
一
、
は
じ
め
に

―
―
台
灣
人
が
日
本
語
で
詠
む
「
重
い
意
味
」

『
朝
日
新
聞
』
に
連
載
中
の
大
岡
信
「
折
々
の
う
た
」
で
『
台
灣

萬
葉
集
』
が
紹
介
さ
れ
、
戦
後
半
世
紀
を
經
た
今
な
お
日
本
の
傳
統

的
短
詩
文
藝
が
一
般
の
台
灣
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
日
本
の
読
者
に
新
鮮
な
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
か
ら
ほ

ぼ
十
年
に
な
る
。
日
本
の
歌
人
よ
り
率
直
に
「
生
活
を
活
写
」
し
、

「
諧
謔
性
」
に
富
み
、「
ど
の
作
者
も
短
歌
形
式
を
樂
し
ん
で
い
る
」

こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
台
湾
俳
句
の
紹
介

は
ず
っ
と
遅
れ
、
紹
介
例
も
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
（
大
岡
信
、
一

九
九
四
・
二
〇
〇
一
）。
そ
の
後
『
台
灣
俳
句
歳
時
記
』（
黄
霊
芝
、

二
〇
〇
三
）
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
『
台
湾
万
葉
集
』
に
比
べ

る
と
知
名
度
は
高
く
な
い
。

日
本
語
で
和
歌
や
俳
句
を
創
作
す
る
人
が
台
灣
に
い
る
と
い
う
事

實
を
ど
う
受
け
止
め
た
ら
い
い
の
か
、
驚
き
戸
惑
う
日
本
人
も
少
な

く
な
い
。
短
歌
や
俳
句
の
よ
う
な
個
人
の
感
性
や
心
情
の
表
現
を
、

母
語
で
は
な
く
あ
え
て
日
本
語
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
と

て
も
重
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
つ
て
の
日
本
統
治
期
の
政
策
が
絡
ん
で
い

る
た
め
で
あ
る
。
日
本
は
戦
前
台
灣
で
日
本
語
の
使
用
を
強
制
し
た
。

日
本
語
（
國
語
）
は
「
大
和
民
族
の
精
神
的
血
液
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

【
研
究
ノ
ー
ト
】台

灣
に
お
け
る
日
本
語
文
藝
活
動
の
過
去
・
現
在
・
未
來

―
―
俳
句
を
中
心
に
そ
の
教
育
文
化
史
的
意
義
を
點
描
す
る
―
―

磯

田

一

雄
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日
本
語
教
育
は
日
本
に
「
同
化
」
さ
せ
る
た
め
の
最
も
重
要
な
手
段

だ
と
さ
れ
た
。
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
大
手
を
ふ
っ
て
歩
き
ま
わ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
日
本
語
で
な
ぜ
今
一
般
市
民
に
よ
る
文

藝
的
創
作
が
行
わ
れ
る
の
か
。

植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
も
、
日
本
統
治
末
期
に
は
「
皇
民
文
學
」

が
唱
え
ら
れ
、
詩
人
の
中
に
は
、
日
本
の
和
歌
や
俳
句
ま
で
た
し
な

む
人
々
が
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
は
全
く
そ

の
跡
を
留
め
て
い
な
い
。
そ
れ
に
對
し
て
戦
後
台
灣
で
は
國
民
党
の

支
配
の
下
で
、「
日
本
化
」
は
す
な
わ
ち
「
奴
隷
化
」
で
あ
り
、「
中

國
語
」「
中
華
文
化
」
に
よ
っ
て
「
浄
化
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

し
て
、
日
本
語
に
よ
る
創
作
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
語
の
使
用
そ
の

も
の
が
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
日
本
語
教
育
を
受
け
た
世
代
が
日
本

語
を
話
す
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
文
學
で
も
日
本
語

が
生
き
残
っ
た
。
數
々
の
短
歌
會
・
俳
句
會
・
川
柳
會
な
ど
が
生
ま

れ
、
現
に
活
動
を
續
け
て
い
る
。
こ
れ
は
奇
跡
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

筆
者
が
始
め
て
こ
の
主
題
に
接
し
た
の
は
、
二
〇
〇
二
年
六
月
に

シ
カ
ゴ
大
學
で
行
わ
れ
た
、
北
美
州
台
灣
研
究
學
會
第
八
回
大
會
に

お
け
る
ク
リ
ー
マ
ン
（
コ
ロ
ラ
ド
大
學
）
の
報
告
で
あ
っ
た
（K

lee-

m
an,2002.

ペ
ー
パ
ー
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
）。
彼
女
は
『
台
灣

萬
葉
集
』
か
ら
一
四
首
の
短
歌
を
例
に
舉
げ
て
、
日
本
統
治
期
へ
の

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
短
歌
を
詠
む
と
い
う
活
動
の
基
調
に
あ
る
と
捉
え

て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、（
ａ
）
す
で
に
日
本
語
の
「
滅
び
た
」
國

で
自
分
が
あ
え
て
日
本
語
の
短
歌
を
詠
む
意
義
を
問
う
た
歌
、（
ｂ
）

戦
争
體
驗
を
詠
ん
だ
歌
、（
ｃ
）
日
本
統
治
期
の
思
い
出
を
詠
ん
だ

歌
、（
ｄ
）

複
雜
な
言
語
事
情
に
さ
い
な
ま
れ
た
悲
哀
を
詠
ん
だ
歌

な
ど
、「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
と
總
稱
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

う

た

（
ａ
）の
例

指
を
折
り
短
歌
詠
み
居
れ
ば
忘
れ
居
し
大
和
言
葉

が
次
々
と
湧
く

高

秀

（
ｂ
）の
例

翌
朝
は
巨
鯨
を
葬
る
愛
機
撫
で
夕
焼
空
に
心
を
燃

や
す

蕭

翔
文

（
ｃ
）の
例

お
手
玉
に
陣
取
り
ご
っ
こ
縄
跳
び
と
平
和
な
る
時

代
に
幼
時
過
し
き

江

苑
蓮

（
ｄ
）の
例

日
本
語
と
台
灣
語
混
じ
る
北
京
語
の
御
伽
噺
に
孫

ふ
く
れ
面

蔡

西
川

最
後
の
（
ｄ
）
は
こ
の
歌
一
首
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
他
の
歌
と

は
や
や
異
質
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
と
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い
う
よ
り
は
現
實
の
自
己
の
お
か
れ
た
状
況
を
み
つ
め
て
い
る
歌
で

は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
む
し
ろ
こ
の
（
ｄ
）
の
面
を
、
短
歌
だ
け
で
な

く
川
柳
を
も
視
野
に
入
れ
て
集
中
的
に
追
及
し
た
の
が
黄
智
慧
の
研

究
だ
と
思
わ
れ
る
。
黄
智
慧
（
中
央
研
究
院
民
族
學
研
究
所
）
は
、

ま
ず
解
放
後
の
台
灣
で
、
日
本
語
文
藝
が
蘇
っ
た
事
情
を
次
の
よ
う

に
解
明
し
て
い
る
。（
黄
智
慧
、
二
〇
〇
三
）

（
１
）（
戒
厳
令
下
で
）
公
式
の
場
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
が
奪

わ
れ
た
た
め
、
最
後
の
手
段
と
し
て
日
本
語
で
、
し
か
も
目
立
た
な

い
、
暗
喩
や
隠
喩
が
多
く
用
い
ら
れ
る
日
本
語
の
詩
文
に
「
植
民
さ

れ
る
者
」
と
し
て
の
心
情
を
寄
せ
て
い
た
（
先
の
植
民
地
化
で
得
た

も
の
を
「
武
器
」
に
し
て
、
後
の
植
民
地
化
に
對
し
て
抵
抗
す
る
こ

と
を
、
黄
智
慧
は
「
二
重
植
民
化
後
の
抵
抗
の
形
態
」
と
呼
ん
で
い

る
）。

（
２
）
台
灣
の
こ
れ
ら
の
日
本
語
詩
の
サ
ー
ク
ル
の
作
者
達
は
、

す
べ
て
戦
前
の
學
校
教
育
の
中
で
、
ま
た
彼
等
人
生
の
青
年
期
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
文
學
形
式
に
接
触
し
た
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
詩
を

作
る
能
力
が
備
わ
っ
（
て
い
）
た
。

（
３
）
し
か
し
そ
れ
は
多
く
の
犠
牲
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
諷
刺
や
ユ
ー
モ
ア
の
影
に
つ
き
そ
う
「
悲
哀
」
と
し
て
表
現
さ
れ

る
。
こ
の
「
悲
哀
」
は
次
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。（
一
）
國
籍
を

翻
弄
さ
れ
る
悲
哀
、（
二
）
誤
解
さ
れ
る
悲
し
み
、（
三
）
世
代
間
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
な
い
悲
し
み
、（
四
）
世
代
間
で
傳
承

で
き
な
い
悲
し
み
。

こ
れ
はK

leem
an

の
い
う
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
に
相
當
す
る
こ

と
を
、「
抵
抗
」
と
「
悲
哀
」
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
複
合
的

感
情
と
し
て
分
析
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
単
に
懐
か
し
ん
で
い
る

の
で
は
な
く
、
第
二
の
植
民
地
化
へ
の
抵
抗
と
し
て
の
意
義
を
擔
っ

て
い
る
の
で
あ
る

こ
れ
ら
は
主
と
し
て
短
歌
（
黄
の
場
合
に
は
、
更
に
川
柳
）
に
基

づ
い
た
議
論
で
あ
っ
て
、
俳
句
は
ほ
と
ん
ど
例
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
。
短
歌
に
は
叙
情
性
と
と
も
に
叙
事
性
が
あ
り
、
生
活
體
驗

や
歴
史
的
事
件
な
ど
を
生
々
し
く
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま

た
川
柳
は
社
會
風
刺
に
富
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
台
北
俳
句
会

代
表
・
黄
靈
芝
が
「
短
歌
は
感
情
で
詠
む
も
の
だ
が
、
俳
句
は
感
覺

で
詠
む
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
俳
句
は
短
歌
の
よ
う
な
叙

事
性
に
乏
し
い
と
言
え
る
。K

leem
an

や
黄
智
慧
の
論
議
に
俳
句

が
ほ
と
ん
ど
例
に
出
て
こ
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
九
・
一
一
同
時
多
發
テ
ロ
の
時
、
日
本
の
新
聞
の
短
歌
欄
に
は
何

週
間
に
も
わ
た
っ
て
多
く
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
俳
句
欄
に
は
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こ
れ
を
詠
ん
だ
作
品
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
短
歌
と
俳
句

の
性
格
の
違
い
を
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。

こ
れ
に
對
し
て
今
井
祥
子
（
日
本
立
教
大
學
大
學
院
。
当
時
中
央

研
究
院
民
族
學
研
究
所
留
學
中
）
は
、
台
灣
人
が
日
本
統
治
期
に
日

本
語
文
藝
を
始
め
た
經
緯
や
光
復
後
の
展
開
を
省
み
な
が
ら
、
特
に

そ
の
最
初
の
動
機
に
つ
い
て
、「
台
灣
人
が
短
歌
や
俳
句
を
始
め
た

動
機
に
は
、（
文
化
的
に
上
流
の
）
日
本
人
と
し
て
の
た
し
な
み
と

し
て
詠
む
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
短
歌
や
俳
句
が

詠
め
る
よ
う
な
教
養
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
品
格
あ
る
日

本
人
と
し
て
の
一
つ
の
資
格
の
よ
う
に
う
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
趣
旨
の
發
言
を
し
て
い
る
（
二
〇
〇
四
年
四
月

八
日
、
東
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
會
）。

つ
ま
り
、
単
に
日
本
語
が
で
き
る
と
言
う
だ
け
で
は
、
被
植
民
者

の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
十
分
で
は
な
い
。
短
歌
や
俳
句
の
よ
う
な
傳
統

的
日
本
文
化
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
エ
リ
ー
ト
の
）
日

本
人
（＝

内
地
人
）
と
実
質
的
に
対
等
に
な
れ
る
と
思
わ
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
日
本
人
と
台
灣
人
と
の
融
和
に
役
立
つ
と

言
う
意
味
が
大
き
い
か
ら
、
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
の
台
灣
日
本
語
文
藝
が

日
本
統
治
期
に
蒔
か
れ
た
種
子
の
戦
後
の
蘇
り
で
あ
る
の
な
ら
、
最

初
に
台
灣
人
が
こ
れ
を
受
け
と
め
た
と
き
の
動
機
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

二
、
皇
民
化
運
動
に
よ
る
日
本
語
文
藝
の
利
用

筆
者
は
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
教
育
史
の
領
域
で
、
台
灣
と
朝
鮮

（
時
に
は
更
に
満
州
）
を
對
比
し
な
が
ら
研
究
し
て
き
た
。
日
本
の

植
民
地
化
に
對
す
る
反
応
は
朝
鮮
と
台
灣
と
で
は
共
通
性
と
と
も
に

對
照
的
な
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
短
歌
や
俳
句
の
よ
う
な
日
本
語
文

藝
の
受
容
と
發
展
は
、
近
代
東
ア
ジ
ア
教
育
文
化
史
に
お
け
る
そ
の

對
照
性
の
典
型
的
な
例
と
思
わ
れ
る
。

Peter
D

uus

は
最
近
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
植
民
地
近
代
化
論

と
平
行
し
て
、
植
民
地
經
驗
の
個
別
性
（
階
層
・
世
代
・
職
業
・
地

位
・
性
別
な
ど
に
よ
る
經
驗
の
差
異
）、
植
民
地
權
力
に
對
す
る

「
協
働
」（
親
日
）
と
「
抵
抗
」（
抗
日
）
の
相
對
性
、
光
復
以
前
と

以
後
の
連
續
性
に
着
目
し
た
時
期
区
分
の
見
直
し
（
例
え
ば
一
九
三

〇
〜
一
九
六
〇
年
を
《trans-w

ar
period

》
と
設
定
す
る
）
を
提
案

し
て
い
る
（Peter

D
uus,2004

）。
こ
れ
は
台
灣
に
お
け
る
一
般
市

民
の
日
本
語
文
藝
活
動
を
捉
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
適
切
な
枠
組
み

だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
植
民
地
經
驗
の
個
別
性
」
は
、
日
本
語
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文
藝
活
動
に
は
特
に
當
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
光
復
以
前
に
蒔

か
れ
た
種
子
が
、
光
復
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
捉
え
る
上
で

も
《trans-w

ar
period

》
の
設
定
は
特
に
有
効
で
あ
ろ
う
。

日
本
語
教
育
研
究
者
の
蔡
茂
豐
は
、
日
本
統
治
期
に
「
中
學
（
中

等
教
育
）
以
上
の
『
國
語
教
育
』
は
成
功
し
た
ろ
う
が
人
口
の
パ
ー

セ
ン
テ
ー
ジ
か
ら
い
っ
て
餘
り
に
も
低
か
っ
た
し
、
公
學
校
の
『
國

語
教
育
』
は
成
功
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
と
言
い
た

い
」
と
述
べ
て
い
る
（
蔡
茂
豐
、
一
九
八
九
）。
つ
ま
り
日
本
語
使

用
の
二
極
分
解
が
台
灣
社
會
に
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

短
歌
や
俳
句
を
詠
む
こ
と
は
こ
の
階
層
や
世
代
に
よ
る
差
異
を
更
に

徹
底
さ
せ
る
方
向
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

台
灣
に
お
け
る
「
國
語
」（
日
本
語
）
教
育
史
に
お
い
て
、
短

歌
・
俳
句
な
ど
の
日
本
語
短
詩
の
教
育
が
研
究
對
象
と
さ
れ
た
こ
と

は
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
き
わ
め
て
微
細
な
問
題
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に

俳
句
や
短
歌
は
、
日
本
語
教
育
全
體
か
ら
見
れ
ば
、
き
わ
め
て
マ
イ

ナ
ー
な
周
邊
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
そ
こ
か
ら
こ
れ
ま
で
見
え

な
か
っ
た
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
さ

ら
に
こ
れ
は
日
本
統
治
期
と
そ
れ
以
後
と
を
繋
ぐ
問
題
で
も
あ
る
。

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
に
お
い
て
は
文
學
が
重
要
な
研
究
の
對
象

の
一
つ
に
な
る
が
、
短
詩
で
あ
っ
て
も
文
學
の
制
作
は
高
度
に
洗
練

さ
れ
た
言
語
的
能
力
を
必
要
と
し
、
一
般
に
植
民
地
政
策
の
下
で
宗

主
國
側
が
一
般
の
被
植
民
者
に
要
求
す
る
レ
ベ
ル
を
超
え
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
文
學
的
営
爲
は
個
人
の
主
體
性
の
確
立
を
必
要
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
は
日
本
語
・
日
本
文
學
を
受
容
し
た
台
灣
人
の
視

角
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
義
を
捉
え
ら
れ
な
い
。
台
灣
に
お
け

る
國
語
教
育
の
光
復
後
へ
の
「
影
響
」、
あ
る
い
は
日
本
語
の
「
残

存
使
用
」
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
も
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
そ

の
域
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

短
歌
や
俳
句
な
ど
の
短
詩
は
本
來
専
門
家
で
な
い
一
般
の
人
々
に

よ
っ
て
詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
台
灣
に
お
い
て
も
同
じ
だ
と
い

う
點
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
點
が
同
じ
く
日
本
の
植
民

地
支
配
を
受
け
た
朝
鮮
の
場
合
と
對
照
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
池
明
觀

は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
朝
鮮
文
學
は
、
文
學
者
組
織
の
面
か
ら
も
作
品

活
動
の
面
か
ら
も
日
本
の
植
民
地
文
學
に
轉
落
し
て
し
ま
い
そ

う
で
あ
っ
た
。
詩
人
の
中
に
は
、
日
本
の
和
歌
や
俳
句
ま
で
た

し
な
む
人
が
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

（
池
明
觀
、
一
九
七
九：

四
一
七
）
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こ
れ
は
皇
民
化
運
動
期
に
は
、
朝
鮮
に
お
い
て
も
日
本
語
の
短

歌
・
俳
句
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
が
、
日

本
語
に
よ
る
制
作
そ
の
も
の
が
忌
ま
わ
し
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、「
和
歌
や
俳
句
」
を
た
し
な
ん
だ
の
は
「
詩
人
」

で
あ
っ
て
、
一
般
民
衆
と
は
述
べ
て
い
な
い
點
が
注
目
さ
れ
る
。
そ

も
そ
も
、
朝
鮮
人
が
日
本
語
文
藝
を
行
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
台
灣
の
場
合
に
も
戦

後
日
本
語
文
芸
に
対
す
る
白
眼
視
は
あ
っ
た
し
、
あ
る
意
味
で
現
在

で
も
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
と
も
か
く
現
に
そ
の
活
動
が
活
発
に

行
わ
れ
て
い
る
点
は
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
。
専
門
の
作
家
や
詩
人

で
な
い
、
一
般
民
衆
が
短
歌
や
俳
句
を
た
し
な
む
域
に
達
し
て
い
た

と
い
う
事
實
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
活
動
は
何
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
。

二
〇
〇
四
年
度
天
理
台
灣
學
會
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
台
灣
人
の

俳
句
や
短
歌
は
「
一
九
四
〇
年
代
の
皇
民
化
運
動
期
に
急
速
に
浸
透

し
發
展
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
下
村
作
次
郎
に
よ
る
問
題

提
起
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
例
え
ば
「
一
九
四
三
年
一
一
月
一
三
日
に

開
催
さ
れ
た
台
灣
決
戦
文
學
者
會
議
で
、
短
歌
や
俳
句
の
重
要
性
を

訴
え
る
發
言
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
」
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
し
て

い
る
。
確
か
に
同
時
期
の
台
灣
で
は
、
現
地
の
俳
句
会
や
歌
会
に
参

加
す
る
台
湾
人
が
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
聞
の
俳

句
欄
や
短
歌
欄
に
も
台
湾
人
の
投
稿
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
皇
民
奉
公

會
文
化
部
の
機
關
誌
『
新
建
設
』
は
、
戦
意
高
揚
の
た
め
の
「
奉
公

川
柳
」
更
に
「
奉
公
俳
句
」「
奉
公
短
歌
」
の
欄
を
設
け
、
こ
れ
に

内
地
人
よ
り
は
少
な
い
も
の
の
台
灣
人
も
作
品
を
寄
せ
て
い
た
。
し

か
し
こ
う
い
う
体
制
利
用
の
た
め
の
策
動
が
、
現
在
の
台
灣
短
歌
・

俳
句
の
状
況
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
問
題
の
あ
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。

皇
民
化
期
に
短
歌
や
俳
句
を
教
化
に
利
用
す
る
と
い
う
風
潮
は
當

時
の
日
本
内
地
で
も
顯
著
だ
っ
た
。「
御
民
わ
れ
生
け
る
し
る
し
あ

り
あ
め
つ
ち
の
榮
ゆ
る
と
き
に
あ
へ
ら
く
思
へ
ば
」
と
か
、「
今
日

よ
り
は
か
へ
り
み
な
く
て
大
君
の
醜
の
御
盾
と
出
で
立
つ
我
は
」
の

よ
う
な
短
歌
が
實
に
よ
く
使
わ
れ
た
し
、「
愛
國
百
人
一
首
」
な
ど

と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
小
學
校
高
學
年
の
國
語
の
教
科
書
に

は
既
に
短
歌
や
俳
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
三
年
に
新
た

に
發
行
さ
れ
た
内
地
の
文
部
省
發
行
の
國
民
學
校
用
國
語
教
科
書

『
初
等
科
國
語

五
』（
第
五
學
年
前
期
用
）
に
は
、
古
典
や
近
代
の

短
歌
俳
句
に
加
え
て
、「
戦
時
短
歌
・
戦
時
俳
句
」
と
い
う
べ
き
教

材
ま
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
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動
員
の
第
一
夜
な
り
明
け
や
す
き

敵
前
に
上
陸
す
な
り
秋
の
雨

突
撃
を
待
つ
草
む
ら
に
蟲
す
だ
く

『
初
等
科
國
語

五
』、「
十
九

動
員
（
全
七
句
）」

こ
れ
に
對
し
て
、
台
灣
の
初
等
教
育
に
お
い
て
は
短
歌
や
俳
句
の

教
育
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
公
學
校

用
の
國
語
教
科
書
を
見
る
と
、
短
歌
教
材
が
現
れ
る
の
は
、
台
灣
總

督
府
編
纂
第
三
期
國
語
教
科
書
『
公
學
校
用
國
語
読
本

第
一
種

巻
十
二
』（
第
六
學
年
後
期
用
。
一
九
二
六
年
よ
り
使
用
）
の
「
第

一
課

明
治
天
皇
御
製
」
か
ら
で
あ
る
。「
新
高
の
山
の
ふ
も
と
の

民
草
も
、
し
げ
り
ま
さ
る
と
聞
く
ぞ
う
れ
し
き
」
な
ど
計
一
〇
首
が

含
ま
れ
て
い
る
。
俳
句
が
現
れ
る
の
は
ず
っ
と
遲
く
、
第
四
期
國
語

教
科
書
『
公
學
校
用
國
語
読
本

巻
十
二
』（
一
九
四
二
年
）
の

「
第
十

俳
句
」
に
「
元
日
や
一
系
の
天
子
富
士
の
山
」
な
ど
八
句

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
般
の
短
歌
と
俳
句
両
方
が
載
る
の
は
、
一

九
四
四
年
に
發
行
さ
れ
た
日
本
統
治
期
最
後
の
第
五
期
國
語
教
科
書

『
初
等
科
國
語

七
』（
第
六
學
年
前
期
用
）
の
「
六

ば
ら
の
芽
」

と
、
同
『
初
等
科
國
語

八
』（
第
六
學
年
後
期
用
）
の
「
十
一

元
日
や
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
内
地
の
國
民
學
校
國
語
教
科
書

と
違
っ
て
、
台
灣
の
國
語
教
科
書
に
は
、
先
の
「
戦
時
短
歌
・
戦
時

俳
句
」
の
よ
う
な
課
も
載
っ
て
い
な
い
。
そ
の
上
一
九
四
四
年
と
も

な
れ
ば
國
民
學
校
（
戦
時
下
の
公
學
校
）
で
も
勤
労
奉
仕
・
空
襲
・

疎
開
な
ど
で
ま
と
も
に
授
業
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
天
皇
御
製
を
除
き
、
日
本
統
治
期
の
台
灣
人
は
初
等
教
育
で
短
歌

や
俳
句
に
ほ
と
ん
ど
接
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
中
等
學
校
を
受
驗
す
る
に
は
日
本
人
小
學
校
の
使
用

教
科
書
を
取
り
寄
せ
て
學
習
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う

い
う
子
ど
も
た
ち
は
日
本
人
と
同
じ
短
歌
や
俳
句
の
教
材
に
接
し
た

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
読
む
だ
け
で
、
作
る
域
ま
で
達
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
日
本
人
小
學
校
の
教
師
の
中
に

は
、
上
學
年
の
子
ど
も
に
短
歌
や
俳
句
の
指
導
を
す
る
こ
と
が
あ
り
、

學
校
誌
に
載
せ
ら
れ
た
作
品
の
中
に
台
灣
人
の
子
ど
も
の
作
が
混
じ

っ
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。皇

民
化
期
の
、
そ
れ
も
最
後
の
段
階
に
な
っ
て
短
歌
や
俳
句
の
皇

民
化
に
果
た
す
意
義
が
強
調
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
植
民
者
側
の

意
図
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
被
植
民
者
側
に
お
け

る
そ
の
効
果
を
直
ち
に
保
證
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
日
本
統

治
期
に
強
調
さ
れ
た
か
ら
今
日
ま
で
残
っ
た
の
だ
と
直
ち
に
は
考
え
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に
く
い
。
例
え
ば
宗
教
の
場
合
、
日
本
が
懸
命
に
な
っ
て
押
し
つ
け

よ
う
と
し
た
國
家
神
道
は
、
戦
後
台
灣
か
ら
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
教
關
係
の
布
教
も
同
様
の
運
命
を

た
ど
っ
た
が
、
天
理
教
だ
け
は
現
在
ま
で
か
な
り
の
數
の
信
徒
が
い

る
の
は
注
目
さ
れ
て
い
い
。
天
理
教
受
容
の
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
短
歌
や
俳
句
に
し
て
も
、
受
け
止
め
た
側
が
そ
れ

だ
け
の
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
然
消
滅
せ
ず
に
生
き

残
り
發
展
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
短
歌
や
俳
句
は
短
い
か
ら
皇

民
化
の
教
化
に
利
用
し
や
す
い
と
思
わ
れ
た
こ
と
と
、
短
歌
や
俳
句

が
詠
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
し
、
ま
し
て

や
そ
れ
が
光
復
後
も
續
く
、
あ
る
い
は
蘇
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
は

さ
ら
に
距
離
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
、
台
灣
人
に
詠
ま
れ
た
短
歌
・
俳
句
の
起
原

台
灣
人
に
よ
る
短
歌
や
俳
句
の
創
作
は
、
皇
民
化
期
よ
り
ず
っ
と

以
前
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
俳
句
が
普
及
す
る
以
前
、
日
本

統
治
初
期
の
台
灣
に
は
、
漢
詩
文
に
よ
る
日
本
人
と
台
灣
人
の
交
流

が
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
植
民
地
支
配

に
は
、
欧
米
の
そ
れ
に
は
見
ら
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
独
特
の
現
象
が

生
じ
た
。
被
支
配
者
の
文
化
が
支
配
者
と
の
交
流
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
領
台
初
期
の
台
湾
の
文
人
紳

士
は
頻
繁
に
日
本
の
官
僚
と
漢
詩
を
吟
唱
し
、
宴
を
張
っ
た
。
児
玉

源
太
郎
や
後
藤
新
平
は
、
台
湾
の
伝
統
的
な
漢
詩
文
の
価
値
を
認
め

な
か
っ
た
が
、
自
ら
は
漢
詩
集
を
刊
行
す
る
ほ
ど
の
素
養
が
あ
っ
た
。

ま
た
日
台
の
漢
詩
文
は
か
な
り
高
度
の
相
互
通
用
性
が
あ
っ
た
。
読

み
の
音
声
は
違
っ
た
が
、
文
字
面
だ
け
で
も
か
な
り
高
度
の
交
流
目

的
を
達
し
た
と
い
う
。
陳
培
豊
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
と
台
湾
人
の
間

に
「
同
文
同
種
の
水
乳
の
交
わ
り
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
陳
培
豊
、

二
〇
〇
五
）。
台
湾
領
有
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
乃
木
希
典
も
漢

詩
を
よ
く
し
、
張
学
良
は
晩
年
ま
で
乃
木
の
漢
詩
を
愛
唱
し
て
い
た

と
い
う
。

領
台
直
前
の
台
灣
は
「
日
辨
公
事
、
夜
接
詞
人
」
と
い
う
状
況
で
、

官
吏
と
土
地
の
名
士
が
唱
和
し
た
詩
文
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。

漢
詩
文
は
漢
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、

「
詩
社
」
は
抵
抗
の
據
點
と
も
な
っ
た
が
、
一
方
で
は
懐
柔
に
も
利

用
さ
れ
た
。
日
本
統
治
初
期
に
漢
詩
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
は
、
日

本
の
官
僚
の
策
動
と
さ
れ
る
。
漢
學
の
素
養
が
あ
り
、
漢
詩
を
作
る

こ
と
も
で
き
た
日
本
の
官
僚
は
台
灣
の
紳
商
に
歡
迎
さ
れ
、
両
者
の

漢
詩
の
唱
和
に
よ
る
交
流
は
、
台
灣
統
治
を
潤
滑
に
さ
せ
る
役
割
を
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擔
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。（
楊
永
彬
、
二
〇
〇
〇
。
呉
文
星
、
一
九

九
二
）。

し
か
し
近
代
の
日
本
人
は
漢
詩
文
を
本
来
の
日
本
語
の
文
脈
の
中

に
同
化
し
て
、
皇
国
史
観
を
伝
え
る
武
器
に
ま
で
し
た
の
に
、
台
湾

総
督
府
は
漢
詩
文
が
台
湾
人
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
「
同
化
・
皇

民
化
」
に
利
用
し
う
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
漢
詩
文
は
台
湾

人
に
「
支
那
」
を
想
起
さ
せ
る
危
険
な
代
物
で
あ
っ
た
。
戦
時
下
の

台
湾
で
は
漢
詩
文
は
「
皇
民
文
学
」
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、「
皇
民

化
」
の
外
に
切
断
さ
れ
た
、
と
陳
培
豊
は
い
う
（
陳
、
二
〇
〇
五
）。

し
か
も
脱
亜
入
歐
を
め
ざ
し
た
近
代
化
に
よ
り
、
日
本
人
の
漢
詩

文
の
教
養
は
急
速
に
低
下
し
た
。
台
灣
人
の
漢
詩
文
も
そ
れ
と
歩
調

を
合
わ
せ
る
よ
う
に
衰
え
て
行
っ
た
（
松
永
正
義
、
一
九
九
三
）。

一
方
で
は
「
國
語
」（
日
本
語
）
教
育
が
進
展
し
た
。
こ
の
結
果
漢

詩
文
に
よ
る
交
流
が
低
調
に
な
り
、
い
ず
れ
は
日
本
語
短
詩
―
―
短

歌
・
俳
句
―
―
に
よ
る
交
流
が
こ
れ
に
代
わ
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
が

豫
見
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
が
官
側
に
よ
っ
て
意
図
的
に
な
さ
れ
た
か
、

そ
れ
と
も
自
然
發
生
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
統
治
期
に
台

灣
人
が
短
歌
や
俳
句
を
始
め
た
の
は
、
日
本
人
の
主
催
し
て
い
た
短

歌
會
や
俳
句
會
へ
の
参
加
が
契
機
に
な
っ
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

多
く
の
場
合
中
等
學
校
に
お
け
る
「
國
語
」
の
教
師
の
指
導
に
よ
る

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
統
治
期
の
台
灣
で
は
、
初

等
學
校
は
日
本
人
用
の
小
學
校
と
台
灣
人
用
の
公
學
校
に
別
れ
て
い

た
が
、
中
等
學
校
は
制
度
的
に
日
本
内
地
と
同
じ
で
あ
り
、
日
本
人

と
同
等
以
上
の
日
本
語
力
が
な
け
れ
ば
入
學
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た

台
灣
人
志
願
者
の
競
争
率
は
日
本
人
の
そ
れ
を
遥
か
に
上
回
っ
て
い

た
か
ら
よ
ほ
ど
優
秀
で
な
け
れ
ば
合
格
で
き
な
か
っ
た
し
、
台
灣
語

を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
日
本
語
に
浸
り
込
む
必
要
が
あ
っ
た
。
一
方

中
等
教
育
で
の
「
國
語
」
に
は
多
く
の
短
歌
や
俳
句
が
教
材
に
含
ま

れ
て
い
た
か
ら
、
當
然
こ
れ
に
惹
か
れ
る
可
能
性
は
大
き
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

あ
る
女
性
台
灣
歌
人
は
こ
う
詠
ん
で
い
る
。

赴
任
し
來
し
師
は
歌
の
道
重
ん
じ
て
乙
女
わ
れ
ら
に
短
歌
競
は

せ
ぬ

師
は
常
に
自
責
し
給
ひ
き
わ
れ
ら
よ
り
母
國
語
奪
ひ
し
罪
は
深

し
と

教
へ
子
の
真
心
に
よ
り
罪
意
識
薄
る
と
師
の
喜
び
言
ひ
き

（
孤
蓬
萬
里
、
一
九
九
五
。
こ
れ
ら
の
歌
は
最
近
刊

行
の
個
人
歌
集
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
人
の
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同
意
が
な
い
の
で
名
を
秘
す
）

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
短
歌
の
叙
事
性
、
歴
史
的
證
言
と
し
て
の
す

ぐ
れ
た
點
を
示
す
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
一
九
二
〇
年
生
れ
で
、

日
本
統
治
期
に
高
等
女
學
校
に
學
ん
で
い
る
。
當
時
の
日
本
の
中
等

學
校
の
「
國
語
」
の
時
間
は
短
歌
や
俳
句
の
よ
う
な
日
本
語
の
短
詩

が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
師
」
も
生
徒
に
懸
命
に
短
歌

を
教
え
た
。
そ
の
成
果
で
作
者
は
短
歌
が
詠
め
る
よ
う
に
な
り
、
今

に
至
る
ま
で
そ
れ
を
續
け
、
自
分
の
歌
集
も
出
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
指
導
し
た
「
師
」
は
、
後
に
彼
女
等
の
同
窓
会
に
招
か
れ
た

時
、
當
時
の
「
國
策
」
に
忠
實
に
従
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
生
徒
か

ら
台
灣
語
を
奪
い
日
本
語
を
強
制
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、「
自
責
」

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
語
に
よ
り
自
己
を
表
現

し
解
放
す
る
メ
デ
イ
ア
を
獲
得
し
た
教
え
子
た
ち
は
、
そ
れ
を
む
し

ろ
逆
に
積
極
的
な
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
く
れ
て
い
た
。

そ
の
事
實
に
よ
っ
て
「
師
」
は
救
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
等
學
校
の
國
語
の
先
生
の
手
引
き
で
短
歌
を
詠

む
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
例
は
多
い
。
台
北
俳
句
會
を
創
始
し
『
台

灣
俳
句
歳
時
記
』
を
編
纂
し
た
黄
靈
芝
も
中
學
校
の
國
語
に
お
け
る

短
歌
や
俳
句
の
印
象
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
台
灣
歌
壇
を
創
始
し
、

『
台
灣
萬
葉
集
』
を
編
纂
し
た
呉
建
堂
（
筆
名
孤
蓬
萬
里
、
一
九
二

六
〜
一
九
九
八
）
は
旧
制
台
北
高
校
時
代
に
犬
養
孝
の
講
義
を
通
じ

て
「
萬
葉
集
」
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
中
等
學
校
の
國
語
教
育

に
お
け
る
短
歌
・
俳
句
教
育
の
効
果
の
大
き
か
っ
た
こ
と
を
偲
ば
せ

る
。し

た
が
っ
て
學
校
教
育
に
お
け
る
短
歌
や
俳
句
の
指
導
は
、
台
灣

に
お
け
る
中
等
學
校
の
歴
史
と
と
も
に
古
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
が
公
刊
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二

三
年
）
に
發
行
さ
れ
た
台
灣
師
範
學
校
の
校
友
會
誌
に
は
台
灣
人
生

徒
の
詠
ん
だ
俳
句
が
か
な
り
の
數
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
科
一
年
生

か
ら
四
年
生
ま
で
各
學
年
の
生
徒
の
作
品
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

本
科
一
年
生
の
作
品
全
一
五
句
の
う
ち
、
一
人
一
句
ず
つ
紹
介
す
る
。

（
台
灣
師
範
學
校
、
一
九
二
三
）

寒
月
や
静
か
に
か
ゝ
る
ね
む
の
枝

李

文
舉

夕
立
や
高
砂
島
は
湯
氣
の
中

林

清
徳

白
露
や
芋
の
葉
末
に
二
つ
三
つ

李

春
生

曉
を
覺
え
ぬ
春
の
風
う
ら
ゝ

李

深
煙

花
一
輪
浮
き
て
と
び
つ
く
小
魚
か
な

曾

蓮
芳

寒
月
や
水
の
底
に
も
木
の
葉
に
も

王

承
達
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台
灣
教
育
會
の
機
關
誌
『
台
灣
教
育
』（
一
九
一
二
年
〜
一
九
四

三
年
）
に
は
、「
文
苑
」（
時
に
は
「
文
藝
」）
と
い
う
短
歌
・
俳

句
・
詩
・
短
文
及
び
漢
詩
か
ら
な
る
欄
が
あ
り
、
第
二
七
〇
号
（
大

正
十
三
年
十
二
月
）
の
「
文
苑
」
に
は
台
北
第
二
中
學
校
（
台
湾
人

た
め
の
中
学
校
）
の
三
年
生
の
俳
句
が
多
數
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
大
部
分
が
台
灣
人
生
徒
で
日
本
人
生
徒
の
作
は
少
な
い
。
こ
う
し

た
事
實
は
、
既
に
大
正
後
期
の
時
點
で
、
中
等
學
校
に
お
け
る
俳
句

や
短
歌
な
ど
の
指
導
が
か
な
り
の
成
果
を
舉
げ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。四

、
公
学
校
教
師
と
俳
句
・
短
歌
―
―
『
台
湾
教
育
』

の
文
苑
欄

台
湾
人
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
俳
句
や
短
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
と
い
う
問
い
に
は
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に

一
つ
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
台
湾
教
育
会
の
機
関
誌
『
台
湾
教
育
』

の
文
芸
欄
「
文
苑
」
で
あ
る
。「
文
苑
」
は
時
に
は
「
文
芸
」
な
ど

と
名
前
の
変
わ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
体
こ
の
名
前
で
終
刊
ま

で
続
い
て
い
た
。
こ
こ
に
は
公
募
に
よ
る
短
歌
・
俳
句
・
漢
詩
が
載

せ
ら
れ
て
い
た
。
投
稿
者
は
多
く
公
学
校
の
教
師
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
中
に
あ
る
段
階
か
ら
台
湾
人
の
教
師
の
投
稿
が
出
て
く
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
台
湾
人
の
間
に
短
歌
・
俳
句
・
漢
詩
が
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
変
化
を
示
す
一
つ
の
指
標
に
な
る
。

『
台
灣
教
育
』
の
「
文
苑
」
を
昭
和
初
期
の
段
階
で
見
て
み
る
と
、

漢
詩
欄
は
ほ
と
ん
ど
が
台
灣
人
の
投
稿
で
あ
り
、
逆
に
日
本
語
文
藝

の
欄
は
ほ
と
ん
ど
が
日
本
人
の
作
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
た
ま
に
台

灣
人
の
詩
が
あ
る
が
、
短
歌
や
俳
句
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
昭

和
五
年
（
一
九
三
〇
年
）
ご
ろ
か
ら
台
灣
人
の
詠
ん
だ
短
歌
や
俳
句

が
時
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
年
）
に
な

る
と
、
台
灣
人
に
よ
る
短
歌
や
俳
句
の
投
稿
が
定
着
し
た
感
じ
に
な

る
。
公
學
校
の
台
灣
人
教
師
は
當
時
の
「
日
本
語
人
」
の
代
表
で
あ

り
、
日
本
語
短
詩
を
最
初
に
率
先
し
て
詠
み
始
め
た
台
灣
人
の
多
く

は
教
師
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
実
は
同
様
の
現
象
が
、
同
じ
時
期
の

朝
鮮
教
育
会
発
行
の
『
文
教
の
朝
鮮
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
指
摘
の
み
に
留
め
る
）。

公
学
校
教
師
の
投
稿
句
の
比
較
的
初
期
の
例
を
『
台
灣
教
育
』
第

三
四
二
号
（
一
九
三
一
年
一
月
）
の
「
文
苑
」
か
ら
舉
げ
て
み
よ
う
。

﹇
和
歌
﹈

雜
詠

新
竹

鄭
嶺
秋
（
全
五
首
よ
り
）

こ
も
ご
も
に
熟
れ
し
と
子
等
の
告
げ
て
來
し
畑
の
蕃
茄
を
見
た

く
な
り
た
り
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窓
外
に
何
や
ら
あ
ら
む
我
が
言
に
耳
か
さ
ず
し
て
見
と
れ
る
あ

の
子

隣
な
る
一
年
生
の
稽
古
聲
國
語
た
く
み
に
な
り
に
け
る
か
な

教
子
を
叱
る
事
も
な
く
此
頃
の
心
ほ
が
ら
に
あ
る
が
嬉
し
き

﹇
俳
句
﹈

雜
詠

馬
公

顔
精
義
（
全
三
〇
句
よ
り
）

暮
易
き
秋
の
野
道
や
バ
ッ
タ
飛
ぶ

一
坪
の
小
庭
に
も
菊
香
ふ
か
な

猫
眠
る
小
春
日
和
や
菊
薫
る

霧
社
事
件
ラ
ヂ
オ
圍
み
て
噂
か
な

木
枯
に
ガ
ジ
マ
ル
の
葉
の
埃
か
な

「
文
苑
」
欄
を
見
て
い
く
と
、
や
が
て
和
歌
（
短
歌
）
と
俳
句
の

両
方
に
投
稿
す
る
も
の
も
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
し
て
、

皇
民
化
期
と
も
な
れ
ば
、
台
灣
人
に
よ
る
短
歌
や
俳
句
が
珍
し
い
現

象
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
が
豫
測
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
台
湾
教
育
』
は
、
台
湾
人
の
間
に
日
本
語
文
芸
が

ど
の
よ
う
に
普
及
し
て
言
っ
た
か
を
見
る
一
つ
の
指
標
に
な
る
。
資

料
的
に
も
日
本
統
治
末
期
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
存
在
す
る
の
で
、
確

認
が
し
や
す
い
。
と
い
う
と
、
公
学
校
教
師
と
い
う
特
殊
な
世
界
を

対
照
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
も
と
も
と
戦
前
の
日
本
統
治

期
に
日
本
語
文
芸
に
接
し
、
自
ら
も
行
お
う
と
し
た
台
湾
人
自
体
が

階
層
的
に
限
ら
れ
て
い
た
。『
台
湾
万
葉
集
』
な
ど
を
見
て
も
、
台

湾
歌
人
・
俳
人
は
圧
倒
的
に
医
師
と
教
師
が
多
い
。
医
師
は
専
門
学

校
以
上
の
高
等
教
育
を
受
け
て
お
り
、
公
学
校
教
師
は
師
範
学
校
な

ど
中
等
教
育
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
教
養
の
あ
る
階
層
を
中
心
に

日
本
語
文
芸
活
動
が
普
及
し
た
と
す
れ
ば
、
公
学
校
教
師
の
世
界
で

の
日
本
語
文
芸
の
普
及
を
一
つ
の
代
表
例
と
見
る
の
は
十
分
根
拠
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
ら
公
学
校
の
教
師
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
短
歌
や
俳
句
な
ど

に
接
し
た
の
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
師
範
学
校
の
生
徒
が
俳
句
や

短
歌
を
詠
む
な
ら
ば
、
そ
の
生
徒
が
赴
任
す
る
公
学
校
の
教
師
が
俳

句
や
短
歌
を
詠
ん
で
当
然
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
台
湾

人
の
公
学
校
教
師
に
は
、
内
地
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
「
傍
系
」
が

少
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
女
子
の
場
合
に
は
高
等
女
学
校
の
補
習
科

を
出
て
公
学
校
教
師
に
な
る
例
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は

「
中
等
学
校
」
に
お
け
る
俳
句
・
短
歌
教
育
に
よ
る
も
の
と
一
般
化

し
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
日
本
語
短
詩
に
接
触
し
た
契
機
（
あ
る
い
は
發
展
さ

せ
た
メ
デ
ィ
ア
）
と
し
て
は
、
中
等
學
校
で
の
國
語
指
導
の
ほ
か
に
、
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新
聞
や
雜
誌
の
投
稿
欄
な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
を
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
現
在
も
俳
句
を
読
み
続
け
て
い
る
Ｙ
・
Ｋ
氏
は
日
本
の
敗

戦
間
近
、
米
機
が
台
灣
を
爆
撃
・
機
銃
掃
射
を
し
な
が
ら
投
下
し
た

宣
傳
ビ
ラ
に
「
桐
一
葉
落
ち
て
悲
し
き
浪
花
節
」
と
い
う
俳
句
を
發

見
し
て
感
心
し
て
い
る
が
、
彼
は
中
學
時
代
（
一
九
四
一
年
進
學
）

か
ら
日
本
語
短
詩
が
好
き
で
書
物
や
雜
誌
・
新
聞
の
短
歌
や
俳
句
を

読
み
漁
っ
て
樂
し
ん
で
い
た
と
言
う
（
孤
蓬
萬
里
、
一
九
九
四
）。

ま
た
現
在
も
日
本
の
俳
誌
・
歌
誌
に
も
投
稿
し
て
い
る
Ｒ
・
Ｋ
氏

は
、
公
學
校
時
代
に
小
學
館
の
懸
賞
作
文
に
入
選
し
た
り
、
東
台
灣

新
報
の
文
藝
歌
壇
に
短
歌
が
入
選
し
た
の
を
契
機
に
短
歌
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
新
聞
・
雜
誌
の
短
歌
・
俳

句
欄
な
ど
も
俳
句
や
短
歌
に
接
す
る
重
要
な
メ
デ
イ
ア
で
あ
り
、
日

本
の
同
世
代
の
體
驗
と
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
新
聞

や
雜
誌
が
彼
ら
に
親
し
ま
れ
た
か
の
研
究
が
重
要
に
な
る
（
孤
蓬
萬

里
、
一
九
九
七
）。

と
こ
ろ
で
中
等
學
校
で
の
國
語
學
習
を
、
少
な
く
も
一
年
以
上
ま

と
も
に
受
け
ら
れ
た
世
代
は
、
一
九
四
二
年
ま
で
に
入
學
し
た
世
代

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
台
灣
決
戦
文
學
者
會
議
の
行
わ
れ
た
翌
一
九
四

三
年
（
昭
和
一
八
年
）
と
も
な
る
と
、
中
等
學
校
の
生
徒
は
勤
労
奉

仕
や
學
徒
兵
に
動
員
さ
れ
た
た
め
に
ろ
く
に
授
業
を
受
け
ら
れ
な
く

な
り
、
在
學
中
に
ま
と
も
な
學
習
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
短
歌
や
俳
句
の
教
養
を
中
等
學
校
で
授
け
ら
れ
た
の
は
一

九
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
生
ま
れ
た
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
實

現
在
の
台
灣
の
日
本
語
文
藝
の
會
の
會
員
は
ほ
と
ん
ど
が
一
九
二
〇

年
代
生
ま
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
短
歌
や
俳
句
の
皇
民
化
に
お

け
る
意
義
の
強
調
さ
れ
た
時
期
に
、
初
等
教
育
で
も
中
等
教
育
で
も

ま
と
も
な
授
業
を
す
る
條
件
が
な
く
な
っ
て
い
た
の
は
、
何
と
も
皮

肉
で
あ
る
。

五
、
戦
後
の
日
本
語
短
詩
文
藝
と
台
灣
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム

黄
智
慧
は
台
湾
人
に
よ
る
戦
後
の
日
本
語
使
用
―
―
し
た
が
っ
て

日
本
語
文
芸
も
―
―
は
、「
抵
抗
の
武
器
」
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
見

解
を
提
示
し
て
い
る
。
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
「
我
々
の
時
代
が
や

っ
て
き
た
」
と
い
う
台
灣
人
の
期
待
は
ま
も
な
く
裏
切
ら
れ
、
台
灣

人
は
國
民
党
政
權
に
よ
る
「
第
二
の
植
民
地
化
」
を
經
驗
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
對
す
る
一
つ
の
抵
抗
と
し
て
意
図
的
に

日
本
語
を
話
し
、
日
本
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
い

う
の
で
あ
る
（
黄
智
慧
、
二
〇
〇
三
）。
こ
の
事
情
を
反
映
し
て
い

る
作
品
を
川
柳
や
短
歌
に
求
め
る
な
ら
ば
、
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日
本
語
を
本
氣
で
し
ゃ
べ
る
終
戦
後

高
痩
叟

う

た

兵
の
日
は
反
日
な
れ
ど
短
歌
を
詠
む
今
は
親
日
の
我
の
不
思
議

さ

黄
得
龍

な
ど
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
日
本
統
治
下
の
日
本
語
學
習
は
「
や
む

を
得
ず
」
行
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
、
戦
後
の
台
灣
社
會
で
は
、

日
本
語
で
、
し
か
も
短
歌
や
俳
句
で
表
現
す
れ
ば
、
日
本
語
を
解
し

な
い
國
民
党
の
權
力
者
に
は
容
易
に
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
う
い
う

表
現
活
動
が
全
く
自
主
的
に
起
こ
っ
た
と
い
う
（
黄
智
慧
、
二
〇
〇

三
）。
戦
後
台
湾
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
日
本
語
だ
け
で
創

作
活
動
を
行
っ
て
き
た
台
北
俳
句
会
会
長
の
黄
霊
芝
に
つ
い
て
、
岡

崎
郁
子
は
「
台
湾
人
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
政
府
の
圧
政
が
な
け
れ

ば
、
ま
た
日
本
語
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
黄
霊
芝
は
日

文
で
の
創
作
は
は
じ
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
」
と

指
摘
し
て
い
る
（
岡
崎
郁
子
、
二
〇
〇
四：

一
四
四
）。

フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
解
放
運
動
に
お
い
て
、

新
し
い
人
間
は
、「
そ
れ
ま
で
一
方
的
な
支
配
に
服
し
て
い
た
民
衆

が
、
抵
抗
の
た
め
の
メ
デ
イ
ア
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
生

ま
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
既
に
日
本
統
治
期
に
、
日
本
語
は
「
新

世
代
台
灣
知
識
人
」
の
支
配
者
に
對
す
る
「
抵
抗
の
武
器
」
に
な
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
が
（
陳
培
豐
、
二
〇
〇
一
ａ
）、
戦
後
の
短
歌
や

俳
句
も
台
灣
人
に
と
っ
て
「
抵
抗
の
メ
デ
イ
ア
」
に
な
り
、
彼
ら
は

そ
れ
に
よ
っ
て
「
新
し
い
人
間
」
に
な
り
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
い
て
民
族
解
放
戦
線
の
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
て
、

ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
語
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
解
放
の

た
め
に
「
民
族
的
資
産
」
と
し
て
「
再
獲
得
」
さ
れ
た
の
に
な
ぞ
ら

え
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
強
制
さ
れ
た
日
本
語
が
い
わ
ば
「
民
族
的
資

産
」
と
し
て
再
獲
得
さ
れ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
は
台
湾
の
よ
う
な
「
二
重
植
民
化
」
で
は
な
い
し
、
メ

デ
イ
ア
は
ラ
ジ
オ
で
あ
り
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
書
き
言
葉
で
は
な

く
話
し
言
葉
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
か
ら
、
単
純
に
は
比
較
で
き

な
い
。
フ
ラ
ン
ス
統
治
期
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
就
學
率
は
、
台
灣
の

公
學
校
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
低
か
っ
た
か
ら
、
書
き
言
葉

と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
普
及
も
非
常
に
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
ラ
ジ
オ
の
持
つ
大
衆
性
に
對
し
て
、
日

本
語
短
詩
は
全
體
と
し
て
み
れ
ば
ご
く
一
部
の
階
層
の
も
の
だ
が
、

そ
れ
で
も
「
抵
抗
の
メ
デ
イ
ア
」
と
し
て
の
意
義
は
失
わ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
情
況
を
見
れ
ば
、
台
灣
で
書
き
言
葉
の
日
本
語
短
詩
が

抵
抗
の
メ
デ
イ
ア
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
も
、
よ
り
よ
く
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納
得
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
藤
井
省
三
は
ベ
ネ
デ
イ
ク
ト
・
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
體
」
理
論
に
基
づ
い
て
、
皇
民
文
學

を
核
と
し
て
台
灣
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い

る
（
藤
井
省
三
、
一
九
九
八：

六
四
頁
）。
短
歌
俳
句
の
よ
う
な
日

本
語
短
詩
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
光
復
後
を
含
め
て
い
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
假
に
そ
の
擔
い
手
に
階
層
的
な
偏
り
が
あ
っ
た
に

し
て
も
、
台
灣
の
日
本
語
短
詩
が
台
灣
の
ネ
オ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

形
成
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

台
北
俳
句
會
の
主
宰
・
黄
靈
芝
は
、「
日
本
は
敗
戦
に
よ
り
ゼ
ロ

か
ら
再
出
發
し
た
が
、
韓
國
は
一
旦
小
數
點
下
ま
で
落
ち
て
か
ら
這

い
上
が
っ
た
」
と
い
う
小
田
實
の
警
句
を
ひ
い
て
、「
こ
の
點
、
台

灣
人
は
も
っ
と
惨
め
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
な
る
年
号
が
民
國
三
十

四
年
だ
と
呼
び
か
え
ら
れ
た
日
か
ら
、
人
々
は
忽
ち
唖
と
な
り
聾
と

な
り
盲
と
な
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
（
黄
霊
芝
、
二
〇
〇
三：
あ
と

が
き
）。
日
本
統
治
期
に
は
日
本
語
が
「
國
語
」
と
さ
れ
、
母
語
で

あ
る
台
灣
語
は
抑
圧
さ
れ
た
。
日
本
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
た
と
思
っ

た
ら
、
今
度
は
北
京
語
が
「
國
語
」
と
な
り
、
台
灣
語
は
依
然
と
し

て
日
本
語
同
様
に
抑
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

俳
句
や
短
歌
を
た
し
な
む
こ
と
自
體
は
戦
後
台
灣
に
歌
壇
や
俳
句

會
が
で
き
る
前
か
ら
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
實
際
に
い
つ
ご
ろ

か
ら
始
ま
っ
た
か
を
確
か
め
る
の
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
は
戦
後
台

灣
短
歌
・
俳
句
の
起
源
に
つ
い
て
語
り
う
る
人
た
ち
の
多
く
が
既
に

鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
當
時
の
政
治
情
勢
の
も
と

で
は
日
本
語
で
表
現
活
動
を
行
う
こ
と
は
「
犯
罪
」
に
な
っ
た
と
い

う
事
情
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
台
灣
の
日
本
語
文
藝
團
體
は
、
發
足
當
初
「
台
北
歌

壇
」「
台
北
俳
句
會
」
な
ど
と
名
乗
っ
て
、「
台
灣
」
を
名
乗
る
こ
と

を
避
け
る
こ
と
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
。
發
足
當
時
の
社
會
状
況
で
は

「
台
灣
」
を
名
乗
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。「
中
華
民
國
」
に
對

す
る
反
逆
を
企
図
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。黄

靈
芝
に
よ
れ
ば
「
當
時
の
法
令
と
し
て
凡
ゆ
る
會
合
は
そ
れ
が

十
人
を
超
す
場
合
、
事
前
に
警
察
に
届
け
る
こ
と
を
要
し
た
。
ま
た

凡
ゆ
る
組
織
は
登
記
を
經
て
は
じ
め
て
活
動
が
で
き
た
。
日
本
語
に

よ
る
文
藝
の
會
が
登
記
で
き
る
は
ず
は
必
ず
や
な
く
、
む
し
ろ
危
険

人
物
が
自
首
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
兼
ね
な
い
の
で
、
私
達
は
常
に

島
原
の
キ
リ
シ
タ
ン
衆
の
よ
う
に
蠢
い
た
」。
初
期
の
「
台
北
歌
壇
」

と
「
台
北
俳
句
會
」
は
常
々
諜
報
人
員
に
目
を
つ
け
ら
れ
る
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
黄
靈
芝
は
「
そ
の
筋
に
身
を
置
く
友

人
」
か
ら
「
君
は
今
に
掴
ま
る
」
と
何
度
と
な
く
警
告
さ
れ
た
と
い
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う
（
黄
靈
芝
、
二
〇
〇
三：

二
七
九
以
下
）。

こ
う
い
う
經
驗
を
長
年
積
み
重
ね
れ
ば
、
勢
い
諷
刺
や
ユ
ー
モ
ア

に
富
ん
だ
表
現
が
強
く
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
台
灣
の

日
本
語
文
藝
に
見
ら
れ
る
独
特
の
味
わ
い
は
、
こ
れ
が
源
泉
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
語
で
詠
む
こ
と
に
「
重

い
意
味
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
現
實
を
め
ぐ
っ
て
で
あ

る
。
こ
れ
に
對
し
て
「
ど
の
言
語
で
表
現
す
る
か
は
そ
の
人
の
自
由

で
あ
り
、
權
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
こ
と
さ
ら
騒
ぎ

立
て
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
意
見
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。

筆
者
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
が
、
何
か
そ
う
言
っ
た
だ
け
で
は
濟
ま

さ
れ
な
い
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

六
、
日
本
語
に
よ
る
「
台
灣
的
な
も
の
」
の
創
出

―
―
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
超
え
て

今
日
の
台
灣
に
日
本
語
で
短
歌
・
俳
句
・
川
柳
を
詠
む
こ
と
を
愛

好
す
る
人
々
が
多
く
い
る
と
い
っ
て
も
、
人
数
や
結
社
の
數
は
、
も

ち
ろ
ん
日
本
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
日
本
語
文
藝
の
た
め

の
結
社
が
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
形
態
は
變
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
専

門
の
作
家
で
な
い
人
々
に
よ
る
日
本
語
の
短
詩
は
、
台
灣
で
は
今
も

っ
て
正
統
な
國
民
文
學
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い

る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
點
で
文
化
史
的
に
無
視
し
得
な
い
現
象
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
最
近
で
は
「
台
湾
文
学
」
の
系
列
で
、
俳
句
や
短
歌

を
研
究
テ
ー
マ
に
選
ぶ
若
い
研
究
者
が
出
て
き
つ
つ
あ
る
と
も
い
う
。

日
本
の
統
治
か
ら
の
解
放
後
な
ぜ
短
歌
や
俳
句
を
詠
み
始
め
た
か

に
つ
い
て
、
黄
智
慧
は
先
に
（
１
）
戦
後
の
国
民
党
政
府
に
よ
る

「
二
重
植
民
化
後
の
抵
抗
の
形
態
」
と
し
て
、（
２
）
戦
前
の
学
校
教

育
の
中
で
俳
句
や
短
歌
に
接
し
て
い
た
、
の
二
点
を
指
摘
し
た
。
後

者
に
つ
い
て
は
、
戦
後
日
本
に
留
学
し
た
人
や
日
本
人
妻
な
ど
の
場

合
を
除
い
て
、
台
灣
で
現
在
日
本
語
文
藝
に
参
加
し
て
い
る
ほ
と
ん

ど
の
人
が
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
對
し
て
前
者
の
動
機
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
現
在
台
灣
短
歌
や
俳
句
を
詠
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人

が
こ
の
條
件
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
台
湾
俳
句
界
を
代
表
す
る
黄
霊
芝
の
場
合
に
し
て
も
、「
第

二
の
植
民
地
化
」
に
対
す
る
抵
抗
の
意
識
が
そ
れ
ほ
ど
強
か
っ
た
よ

う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
要
す
る
に
日
本
語
で
詠
ま
ざ
る
を
え
な
い
よ

う
な
宿
命
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
世
代
や
個
人
に
よ

る
差
に
よ
り
一
概
に
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
は
台
湾
の
多
く

の
歌
人
・
俳
人
た
ち
に
言
え
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
の
ク
リ
ー
マ
ン
の
指
摘
の
よ
う
に
「
青
春
時
代＝

日
本
時
代
へ

の
郷
愁
」
が
動
機
に
な
っ
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
本
格
的
に
短
歌
を
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始
め
た
の
は
、
亡
夫
の
供
養
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
女
性
も
い
る
。

ま
た
光
復
後
は
「
良
家
の
日
本
人
」
に
あ
や
か
る
必
要
は
な
く
な
っ

た
に
し
て
も
、「
た
し
な
み
」
と
し
て
と
い
う
動
機
ま
で
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
日
本
に
留
學
し
て
詠
み
始
め
た
若

い
世
代
も
あ
る
。
日
本
語
文
藝
活
動
へ
の
参
加
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
動

機
が
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

長
年
詠
み
續
け
て
い
る
古
参
歌
人
・
俳
人
の
多
い
中
で
、
戦
後
半

世
紀
を
經
、
古
稀
を
迎
え
て
ご
く
最
近
、
初
め
て
短
歌
の
世
界
に
入

る
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
人
も
い
る
。
こ
の
人
は
日
本
統
治
期
の

中
學
校
時
代
學
徒
兵
に
動
員
さ
れ
、
特
攻
隊
員
に
な
っ
て
戦
死
し
た

同
僚
の
思
い
出
な
ど
を
次
の
よ
う
な
歌
に
詠
ん
で
い
る
。
も
っ
と
早

い
時
期
に
詠
ま
れ
て
い
れ
ば
、『
台
灣
萬
葉
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。

い
く
さ
の
庭
―
―
學
徒
兵
の
つ
ぶ
や
き
（
抄
）

Ｒ
・
Ｅ

翼
折
れ
護
國
の
華
と
散
り
し
君
南
海
の
雲
赤
く
染
ま
り
て

學
徒
兵
假
兵
舎
に
月
白
き
夜
は
あ
は
れ
呼
び
し
か
父
母
の
名
を

先
生
の
舉
手
の
礼
受
け
動
轉
す
残
酷
な
ら
ず
や
恩
師
は
新
兵

亡
き
友
は
死
し
て
昇
級
そ
の
靈
へ
直
立
不
動
舉
手
一
礼
す

終
戦
の
勅
語
を
つ
ひ
に
聞
き
も
せ
で
わ
ら
ぶ
き
兵
舎
の
朝
ぞ
わ

び
し
き

國
破
れ
山
河
あ
れ
ど
も
悲
し
き
は
東
の
海
へ
去
り
ゆ
く
友
よ

こ
う
し
て
み
る
と
特
に
短
歌
は
歴
史
的
な
證
言
と
し
て
の
大
き
な

意
義
を
擔
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
る
證
言

と
違
っ
て
、
そ
れ
は
具
體
的
な
状
況
に
お
け
る
最
も
本
質
的
な
も
の

を
凝
縮
し
て
文
字
に
蓄
積
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
例
の
よ
う

な
連
作
の
形
を
取
れ
ば
、
相
当
の
情
報
を
傳
達
し
う
る
だ
ろ
う
。

次
に
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
語
文
藝
を
媒
體
に
し
て
「
台
灣
的
」

な
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
台
灣
萬
葉
集
』

に
し
て
も
『
台
灣
俳
句
歳
時
記
』
に
し
て
も
そ
の
意
図
に
お
い
て
は

共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
黄
靈
芝
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

日
本
語
は
日
本
人
が
台
灣
人
に
押
し
付
け
た
言
語
、
い
わ
ば

屈
辱
の
言
語
な
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
を
戦
後
も
使
う
の
か
、
と
日

本
人
の
方
に
非
常
に
よ
く
尋
ね
ら
れ
ま
す
。
日
本
語
に
對
す
る

感
じ
方
は
世
代
に
よ
っ
て
違
う
。
屈
辱
と
感
じ
た
世
代
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
日
本
語
（
國
語
）
は
東
京
語
が
主
と
な

っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
關
西
辨
の
人
は
屈
辱
の
言
語
と
し
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て
東
京
語
を
習
っ
た
ん
で
す
か
、
と
私
は
反
問
す
る
ん
で
す
よ

（
笑
い
）。
明
治
の
頃
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
感

じ
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
と
。

最
初
は
便
利
だ
と
思
っ
て
習
っ
た
ん
で
す
、
日
本
語
は
。
言

い
た
い
こ
と
が
言
え
る
。
日
本
語
は
非
常
に
「
ず
る
い
」
言
語

で
す
ね
。
例
え
ば
漢
字
と
假
名
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
し
、
こ

の
組
み
合
わ
せ
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
し
、
送
り
假
名
も
あ
る
し
、

同
じ
ひ
と
言
が
そ
れ
に
よ
っ
て
味
わ
い
が
違
っ
て
く
る
。
カ
タ

カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
、
全
部
假
名
で
書
い
た
と
き
と
か
。
ま
る
で

大
工
さ
ん
が
い
っ
ぱ
い
道
具
を
持
っ
て
仕
事
を
す
る
よ
う
な
都

合
の
よ
さ
で
す
ね
。
こ
れ
を
利
用
す
れ
ば
よ
り
完
璧
な
も
の
が

で
き
る
。
日
本
語
は
そ
う
い
う
非
常
に
都
合
の
よ
い
言
語
だ
と

思
う
ん
で
す
。
私
は
お
そ
ら
く
日
本
人
よ
り
も
日
本
語
の
こ
と

を
考
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。

ひ
と
つ
に
は
ね
、
中
國
の
漢
詩
は
非
常
に
素
晴
ら
し
い
も
の

だ
と
い
う
觀
念
が
あ
る
ん
で
す
よ
、
や
っ
ぱ
り
。
そ
れ
な
の
に

何
を
好
ん
で
俳
句
な
ん
か
作
る
の
か
と
。
も
っ
と
も
中
國
に
も

漢
俳
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
け
ど
ね
。
漢
字
を
五
・
七
・
五
に

あ
て
は
め
て
。
私
た
ち
も
中
國
語
の
俳
句
（
灣
俳
）
も
作
る
ん

で
す
が
、
こ
れ
は
漢
字
を
十
七
字
も
使
わ
な
い
ん
で
す
。
大
體

七
字
か
ら
十
二
字
の
間
で
。
日
本
語
の
俳
句
を
中
國
語
に
翻
訳

す
る
と
必
ず
十
二
字
に
な
る
ん
で
す
。
十
七
字
も
使
っ
た
ら
お

か
し
く
な
る
。

ま
あ
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
す
よ
。

賑
や
か
だ
し
ね
。
英
文
の
國
際
俳
句
な
ん
か
も
、
い
つ
も
頂
い

て
ま
す
け
ど
、
あ
れ
俳
句
と
い
っ
て
い
い
の
か
な
あ
と
思
う
ん

で
す
。
意
味
は
通
じ
て
も
良
さ
が
わ
か
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
か

ら
來
た
會
員
に
「
良
さ
分
か
る
の
か
」
と
聞
く
と
「
わ
か
ら

ん
」
と
（
笑
い
）。
意
味
は
分
か
る
け
ど
味
わ
い
が
ね
。

（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
三
日
。
筆
者
の
聞
き
取
り
に
よ
る
）

黄
靈
芝
に
よ
れ
ば
、
要
す
る
に
「
日
本
語
は
い
い
た
い
こ
と
が
言

え
て
便
利
」
だ
か
ら
使
う
ま
で
で
あ
る
。
言
語
は
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、

人
間
ま
で
改
變
す
る
力
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
京

語
を
公
用
語
と
す
る
國
民
党
の
政
策
に
對
し
て
日
本
語
で
も
っ
て
抵

抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

持
と
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
日
本
語
を
學
べ
ば
必
然
的

に
日
本
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
か
つ
て
の
日
本
の

植
民
者
の
も
く
ろ
み
と
は
異
な
り
、
言
語
を
學
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て

そ
の
言
語
が
擔
う
文
化
の
ミ
イ
ラ
に
な
り
は
し
な
い
と
い
う
確
信
が
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あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
統
治
政
策
に
對
し
て
、
言
語
に
お
け
る

日
本
化
は
受
け
入
れ
て
も
、
宗
教
や
風
俗
・
習
慣
を
日
本
化
さ
せ
る

試
み
は
結
局
失
敗
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
日
本
語
を
い
か
に
徹
底
し

て
學
ぼ
う
と
、
台
灣
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
て
し
ま
う
な

ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
ま
で
割
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に

台
灣
「
日
本
語
人
」
の
本
領
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
も
ち

ろ
ん
こ
の
点
に
関
す
る
批
判
は
あ
る
が
今
は
触
れ
ず
に
お
く
）。

こ
れ
は
ま
た
戦
後
台
灣
人
が
、
日
本
の
統
治
に
よ
っ
て
「
日
本

化
」
さ
れ
た
と
國
民
党
に
非
難
さ
れ
た
と
き
に
、「
日
本
化
は
文
明

化
で
あ
っ
て
、
奴
隷
化
で
は
な
い
」
と
反
論
し
た
こ
と
と
も
通
ず
る
。

彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
「
日
本
化
」
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
植
民

地
主
義
に
お
け
る
不
可
缺
な
要
素
で
あ
っ
た
「
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
の
實
質
的
な
克
服
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、

さ
ら
に
翻
っ
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
日
本
人
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
國

語
」
に
固
執
し
た
の
は
、
い
か
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
自

信
が
持
て
な
か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
黄
靈
芝
に
よ
れ
ば
中
國
画
が
日
本
に
輸
入
さ
れ

て
日
本
画
を
生
ん
だ
よ
う
に
、
俳
句
や
短
歌
も
台
灣
に
入
れ
ば
、
日

本
の
文
藝
で
は
な
く
台
灣
文
藝
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
な
る

の
だ
と
い
う
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
句
な
ど
は
そ
の
典
型
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
（
す
べ
て
台
北
俳
句
會
二
〇
〇
四
年
二
月
例
會
の
出

詠
句
）。下

町
は
春
聯
の
町
廟
の
町

春
聯
や
大
戸
お
ろ
し
た
る
老
舗
街

マ

マ

春
聯
や
台
北
の
人
と
し
老
い
て

高
僧
の
賜
び
し
春
聯
上
位
貼

「
春
聯
」
は
日
本
に
は
な
い
台
灣
独
自
の
「
季
語
」
で
あ
る
。
季

節
に
し
て
も
『
台
灣
俳
句
歳
時
記
』
で
は
日
本
の
よ
う
に
春
・
夏
・

秋
・
冬
と
分
か
つ
の
で
は
な
く
、「
暖
か
い
頃
」「
暑
い
頃
」「
涼
し

い
頃
」「
寒
い
頃
」
と
分
け
て
い
る
。
読
み
方
に
し
て
も
台
灣
語
の

も
の
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
（
例
は
省
略
）。

こ
れ
は
民
俗
性
が
豐
か
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黄
智
慧
は
、
台

灣
に
生
活
し
て
い
な
け
れ
ば
と
て
も
理
解
で
き
そ
う
に
な
い
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
俳
句
が
多
數
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
は

大
正
〜
昭
和
戦
前
期
の
台
湾
在
住
の
日
本
人
俳
人
の
間
で
興
っ
た

「
台
湾
俳
句
」
論
と
の
大
き
な
相
違
だ
が
（
今
井
祥
子
、
二
〇
〇
三

年
）、『
台
灣
歳
時
記
』
の
刊
行
は
「
台
灣
季
語
」
の
解
説
と
例
句
に
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よ
っ
て
、「
台
灣
的
な
表
現
」
を
日
本
人
に
も
ぐ
っ
と
近
い
も
の
に

し
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。「
台
灣
人
な
れ
ば
こ
そ
」「
台
灣
に
生
活

し
て
い
れ
ば
こ
そ
」
の
表
現
を
、
外
部
世
界
の
人
間
に
も
理
解
可
能

な
も
の
に
し
て
い
く
努
力
は
、
台
灣
俳
句
の
可
能
性
を
高
め
深
め
る

た
め
に
も
缺
か
せ
な
い
作
業
で
あ
ろ
う
。

七
、
台
灣
俳
句
の
今
後
―
―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
文
化
現
象

以
上
客
観
的
に
は
「
植
民
地
教
育
史
」（
自
称
、
教
育
文
化
史
）

と
い
う
筆
者
の
専
攻
か
ら
言
え
ば
越
境
も
い
い
と
こ
ろ
で
、
お
こ
が

ま
し
い
か
ぎ
り
の
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
越
境
つ
い
で
に
台
湾
の

日
本
語
文
芸
の
意
義
と
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
あ
え
て
「
学
際

的
」
な
考
察
を
試
み
た
い
。

現
在
台
灣
に
お
け
る
代
表
的
な
日
本
語
短
詩
結
社
と
し
て
は
「
台

灣
歌
壇
」（
一
九
六
八
年
結
成
、
二
〇
〇
三
年
末
「
台
北
歌
壇
」
よ

り
名
稱
變
更
）、「
台
北
俳
句
會
」（
一
九
七
〇
年
結
成
）、「
台
灣
川

柳
會
」（
一
九
九
四
年
結
成
、
二
〇
〇
二
年
「
台
北
川
柳
會
」
よ
り

名
稱
變
更
）
な
ど
が
あ
る
。
短
歌
會
や
俳
句
會
は
無
論
日
本
統
治
期

に
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
日
本
人
（
當
時
の
「
内
地
人
」）
に
よ

る
結
社
で
あ
り
、
そ
こ
に
た
ま
た
ま
台
灣
人
（
當
時
の
「
本
島

人
」）
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
對
し
、
現
在
の
台
灣

の
會
は
日
本
人
妻
の
よ
う
な
人
を
含
め
て
す
べ
て
台
灣
人
の
主
催
す

る
結
社
で
あ
り
、
台
灣
に
ゆ
か
り
の
あ
る
日
本
人
も
か
な
り
多
く
こ

れ
ら
の
會
に
参
加
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
結
社
は
日
本
の
俳
句
や
短
歌
の
結
社
と
連
携
し
て
い
る
。

例
え
ば
台
北
俳
句
會
は
『
燕
巣
』（
豐
中
市
・
主
宰
・
羽
田
岳
水
）

や
『
な
る
と
』（
徳
島
市
・
主
宰
・
福
島
せ
い
ぎ
）
と
密
接
な
關
係

が
あ
り
、
黄
靈
芝
の
『
台
灣
俳
句
歳
時
記
』
は
『
燕
巣
』
に
九
年
間

に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
黄
靈
芝

は
二
〇
〇
四
年
一
一
月
の
正
岡
子
規
國
際
俳
句
賞
受
賞
の
た
め
始
め

て
來
日
し
た
が
、
日
本
の
俳
句
結
社
の
主
宰
や
會
員
が
時
々
訪
台
し

て
多
く
の
合
同
句
會
を
も
っ
て
い
る
。
短
歌
の
場
合
も
コ
ス
モ
ス
な

ど
日
本
の
短
歌
結
社
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
川
柳
の
場
合

も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
會
員
に
日
本
人
や
日
系
人
が
か
な
り
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
日
本
語
文
藝
の
會
は
地
味
だ
が

幅
広
い
日
台
文
藝
交
流
の
場
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
活
動
を
受
け
継
ぐ
若
い
層
が
台
灣
の
内
部
に
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
遠
か
ら
ず
消
え
失
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧

さ
れ
て
い
る
の
も
事
實
で
あ
る
。
一
部
の
大
學
の
日
本
文
學
科
な
ど

で
短
歌
や
俳
句
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
な
動
き
も
な
い
で
は
な
い
が
、
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若
い
人
た
ち
に
短
歌
や
俳
句
を
や
ろ
う
と
い
う
人
が
少
な
く
、
句
會

や
歌
會
に
入
っ
て
き
て
も
長
續
き
し
な
い
の
だ
と
い
う
。

そ
の
原
因
は
単
に
日
本
統
治
期
の
よ
う
な
徹
底
し
た
日
本
語
學
習

を
今
の
若
い
世
代
に
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
客
觀
的
な
状

況
だ
け
で
は
な
く
、
古
参
の
歌
人
・
俳
人
の
側
の
心
情
や
態
度
に
も
、

後
継
者
を
育
て
る
こ
と
を
諦
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
よ

う
な
面
も
な
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、「
皇
民
化
教
育
」

を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
層
は
日
本
語
力
と
い
う
資
本
に
自
己
の

表
現
を
賭
け
ざ
る
を
え
な
い
に
し
て
も
、
北
京
語
や
台
灣
語
で
自
由

に
表
現
で
き
る
今
の
若
い
人
た
ち
に
、
そ
ん
な
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

か
と
い
う
疑
問
は
あ
っ
て
當
然
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
消
極
的
な
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と

積
極
的
な
意
味
の
あ
る
面
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
必

要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
台
灣
の
短
歌
や
俳
句
・
川
柳
は
、
い
わ
ば
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
意
義
を
持
つ
文
化
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、『
台
灣
萬
葉
集
』
の
編
著
者
・
孤
蓬
萬
里
（
本
名

＝

呉
建
堂
）
が
、
台
灣
の
若
い
人
た
ち
は
一
般
に
「
唐
詩
選
」
に
惹

か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
現
代
人
は
平
仄
や
押
韻
に
つ
い
て
ゆ
け

ず
、
む
し
ろ
短
歌
や
俳
句
の
ほ
う
が
こ
な
し
や
す
い
、
と
言
っ
て
い

る
こ
と
は
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

今
の
台
灣
に
は
、（
１
）
短
歌
・
俳
句
（
さ
ら
に
川
柳
）
を
平
行

し
て
詠
ん
で
い
る
人
が
多
い
、（
２
）
台
灣
的
な
表
現
は
自
ず
か
ら

漢
籍
に
通
じ
る
、（
３
）
人
事
詠
が
多
い
（
人
間
中
心
主
義
）、
と
言

う
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）
台
灣
の
日
本
語
文
藝
活
動
で
目
に
つ
く
現
象
の
ひ
と
つ
は
、

短
歌
な
ら
短
歌
、
俳
句
な
ら
俳
句
と
固
定
し
て
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま

わ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
短
歌
に
も
俳
句
に
も
そ
れ
ぞ
れ
い
く

つ
か
の
會
が
あ
る
が
、
一
つ
の
領
域
・
一
つ
の
流
派
に
閉
じ
こ
も
ら

ず
、
い
く
つ
か
の
會
に
ま
た
が
っ
て
参
加
し
て
い
る
人
、
短
歌
・
俳

句
・
川
柳
の
す
べ
て
を
詠
ん
で
い
る
人
、
現
在
は
ど
れ
か
一
つ
が
中

心
に
な
っ
て
い
て
も
か
つ
て
は
二
つ
以
両
方
参
加
し
て
い
た
と
い
う

人
が
多
い
。
筆
者
が
は
じ
め
て
台
北
俳
句
會
に
参
加
し
た
と
き
、
席

に
つ
く
や
否
や
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
、「
台
灣
が
欲
し
い
と
ト
イ
レ

普
及
せ
ぬ
國
が
一
國
二
制
を
叫
ぶ
」
と
い
う
短
歌
を
紙
に
書
い
て
渡

し
て
く
れ
た
人
が
い
た
。
俳
句
會
な
の
に
と
ち
ょ
っ
と
驚
い
た
が
、

こ
の
人
は
俳
句
會
の
ほ
か
歌
壇
に
も
川
柳
會
に
も
参
加
し
て
い
る
人

だ
っ
た
。
日
本
の
結
社
に
参
加
し
て
い
る
人
も
多
く
、
中
に
は
短
歌

は
台
湾
歌
壇
と
「
た
ん
が
ら
」、
俳
句
は
台
北
俳
句
会
・
日
本
の
馬

酔
木
燕
巣
会
と
台
湾
燕
巣
会
、
川
柳
は
台
湾
川
柳
会
と
日
本
の
番
傘

川
柳
会
に
出
詠
し
て
い
る
と
い
う
活
躍
ぶ
り
の
人
も
あ
る
。
こ
の
人
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は
「
日
本
語
族
」
は
日
本
が
台
湾
に
残
し
た
「
重
要
遺
産
」
だ
か
ら

大
事
に
し
て
、
日
本
留
学
生
を
増
や
し
、「
日
本
語
族
」
の
増
加
に

勤
め
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
台
灣
で
は
今
の
と
こ
ろ
連
句
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。（

２
）
俳
句
は
漢
語
が
多
く
、
漢
詩
文
の
世
界
を
背
景
に
持
っ
て

い
る
。
こ
の
點
で
台
灣
人
は
近
代
化
に
よ
っ
て
日
本
人
が
失
っ
て
し

ま
っ
た
漢
詩
文
の
教
養
を
（
相
対
的
な
が
ら
）
持
っ
て
い
る
こ
と
が

大
き
な
強
み
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
台
灣
季
語
は
多
く
の
漢

語
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
台
灣
俳
句
独
自
の
表
現
や
リ
ズ
ム
形
成

に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
。

龍
蝦
の
も
と
は
張
飛
や
煮
て
關
羽

范
姜
梢

（
黄
靈
芝
、
二
〇
〇
三
）

こ
の
句
は
蕪
村
の
「
易
水
に
葱
流
る
る
寒
さ
か
な
」
を
思
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
ど
ち
ら
の
句
も
中
國
古
典
の
世
界
を
背
景
に
し
て
い

る
。
も
と
も
と
俳
諧
と
は
、
共
通
に
理
解
さ
れ
て
い
る
教
養
の
世
界

を
背
景
に
し
て
成
り
立
つ
言
葉
の
遊
び
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
點
で

台
灣
俳
句
は
、
蕪
村
俳
句
の
精
神
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
俳
句
は
短
い
表
現
を
求
め
る
た
め
漢
語
が
多
く

使
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
例
え
ば
台
灣
俳
句
で
使
う
「
小
陽
春
」
は

日
本
で
も
応
用
可
能
で
は
な
い
か
。

小
陽
春
誘
ひ
の
あ
ら
ば
行
く
つ
も
り

徐
奇
芬
（
黄
靈
芝
、
二
〇
〇
三
）

こ
れ
は
「
小
春
（
の
日
）
…
…
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
が
、「
小
陽
春
」
の
ほ
う
が
ず
っ
と
濃
厚
な
リ
ズ
ム
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
カ
タ
カ
ナ
語
の
洪
水
に
溺
れ
か
け
て
い
る
現
代
日
本
人

に
、
新
し
い
表
現
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
既
に
引
用
し
た
例
か
ら
も
言
え
る
が
、
台
灣
俳
句
は
日
本

の
俳
句
よ
り
ず
っ
と
人
事
詠
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
何
よ

り
も
言
葉
の
遊
び
や
俳
諧
性
が
豐
か
で
あ
る
。

あ

し

び

ゆ
ん
で

き
ゃ
ん

馬
酔
木
野
や
句
帳
弓
手
に
行
く
お
�

黄
靈
芝

文
旦
を
並
べ
首
狩
り
し
て
遊
ぶ

黄
靈
芝

胡
蝶
蘭
褒
め
て
そ
れ
か
ら
路
を
訊
く

葉
顯
鎧

通
る
た
び
「
本
日
限
り
」
週
年
慶

鄭
清
治
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ユ
ー
モ
ア
の
精
神
に
溢
れ
て
い
る
句
が
多
い
。
尾
形
仂
は
「
實
景

實
感
の
尊
重
を
絶
對
視
す
る
近
代
俳
句
の
偏
狹
な
写
生
中
心
主
義
」

を
批
判
し
て
、
俳
諧
性
へ
の
省
察
を
怠
っ
て
き
た
こ
と
が
現
代
俳
句

の
不
毛
を
招
い
た
と
し
（
尾
形
仂
、
一
九
七
四
年：

三
五
〇
〜
三
五

一
）、「
作
品
の
中
で
自
己
を
虚
構
化
し
自
在
な
想
像
力
に
よ
っ
て
俳

諧
の
世
界
を
豐
に
ひ
ろ
げ
た
蕪
村
の
方
法
」
を
取
り
戻
す
こ
と
を
提

唱
し
て
い
る
が
（
尾
形
仂
一
九
九
七
年：

一
九
二
）、
台
灣
俳
句
は

日
本
の
俳
句
が
見
失
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
俳
諧
性
の
取
戻
し
に
つ
な

が
る
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

八
、「
湾
俳
」
と
「
和
俳
」
に
よ
る
相
互
交
流
の
可
能

性

最
後
に
、
日
本
語
を
離
れ
、
五
・
七
・
五
の
一
七
字
の
漢
語
で
詠

む
「
漢
俳
」
に
對
し
て
、
六
〜
一
二
字
の
漢
語
を
用
い
て
詠
む
「
灣

俳
」
の
存
在
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う

に
、
黄
靈
芝
は
「
私
た
ち
も
中
國
語
の
俳
句
（
灣
俳
）
も
作
る
ん
で

す
が
、
こ
れ
は
漢
字
を
一
七
字
も
使
わ
な
い
ん
で
す
。
大
體
七
字
か

ら
一
二
字
の
間
で
。
日
本
語
の
俳
句
を
中
國
語
に
翻
訳
す
る
と
必
ず

一
二
字
に
な
る
ん
で
す
。
一
七
字
も
使
っ
た
ら
お
か
し
く
な
る
」
と

言
っ
て
い
る
。
中
国
語
の
漢
字
一
字
分
は
平
均
し
て
日
本
語
の
仮
名

一
・
五
字
分
に
あ
た
る
と
い
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
漢
字
を
十
七

字
も
使
う
と
、
情
報
量
の
点
で
は
俳
句
よ
り
む
し
ろ
短
歌
に
近
い
も

の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

以
下
「
湾
俳
」
の
句
例
を
い
く
つ
か
示
し
て
お
こ
う
（『
台
湾
俳

句
集
（
一
）』。
個
々
の
句
の
作
者
名
は
省
略
す
る
。
括
弧
内
は
私
訳
。

な
お
こ
の
俳
句
集
は
第
二
集
以
降
が
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
）。
こ
れ
を
見
る
と
情
報
量
に
お
い
て
ほ
ぼ
俳
句
並
み
で
あ

り
、
第
一
句
・
第
四
句
・
第
六
句
な
ど
は
中
国
音
で
詠
む
と
リ
ズ
ム

の
上
で
も
日
本
語
の
五
・
七
・
五
の
感
じ
に
近
く
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
訳
）。

中
秋
節

孤
独
老
人
難
入
眠

（
名
月
や
い
ね
が
た
か
り
き
老
い
独
り
）

買
冰
棒

下
課
第
一
件

（
放
課
後
は
先
づ
キ
ャ
ン
デ
ー
を
買
ひ
に
ゆ
く
）

愚
人
節
情
書
到

半
信
又
半
疑

（
四
月
馬
鹿
半
信
半
疑
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
）

順
風
耳
耳
朶
微
動

春
漸
漸（

追
い
風
の
耳
を
く
す
ぐ
る
春
隣
）

神
不
在

森
林
中
大
騒
動
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（
森
中
の
ど
よ
め
き
騒
ぐ
神
の
留
守
）

回
娘
家

一
句
怨
言
未
有
身

（
里
帰
り
ま
だ
子
が
で
き
ぬ
と
怨
み
言
）

こ
れ
を
現
代
中
国
の
「
漢
俳
」（
漢
字
を
五
・
七
・
五
に
並
べ
た

三
行
詩
）
と
比
較
し
て
み
よ
う
（
今
田
述
、
二
〇
〇
三
）。

緑
陰
今
雨
来
。

緑
陰

今

雨
来
る
。

山
花
枝
接
海
花
開
、

山
花
の
枝

海
花
に
接
し
て
開
き

和
風
起
漢
俳
。

和
風

漢
俳
を
起
す
。

中
国
語
で
は
日
本
語
の
漢
字
の
読
み
と
異
な
り
、「
一
漢
字
は
必

ず
一
音
節
」
と
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
語
の
場
合
と

異
な
り
、
中
国
語
の
「
一
音
節
」
に
は
、
閉
音
節
や
二
重
母
音
を
含

ん
で
い
る
。
右
の
一
行
目
、
緑
（lü

）・
陰
（yin

）・
今
（jin
）・
雨

（yu

）・
来
（lai

）
は
五
音
に
は
違
い
な
い
が
、
日
本
語
の
五
音
と

は
か
な
り
リ
ズ
ム
感
が
異
な
り
、
八
音
く
ら
い
に
聞
こ
え
る
（
四
声

記
号
は
省
略
）。
日
本
人
の
感
覚
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
は
俳
句
に
ヒ

ン
ト
を
得
た
に
し
て
も
、
や
は
り
一
種
の
「
漢
詩
」
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
漢
俳
」
は
伝
統
的
な
五
言
絶
句
と
七
言

絶
句
と
の
合
い
の
子
の
よ
う
な
も
の
で
、
行
末
が
韻
を
踏
ん
で
い
る

（
平
仄
）
点
で
も
漢
詩
の
伝
統
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
る
（「
湾
俳
」

に
は
押
韻
が
な
い
）。
日
本
人
が
詠
む
の
は
か
つ
て
の
漢
詩
並
み
の

教
養
が
要
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
日
本
語
な
ら
「
雨
来
」（a-m

e-ki-ta-ru

）
だ
け
で
五

音
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
中
国
音
で
読
め
ば
「
今
雨
来
」
で
ち
ょ
う

ど
五
音
く
ら
い
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、「
湾
俳
」

は
情
報
量
だ
け
で
な
く
、
リ
ズ
ム
感
の
上
で
も
、「
平
仄
」
に
こ
だ

わ
ら
な
い
点
で
も
、「
漢
俳
」
を
「
和
俳
」
に
近
づ
け
た
も
の
と
言

え
よ
う
。「
湾
俳
」
が
「
和
俳
」
と
い
つ
も
完
全
に
一
致
す
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
多
く
の
場
合
俳
句
ら
し
い
訳
を
つ
け
や
す
い
。
そ
れ

に
対
し
て
漢
俳
は
、
短
歌
な
ら
ま
だ
し
も
、
内
容
を
か
な
り
省
略
し

な
い
と
、
俳
句
に
訳
す
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。

誤
解
の
な
い
よ
う
お
断
り
す
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
「
俳
句
」
の
相
対
的
な
特
徴
の
比
較
で
あ
っ
て
、
ど
ち

ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
当
該
言
語
で

五
・
七
・
五
の
音
節
に
よ
る
三
行
詩
を
作
る
こ
と
が
一
般
に
國
際
俳

句
と
呼
ば
れ
て
い
る
現
状
か
ら
す
れ
ば
、「
湾
俳
」
よ
り
は
「
漢
俳
」

の
ほ
う
が
一
応
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
向
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
「
湾
俳
」
は
押
韻
が
な
く
、
長
さ
や
リ
ズ
ム
や
言
葉
の
イ
メ
ー
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ジ
な
ど
の
点
で
日
本
語
の
俳
句
（
和
俳
）
に
近
く
、「
漢
俳
」
よ
り

も
日
本
人
に
も
取
り
付
き
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
〇
四
年
十
一
月
正
岡
子
規
國
際
俳
句
賞
受
賞
記
念
の
講
演
會

で
、
台
北
俳
句
会
代
表
・
黄
靈
芝
は
「
ど
う
で
す
か
、
日
本
の
俳
人

の
み
な
さ
ん
。
一
度
台
灣
語
で
俳
句
を
お
詠
み
に
な
ら
れ
て
は
。
割

に
や
さ
し
い
で
す
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
た
。
確
か
に
台
灣
人
が

「
和
俳
」
を
詠
む
の
な
ら
、
日
本
人
が
「
灣
俳
」
を
詠
ん
で
も
お
か

し
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
か
つ
て
日
本
人
は
漢
詩
を
詠
み
、

さ
ら
に
「
和
漢
聯
句
」
も
詠
ん
で
い
た
が
、
現
在
は
「
湾
俳
」
を
詠

む
の
で
さ
え
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
「
和
漢
聯
句
」

で
は
、
漢
句
は
長
句
・
短
句
を
問
わ
ず
五
言
に
決
ま
っ
て
い
た
よ
う

だ
が
、
こ
れ
を
若
干
手
直
し
し
て
、
湾
俳
と
和
俳
に
よ
る
國
際
聯
句

が
で
き
た
ら
、
日
本
人
の
参
加
も
ず
っ
と
容
易
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
日
本
語
の
句
と
聯
句
を
構
成
で
き
る
よ
う
な

特
性
を
「
湾
俳
」
は
す
く
な
く
も
形
の
上
で
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
可
能
性
を
今
後
生
か
せ
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

実
は
そ
れ
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
日
中
間
で
は
連
句
の
形

で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
漢
俳
」
は
中
国
の
詩
の
伝

統
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
現
在
は
さ
ら

に
国
際
的
な
日
中
連
句
に
よ
っ
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
と
い
う
。
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
（
近
藤
正
、
二
〇
〇
二
年
）。

一
、
風
五
月
湖
畔
や
日
中
連
句
会

中
尾

青
宵

二
、

紫
小
藤
花
井
満
園
香

王

彦
花

三
、
提
琴
を
弾
き
つ
つ
行
け
ば
道
迷
い

山
本

晃
子

四
、

曲
尽
知
音
終
末
来

王

榕

五
、
月
光
下
欲
購
母
親
嘔
心
物

陳

秀
英

六
、

想
偸
稲
中
兎
存
銭

李

成
亮

（
以
下
十
四
句
ま
で
漢
句
六
句
、
和
句
二
句
。
二
〇
〇
一

年
五
月
三
日
）

こ
こ
で
の
漢
句
は
「
六
〜
十
二
字
」
と
い
う
「
湾
俳
」
の
形
式
に

近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
か
つ
て
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た

和
漢
連
句
に
お
い
て
は
、
漢
句
は
長
句
・
短
句
の
別
な
く
、
す
べ
て

五
字
か
ら
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
長
句
・
短
句
の
別
が

立
派
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
日
本
語
と
の
連
句
を
成

立
さ
せ
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
と
い
う
点
は
極
め
て
興
味
深
い
。

台
灣
の
國
語
教
育
の
創
立
者
・
伊
沢
修
二
は
日
本
人
が
台
湾
語
を

学
び
、
台
湾
人
が
日
本
語
を
学
ぶ
、「
彼
我
相
學
」
を
唱
え
た
が
、

結
局
日
本
統
治
期
に
そ
れ
は
實
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
形
で
あ
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れ
、
日
本
人
が
か
つ
て
の
漢
詩
文
の
よ
う
に
「
灣
俳
」
を
詠
み
始
め

た
ら
、
そ
の
時
こ
そ
日
台
相
互
對
等
の
「
彼
我
相
學
」
が
始
め
て
本

當
の
意
味
で
實
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し

そ
の
点
で
台
湾
は
中
国
に
先
を
越
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

参
考
文
献
：

今
井
祥
子
「《
見
聞
記
》
台
灣
の
日
本
語
文
藝
の
會
」、
東
ア
ジ
ア
文
化
史

研
究
會
『
若
鮎
』
第
４
号
、
二
〇
〇
四
年
。

今
井
祥
子
「
近
代
俳
句
史
の
周
辺
で
―
―
台
湾
と
俳
句
」『
立
教
大
学
比

較
文
明
学
会
紀
要
：
境
界
を
越
え
て

比
較
文
明
学
の
現
在
』
第
５
号
、

二
〇
〇
五
年
。

今
田
述
「《
漢
俳
》
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」『
成
城
教
育
』
第
一
二
〇
号
。

二
〇
〇
三
年
。

大
岡
信
『
新
折
々
の
う
た

１
』
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
。

大
岡
信
『
新
折
々
の
う
た

６
』
二
〇
〇
一
年
、
岩
波
書
店
。

岡
崎
郁
子
『
黄
靈
芝
物
語
―
―
あ
る
日
文
台
灣
作
家
の
軌
跡
―
―
』、
研

文
出
版
、
二
〇
〇
四
年
。

尾
形
仂
『
蕪
村
自
筆
句
張
』
一
九
七
四
年
、
筑
摩
書
房
。

尾
形
仂
『
蕪
村
の
世
界
』
一
九
九
七
年
、
岩
波
書
店
。

海
後
宗
臣
監
修
『
日
本
教
科
書
大
系
（
近
代
編
）』
第
４
〜
９
巻
（
國
語

１
〜
６
）、
講
談
社
、
一
九
六
四
年
。

黄
英
哲
『
台
灣
文
化
再
構
築

一
九
四
五
―
一
九
四
七
の
光
と
影
』、
創

土
社
、
一
九
九
九
年
。

黄
智
慧
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
都
市
の
非
情
―
―
台
灣
の
日
本
語
文
藝
活

動
に
つ
い
て
」、
橋
爪
伸
也
編
『
ア
ジ
ア
都
市
文
化
學
の
可
能
性
』、
二

〇
〇
三
年
。

皇
民
奉
公
会
中
央
本
部
『
新
建
設
』（
復
刻
版
）、
総
和
社
、
二
〇
〇
五
年
。

黄
葉
『
句
集
・
遊
苑
』、
南
天
書
局
、
一
九
九
九
年
。

黄
靈
芝
『
黄
靈
芝
作
品
集
・
１５
』、
私
家
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

黄
靈
芝
『
黄
靈
芝
作
品
集
・
１８
』、
私
家
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

黄
靈
芝
『
台
灣
俳
句
歳
時
記
』、
言
叢
社
、
二
〇
〇
三
年
。

呉
文
星
『
日
據
時
期
台
灣
社
會
領
導
階
層
之
研
究
』、
正
中
書
局
、
一
九

九
二
年
。（
中
文
）

孤
蓬
萬
里
編
著
『
台
灣
萬
葉
集
』、
集
英
社
、
一
九
九
四
年
。

孤
蓬
萬
里
編
著
『
台
灣
萬
葉
集
續
篇
』、
集
英
社
、
一
九
九
五
年
。

弧
蓬
萬
里
編
著
『
弧
蓬
萬
里

半
世
紀
・
台
灣
萬
葉
集
補
遺
付
』、
集
英

社
、
一
九
九
七
年
。

近
藤
正
「
日
中
連
句
研
究：

文
体
の
探
求
」『
成
蹊
大
学
経
済
学
部
論
集
』

第
三
三
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
。

蔡
茂
豐
『
台
灣
に
お
け
る
日
本
語
教
育
の
史
的
研
究
』、
東
呉
大
學
日
本

文
化
研
究
所
、
一
九
八
九
年
。

佐
藤
和
夫
『
海
を
越
え
た
俳
句
』、
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
一
年
。

周
婉
窈
『
海
行
兮
的
年
代
―
―
日
本
殖
民
統
治
末
期
台
灣
史
論
集
―
―
』、

允
晨
叢
刊
、
二
〇
〇
三
年
。（
中
文
）

『
台
北
歌
壇
』（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
に
第
一
三
七
輯
刊
行
、
第
一
三
八
輯

よ
り
『
台
灣
歌
壇
』
と
改
稱
）
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『
台
北
俳
句
集
』（
二
〇
〇
六
年
七
月
に
「
三
十
三
」
集
刊
行
）。

台
灣
師
範
學
校
『
台
灣
師
範
學
校
校
友
會
誌
』
行
啓
記
念
号
、
大
正
一
二

年
（
一
九
二
三
年
）
六
月

『
台
湾
俳
句
集
（
一
）』、
台
湾
俳
句
編
輯
委
員
会
、
一
九
九
八
年
。

池
明
觀
『
韓
國
文
化
史
』、
高
麗
書
林
、
一
九
七
九
年
。

陳
秋
蟾
『
ひ
と
り
ご
と
』、
台
北
歌
壇
叢
書
、
一
九
七
八
年
。

陳
秋
蟾
『
歌
集
・
日
日
草
』、
台
北
歌
壇
叢
書
、
一
九
八
三
年
。

陳
秋
蟾
・
陳
昭
仁
『
木
犀
』、
私
家
版
、
一
九
八
九
年
。

陳
培
豐
「《
異
心
同
體
》
の
漢
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、『
こ
と
ば
と
社

會
』、
三
元
社
、
二
〇
〇
一
年
ａ
。

陳
培
豐
『「
同
化
」
の
同
床
異
夢
―
―
日
本
統
治
下
台
灣
の
國
語
教
育
史

再
考
―
―
』、
三
元
社
、
二
〇
〇
一
年
ｂ
。

陳
培
豐
「
日
冶
時
期
的
漢
詩
文
、
国
民
性
與
皇
民
文
学
―
―
在
流
通
與
切

断
過
程
中
走
向
純
正
帰
一
―
―
」、
跨
領
域
的
台
湾
文
学
研
究
学
術
研

討
会
、
二
〇
〇
五
年
。（
中
文
）

天
理
台
灣
學
會
「
二
〇
〇
四
年
度
研
究
大
會
發
表
要
旨
」。

『
日
冶
時
期
台
灣
公
學
校
与
國
民
學
校
國
語
読
本
』
全
五
期
（
復
印
）、
南

天
書
局
、
二
〇
〇
三
年
（
教
科
書
は
日
文
、
解
説
の
一
部
中
文
）。

藤
井
省
三
『
台
灣
文
學
こ
の
百
年
』
一
九
九
八
年
、
東
方
書
店
。

藤
井
省
三
・
黄
英
哲
・
垂
水
千
惠
編
『
台
灣
の
「
大
東
亜
戦
争
」
―
―
文

學
・
メ
デ
イ
ア
・
文
化
―
―
』、
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
二
年
。

「
文
苑
」（
ま
た
は
「
文
藝
」）、
台
灣
教
育
會
『
台
灣
教
育
』（
一
九
一
二

年
〜
一
九
四
三
年
）。

松
永
正
義
「
台
灣
の
文
學
活
動
」『
近
代
日
本
と
植
民
地

７

文
化
の

中
の
植
民
地
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
。

本
橋
哲
也
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
』
二
〇
〇
五
年
、
岩
波
書
店
。

楊
永
彬
「
日
本
領
台
初
期
日
台
官
紳
詩
文
唱
和
」、
若
林
正
丈
・
呉
密
察

主
編
『
台
灣
重
層
近
代
化
論
文
集
』、
播
種
者
文
化
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
中
文
）

若
林
正
丈
『
台
灣
の
台
灣
語
人
・
中
國
語
人
・
日
本
語
人

台
灣
人
の
夢

と
現
實
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
。
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『
九
州
大
學
韓
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研
究

セ
ン
タ
ー
國
際
研
究
集
會
２
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４

PR
O

C
E

E
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』、
二
〇

〇
四
年
一
二
月
四
日

あ
と
が
き：

本
稿
は
日
本
台
灣
學
會
台
北
定
例
會
（
台
湾
師
範
学
院
、

二
〇
〇
五
年
三
月
一
二
日
）
に
お
け
る
同
じ
題
名
の
報
告
要
旨
に
加
筆
し

た
も
の
で
あ
る
。
自
称
「
教
育
文
化
史
」
専
攻
の
筆
者
と
し
て
は
越
境
も

い
い
と
こ
ろ
だ
が
、「
国
際
的
・
学
際
的
に
」
研
究
を
進
め
る
と
い
う
同

学
会
の
趣
旨
に
沿
っ
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
考
文
献
目
録
を
含
め

て
不
備
な
点
も
多
い
が
、
最
近
台
湾
俳
句
や
台
湾
短
歌
が
、
日
台
の
若
手

研
究
者
間
で
研
究
課
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
鑑
み
て
、
若
干
の
参
考

に
な
る
こ
と
も
あ
る
か
と
期
待
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
台
湾
歌

人
・
俳
人
の
中
に
は
氏
名
の
公
表
を
希
望
し
な
い
人
も
い
る
の
で
、
そ
の
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場
合
に
は
匿
名
と
し
、
そ
の
人
の
句
集
や
歌
集
な
ど
は
文
献
目
録
か
ら
も

除
い
て
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
本
文
中
で
は
敬
称
を
す
べ

て
省
略
し
た
。
最
後
に
、『
台
湾
師
範
学
校
校
友
会
誌
』（
一
九
二
三
年
）

は
、
天
理
大
学
前
田
均
助
教
授
（
当
時
）
の
好
意
に
よ
り
参
照
で
き
た
こ

と
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
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