
つ
つ
ま
し
や
か
に
、
稚
拙
な
、
手
ず
れ
た
、
影
の
や
う
に
ぼ
ん
や
り
、
と
い
っ
た
形
容
か
ら
浮
か
ぶ
の
は
、
ひ
っ
そ
り

と
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
古
い
宗
教
の
素
朴
性
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
形
容
の
描
写
は
、
た
と
え
ば
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
描
い

た
日
本
の
お
地
蔵
さ
ま
の
姿
を
も
連
想
さ
せ
、
芥
川
が
金
花
を
通
じ
て
照
ら
し
だ
す
も
の
が
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教

そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

金
花
は
、「
歿
く
な
っ
た
母
親
に
教
え
ら
れ
た
」
か
ら
、
基
督
の
神
を
信
じ
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
外
来

の
宗
教
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
意
識
に
な
く
、
周
囲
の
非
キ
リ
ス
ト
教
社
会
と
の
軋
轢
も
な
い
。
母
親
の
残
し
た
教
え
だ
か
ら
こ
そ
、

金
花
は
神
様
に
む
か
っ
て
「
ど
う
ぞ
お
守
り
く
だ
さ
い
」
と
祈
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
神
は
す
べ
て
を
理
解
し
、
許
し
、
受
け
入
れ

て
く
れ
る
よ
う
な
、
む
し
ろ
日
本
的
と
も
い
う
べ
き
、
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
神
様
で
あ
る
。
金
花
が
息
づ
く
の
は
、
部
屋
の
薄
灯

り
そ
の
ま
ま
に
、
ほ
の
暗
い
ぬ
く
も
り
の
よ
う
な
、
も
っ
と
も
素
朴
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
的
心
性
に
支
え
ら
れ
た
世
界
だ
と
い
え

る
。そ

の
彼
女
の
部
屋
に
不
思
議
な
外
国
人
が
入
っ
て
き
た
時
、
ラ
ン
プ
の
火
は
「
一
し
き
り
ぱ
っ
と
燃
え
上
が
っ
て
、
妙
に
赤
々
と

―１２３（６）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉



煤
け
た
光
を
狭
い
部
屋
の
中
に
漲
ら
せ
た
」
と
芥
川
は
記
す
。
ラ
ン
プ
の
光
に
客
と
金
花
と
が
交
互
に
浮
か
び
あ
が
る
さ
ま
が
光
の

応
酬
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
夜
、
金
花
は
天
国
の
夢
を
見
る
。
夢
の
中
で
金
花
は
、
ラ
ン
プ
の
明
か
り
も
消
え
た
暗
闇

の
な
か
を
、「
埃
じ
み
た
寝
台
の
帷
か
ら
、
屋
根
の
上
の
星
月
夜
へ
、
煙
の
よ
う
に
高
々
と
昇
っ
て
」
い
き
、「
天
国
の
町
に
あ
る
、

基
督
の
家
」
で
豪
華
な
食
卓
に
つ
く
。
立
派
な
造
り
の
広
い
部
屋
、
窓
か
ら
は
水
の
音
、
櫂
の
音
が
聞
こ
え
、
美
し
い
模
様
の
食
器

に
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
美
味
し
そ
う
な
料
理
が
並
ぶ
。
人
影
が
な
い
の
に
、
ひ
と
つ
食
べ
終
え
る
と
、
た
ち
ま
ち
、
ど
こ
か
ら

か
ま
た
新
し
く
ご
馳
走
が
湯
気
を
た
て
て
運
ば
れ
て
く
る
。
モ
ノ
ト
ー
ン
の
物
語
空
間
の
な
か
で
、
唯
一
、
華
や
か
な
色
彩
の
あ
ふ

れ
る
こ
の
天
国
の
食
卓
の
場
面
は
、
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
の
見
る
夢
や
、
ケ
ル
ト
の
豊
穣
の
国
の
伝
説
な
ど
の
よ
う
に
、
昔
話
や
神

話
伝
説
に
登
場
す
る
魔
法
の
家
や
楽
園
の
食
卓
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
が
、
面
白
い
こ
と
に
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
の
み
、
中
華
料
理

の
名
前
が
列
挙
さ
れ
、
龍
の
彫
刻
、
青
い
蓮
華
、
金
の
鳳
凰
な
ど
い
か
に
も
中
国
ら
し
い
装
飾
が
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
キ
リ

ス
ト
教
の
天
国
と
い
う
よ
り
は
、
夢
の
中
で
古
い
中
国
の
民
話
や
神
話
の
世
界
に
遡
っ
て
い
く
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
透
明
で
ど
こ
か
抽
象
的
な
金
花
の
部
屋
に
、
民
俗
的
な
古
色
に
彩
ら
れ
た
夢
の
部
屋
が
重
ね
ら
れ
る
わ
け
で
、

こ
う
し
た
要
素
か
ら
な
る
物
語
空
間
が
象
徴
す
る
も
の
を
一
言
で
く
く
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
非
西
欧
、
近
代
以
前
の
原
初
的
な

心
性
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
ほ
の
ぐ
ら
い
光
と
闇
の
こ
の
象
徴
的
な
空
間
の
な
か
で
、
物
語
は
、
日
本
人
旅
行
者
が
金

花
の
語
る
話
を
聞
く
と
い
う
場
面
を
核
に
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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ハ
ン
ケ
チ

三
、
非
西
欧
の
語
り

―
「
手
巾
」
と
「
日
本
人
の
微
笑
」

金
花
の
部
屋
と
夢
に
象
徴
さ
れ
る
、
金
花
の
内
な
る
心
の
世
界
は
、「
南
部
支
那
の
風
光
を
探
り
に
来
た
、
若
い
日
本
の
旅
行
家

が
、
金
花
の
部
屋
に
物
好
き
な
一
夜
を
明
か
し
」
て
、
壁
の
十
字
架
に
気
づ
き
、
金
花
に
お
ぼ
つ
か
な
い
支
那
語
で
「
お
前
は
耶
蘇

教
徒
か
い
」
と
問
い
か
け
、
そ
の
身
の
上
を
金
花
が
語
る
こ
と
か
ら
、
明
か
さ
れ
て
い
く
。
金
花
の
病
と
、
彼
女
が
信
じ
る
奇
蹟
に

よ
る
治
癒
の
経
緯
も
、
翌
年
の
春
に
再
び
金
花
の
も
と
を
訪
れ
た
そ
の
日
本
人
旅
行
家
が
、「
再
う
す
暗
い
ラ
ン
プ
の
下
に
、
彼
女

と
卓
を
挟
ん
で
い
た
」
時
、「
ま
だ
十
字
架
が
か
け
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
金
花
が
「
急
に
真
面
目
に

な
っ
て
」、
そ
の
不
思
議
な
体
験
を
語
り
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
。

南
京
の
少
女
が
語
る
話
に
、
日
本
人
旅
行
者
が
耳
を
か
た
む
け
る
。
芥
川
が
設
定
を
借
り
た
谷
崎
潤
一
郎
の
「
秦
淮
の
夜
」
と
の

根
本
的
な
違
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
谷
崎
の
大
正
七
年
の
二
ヶ
月
に
わ
た
る
中
国
旅
行
で
の
お
そ
ら
く
は
実
体
験
に
基
づ
く
紀
行
文

「
秦
淮
の
夜
」
は
、
い
わ
ば
秦
淮
河
岸
で
の
遊
郭
街
探
訪
記
で
あ
り
、
日
本
人
の
「
私
」
が
異
国
の
街
の
妖
し
げ
な
雰
囲
気
の
な
か

を
め
ぐ
っ
て
、
最
後
に
素
朴
な
少
女
の
娼
婦
の
部
屋
に
入
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
娼
婦
と
は
ほ
と
ん
ど
会
話
を
交
わ
す
こ
と
も
な
く
、

言
葉
も
通
じ
な
い
。
女
は
「
何
か
分
か
ら
ぬ
事
を
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
と
�
り
な
が
ら
」
笑
顔
を
み
（
８
）

せ
た
、
と
記
す
谷
崎
は
、
相
手
を
あ

く
ま
で
も
外
側
か
ら
見
て
い
る
。

だ
が
、「
南
京
の
基
督
」
の
な
か
で
は
、
少
女
は
み
ず
か
ら
を
語
り
、
日
本
人
旅
行
家
は
、
そ
の
話
に
耳
を
傾
け
る
。
い
わ
ば
、

少
女
の
側
に
意
識
を
ひ
き
よ
せ
、
そ
の
内
な
る
主
観
の
世
界
に
光
を
あ
て
て
い
る
、
と
い
え
る
わ
け
で
、
こ
の
二
つ
の
作
品
に
お
け
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る
谷
崎
と
芥
川
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
明
治
日
本
の
女
へ
の
接
し
方
の
違
い

に
も
比
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
が
日
本
で
、
様
々
な
女
た
ち
の
物
語
に
耳
を
か
た
む
け
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
芥

川
が
南
京
の
金
花
が
語
る
話
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

異
国
を
訪
れ
た
旅
行
者
が
、
土
地
の
女
の
語
る
物
語
に
向
き
合
う
。
こ
の
構
図
に
お
い
て
強
調
す
べ
き
点
は
、
そ
の
旅
行
者
が
相

手
の
こ
と
を
語
る
語
り
手
な
の
で
は
な
い
、
男
の
視
点
で
対
象
で
あ
る
異
文
化
な
り
女
の
物
語
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

芥
川
は
、
そ
の
創
作
ノ
ー
ト
に
「
ク
リ
ス
ト
売
春
婦
の
梅
毒
を
癒
す
―
―
売
春
婦
自
身
の
話
」
と
い
う
メ
モ
を
残
し
て
（
９
）

い
る
。
こ

の
メ
モ
に
、�
売
春
婦
の
話
�
で
は
な
く
、�
売
春
婦
自�

身�

の
話
�、
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
芥
川
の
意
識
の
あ
り
か
が
表
れ
て

い
よ
う
。
金
花
自
身
に
語
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
話
に
向
き
合
う
。
そ
こ
が
芥
川
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

異
国
の
男
が
、
何
か
根
源
的
な
も
の
に
関
わ
る
非
西
欧
の
女
の
視
点
に
よ
る
語
り
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
構
図
。
そ
れ
で
は
、
芥

川
の
な
か
で
、
こ
の
語
り
の
構
図
の
源
流
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
芥
川
に
と
っ
て
、
こ
の
構
図
が
ど
う
い
う
意
味
を

ハ
ン
ケ
チ

も
っ
て
い
た
か
が
、
う
か
が
え
る
作
品
が
あ
る
。
初
期
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
、
短
編
「
手
巾
」（
大
正
（
１０
）

五
年
）
で
あ
る
。

「
手
巾
」
で
は
、「
東
京
帝
国
大
学
教
授
長
谷
川
勤
造
先
生
」
の
あ
る
日
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
。
こ
の
主
人
公
は
植
民
政
策
が

専
門
で
、
幅
広
い
読
書
家
で
あ
る
。
留
学
中
に
結
婚
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
妻
は
「
日
本
と
日
本
人
を
愛
す
る
」
人
で
、「
奥
さ
ん
の

日
本
趣
味
」
か
ら
、
ベ
ラ
ン
ダ
に
は
美
し
い
岐
阜
提
灯
が
吊
し
て
あ
る
。
作
品
の
中
で
、
一
貫
し
て
「
先
生
」
と
呼
ば
れ
る
主
人
公

は
、
東
洋
と
西
洋
の
架
け
橋
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
武
士
道
こ
そ
世
界
に
誇
れ
る
日
本
の
道
徳
と
信
じ
て
い
て
、「
先
生
」
の
中
で

は
「
奥
さ
ん
と
岐
阜
提
灯
と
、
そ
の
提
灯
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
日
本
の
文
明
と
が
、
あ
る
調
和
を
保
っ
て
」
い
る
、
と
芥
川
は
記
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す
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
入
院
中
の
教
え
子
の
母
親
が
訪
ね
て
く
る
。
上
品
な
着
物
姿
の
、「
日
本
人
に
特
有
な
、
丸
顔
の
、
琥
珀
色

の
皮
膚
を
し
た
、
賢
母
ら
し
い
婦
人
」
は
、
息
子
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
、
そ
の
経
緯
を
語
り
な
が
ら
、
目
に
は
涙
も
な
く
、

声
は
平
生
の
ま
ま
、
口
元
に
は
微
笑
さ
え
浮
か
べ
て
い
る
。「
先
生
」
は
留
学
中
に
見
た
西
洋
人
の
感
情
の
表
し
方
を
思
い
出
し
な

が
ら
、
そ
の
母
親
が
泣
か
な
い
の
を
不
思
議
に
思
う
。
す
る
と
偶
然
、
彼
女
が
テ
ー
ブ
ル
の
下
で
絹
の
手
巾
を
強
く
握
り
締
め
、
激

し
く
手
を
震
わ
せ
な
が
ら
「
実
は
さ
っ
き
か
ら
全
身
で
泣
い
て
い
た
」
こ
と
を
発
見
し
て
、
こ
れ
ぞ
日
本
婦
人
の
武
士
道
だ
、
と
感

動
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
「
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
」
に
「
豊
か
な
微
笑
」
を
た
た
え
た
ま
ま
帰
っ
た
後
、
先
生
が
ス
ト
リ
ン
ド

ベ
リ
の
演
劇
論
を
読
む
と
、
そ
の
中
に
、
顔
で
笑
い
な
が
ら
手
巾
を
手
で
引
き
裂
く
と
い
う
「
二
重
の
演
技
の
型
」
に
関
す
る
記
述

を
み
つ
け
て
、
「
先
生
」
は
得
体
の
し
れ
ぬ
何
物
か
に
心
の
調
和
を
乱
さ
れ
、
不
快
を
感
じ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
話
は
終
わ
る
。

こ
れ
ま
で
「
手
巾
」
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
は
、
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
新
渡
戸
稲
造
と
の
関
連
で
、
旧
世
代
の
武
士
道
観
を
批
判
し

た
も
の
と
さ
れ
て
（
１１
）

き
た
。
だ
が
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
も
の
は
、
こ
こ
で
す
ぐ
に
ハ
ー
ン
の
「
日
本
の

微
笑
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
一
八
九
（
１２
）

四
年
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
思
い
起
こ
す
だ
ろ
う
。

ハ
ー
ン
は
、
西
洋
人
に
と
っ
て
不
可
解
に
思
わ
れ
る
日
本
人
の
微
笑
に
つ
い
て
、
夫
の
死
を
笑
顔
で
語
り
報
告
す
る
女
や
、
激
し

い
感
情
を
微
笑
の
影
に
隠
す
老
武
士
が
西
洋
人
と
交
し
た
会
話
の
例
を
上
げ
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
と
き
の
微
笑
に
こ
め
ら
れ
た
心

理
と
価
値
観
を
解
説
す
る
。
つ
ま
り
、
日
本
人
の
微
笑
と
は
「
古
風
な
忍
耐
心
と
意
志
的
な
自
己
抑
制
」
の
賜
物
で
あ
り
、
日
本
人

の
道
徳
観
と
民
族
精
神
の
結
晶
な
の
だ
と
論
じ
た
の
だ
が
、
以
後
、
こ
の
評
論
は
ハ
ー
ン
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
し
て
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、「
手
巾
」
の
中
で
「
先
生
」
が
、
訪
ね
て
き
た
母
親
の
話
を
聞
き
な
が
ら
感
じ
る
疑
問
と
、
発
見
と
、
結
論
た
る
解
釈
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は
、
ハ
ー
ン
が
「
日
本
人
の
微
笑
」
の
中
で
、
夫
の
死
を
報
告
す
る
女
の
微
笑
に
つ
い
て
た
ど
る
論
法
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
た
も

の
と
い
え
る
。

「
先
生
」
の
専
門
が
殖
民
政
策
で
あ
る
こ
と
、
妻
が
「
日
本
と
日
本
人
を
愛
す
る
」
ア
メ
リ
カ
人
だ
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、

さ
ら
に
主
人
公
が
長
谷
川
と
い
う
名
前
で
は
な
く
て
「
先
生
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
、
教
え
子
の
母
親
も
ま
た
固
有
名
詞
で
は
な
く
、

一
貫
し
て
「
婦
人
」
と
い
う
抽
象
的
な
呼
称
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
的
だ
ろ
う
。
そ
の
母
親
は
文
字
通
り
、「
日
本
婦
人
」

を
代
表
す
る
の
で
あ
り
、
日
本
の
民
族
精
神
を
体
現
し
て
い
る
そ
の
女
の
語
り
に
対
し
て
、「
先
生
」
の
方
は
い
わ
ば
西
洋
的
知
性

を
身
に
つ
け
た
立
場
か
ら
、
納
得
の
で
き
る
解
釈
を
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
「
先
生
」
が
最
後
に
名
状
し
が
た
い
不
安
を
感
じ
る
の

は
、
女
の
武
士
道
的
行
為
が
否
定
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
と
い
う
や
は
り
西
洋
人
に
よ
る
別
の
解
釈
に
行
き
当

た
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
思
考
の
構
図
の
弱
点
を
つ
か
れ
た
よ
う
に
無
意
識
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
手
巾
」
の
中
で
描
か
れ
る
母
親
の
姿
そ
の
も
の
に
は
、
三
島
由
紀
夫
の
評
を
引
け
ば
「
能
楽
の
或
る
刹
那
の
型
の
や
う
な
輝
き

を
放
つ
」、完
成
さ
れ
た
「
型
」
の
美
が
（
１３
）

あ
り
、「
手
巾
」
の
最
後
は
、「
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
」
に
「
豊
か
な
微
笑
」
を
た
た
え
た
夫

人
の
姿
と
、
漠
然
た
る
不
安
と
不
快
に
と
ら
わ
れ
る
先
生
の
姿
が
対
比
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
武
士
道

そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
西
洋
の
観
点
で
日
本
の
文
化
を
「
説
明
」
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う

な
捉
え
か
た
自
体
が
、
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
作
品
の
発
表
後
、
芥
川
は
、「
文
壇
へ
入
籍
届
だ
け
は
出
（
１４
）

せ
た
」
と
自
負
し
た
が
、
日
本
、
つ
ま
り
は
非
西
欧
の
価
値
を
理

解
し
解
釈
し
よ
う
と
す
る
、異
文
化
と
し
て
の
近
代
西
洋
の
視
点
と
い
う
構
図
は
、ハ
ー
ン
の
作
品
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

芥
川
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
著
作
を
広
く
読
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
書
簡
の
中
で
は
、「
へ
る
ん
先
生
」と
呼
び
、
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敬
意
を
あ
ら
わ
し
た
。
大
正
四
年
に
は
松
江
の
友
人
の
も
と
に
滞
在
し
て
、
ハ
ー
ン
の
旧
居
を
た
ず
ね
た
。
そ
の
と
き
の
紀
行
文

「
松
江
印
（
１５
）

象
記
」
は
、
ハ
ー
ン
が
松
江
時
代
に
書
い
た
「
神
々
の
国
の
首
都
」
と
い
う
作
品
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
『
松
陽
新
報
』
に
載
せ
た
そ
の
短
文
に
つ
い
て
芥
川
は
後
に
、「
わ
た
し
の
芥
川
龍
之
介
と
署
名
し
て
書
い
た
第
一
の
文
章

（
１６
）

だ
」
と
記
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
を
主
人
公
に
小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
抱
負
を
も
っ
て
（
１７
）

い
た
の
も
そ
の
頃
だ
っ
た
。

だ
が
、
ハ
ー
ン
の
日
本
認
識
の
枠
組
み
を
取
り
込
ん
だ
「
手
巾
」
に
お
い
て
わ
か
る
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が
見
出
し
、
描
い
た
「
日

本
的
な
価
値
」
の
世
界
の
美
し
さ
に
魅
か
れ
な
が
（
１８
）

ら
も
、
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
芥
川
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な

捉
え
方
で
あ
る
。

ハ
ー
ン
の
日
本
に
対
す
る
認
識
は
明
快
で
あ
る
。
非
西
欧
、
反
近
代
の
価
値
観
を
、
異
国
で
あ
る
日
本
に
求
め
、
見
出
し
、
そ
の

良
さ
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
迷
い
は
な
く
、
幸
せ
で
あ
る
。
芥
川
は
、
対
象
と
な
る
日
本
的
価
値
と
さ
れ
る
も
の
を
同
じ
よ
う
に
美

し
く
描
き
な
が
ら
、
構
図
そ
の
も
の
を
、
根
底
で
揺
さ
ぶ
る
か
の
よ
う
な
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
「
南
京
の
基
督
」
は
、
こ

の
図
式
の
展
開
と
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
も
の
が
よ
く
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
対
峙
の
構
図

「
南
京
の
基
督
」
は
、
ラ
ン
プ
の
光
が
灯
る
ほ
の
暗
い
空
間
に
始
ま
り
、
光
と
闇
の
交
錯
す
る
な
か
を
物
語
が
進
ん
で
、
最
後
、

再
び
薄
暗
い
ラ
ン
プ
の
も
と
、
次
の
場
面
で
終
わ
る
。

―１１７（１２）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉



「
…
…
（
略
）
…
…
し
か
し
こ
の
女
は
今
に
な
つ
て
も
、
あ
あ
云
ふ
無
頼
な
混
血
児
を
耶
蘇
基
督
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
お
れ

は
一
体
こ
の
女
の
為
に
、
蒙
を
啓
い
て
や
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
黙
つ
て
永
久
に
、
昔
の
西
洋
の
伝
説
の
や
う
な
夢

を
見
さ
せ
て
置
く
べ
き
だ
ら
う
か
…
…
」

金
花
の
話
が
終
つ
た
時
、
彼
は
思
ひ
出
し
た
や
う
に
燐
寸
を
擦
つ
て
、
匂
の
高
い
葉
巻
を
ふ
か
し
出
し
た
。
さ
う
し
て
わ
ざ

と
熱
心
さ
う
に
、
こ
ん
な
窮
し
た
質
問
を
し
た
。

「
さ
う
か
い
。
そ
れ
は
不
思
議
だ
な
。
だ
が
、
―
―
だ
が
お
前
は
、
そ
の
後
一
度
も
煩
は
な
い
か
い
。」

「
え
え
、
一
度
も
。」

金
花
は
西
瓜
の
種
を
噛
り
な
が
ら
、
暗
れ
晴
れ
と
顔
を
輝
か
せ
て
、
少
し
も
た
め
ら
は
ず
に
返
事
を
し
た
。

「
蒙
を
啓
い
て
や
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
」
と
迷
う
日
本
人
旅
行
家
と
、「
暗
れ
晴
れ
と
顔
を
輝
か
せ
て
少
し
も
た
め
ら
は
ず
に
返

事
す
る
」
土
地
の
少
女
。「
南
京
の
基
督
」
の
な
か
で
は
、
こ
こ
に
い
た
る
ま
で
も
、
二
人
の
や
り
と
り
の
度
に
、
旅
行
者
の
ほ
う

が
「
不
審
ら
し
い
顔
」
で
「
皮
肉
な
調
子
」
で
「
冷
や
か
す
よ
う
に
」
問
い
か
け
る
の
に
対
し
て
、
少
女
が
「
晴
れ
晴
れ
と
」「
考

え
深
そ
う
な
眼
」
で
「
真
面
目
に
な
っ
て
」
答
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
男
の
迷
い
と
、
女
の
確
信
と
の
対
比
は
、
「
手
巾
」
の

最
後
の
、
先
生
の
不
安
感
と
婦
人
の
「
晴
れ
晴
れ
と
し
た
微
笑
」
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
象
徴
的
な
の
が
「
蒙
を
啓
い
て
や
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
日
本
人
旅
行
家
は
、
少
女
の
状
態
を
「
蒙
」、
す
な
わ
ち

暗
闇
だ
と
み
な
し
、
そ
の
「
蒙
を
啓
く
」、
す
な
わ
ち
光
を
あ
て
よ
う
か
と
考
え
る
。
光
と
は
、
彼
が
知
る
「
客
観
的
事
実
」
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
芥
川
が
描
く
少
女
は
「
暗
れ
晴
れ
と
顔
を
輝
か
せ
」
て
、
光
を
放
っ
て
い
る
。
闇
で
は
な
い
の
で
あ
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る
。
い
わ
ば
男
の
、
ひ
い
て
は
読
者
の
、
認
識
に
お
け
る
光
と
闇
が
覆
さ
れ
、
逆
転
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
逆
転
の
光
景
を
男
は
目

に
し
て
い
る
。
男
が
迷
う
の
は
、
金
花
の
放
つ
光
が
確
実
に
目
に
映
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
否
定
し
き
れ
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

こ
の
日
本
人
旅
行
家
が
金
花
に
事
実
を
伝
え
る
の
を
迷
う
理
由
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
愚
か
な
ゆ
え
に
奇
蹟
を

信
じ
る
少
女
」
を
哀
れ
み
、
い
と
お
し
む
気
持
ち
か
ら
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
高
み
か
ら
見
下
ろ
し
「
憐
憫
」
を
か
け
る
相
手
に

し
て
は
、
金
花
は
、
強
く
は
っ
き
り
と
し
た
意
思
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
芥
川
は
描
い
て
い
る
。（
こ
れ
ま
で
の
解
釈
は
、
む
し
ろ
、

「
貧
し
い
支
那
の
少
女
の
娼
婦
」
と
い
う
設
定
に
と
ら
わ
れ
た
読
み
手
の
先
入
観
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）

例
え
ば
、
日
本
人
旅
行
家
が
壁
の
十
字
架
を
見
て
「
不
審
ら
し
い
顔
を
し
な
が
ら
」、
信
仰
と
娼
婦
の
仕
事
と
の
矛
盾
を
「
皮
肉

な
調
子
」
を
交
え
な
が
ら
か
ら
か
っ
て
も
、
全
く
動
じ
な
い
。「
何
時
も
の
通
り
晴
れ
晴
れ
と
」
し
た
笑
顔
を
見
せ
、「
考
え
深
そ
う

な
眼
つ
き
」
で
天
国
の
基
督
は
自
分
の
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
と
反
論
す
る
。
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
「
確
信
に
自
ら
安
ん
じ

て
」
い
た
の
だ
、
と
芥
川
は
念
を
お
す
。
一
方
、
梅
毒
を
治
す
に
は
人
に
移
し
返
す
こ
と
だ
と
朋
輩
が
ふ
き
こ
ん
で
も
、「
剛
情
に

客
を
と
ら
ず
に
い
た
」。
時
々
な
じ
み
の
客
が
来
て
も
、
一
緒
に
煙
草
を
吸
う
ほ
か
に
は
「
決
し
て
客
の
意
に
従
わ
な
か
っ
た
」。
と

こ
ろ
が
、
あ
る
晩
入
っ
て
き
た
客
に
基
督
の
姿
の
面
影
を
見
出
し
た
と
た
ん
、
一
転
、
自
分
の
方
か
ら
「
懐
か
し
さ
と
激
し
い
恋
愛

感
情
」を
感
じ
て
、
結
ば
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
思
の
強
さ
と
行
動
力
の
描
写
の
上
に
、
最
後
の
対
峙
の
図
が
あ
る
。
芥
川
が
こ
こ
に
描
く
の
は
、「
憐
憫
」
の
対

象
と
い
う
よ
り
、
金
花
の
確
固
た
る
存
在
感
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
少
女
が
見
せ
る
微
笑
み
に
は
、
男
の
西
欧
近
代
的
知
性
や
科

学
的
事
実
な
ど
を
寄
せ
付
け
な
い
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
芥
川
は
「
手
巾
」
の
中
で
、
日
本
婦
人
が
最
後
に
「
晴
れ
晴
れ
し
た

顔
」
を
見
せ
た
、
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
晴
れ
晴
れ
」
と
い
う
形
容
詞
が
「
南
京
の
基
督
」
の
中
で
は
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
。
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つ
ま
り
芥
川
の
中
で
、
金
花
の
世
界
は
、「
手
巾
」
の
婦
人
の
世
界
よ
り
さ
ら
に
晴
れ
や
か
な
光
を
放
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
。

「
手
巾
」に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
た
の
は
、い
わ
ば
解
釈
す
る
側
と
し
て
の
西
洋
と
解
釈
さ
れ
る
側
の
日
本
の
対
立
関
係
だ
っ
た
。

そ
し
て
「
南
京
の
基
督
」
が
興
味
深
い
の
は
、「
手
巾
」
で
は
平
面
的
と
も
い
え
る
日
本
対
西
洋
の
関
係
が
、�
南
京
に
お
け
る
日
本

人
�
と
い
う
設
定
を
得
た
こ
と
で
、
よ
り
深
く
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
南
京
の
金
花
の
部
屋
が
象
徴
す
る
の
は
、
中
国
と
い
う
異
文
化
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
の
も
の
で

も
な
く
、
寓
話
的
な
雰
囲
気
の
な
か
に
形
象
化
さ
れ
た
、
近
代
以
前
の
原
初
的
な
心
性
が
息
づ
く
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

日
本
人
旅
行
家
、
ひ
い
て
は
芥
川
に
と
っ
て
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
日
本
に
お
い
て
見
出
し
た
よ
う
な
非
西
欧
の
世
界
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
示
唆
的
な
の
が
、
物
語
の
は
じ
め
の
部
分
で
、
日
本
人
旅
行
家
が
金
花
に
翡
翠
の
耳
飾
り
を
贈
る
こ
と
で
あ

る
。
ラ
ン
プ
の
光
の
中
で
き
ら
り
と
光
る
こ
の
耳
飾
を
、
金
花
は
常
に
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
金
花
の
信
仰
の
話
を

聞
い
て
心
に
響
く
も
の
を
感
じ
た
日
本
人
旅
行
家
が
そ
の
記
念
に
と
、
中
国
の
土
産
と
し
て
日
本
に
持
ち
帰
る
つ
も
り
だ
っ
た
も
の

を
、
金
花
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
土
地
の
も
の
を
旅
行
者
が
一
度
取
り
出
し
、
再
び
土
地
の
人
間
に
戻
し
た
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
金
花
が
語
る
そ
の
世
界
自
体
に
、
す
で
に
日
本
人
旅
行
家
の
心
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
見
出
し
た
世
界
を
、
芥
川
は
も
は
や
日
本
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
、
南

京
で
基
督
を
信
じ
る
少
女
と
い
う
、
場
所
も
宗
教
も
日
本
の
も
の
で
は
な
い
異
文
化
の
場
に
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
南

京
の
基
督
」
が
描
く
の
は
、
そ
の
よ
う
な
文
化
の
根
源
に
通
じ
る
空
間
の
放
つ
輝
き
と
、
そ
の
輝
き
に
西
欧
近
代
に
そ
ま
っ
た
視
点

か
ら
対
峙
す
る
疎
外
感
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

―１１４（１５）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉



非
西
欧
の
語
り
に
外
部
の
人
間
が
耳
を
傾
け
る
と
い
う
、
「
手
巾
」
か
ら
「
南
京
の
基
督
」
へ
と
引
き
継
が
れ
た
語
り
の
構
図
は
、

芥
川
の
作
品
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
南
京
の
基
督
」
の
前
年
の
「
疑
惑
」（
大
正
八
年
）
と
い
う
短
編

で
は
、
倫
理
学
の
教
授
が
地
方
の
町
に
講
演
に
ゆ
く
と
、
旧
家
の
男
が
訪
ね
て
き
て
自
ら
の
尋
常
な
ら
ざ
る
体
験
を
語
り
、
教
授
は

話
に
聞
き
入
る
も
の
の
、
男
が
そ
の
た
め
狂
人
と
な
っ
た
の
だ
と
結
ぶ
の
を
聞
き
、
疑
念
に
取
り
つ
か
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
西
洋
的

知
性
を
ま
と
っ
て
現
れ
る
人
物
が
、
近
代
的
合
理
主
義
で
は
割
り
切
れ
ぬ
世
界
の
語
り
と
対
峙
す
る
。「
南
京
の
基
督
」
の
三
年
後

に
書
か
れ
た
「
藪
の
中
」（
大
正
十
一
年
）
で
は
、
語
る
側
が
複
数
化
し
て
、
主
観
の
語
る
世
界
と
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
成
立
さ
せ

る
客
観
的
事
実
と
の
対
峙
と
な
る
。

主
観
と
客
観
の
対
比
は
、
す
で
に
「
南
京
の
基
督
」
の
中
で
も
、
金
花
の
お
か
さ
れ
る
病
が
、
た
と
え
ば
結
核
で
は
な
く
て
、
梅

毒
で
あ
る
こ
と
に
み
ら
れ
よ
う
。
梅
毒
と
は
、
そ
の
原
因
や
治
癒
の
可
能
性
に
特
に
倫
理
的
な
意
味
付
け
を
人
々
が
行
っ
て
き
た
病

だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
内
な
る
主
観
の
世
界
に
対
し
て
、
近
代
医
学
は
外
側
か
ら
「
科
学
的
説
明
」
を
付
与
し
て

し
ま
う
。
西
欧
近
代
と
は
、
そ
の
よ
う
な
科
学
的
事
実
を
真
実
と
し
て
、
人
間
の
内
な
る
経
験
の
世
界
に
対
し
て
、
光
を
あ
て
る
こ

と
、
ま
さ
に
「
南
京
の
基
督
」
の
中
の
日
本
人
旅
行
家
の
言
う
「
蒙
を
啓
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

芥
川
の
作
品
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
、
こ
の
語
り
の
構
図
で
は
、
非
西
欧
世
界
の
主
観
の
語
り
に
、
西
欧
近
代
の
知
識
と
客
観
主

義
、
合
理
主
義
を
ふ
ま
え
た
人
の
視
線
が
対
峙
し
て
い
る
。

芥
川
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
意
識
の
構
図
が
鮮
や
か
に
よ
み
と
れ
る
の
が
、「
南
京
の
基
督
」
と
い
う
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

日
本
に
お
け
る
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
受
容
の
ひ
と
つ
の
形
を
示
す
と
同
時
に
、
西
洋
と
い
う
異
文
化
を
内
在
化
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
日
本
の
近
代
に
お
け
る
自
己
認
識
の
ひ
と
つ
の
形
で
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

―１１３（１６）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉



（
本
論
は
、
二
〇
〇
五
年
五
月
七
日
、
台
湾
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
台
湾
大
学
主
催
・
東
京
大
学
共
催
、
台
日
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東

ア
ジ
ア
異
文
化
の
異
化
と
同
化
」
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。）

〔
注
〕

（
１
）
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
の
中
で
手
際
よ
く
整
理
さ
れ
、
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

細
川
正
義
「
南
京
の
基
督
」『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
研
究
辞
典
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年

石
割
透
「
解
説

西
方
の
人
―
キ
リ
ス
ト
教
・
切
支
丹
物
の
世
界
」
石
割
透
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成

第
三
巻
・
西
方
の
人
』、翰

林
書
房
、
一
九
九
九
年

（
２
）
笠
井
秋
生
「「
南
京
の
基
督
」―
二
通
の
芥
川
書
簡
を
め
ぐ
っ
て
」『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
』
双
文
社
出
版
、
一
九
九
三
年

（
３
）
遠
藤
周
作
・
三
好
行
雄
〈
対
談
〉「
芥
川
龍
之
介
の
内
な
る
神
」『
國
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
号
、（『
日

本
文
学
研
究
資
料
新
集
２０

芥
川
龍
之
介
・
作
家
と
そ
の
時
代
』
有
精
堂
、
昭
和
六
十
二
年
）。
ま
た
、
堀
辰
雄
の
「
軽
蔑
に
近
い
憐
憫
」

（
「
芥
川
龍
之
介
論
」、
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
第
六
巻
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
平
成
五
年
）
と
い
う
評
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
竹
内
真
『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』
大
同
館
書
店
、
昭
和
九
年

（
５
）
栗
栖
真
人
「
芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
論
」、
同
上
所
収
、
一
五
六
頁

（
６
）
関
口
安
義
「
理
性
の
彼
方
へ
―
「
南
京
の
基
督
」「
神
々
の
微
笑
」―
」、
海
老
井
英
次
・
宮
坂
覺
編
『
作
品
論
芥
川
龍
之
介
』
双
文
社

出
版
、
一
九
九
〇
年
、
二
五
四
頁

―１１２（１７）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉



関
口
は
、
迷
信
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
る
「
愚
直
な
信
仰
」
へ
の
芥
川
の
「
共
感
と
憧
れ
」
を
み
い
だ
す
。
一
方
、
三
好
行
雄
は
「
幸

福
を
所
詮
は
無
知
の
恩
寵
と
見
る
暗
い
認
識
」、
人
生
の
「
暗
黒
」
の
認
識
を
指
摘
す
る
。（「
地
底
に
潜
む
も
の
―
「
南
京
の
基
督
」
前

後
」、
石
割
透
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成

第
三
巻
・
西
方
の
人
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
一
九
頁
）

（
７
）
芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年

二
三
六
〜
二
五
三
頁
。
以
下
の
引
用
も

同
じ
。

（
８
）
谷
崎
潤
一
郎
「
秦
淮
の
夜
」、『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
六
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
六
年
、
二
七
〇
頁
。

（
９
）
「
手
帳
【
三
】」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
二
巻
。

（
１０
）
芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
巻
。

（
１１
）
た
と
え
ば
三
好
行
雄
は
「
近
代
の
醒
め
た
眼
に
よ
る
武
士
道
の
批
判
」（『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）
と
評
し
て
い

る
。

（
１２
）
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
「
日
本
人
の
微
笑
」、
小
泉
八
雲
選
集
『
明
治
日
本
の
面
影
』
所
収
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
年
。

（
１３
）
三
島
由
紀
夫
「
芥
川
龍
之
介
著
『
手
巾
・
南
京
の
基
督
』
解
説
、
角
川
文
庫
、
一
九
五
六
年
」、『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
七
巻
、
新

潮
社
、
昭
和
五
〇
年
、
三
一
六
頁
。

（
１４
）
原
善
一
郎
宛
書
簡
、
大
正
五
年
十
月
二
十
四
日
付

（
１５
）
芥
川
龍
之
介
「
松
江
印
象
記
」（
大
正
四
年
『
松
陽
新
報
』）『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
巻
、
所
収
。

（
１６
）
増
田
渉
宛
書
簡
、
大
正
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日
付

（
１７
）
恒
藤
恭
宛
書
簡
、
大
正
五
年
三
月
十
一
日
付

（
１８
）
「
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
の
死
」（
大
正
十
三
年
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
巻
、
所
収
）
で
は
、
ロ
テ
ィ
と
ハ
ー
ン
を
比
較
し
て
、
「
ロ

テ
ィ
の
描
い
た
日
本
は
ヘ
ル
ン
の
描
い
た
日
本
よ
り
真
を
伝
へ
な
い
画
面
か
も
し
れ
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
芥
川
は
、
ハ
ー
ン

―１１１（１８）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉



の
作
品
の
中
に
、�
真
の
日
本
�
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

﹇
参
考
文
献
﹈（
註
で
挙
げ
た
以
外
の
も
の
）

笠
井
秋
生
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
』
双
文
社
出
版
、
一
九
九
三
年

海
老
井
英
次
「
芥
川
龍
之
介
文
学
典
拠
一
覧
」『
国
文
学
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
二
年
、
二
月
号

鷺
只
雄
「「
南
京
の
基
督
」
新
攷
」、
石
割
透
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成

第
三
巻
・
西
方
の
人
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年

宮
野
光
男
「
芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
を
読
む
」、
佐
藤
泰
正
編
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年

真
杉
秀
樹
「
言
葉
の
奇
蹟
―
『
南
京
の
基
督
』」、『
芥
川
龍
之
介
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
』、
沖
積
舎
、
平
成
九
年

浅
野
洋
「「
手
巾
」
私
注
」、
清
水
康
次
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成

第
四
巻
・
舞
踏
会
』、
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年

井
上
洋
子
「『
神
々
の
微
笑
』
の
主
題
と
方
法
」、『
語
文
研
究
』
平
成
八
年
十
二
月

同

「
芥
川
龍
之
介
『
お
ぎ
ん
』
の
位
置
―
〈
文
明
批
評
〉
と
〈
存
在
論
〉
と
」『
語
文
研
究
』
平
成
九
年
十
二
月

中
野
記
偉
「
芥
川
龍
之
介
『
神
々
の
微
笑
』
解
釈
へ
の
試
み
―
比
較
文
学
的
考
察
」
上
智
大
学
『
英
文
学
と
英
語
学
』
一
九
八
六
年
三
月

西
原
大
輔
『
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
―
大
正
日
本
の
中
国
幻
想
』
中
公
叢
書
、
二
〇
〇
三
年

―１１０（１９）―

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
〈
語
り
の
構
図
〉


