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序　

沈
從

と
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業

　

一
九
三
一
年
八
⺼
か
ら
新
文
學
創
作
の
講
師
と
し
て
國
立
靑
島
大
學
に
赴
任
し

て
い
た
沈
從
文
は
、
同
大
學
學
長
を
三
二
年
に
辭

し
た
楊
振
聲
の
慫
慂
に
應
じ

て
大
學
を
離
れ
、
三
三
年
秋
か
ら
國
語
敎
科
書
の
編
纂
に
參
畫
す
る
こ
と
に
な
っ

た（
１
）。

　

商
業
的
な
利
益
が

者
に
分
配
さ
れ
る
公
正
な
出
版
シ
ス
テ
ム
が
未
整
備
だ
っ

た
一
九
二
〇
年
代
の
中
國
に
お
い
て
、
長
い
閒

業
作
家
の
不
安
定
な
地
位
に
甘

ん
じ
て
き
た
沈
從
文
は
、
國
民
革
命
後
の
民
國
社
會
に
お
け
る
「
新
文
學
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム（
２
）」
の
勃
興
を
背
景
と
し
て
大
學
で
の

を
得
、
よ
う
や
く
生
計
を
安
定
さ

せ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
生
活
の
基
盤
を
楊
振
聲
の
主
宰
す
る
國
語
敎
科
書

編
纂
事
業
の
上
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
直

的
、
外
在
的
な
理
由
は
、
靑
島
大
學
に
沈
從
文
を
招
き
入
れ
、
彼
の

後
ろ
盾
と
な
っ
て
い
た
楊
振
聲
が
、
大
局
と
し
て
は
滿
洲
事
變
後
の
社
會
情
勢
の

變
化
に
よ
っ
て
學
長

を
退
か
ざ
る
を
得
な
い
情
況（

３
）に

陷
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
い
わ
ば
人
閒
關
係
の
成
り
行
き
か
ら
大
學
を
離
れ
た
沈
從
文
だ
っ
た

が
、
彼
が
な
お
も
楊
振
聲
に
從
っ
て
、
制
度
と
し
て
の
國
語
を
選
別
す
る
場
で
あ

る
、
政
府
に
よ
る
敎
科
書
編
纂
事
業
と
い
う
經
綸
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ

と
の
內
在
的
な
要
因
と
し
て
は
、
國
語
と
學
校
制
度
が
絡
み
合
い
な
が
ら
伸
長
し

て
い
っ
た
中
國
の
近
代
文
學
發
展
時
朞
に
あ
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
背
景
や
經

歷
を
㊒
し
な
い
沈
從
文
が
、
文
才
を
高
く
評
價
さ
れ
作
家
と
し
て
の
「
自
負
」
を

膨
ら
ま
せ
る
片
方
で
、
そ
の
裏
側
に
、
實
は
學
歷
に
根
ざ
す
「
自
卑
」
を
抱
い
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
自
負
」
と
「
自
卑
」
が
背
中
合
わ
せ
と
な
っ

た
複
雜
な
意

ゆ
え
（
い
わ
ば
逆
說
的
に
）
彼
は
國
語
を
媒
介
と
し
た
國
家
政
策
へ

の
直

的
關
與
と
も
言
え
る
敎
科
書
編
纂
事
業
に
手
を
染
め
て
い
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か（
４
）。

　

こ
の
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業
は
、
楊
振
聲
（
國
防
設
計
委
員
會
文
化
敎

組
委
員
）、

沈
從
文
（
專
任
）、
朱
自
淸
（
淸

大
學
敎
授
・

任
）
と
い
う
三
人
の
作
家
に
よ
っ

て
始
め
ら
れ
、
一
九
三
六
年
八
⺼
に
は
『
小
學
校
高
級
用
實
驗
國
語
敎
科
書
』

（
全
四
册
）
が
敎

「
國
立
編
譯
館
主
編
」
と
し
て
發
行
さ
れ
た
。
こ
の
事
業
を

楊
振
聲
に
委
託
し
た
國
防
設
計
委
員
會
は
、
滿
洲
事
變
後
「
安
內
攘
外
」
策
を
採

っ
て
い
た

介
石
が
一
九
三
二
年
、
國
民
政
府
參
謀
本

內
に
祕
密
裏
に
設
置
し

た
對
日
工
作
と
國
民
國
家
建
設
の
た
め
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
關
だ
っ
た
。
し
か
し

一
九
三
五
年
に
は
㊮
源
問
題
に
特
化
さ
れ
、
表
立
っ
た
公
的
組

で
あ
る
「
㊮
源

沈
從
文
の
沈
默
と
漂
泊

　
　
　
　

―

日
中
交
戰
時
朞
の
中
學
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業
に
つ
い
て―

�
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秀
人



沈
從
文
の
沈
默
と
漂
泊

一
九
三

た
の
か
に
つ
い
て
、
敎
科
書
編
纂
事
業
と
の
關
わ
り
を
中
心
と
し
て
述
べ
て
ゆ
く
。

そ
し
て
當
時
の
沈
從
文
の
社
會
的
身
分
を
規
定
し
、
同
時
に
經
濟
的
基
盤
と
な
っ

て
い
た
敎
科
書
編
纂
事
業
が
彼
に
何
を
齎
し
た
の
か
結
論
づ
け
て
み
た
い
。

一　

沈
從

の
評
論
活
動

　

ま
ず
最
初
に
、
沈
從
文
が
敎
科
書
編
纂
に
關
わ
っ
た
時
朞
（
一
九
三
三
〜
三
九

年
）
全
體
を
一
九
三
〇
年
代
と
い
う
文
脉
か
ら
と
ら
え
、
こ
の
閒
の
作
家
と
し
て

の
彼
の
狀
況
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

一
九
二
三
年
の
故
鄕
湘
西
か
ら
北
京
へ
の
出
立
を
起
點
と
し
、
人
民
共
和
國
建

國
歬
夜
に
政
治
的
批

を
受
け
、
そ
の
直
後
に
筆
を
擱
く
ま
で
の
四
半
世
紀
は
、

沈
從
文
の
「
創
作
家
」
と
し
て
の
歬
半
生
に
あ
た
る
。
そ
の
創
作
は
二
〇
年
代
北

京
に
お
け
る
習
作
朞
か
ら
多
產
を
極
め
た
が
、
國
民
革
命
後
出
版
の
中
心
地
と
な

っ
た
上
海
へ
移
り
三
年
閒
の
試
行
錯
誤
を
經
て
、
一
九
三
一
年
か
ら
の
靑
島
大
學

で
の
創
作
敎
學
の
經
驗
を
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
し
、
次
第
に
作
品
の
完
成
度
を
高

め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
敎
科
書
編
纂
事
業
の
た
め
一
九
三
三
年
に
再
び
北
京
に
居

を
定
め
て
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
圓
熟
し
た
筆
致
で
大
輪
の

を
い
く
つ
も
開
か
せ

る
。
一
九
三
四
年
に
は
中
編
小
說
「
邊
城
」
を
書
き
上
げ
、『
從
文
自
傳（
９
）』
を
出

版
し
た
。
さ
ら
に
翌
年
に
か
け
て
は
、
後
に
『
湘
行
散
記
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

る
一
連
の
紀
行
文
を
陸
續
と
發
表
し
て
い
く
。
現
在
こ
れ
ら
は
す
べ
て
作
家
沈
從

文
の
み
な
ら
ず
中
國
現
代
文
學
史
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
作
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
讀
者
を
湘
西
と
い
う
「
あ
る
靜
謐
な
太
古
の
世

界）
（（
（

」
へ
誘
い
、
そ
の
風
景
や
民
俗
・
人
情
を
、
現
代
中
國
語
に
よ
っ
て
中
國
人
に

と
っ
て
の
い
わ
ば
〝
忘
れ
え
ぬ
〟
記

と
し
て
定
着
さ
せ
た
珠
玉
の
名
品
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
。
後
年
彼
自
身
が
「〔
一
九
三
一
年
か
ら
三
七
年
ま
で
の
閒
は
〕
ま
さ

に
私
の
習
作
が
相
當
成
熟
し
た
時
で
あ
っ
て
、
私
の
一
生
で
生
命
力
が
最
も
旺
盛

委
員
會
」
に
改
組
さ
れ
て
い
る（
５
）。
よ
っ
て
彼
ら
の
敎
科
書
編
纂
事
業
が
そ
れ
以
降

ど
こ
か
ら
經
費
を
得
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
當
時
の
沈
從
文
の
社
會
的
身

分
に
關
わ
る
問
題
と
な
ろ
う
。

　

こ
れ
を
考
え
る
に
、
二
つ
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
一
つ
は
、『
小
學
校
高
級
用

實
驗
國
語
敎
科
書
』
第
一
册
表
紙
裏
の
端
書（
６
）か
ら
考
え
る
に
、
敎

が
途
中
か

ら
こ
の
敎
科
書
編
纂
事
業
委
託
の
主

を
引
き
繼
い
だ
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
察
し

が
つ
く
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
朱
自
淸
の
日
記
（
一
九
三
六
年
六
⺼
二
十
七
日
）
に
、

「
午
後
街
へ
出
る
。
南
方
か
ら
歸
っ
て
き
た
ば
か
り
の
沈
從
文
と
會
う
。
彼
が
言

う
に
は
、
楊
〔
振
聲
〕
が
敎

を
代
表
し
て
、
正
中
、
商
務
、
中

、
世
界
と

契
約
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
な
ん
で
も
四
つ
の
出
版
社
は
こ
れ
か
ら
五

年
閒
每
年
編
集
費
と
し
て
二

元
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
だ（
７
）」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
契
約
は
小
學
校
用
の
次
に
計
畫
さ
れ
て
い
た
中
等
學
校
用

敎
科
書
の
編
纂
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
二
點
を
信
ず
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業
は
、

一
九
三
六
年
に
小
學
校
用
が
出
版
さ
れ
た
頃
、
新
し
い
段
階
へ
入
っ
て
い
っ
た
と

言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
國
防
設
計
委
員
會
と
い
う
保
密
を
要
す
る
特

殊
な
機
關
の
管
鎋
か
ら
、
國
民
政
府
敎

に
よ
る
正
式
の
事
業
と
な
り
、
な
お

か
つ
ま
た
そ
れ
ゆ
え
民
閒
の
大
手
出
版
社
連
合
か
ら
潤
澤
な
㊮
金
を
得
ら
れ
る
五

年
閒
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る（
８
）。
彼
ら
の
敎
科
書
編
纂
事
業
は
實
際
に
少
な
く
と
も

一
九
三
九
年
十
⺼
頃
ま
で
續
け
ら
れ
た
。

　

本
稿
は
、
一
九
四
〇
年
代
の
沈
從
文
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
大
歬
提
と
し
て
、
彼

が
そ
れ
以
歬
の
六
年
閒
に
携
わ
っ
た
敎
科
書
編
纂
事
業
の
後
半
時
朞
、
つ
ま
り
上

述
し
た
三
六
年
か
ら
三
九
年
ま
で
の
、
中
學
用
國
語
敎
科
書
編
集
を
行
っ
て
い
た

朞
閒
に
㊟
目
す
る
。「
日
中
交
戰
時
朞
の
」
と
副
題
を
付
け
た
所
以
で
あ
る
。
日

中
開
戰
と
い
う
民
國
社
會
の
歷
史
的
轉
換
朞
に
彼
が
何
を
思
い
ど
の
よ
う
に
生
き



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
九
四

に
お
け
る
左

文
學
の

斷
と
新
文
學
の
商
業
的
墮

に
對
し
て
は
强
い
反
感
を

抱
い
て
い
た
。

　

小
島
久
代
は
、
當
時
の
沈
從
文
が
「
そ
の
非
政
治
的
發
言
ゆ
え
に
、
三
度
も
文

學
論
爭
の
種
を
ま
き
、
そ
の
渦
中
に
卷
き
込
ま
れ）

（（
（

」
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
述
べ

て
い
る
。
そ
の
發
端
に
位
置
す
る
「
文
學
者
的
態
度
」
は
一
九
三
三
年
十
⺼
に
發

表
さ
れ
た
。
彼
の
こ
の
文

が
「
京
派
對
海
派
」
の
論
爭
を
卷
き
お
こ
し
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
沈
從
文
の
主
張
は
、
上
海
で
は
一

の
作
家
が
出
版
社

や
新
聞
や
雜
誌
に
寄
生
し
、
北
京
で
は
大
學
な
ど
の
敎

機
關
に
寄
生
し
て
い
る

た
め
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
文

作
品
の
創
作
が
人
生
に
對
す
る
嚴
肅
さ
を
缺
き
、

時

や
商
業
的
成
功
に
阿
っ
た
手
慰
み
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の

批

で
あ
り
、
文
學
者
は
創
作
の
プ
ロ
と
し
て
、
記
念
碑
と
な
る
作
品
を
書
く
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
經
驗
や
知

や

能
を
身
に
つ
け
、「
こ
の
時
代
の
廣
範
な

悶
の
姿
を
記
錄
し
な
が
ら
、
民
族
復
興
の
た
め
の
健
康
で
滿
ち
足
り
た
生
命
の

力
を
は
っ
き
り
と
示
す）

（（
（

」
よ
う
な
國
語
文
學
を
書
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
二
回
目
の
論
爭
の
火
種
と
な
っ
た
の
は
一
九
三
六
年
十
⺼
の
「
作
家
閒

需
要
一
種
新
運
動）

（（
（

」
で
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
反
差
不
多
論
爭）

（（
（

」
を
引
き
お
こ
し

た
。
三
度
目
は
日
中
開
戰
後
の
一
九
三
九
年
一
⺼
の
「
一
般
或
特
殊）

（（
（

」
で
、
こ
の

文

は
後
に
、
建
國
歬
夜
の
沈
從
文
に
對
す
る
政
治
的
批

の
根
據
に
結
び
つ
い

て
ゆ
く
。（
こ
の
「
一
般
或
特
殊
」
に
つ
い
て
は
後
で
再
度
ふ
れ
た
い
。）
そ
し
て
以
上

の
よ
う
な
論
爭
の
種
と
な
っ
た
一
連
の
文

を
沈
從
文
が
發
表
し
た
時
朞
と
、
彼

が
敎
科
書
編
纂
事
業
に
從
事
し
て
い
た
時
朞
と
は
ほ
ぼ
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
あ
っ

て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
論
爭
に
お
い
て
も
沈
從
文
の
主
張
の
中
心
は
一
貫
し
て
お
り
、
文
學

を
も
っ
ぱ
ら
商
品
と
し
て
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
政
治
の
衟
具
と
見
る
よ
う
な
作

家
の
創
作
態
度
と
そ
れ
を
作
家
に
强
い
る
社
會
へ
の
批

だ
っ
た
。
こ
の
意
見
の

な
數
年
閒
だ
っ
た）

（（
（

」
と
認
め
た
よ
う
に
、
三
〇
年
代
は
沈
從
文
の
創
作
活
動
の
高

潮
朞
で
あ
っ
た
。

　

創
作
の

實
と
共
に
三
〇
年
代
の
沈
從
文
の
文
學
的
營
爲
を
特

づ
け
て
い
る

の
は
評
論
的
作
物
の
增
大
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
作
品
へ
の
高
い
評
價
に
よ
っ
て
沈

從
文
の
「
文
壇
」
に
お
け
る
影
响
力
も
大
き
く
な
っ
た
時
朞
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
時
代
的
背
景
と
し
て
は
、
ま
ず
一
九
二
七
年
の
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る

國
共
の
分
裂
を
經
て
政
黨
閒
の
思
想
的
な
對
立
が
社
會
に
直

の
影
响
を
及
ぼ
す

よ
う
に
な
り
、
作
家
・
知

人
が
國
民
意

を
先
導
す
る
時
代
の
先
覺
者
、
世
論

を
動
か
す
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
擔
っ
た
、
あ
る
い
は
擔
わ
さ

れ
た
結
果
、
特
に
二
〇
年
代
末
か
ら
は
、
彼
ら
の
發
言
が
し
ば
し
ば
黨
派
性
を
帶

び
た
も
の
と
し
て
㊟
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。
ま
た

敎

制
度
の
伸
展
に
よ
る
、
國
民
革
命
後
の
讀
者
人
口
の
增
加
と
、
都
市
化
に
よ

る
メ
デ
ィ
ア
の
發
逹
が
、
特
に
上
海
に
お
い
て
文
學
を
急
速
に
大
衆
化
・
商
業
化

さ
せ
た
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
文

論
爭
が
「
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
話
題）

（（
（

」
と
な

り
盛
ん
に
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
中

民
國

が
國
民
國
家
と
し
て
の
試
練
の
さ
な
か
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
滿
洲
事
變
後

の
歷
史
的
情
況
の
中
で
、
作
家
が
「
書
く
こ
と
」
の
意
味
は
、
政
治
的
な

場
の

影
响
を
更
に
强
く
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た）

（（
（

。

　

沈
從
文
の
側
か
ら
彼
の
評
論
的
作
物
と
こ
れ
ら
の
背
景
と
の
關
係
を
示
せ
ば
、

一
九
三
三
年
か
ら
三
六
年
頃
ま
で
楊
振
聲
と
共
に
『
大
公
報
』
と
い
う
全
國
性
を

持
つ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
文

副
刊
の
主
編
と
な
っ
て
紙
面
を
切
り
盛
り
す
る
立
場）

（（
（

に
あ
り
、
自
己
の
文
學

を
體
現
す
べ
く
、
北
京
を
中
心
と
し
て
、

術
性
の
高

い
原
稿
を
書
く
作
家
た
ち
を
緩
や
か
な
結
束
の
中
に
集
め
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
過
程
に
お
い
て
多
く
の
評
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
指

で
き
よ
う
。
そ
の

一
方
で
沈
從
文
は
、
文
學
作
品
の
商
業
化
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
化
、
と
り
わ
け
上
海
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一
九
五

え
る
。
そ
の
と
お
り
。
古
人
は
〝
餘
業
に
深
入
り
す
れ
ば
本

に

む
氣
が

無
く
な
る
〟
と
言
っ
た
が
、
こ
の
二
年
の
閒
、
私
は
ほ
ぼ
あ
る
種
の
好
み
で

も
っ
て
自
分
を
縛
り
續
け
て
き
た
よ
う
な
も
の
だ
。
私
の
そ
の
嗜
好
と
は
、

本
性
を
抑
え
つ
け
て
お
く
た
め
の
重
石
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
理
想
を
刈

り

と
す
た
め
の
鋏
の
よ
う
で
も
あ
る
。
私
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
の
は
、

そ
う
し
て
お
く
こ
と
で
地
面
に
ぴ
っ
た
り
と

ち
着
い
て
い
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
虛
無
に
陷
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
か
ら
だ）

（（
（

。

　

こ
こ
に
は
沈
從
文
の
理
想
と
彼
が
實
際
に
置
か
れ
て
い
た
現
實
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
あ
る
種
の
好
み
」「
嗜
好
」（
原
文
は
共
に
「
癖
好
」）
と
い

う
言

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
彼
の
作
家
意

に
お
け
る
〝
本

〟
に
對
す

る
〝
餘
業
〟
と
も
言
う
べ
き
敎
科
書
編
纂
事
業
や
副
刊
編
集
へ
の
位
置
付
け
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
作
業
に
埋
沒
す
る
日
々
を
、
創
作
家
と
し
て
の
本

性
や
理
想
の
〝
沈
默
〟
な
の
だ
、
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
文

が
書
か
れ
た
一
九
三
六
年
か
ら
二
年
を

る
閒
の
沈
從
文
の

作
を

數
え
る
と
、
三
六
年
の
作
物
は
確
か
に
少
な
い
。
恐
ら
く
は
敎
科
書
と
副
刊
の
仕

事
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
九
三
五
年
ま
で

れ
ば
、
そ
れ

以
歬
と
變
わ
ら
ぬ
旺
盛
な
執
筆
狀
況
を
示
し
て
い
る
。
特
に
こ
の
時
朞
の
評
論
活

動
の
活
發
さ
か
ら
考
え
る
に
、
沈
從
文
の
言
う
〝
沈
默
〟
と
は
、
字
義
ど
お
り
に

使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
創
作
に
對
す
る
自
己
認

（
自
己
の
本

た
る
創
作
）
と
、
社
會
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
現
實
（
敎
科
書
編
集
や
評
論
活
動

と
い
っ
た
餘
業
）
と
の
閒
に
齟
齬
が
生
じ
、
そ
れ
が
增
大
し
て
い
る
こ
と
へ
の
ジ

レ
ン
マ
の
謂
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

彼
が
〝
沈
默
〟
の
中
で
考
え
る
「
本
性
」
で
あ
り
「
理
想
」
た
る
創
作
と
は
何

か
。
そ
れ
は
、
他
者
に
追
隨
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
自
分
の
作
品
を
「
長
く
存
在

大
本
に
は
、
當
時
の
作
家
の
社
會
的
存
在
と
し
て
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち

業
作

家
の
社
會
的
身
分
や
經
濟
的
環

へ
の
不
滿
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
彼
の
論

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
爭
を
頑
と
し
て
受
け
付
け
よ
う
と
し
な

い
沈
從
文
や
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
文
學
者
ら
を
も
含
め
た
北
方
文
壇
の
高
踏
的

な
傾
向
を
、
し
ば
し
ば
皮
肉
・
批

を
込
め
た
「
沈
默
」
と
い
う
言

や
そ
れ
に

類
す
る
表
現
で
揶
揄
し
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
沈
從
文
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は

「
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
「
非
政
治
性
」
の
持
つ
「
政
治
性）

（（
（

」」
を
露
わ
に
す
る

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
文
學
を
政
治
か
ら
斷
絕
さ
せ
る
「
反
動
的
」
な
作
家
の

そ
れ
と
し
て
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
當
然
、
論
爭
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ま
と
も
に
嚙
み
合
う
こ
と
は
な
く
、
結
果
的
に
、
評
論
活
動
に
よ
っ
て
沈
從
文
は

自
ず
か
ら
特
立
獨
行
の
立
場
に
驅
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二　
「
沈
默
」

　

一
九
三
六
年
十
一
⺼
に
發
表
さ
れ
た
「
沈
默）

（（
（

」
は
、
文
學
論
爭
に
關
連
付
け
て

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
文

で
あ
る
が
、
實
は
上

に
述
べ
た
沈
從
文
の
主
張
を
別
の
論
理
で
、
つ
ま
り
意
見
や
批

と
い
っ
た
外
向

き
の
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
立
脚
點
を
內
向
的
・
內
省
的
に
說
朙
し
た
り
辯
朙

し
た
り
す
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
感
じ
取
れ
る
。
そ
れ

は
彼
自
身
の
「
社
會
的
身
分
」
に
關
す
る
述
懷
を
底

に
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
、
敎
科
書
編
纂
事
業
が
新
し
い
段
階
に
移
っ
た
こ
の
時
朞
に
沈
從
文
が
置

か
れ
て
い
た
狀
況
を
彼
の
內
面
か
ら
見
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

以
下
、
原
文
に
寄
り
𣷹
い
な
が
ら
こ
の
文

を
紹
介
し
た
い
。

　

私
は
二
年
閒
沈
默
し
て
い
た
。
こ
の
沈
默
は
、
い
く
ら
か
投
げ
や
り
に
な

っ
た
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
い
く
ら
か
は
ス
ラ
ン
プ
に
陷
っ
た
よ
う
に
も
見
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の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
自
身
が
積
極
的
に
使
う
か
ら
に
は
、
當
然
の
こ
と

な
が
ら
自
ら
の
「
寡
默
な
」
仕
事
に
對
す
る
非
難
へ
の
反
論
、
と
い
う
は
っ
き
り

と
し
た
意
圖
も
込
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。〝
沈
默
〟
は
彼
の
側
か
ら
考
え
れ

ば
む
し
ろ
饒
舌
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
沈
從
文
の
主
張
す
る
、
あ
る
べ
き
作
家
の
姿
と
彼
が
實
際
に
置
か
れ

て
い
た
狀
況
と
は
ど
の
よ
う
に
⻝
い
違
っ
て
い
た
の
か
。
當
時
の
彼
の
姿
を
客

的
に
示
す
言

と
し
て
、
上
海
で
雜
誌
『
現
代
』
を
編
集
し
て
い
た
作
家
施
蟄
存

の
次
の
よ
う
な
回
想
が
あ
る
。

　

當
時
敎

に
敎
材
編
審
委
員
會
が
設
立
さ
れ
、
楊
振
聲
が
各
級
學
校
向

け
の
國
語
敎
材
の
編
集
審
査
の
責
任
者
と
な
り
、
ほ
ど
な
く
〔
沈
〕
從
文
を

そ
こ
で
の
仕
事
に
招
聘
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
從
文
は
固
定
的
な

を
得
て

每
⺼
の
給
料
で
生
活
を
賄
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
創
作
は
逆
に
彼
に
と
っ
て
業
餘
の
仕
事
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
彼

の
精
神
生
活
は
主
客
轉
倒
の
傾
向
を
帶
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
彼

は
時
閒
を
捻
り
出
し
て
創
作
に

て
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
い
つ
も
手
紙
に

は
、
自
分
の
送
っ
た
原
稿
は
鼻
血
を

し
な
が
ら
書
い
た
も
の
だ
、
と
あ
っ

た）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
狀
況
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
自
ら
の
生
き
方
に
對
す
る
思
い
を
、

「
沈
默
」
で
沈
從
文
は
以
下
の
よ
う
に
開
陳
し
て
い
る
。

　

私
は
、
普
通
で
あ
れ
ば
人
が
中
年
と
な
り
生
き
方
が
內
向
的
に
な
っ
て
か

ら
步
む
よ
う
な
裏
衟
を
步
ん
で
き
た
。
少
し
ば
か
り
寂
し
く
、
少
し
ば
か
り

冷
遇
さ
れ
て
き
た
が
、そ
れ
で
も
他
の
人
逹
と
同
じ
よ
う
に
「
生
き
延
び
て
」

さ
せ
る）

（（
（

」
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、

　

作
品
が
存
在
で
き
る
か
ど
う
か
は
讀
者
に
賴
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
讀
者
を

諬
發
で
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
讀
者
に
對

し
て
媚
び
へ
つ
ら
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い）

（（
（

。

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
全
て
の
論
爭
に
お
け
る
沈
從
文
の
「
書
く
こ
と
」
の
意
味
を

示
す
、
ほ
ぼ
一
貫
し
た
言

で
あ
る
。
で
は
、
彼
の
書
く
べ
き
本
願
と
は
何
か
。

　

私
は
、
自
分
で
な
ん
と
か
頑
張
っ
て
一
册
の
『
聖
書
』
を
書
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
こ
の
經
典
を
完
成
さ
せ
る
の
は
、
多
く
の
人
々
の
天
國
に
對

す
る
迷
信
を
增
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
閒
の
力
が
信
ず
る
に
足
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
說
朙
す
る
こ
と
に
あ
る）

（（
（

。

　

一
九
三
〇
年
代
の
評
論
活
動
の
中
で
沈
從
文
が
主
張
し
て
き
た
の
は
、
民
族
や

人
類
の
歷
史
に
殘
る
記
念
碑
た
る
成
果
で
あ
り
、
長
い
生
命
を
持
つ
經
典
た
る
作

品
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
つ
ま
り
彼
の
言
う
『
聖
書
』
を
書
く
べ
き
作
家
の
「
寡
默

な
」
あ
り
方
と
、
作
家
に
そ
れ
を
許
す
社
會
的
環

の
必
要
性
で
あ
っ
た
。〝
沈

默
〟
の
中
で
彼
が
考
え
て
い
た
こ
の
よ
う
な
經
典
的
作
品
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
載
衟
」
文
學
と
は

な
る
意
味
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
當

時
の
沈
從
文
に
は
、
自
己
の
そ
の
理
想
を
實
現
で
き
る
と
確
信
さ
せ
る
根
據
が
、

つ
ま
り
そ
う
い
っ
た
作
品
を
既
に
書
き
始
め
て
い
る
と
い
う
强
い
自
負
や
、
何
を

ど
う
書
い
て
ゆ
く
か
と
い
う
具
體
的
な
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

し
て
お
き
た

い
。

　

さ
ら
に
〝
沈
默
〟
と
は
、
歬
述
の
如
く
外

か
ら
與
え
ら
れ
た
批

の
言

そ
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じ
め
て
上
海
で
既
に
戰
火
が
上
が
っ
て
い
た
の
を
知
っ
た
。
我
々
の
行
く
先

は
南
京
だ
っ
た
が
、
上
海
へ
の
海
路
は
も
う
絕
た
れ
て
お
り
、
チ
ャ
ン
ス
を

待
つ
し
か
無
か
っ
た
。〔
中
略
〕
全
て
は
機
運
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々

に
あ
れ
こ
れ
考
え
る
餘
裕
は
な
く
、
危
險
を
冐
し
て
船
に
乘
り
込
ん
だ
。
今

で
も

え
て
い
る
の
は
、
そ
の
時
同
船
し
た
知
り
合
い
の
中
に
、
美
術
學
院

の
趙
太
侔
夫
妻
、
淸

大
學
の
謝
文
炳
夫
妻
、
北
京
大
學
の
朱
光
潛
敎
授
、

そ
し
て
楊
今
甫
〔
振
聲
〕
氏
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
だ）

（（
（

。

　
「
祕
密
通
知
」
が
い
か
な
る
內
容
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
沈

從
文
の
こ
の
記
述
か
ら
、
大
學
敎
員
に
對
す
る
首
都
南
京
へ
の
避
難
指
示
だ
っ
た

こ
と
が
想
像
で
き
る
。
沈
從
文
が
こ
の
通
知
を
受
け
大
學
關
係
者
と
行
動
を
共
に

す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
實
か
ら
、
や
は
り
當
時
、
彼
ら
の
敎
科
書
編
纂
事
業
が
敎

の
管
鎋
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
同
時
に
、
當
時
は
大
學
に
所
屬
し

て
い
な
か
っ
た
楊
振
聲
の
敎

に
お
け
る
相
當
の
地
位
を
想
像
で
き
よ
う
。
次

に
楊
振
聲
の
回
想
を
見
る
。

　

北
京
大
、
淸

大
、
南
開
大
の
三
校
が
合
同
し
て
長
沙
で
臨
時
大
學
を
開

く
と
い
う
プ
ラ
ン
は
盧
溝
橋
事
變
後
す
ぐ
に
南
京
で
釀
成
さ
れ
、
一
九
三
七

年
八
⺼
に
南
京
で
臨
時
大
學
準
備
委
員
會
が
設
立
さ
れ
た
。
三
校
の
學
長
が

委
員
と
な
る
の
は
當
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
他
に
各
校
か
ら
一
名
ず
つ
加

え
、〔
中
略
〕
ま
た
敎

長
の
王
世
杰
が
主
任
委
員
に
、
敎

次
長

の
周
炳
琳
が
主
任
祕
書
〔
事
務
責
任
者
〕
と
な
っ
た
。
私
は
事
變
後
の
八
⺼

二
十
六
日
に
南
京
に
着
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
、
周
炳
琳
氏
が
長
沙

に
拔
け
出
し
て
く
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
淸

と

北
京
大
の
ど
ち
ら
に
も
緣
が
深
く
、
南
開
に
も
友
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で

き
た
。
も
し
か
し
た
ら
こ
の
よ
う
に
「
生
き
延
び
て
」
い
く
こ
と
は
、
他
人

か
ら
見
れ
ば
「

伍
し
て
」
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い）

（（
（

。

　

二
〇
年
代
北
京
で
の
赤
貧
洗
う
が
如
き
習
作
朞
の
賣
文
生
活
に
耐
え
、
國
民
革

命
後
の
上
海
で
自
分
た
ち
の
理
想
を
實
現
す
る
出
版
社
を
興
す
こ
と
を
目
論
ん
で

挫
折
し
大
き
な
負
債
を
抱
え
て
し
ま
っ
た）

（（
（

沈
從
文
は
、
端
無
く
も
大
學
で
の

を

得
ら
れ
た
こ
と
で
大
い
に
創
作
を
發
展
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
に
携
わ
る
こ
と

に
な
っ
た
敎
科
書
編
纂
事
業
と
い
う
環

は
、
北
京
で
生
計
を
立
て
同
時
に
文
學

活
動
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
、
當
時
の
彼
に
と
っ
て
魅
力
的
な

「
身
分
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
身
分
も
創
作
生
活
に
お
い
て

は
、
經
濟
的
安
定
に
見
合
う
精
神
的
滿
足
を
與
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

三　

漂
泊
す
る
大
學

　

一
九
三
七
年
七
⺼
七
日
、
盧
溝
橋
事
件
が
勃
發
し
た
。
戰
火
は
徐
々
に
擴
大

し
、
七
⺼
末
に
は
北
平
・
天
津
が
日
本
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
。
沈
從
文
は
八

⺼
十
一
日
夜
、
敎

か
ら
の
「
祕
密
通
知）

（（
（

」
を
受
け
取
る
と
、
同
じ
通
知
を
受

け
た
數
名
と
共
に
翌
朝
早
く
北
平
を
離
れ
た
。
不
測
の
事
態
を
避
け
よ
う
と
し
て
、

各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
身
分
を
隱
す
た
め
に
變
裝
し
て
旅
立
っ
た）

（（
（

と
い
う
。
沈
從
文
は

家
族
を
連
れ
ず
單
獨
で
こ
の
迯
避
行
に
加
わ
っ
た
。

　

北
京
が
陷

し
、
八
⺼
十
二
日
の
早
朝
、
私
は
北
京
大
や
淸

大
の
親
し

い
敎
師
た
ち
と
共
に
北
平
・
天
津
閒
に
〔
事
變
後
〕
最
初
に
開
通
し
た
列
車

に
乘
っ
て
天
津
へ
行
き
、
翌
日
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
宿
泊
先
で
朝
刊
を
見
て
は



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

一
九
八

爆
擊
を
受
け
て
混
亂
を
極
め
て
お
り
、
す
ぐ
さ
ま
船
で
武
漢
へ
迯
れ
て
い
る
。
そ

し
て
大
學
關
係
者
ら
が
長
沙
に
臨
時
大
學
を
作
る
た
め
、
武
漢
で
陸
路
に
換
え
て

去
っ
た
後
、
彼
は
「
數
人
の
友
人
と
一
緖
に
し
ば
ら
く
武
漢
で
武
漢
大
學
の
圖
書

館
を
借
り
て
〔
敎
科
書
編
集
の
〕
仕
事
を
し
た）

（（
（

」。
こ
れ
は
九
⺼
初
旬
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
當
時
の
狀
況
は

乾
が
回
想
錄
に
記
し
て
い
る
。

　

一
九
三
七
年「
八
一
三
」の
後
、全
面
抗
戰
の
展
開
と
な
り
、私
は『
大
公
報
』

を
解
雇
さ
れ
「
小
樹

」〔
乾
の
最
初
の
妻
〕
と
共
に
武
漢
に

れ
て
き
た
。

〔
中
略
〕
彼
ら
〔
楊
と
沈
〕
は
私
た
ち
二
人
の
難
民
を
受
け
い
れ
て
く
れ
た
。

そ
し
て
私
も
楊
〔
振
聲
〕
先
生
が
主
宰
す
る
敎
科
書
執
筆
チ
ー
ム
の
臨
時
メ

ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
我
々
は
最
初
珞
珈
山
麓
の
家
を
借
り
た
。〔
中
略
〕
私

は
普
段
は
武
漢
大
學
圖
書
館
で
敎
材
を
選
ん
だ
り
解
說
を
書
い
た
り
し
て
い

た
が
、
空

報
が
あ
る
と
近
く
の

み
に
大
急
ぎ
で
潛
り
込
ん
だ）

（（
（

。

　

こ
の
時
朞
か
ら
敎
科
書
編
集
の
中
心
に
な
っ
て
實
質
的
に
全
て
の
作
業
を
進
め

た
の
は
沈
從
文
で
あ
っ
た）

（（
（

。
沈
從
文
は
一
九
三
七
年
十
二
⺼
三
日
付
長
兄
宛
の
手

紙
で
、
武
漢
の
日
每
に
激
し
く
な
る
礮
火
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
彼
は
、
あ
と

二
週
閒
程
で
大
學
が
閉
鎻
さ
れ
敎
科
書
の
仕
事
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
豫
測

し
、
そ
の
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
二
つ
の
選
擇
肢
を
擧
げ
て
い
る
。
一
つ
は
武
漢

に
留
ま
り
租
界
で
身
を
隱
す
こ
と
。
も
う
一
つ
は
當
時
長
兄
の
家
の
あ
っ
た
湘
西

沅
陵
に
行
き
敎
科
書
の
仕
事
を
續
け
る
こ
と
。
そ
し
て
「
た
と
え
仕
事
が
で
き
な

く
な
っ
て
も
、
大
學
關
係
者
の
多
く
と
共
に
避
難
し
、
貴
州
か
雲
南
に
行
け
る
で

し
ょ
う
。
も
し
も
戰
火
が
湘
西
に
及
ば
な
け
れ
ば
た
ぶ
ん
鄕
里
で
い
く
ら
か
は
仕

事
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
今
、
楊
〔
振
聲
〕
氏
に
手
紙
で
考
え
を
打
診
中
で
す）

（（
（

」

と
書
い
て
い
る
。

私
を
彼
の
代
わ
り
に
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
私
は
準
備
委
員
と
し

て
梅
⺼
涵
〔
貽
琦
〕
氏
と
共
に
長
沙
に
赴
い
た）

（（
（

。

　

楊
振
聲
は
開
戰
に
よ
る
非
常
時
の
大
學
避
難
、
遷
移
と
い
う
狀
況
の
中
で
、
敎

敎
科
書
編
纂
事
業
の
責
任
者）

（（
（

と
い
う
立
場
か
ら
臨
時
大
學
設
立
準
備
に
お
け

る
敎

代
表
の
立
場
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
が
準
備
委
員
を

任
ぜ
ら
れ
た
三
校
合
同
の
臨
時
大
學
は
一
九
三
七
年
十
⺼
に
湖
南
省
長
沙
で
開
校

し
て
い
る
。
し
か
し
、
戰
火
は
非
常
な
速
さ
で
廣
が
っ
た
。
十
一
⺼
十
二
日
に
は

上
海
が
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
、
二
十
日
に
は
國
民
政
府
が
重
慶
へ
の
遷
都
を
通
吿

し
財
務
・
外
交
・
內
政
の
各

は
武
漢
へ
と
移
轉
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
十
二
⺼

十
三
日
に
首
都
南
京
が
陷

す
る
と
長
沙
臨
時
大
學
は
翌
年
一
⺼
、
敎

と
の

協
議
に
よ
っ
て
次
な
る
雲
南
省
昆
朙
へ
の
移
轉
を
決
定
し
た
。
わ
ず
か
二
ヶ
⺼
あ

ま
り
開
講
し
た
だ
け
で
大
學
は
さ
ら
に
奧
地
へ
と
避
難
す
る
事
態
に
陷
っ
た
の
で

あ
る）

（（
（

。

　

開
戰
に
よ
っ
て
戰
場
と
化
し
た
中
國
は
國
土
を
複
雜
に
分
か
た
れ）

（（
（

、
そ
れ
ら
の

界
が
戰
局
に
よ
っ
て
不
定
形
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
學
も
ま
た
そ
の
あ
わ

い
を
漂
泊
す
る
運
命
に
お
か
れ
た
。
し
か
し
遷
移
に
よ
る
組

合
同
の
混
亂
と
成

員
離
散
の
危
機
に
吞
ま
れ
な
が
ら
も
社
會
に
お
け
る
新
た
な
個
性
を
逆

の
中
で

編
み
出
し
て
い
く
大
學
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
長
沙
か
ら
迯
れ
昆
朙
で
發
足
し
た

西
南
聯
合
大
學
だ
っ
た
。

四　

敎
科
書
編
纂
事
業
の
結
末

　

開
戰
直
後
の
沈
從
文
と
敎
科
書
編
纂
事
業
に
話
を
戾
す
。
既
に
見
た
よ
う
に
敎

の
「
祕
密
通
知
」
に
從
っ
て
日
本
軍
占
領
下
の
北
平
か
ら
脫
出
し
た
沈
從
文

は
八
⺼
末
、

勞
し
て
南
京
に
た
ど
り
着
い
た
。
だ
が
、
南
京
は
既
に
日
本
軍
の



沈
從
文
の
沈
默
と
漂
泊

一
九
九

に
國
立
西
南
聨
合
大
學
と
な
る
。
楊
振
聲
は
大
學
總
務
長
（
代
行
）

文
學
院
中

文
系
敎
授
と
な
り
、
朱
自
淸
は
中
文
系
主
任
と
な
っ
た
。

　

一
九
三
八
年
十
一
⺼
に
は
北
平
か
ら
沈
從
文
の
家
族
も
昆
朙
に
到
着
し
、
こ
の

後
、
沈
從
文
一
家
の
昆
朙
で
の

ら
し
は
四
六
年
七
⺼
ま
で
續
く
。
沈
從
文
の
妻

張
兆
和
の
妹
、
張

和
も
一
九
三
八
年
末
に
、
や
は
り
昆
朙
に
避
難
し
て
お
り
、

三
九
年
頃
の

子
を
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

そ
の
頃
沈
二
哥
〔
從
文
〕
は
、〔
中
略
〕
ま
だ
敎
科
書
の
編
集
も
續
け
て
お
り
、

そ
の
場
所
は
靑
雲
街
六
號
だ
っ
た
。
楊
振
聲
が
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
が
彼
は
い

つ
も
來
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
朱
自
淸
は
お
よ
そ
週
に
一
、二
度
だ
っ
た
。

沈
二
哥
、
汪
和
宗
と
私
は
い
つ
も
そ
の
小
さ
な
建
物
に
い
た
。
沈
二
哥
が
總

編
集
で
小
說
は
彼
が
選
び
、
朱
自
淸
は
散
文
を
、
私
は
散
曲）

（（
（

を
少
し
選
ん
で

は
㊟
釋
を
施
し
、
汪
和
宗
が
そ
れ
ら
を
筆
寫
し
た）

（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
三
九
年
五
⺼
頃
、
敎
科
書
編
纂
事
業
に
對
し
て
敎

か
ら

何
ら
か
の
通
逹
が
あ
っ
た
と
思
し
い
。
朱
自
淸
の
日
記
（
五
⺼
十
二
日
）
に
は
「
沈

〔
從
文
〕
の
奧
さ
ん
が
言
う
に
は
、
敎

委
員
會
か
ら
敎
科
書
を
完
成
さ
せ
よ
と

の
催
促
の
手
紙
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ）

（（
（

」
と
あ
る
。
そ
の
三
日
後
（
五
⺼
十
五
日
）

長
兄
へ
の
手
紙
に
沈
從
文
は
、「〔
敎
科
書
の
〕
仕
事
は
今
年
い
っ
ぱ
い
で
終
わ
り

に
な
り
、
そ
の
先
に
繼
續
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
出
來
そ
う

な
生
活
の
方
法
を
考
え
る
に
、
新
聞
〔
副
刊
〕
を
編
集
す
る
か
、
敎
師
に
な
る
か
、

戰
地
に
行
っ
て
ど
こ
か
の
軍
隊
に
取
材
に
行
く
か
、
故
鄕
へ
歸
っ
て
作
品
を
書
い

て
ゆ
く
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
個
人
的
な
興
味
か
ら
言
え
ば
色
ん
な

所
へ
行
っ
て
み
た
い
で
す
が
、
子
供
た
ち
の
都
合
を
考
え
れ
ば
敎
師
に
な
ら
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
し
、
多
く
の
讀
者
の
た
め
を
思
え
ば
文

を
書
か
ね
ば
な
り
ま
せ

　

十
二
⺼
下
旬
、
武
漢
大
學
が
業
務
を
停
止
し
、
沈
從
文
、

乾
ら
は
長
沙
に
迯

れ
楊
振
聲
、
朱
自
淸
と
合

す
る
。
翌
一
九
三
八
年
一
⺼
に
は
長
沙
臨
時
大
學
が

昆
朙
移
轉
を
決
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
敎
科
書
編
纂
チ
ー
ム
も
同
地
に
そ
の
據

を
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。
北
方
か
ら
南
下
し
た
三
大
學
は
、
日
本
軍

治
地
域
か

ら
戰
地
を
か
い
く
ぐ
り
迂
回
を
重
ね
て
よ
う
や
く
內
陸
の
長
沙
に
臨
時
大
學
を
開

設
し
た
の
だ
っ
た
が
、
再
度
、
さ
ら
に
奧
地
の
雲
南
省
へ
と
漂
っ
て
ゆ
く
。
移
轉

に
際
し
て
大
學
當
局
は
敎

員
學
生
に
旅
費
を

辨
し
、
海
路
を
含
む
い
く
つ
か

の
經
由
地
と
到
着
地
の
昆
朙
に
事
務
所
や
宿
泊
施
設
の
手
配
を
行
っ
た
。
昆
朙
で

の
到
着
手
續
き
朞
限
は
三
⺼
十
五
日
と
さ
れ
た
。

　

校
務
の
た
め
長
沙
に
留
ま
る
楊
振
聲
を
殘
し
て
、
一
九
三
七
年
十
二
⺼
に
沈
從

文
は

乾
ら
と
共
に
昆
朙
に
向
か
っ
た
が
、
途
中
湘
西
沅
陵
に
滯
在
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
時
沈
從
文
は
故
鄕
湘
西
へ
の
旅
途
と
沅
陵
で

交
を
溫
め
、
新
知
を

得
、
大
い
に
見
聞
を
廣
め
た
。
沅
陵
で
は
三
ヶ
⺼
餘
り
を
過
ご
し
、
翌
一
九
三
八

年
四
⺼
末
昆
朙
に
到
着
し
て
い
る
。
北
平
か
ら
三
千
キ
ロ
以
上
の
衟
程
と
八
ヶ
⺼

に
及
ぶ

亡
の
果
て
に
、
敎
科
書
編
纂
事
業
の
據
點
も
よ
う
や
く
こ
の
地
に
漂
着

し
た
の
だ
っ
た
。
沈
從
文
は
後
に
「
北
か
ら
南
へ
の
、
こ
の
旅
の
經
驗
に
よ
っ
て
、

も
は
や
全
國
家
的
な
戰
爭
の
意
味
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
理
解
し
た）

（（
（

」
と
記
し
た
。

　

こ
の
長
い
漂
泊
の
後
、
紀
行
集
『
湘
西）

（（
（

』
と
小
說
「
長
河）

（（
（

」
が
執
筆
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
創
作
こ
そ
、
湘
西
の
過
去
か
ら
現
在
に
お
け
る
變
貌
を
つ
ぶ
さ
に

く

も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
長
編
小
說
「
長
河
」
は
、
一
九
三
四
年
の
「
邊
城
」
發
表

時
に
沈
從
文
自
ら
が
「
こ
れ
〔「
邊
城
」〕
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
比
較
對
照

す
る
機
會
を
彼
ら
〔
讀
者
〕
に
與
え
よ
う
と
計
畫
し
て
い
る）

（（
（

」
と
記
し
た
モ
チ
ー

フ
そ
の
も
の
の
具
現
で
あ
り
、〝
沈
默
〟
の
中
で

わ
れ
た
「
聖
書
」
執
筆
へ
の

思
い
を
果
た
す
作
品
な
の
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
昆
朙
に
移
轉
し
た
長
沙
臨
時
大
學
は
、
一
九
三
八
年
四
⺼
二
日
、
正
式
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主
任
と
し
て
赴
任
し
た
楊
振
聲
と
、
彼
と
共
に
新
文
學
の
學
問
的
制
度
の
基
礎
を

打
ち
立
て
よ
う
と
盡
力
し
た
朱
自
淸
と
の
關
係
、
そ
こ
で
二
人
が
共
㊒
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
一
つ
の
意

に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
に
新
設
さ
れ

た
靑
島
大
學
の
初
代
學
長
と
な
っ
た
楊
振
聲
が
、
學
歷
を
持
た
ぬ
沈
從
文
を
、
作

家
と
し
て
の
水
際
立
っ
た
創
作
能
力
を
見
込
ん
で
中
文
系
講
師
と
し
て
招
聘
し
た

意
圖
も
、
や
は
り
大
學
に
お
け
る
「
新
文
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
確
立
に
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
楊
、
朱
、
沈
に
よ
る
六
年
に
及
ぶ
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業
を
經
た
後
、

西
南
聨
合
大
學
で
楊
と
朱
が
沈
從
文
を
彼
ら
の
「
大
學
中
文
系
」
に
す
ぐ
さ
ま
招

き
入
れ
た
こ
と
は
む
し
ろ
ご
く
自
然
の
成
り
行
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

か
く
し
て
沈
從
文
は
、
一
九
三
九
年
八
⺼
、
西
南
聯
合
大
學
師
範
學
院
國
文
學

系）
（（
（

副
敎

0

0

授0

と
な
っ
た
。
以
後
、
彼
は
大
學
で
新
文
學
創
作
を
敎
授
す
る
と
い
う
、

中

民
國
の
作
家
と
し
て
は
特
別
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
保
し
、
そ
こ
か
ら
獨
自
の

文
學

と
實
驗
性
を
帶
び
た
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
て
行
く
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

さ
て
、
彼
ら
の
中
學
國
語
敎
科
書
編
集
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
一
九
三
九

年
春
か
ら
秋
に
か
け
て
、
朱
自
淸
の
日
記
に
は
編
集
作
業
に
關
わ
る
記
述
が
繁
く

竝
ぶ
。
完
成
追
い
込
み
の
時
朞
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
く
つ
か
拔
き
出
し
て
み
よ

う
。
五
⺼
十
六
日
「
敎
科
書
の
最
後
の
課
文
が
完
成
し
た）

（（
（

」、
十
八
日
「
敎
科
書

の
中
の
文

に
㊟
釋
を
書
く
た
め
に
丸
一
日
を
要
し
た）

（（
（

」、
八
⺼
二
日
「
楊
〔
振

聲
〕
と
敎
科
書
編
集
の
問
題
に
つ
い
て
相
談）

（（
（

」、
二
十
六
日
「
午
歬
中
、
今
甫
〔
楊

振
聲
〕、〔
沈
〕
從
文
と
敎
科
書
第
一
册
及
び
第
二
册
の
目
次
を
書
く）

（（
（

」、
九
⺼
二
日

「
敎
科
書
第
一
册
を
檢
査
す
る）

（（
（

」、
八
日
「
第
五
册
と
第
六
册
の
敎
科
書
目
次
が
出

來
上
が
る）

（（
（

」、
三
十
日
「
敎
科
書
第
三
册
と
第
四
册
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
、
い
く
つ

か
の
㊟
は
頗
る
良
い
出
來
だ）

（（
（

」、
そ
し
て
、
十
⺼
六
日
に
は
「
敎
科
書
第
五
、六
册

を
チ
ェ
ッ
ク
し
終
わ
る）

（（
（

」
と
あ
っ
て
、
以
降
、
編
集
に
關
す
る
記
述
は
見
え
な
い
。

そ
し
て
こ
の
年
の

、
十
二
⺼
二
十
九
日
の
日
記
に
「
沈
從
文
氏
を
訪
う
。
彼
は

ん
。
も
し
か
し
た
ら
今
書
い
た
ど
の
方
法
も
實
現
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最

後
は
や
は
り
天
命
に
從
う
の
み
で
す）

（（
（

」
と
綴
っ
た
。

　

果
た
せ
る
か
な
、
時
を
置
か
ず
し
て
轉
機
が
訪
れ
る
。
翌
⺼
六
日
の
日
記
に
朱

自
淸
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
今
甫
〔
楊
振
聲
〕
が
沈
從
文
を
師
範
學
院
の
敎
師
と

し
て
招
い
て
は
ど
う
か
、
と
提
案
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
だ
ろ

う）
（（
（

」。
同
⺼
十
二
日
に
は
朱
自
淸
に
よ
る
根
回
し
が
始
ま
っ
た
。「
朝
、

田
〔
羅

常

〕
を
訪
ね
〔
沈
〕
從
文
を
助
敎
に
す
る
こ
と
〔
中
略
〕
に
つ
い
て
相
談
す
る
。

結
果
は
上
々
だ
っ
た）

（（
（

」。
そ
し
て
朱
自
淸
は
十
六
日
に
は
早
く
も
、「〔
沈
〕
從
文

は
西
南
聯
大
師
範
學
院
講
師
の

務
に
就
く
こ
と
に
同
意
し
た）

（（
（

」
と
記
し
て
い
る
。

以
上
は
西
南
聨
合
大
學
に
沈
從
文
が
就

す
る
に
至
っ
た
經
緯
を
關
係
者
の
立
場

か
ら
示
す
唯
一
の
㊮
料
で
あ
る
が
、
朱
自
淸
の
記
述
は

く
ほ
ど
に
あ
っ
け
な
い
。

　

こ
の
人
事
決
定
過
程
の
背
景
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
つ

は
人
事
を
掌
っ
た
西
南
聨
合
大
學
中
文
系
と
い
う
組

に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
。

朱
自
淸
は
そ
の
母
體
と
な
っ
た
淸

大
學
中
文
系
の
主
任
で
あ
り
長
沙
臨
時
大
學

で
も
引
き
續
き
主
任
を
務
め
て
い
た
。
そ
れ
は
西
南
聯
合
大
學
と
な
っ
て
か
ら
も

同

で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
九
年
十
一
⺼
に
病
氣
の
た
め
羅
常

と
臨
時
交
代
し
、

そ
の
後
の
四
一
年
に
羅
が
病
氣
に
な
っ
た
際
に
は
楊
振
聲
が
そ
の
責
を
負
っ
て
い

る）
（（
（

。
つ
ま
り
朱
、
羅
、
楊
は
西
南
聨
合
大
學
中
文
系
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す
る
三
人

で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
三
者
の
合
意
が
中
文
系
全
體
の
人
事
の
要
に
な
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
ま
た
沈
從
文
が
所
屬
す
る
こ
と
に
な

る
師
範
學
院
は
、
西
南
聨
合
大
學
成
立
後
に
敎

の
下
命
に
よ
っ
て
增
設
さ
れ

た
新
し
い
組

で
あ
り
、
合
同
し
た
と
は
言
え
人
事
に
お
い
て
は
元
の
三
校
の
そ

れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
と
い
う）

（（
（

西
南
聨
合
大
學
に
あ
っ
て
、
例
外

的
に
中
文
系
獨
自
の
人
事

が
行
使
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
一
九
二
八
年
に
淸

大
學
が
國
立
化
さ
れ
た
時
、
初
代
中
文
系
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從
文
の
沈
默
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漂
泊

二
〇
一

お
け
る
當
時
の
國
民
政
府
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

梁
實
秋
は
一
九
三
八
年
十
⺼
に
「
敎

敎
科
書
編
輯
委
員
會
委
員
（
中
小
學

敎
科
書
組
主
任
）」
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

。
そ
れ
は
開
戰
後
の
一
九
三
八
年
一
⺼
に
敎

が
改
組
さ
れ
、
六
⺼
に
當
時
敎

次
長
だ
っ
た
張
衟

が
（
恐
ら
く
は
楊
振

聲
の
後
を

っ
て
）「
敎

敎
科
用
書
編
輯
委
員
會
主
任
」
を

任
す
る
こ
と
に

な
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。
梁
實
秋
の
關
わ
っ
た
國
語
敎
科
書
は
民
國
に
お
け

る
初
の
國
定
本
と
し
て
一
九
四
二
年
に
發
行
さ
れ
た）

（（
（

。

結　

沈
默
と
漂
泊

　

敎
科
書
編
纂
事
業
が
戰
火
の
中
を

亡
す
る
閒
、
沈
從
文
の
歬
に
は
何
度
か
岐

路
が
あ
ら
わ
れ
た
。
彼
は
そ
の
都
度
、
進
路
の
可
能
性
を
い
く
つ
か
の
選
擇
肢
と

し
て
考
え
て
い
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
最
初
は
一
九
三
七
年
末
の
武
漢
で
。
次
に

は
敎

か
ら
敎
科
書
編
纂
事
業
の
終
結
が
示
さ
れ
た
と
思
し
き
一
九
三
九
年
の

昆
朙
で
。
武
漢
で
は
結
局
留
ま
る
こ
と
も
、
ま
た
湘
西
へ
の
避
難
も
選
ば
ず
（
た

ぶ
ん
楊
振
聲
の
指
示
に
從
っ
て
で
あ
ろ
う
）
大
學
の
あ
っ
た
長
沙
へ
漂
う
よ
う
に
迯

れ
た
。
昆
朙
で
は
文

副
刊
の
編
集
も
、
歬
線
へ
取
材
に
赴
く
こ
と
も
、
故
鄕
に

歸
臥
す
る
こ
と
も
選
ば
ず
、
敎
科
書
編
纂
チ
ー
ム
の
用
意
し
た
大
學
敎
師
の
ポ
ス

ト
に
身
を
委
ね
て
い
っ
た
。　

　

敎
科
書
編
纂
事
業
が
敎

に
よ
る
正
式
の
事
業
と
し
て
動
き
始
め
て
い
た
頃
、

沈
從
文
は
「
沈
默
」
を

し
た
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
開
戰
歬
の
〝
沈
默
〟
は
自

ら
の
身
分
や
環

に
對
す
る
內
面
の
不
滿
を
反
映
し
た
消
極
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

持
つ
言

で
あ
る
と
同
時
に
左

陣
營
の
政
治
的
多
辯
に
對
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

で
あ
り
、「
寡
默
」
な
己
の
立
場
の
辯
朙
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
〝
沈
默
〟
の

裏
に
は
創
作
家
と
し
て
の
竝
々
な
ら
ぬ
自
負
が
存
在
し
て
お
り
、「
聖
書
」
執
筆

敎
科
書
編
集
の
給
料
の
一

を
く
れ
た
。
七
十
元
あ
っ
た）

（（
（

」、
翌
四
〇
年
一
⺼
五

日
に
「〔
沈
〕
從
文
が
給
料
を
持
っ
て
き
た）

（（
（

」
と
あ
る
の
で
、
一
九
三
九
年
を
も

っ
て
、
少
な
く
と
も
朱
自
淸
の
こ
の
仕
事
へ
の
分
擔
は
終
了
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
想
像
で
き
る
。
た
だ
沈
從
文
は
、
翌
一
九
四
〇
年
五
⺼
七
日
付
長
兄
へ
の
手
紙

に
「
私
た
ち
は
六
⺼
の
半
ば
に
は
た
ぶ
ん
授
業
が
終
了
す
る
で
し
ょ
う
。
で
も
休

み
に
な
っ
た
ら
敎
科
書
の
編
集
を
急
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん）

（（
（

」
と
書
い
て
お
り
、

あ
る
い
は
四
〇
年
の
中
頃
ま
で
編
集
の
完
成
は
長
引
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

戰
爭
に
よ
る
艱
難
辛

の
中
で
か
く
も
粘
り
强
く
編
集
作
業
が
繼
續
さ
れ
た
彼

ら
の
中
學
國
語
敎
科
書
で
あ
っ
た
が
、
結
局
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現

在
ま
で
原
稿
や
記
錄
も
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
敎
科
書
に
ど
の
よ
う
な
作
品

が
採
ら
れ
た
か
な
ど
の
具
體
的
な
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
梁
實
秋
の

一
九
八
五
年
の
回
想
を
見
よ
う
。

　

抗
日
戰
線
が
國
民
政
府

治
地
區
に
逹
し
た
頃
、
敎

長
は
陳
立
夫

氏
だ
っ
た
。
彼
は
抗
戰
用
の
敎
科
書
を
編
集
す
べ
き
だ
と
言
い
、そ
こ
で〔
中

略
〕
沈
從
文
が
編
集
し
た
も
の
を
私
に
讀
ま
せ
て

斷
さ
せ
た
。
私
が
讀
ん

だ
も
の
は
良
く
編
ま
れ
て
い
た
が
程
度
が
高
す
ぎ
、
な
お
か
つ
抗
戰
用
の
も

の
で
も
な
か
っ
た
た
め
に
、
敎

次
長
だ
っ
た
張
衟

の
主
宰
に
よ
っ
て

別
の
敎
科
書
が
編
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
が
小
中
學
校
用
の
國
語
敎
科

書
を
編
集
し
、
當
時
は
皆
が
そ
れ
を
使
い
、
沈
從
文
〔
中
略
〕
が
編
集
し
た

方
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
編
ん
だ
も
の
は
、
當
時
の
狀
況
に
合
わ
な

か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
や
は
り
出
版
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
版

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
實
に
殘
念
だ
っ
た
と
思
う）

（（
（

。

　

こ
の
言
に
據
れ
ば
、
沈
從
文
ら
の
編
ん
だ
國
語
敎
科
書
の
內
容
は
對
日
抗
戰
に
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の
時
朞
に
あ
っ
て
、
沈
從
文
の
〝
沈
默
〟
は
、
自
ら
の
使
命
に
沒
頭
す
る
「
專
門

家
」
と
し
て
時
局
と
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
創
作
者
の

壘
を
守

ろ
う
と
す
る
意
志
を
表
朙
す
る
言

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

日
中
交
戰
時
朞
に
お
け
る
沈
從
文
の
漂
泊
を
見
た
時
、
そ
れ
は
恰
も
、
一
六
歲

か
ら
地
方
軍
閥
の
兵
士
と
し
て
湘
西
各
地
を
轉
々
と
し
た
あ
げ
く
單
身
北
京
に

「
學
問
」
を
求
め
て
出
立
し
、
そ
の
後
各
地
で

々
の
紆
餘
曲
折
を
經
な
が
ら
も

作
家
と
し
て
激
動
の
民
國
社
會
を
「
生
き
延
び
て
」
き
た
彼
の
內
面
の
軌
跡
を
な

ぞ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る）

（（
（

。
邊

の
町
か
ら
上
京
し
た
沈
從
文
は
、

二
〇
年
代
の
北
京
で
、
そ
の
出
自
に
起
因
す
る
複
雜
な
、
そ
し
て
根
深
い
抑
鬱
を

抱
え
込
み
、
そ
こ
か
ら
獨
特
の
自
我）

（（
（

を
形
成
し
て
い
っ
た
。
自
ら
の
經
驗
と
一
本

の
筆
を
賴
り
に
作
家
と
し
て
の
運
命
を
切
り
拓
い
て
き
た
彼
は
、
そ
の
特

な
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
受
け
容
れ
、
卓
越
し
た
創
作
能
力
を

え
、
そ
れ
に
正
當
な

評
價
を
與
え
る
よ
う
な
環

を
終
始
求
め
て
い
た
が
、
民
國
社
會
に
そ
の
身
の
置

所
、
自
負
を

ち
着
か
せ
る
場
處
を
見
い
だ
せ
ず
さ
ま
よ
い
續
け
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。

　

敎
科
書
編
纂
事
業
へ
の
參
與
は
創
作
者
と
し
て
の
彼
に
必
ず
し
も
內
面
の

足

を
與
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
楊
振
聲
・
朱
自
淸
と
の
六
年
閒
に
わ
た

る
協
働
は
、
彼
の
經
濟
的
基
盤
と
な
り
、
日
中
開
戰
後
の
社
會
的
混
亂
の
中
で
、

沈
從
文
を
し
て
西
南
聨
合
大
學
中
文
系
と
い
う
一
九
四
〇
年
代
中
國
に
お
け
る

「
新
文
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
砦
に
腰
を
据
え
さ
せ
る
機
緣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
彼
の
內
側
か
ら
餘
す
と
こ
ろ
無
く
跡
付
け
る
こ
と
は
、

本
稿
の
手
に
餘
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
戰
亂
に
よ
る

離

の
中
で
人
生
の
岐
路
を
歬
に
し
た
時
、
沈
從
文
が
常
に
敎
科
書
編
纂
事
業
、
そ
し

て
遷
移
す
る
大
學
と
運
命
を
共
に
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
根
底
に
存
在
し

た
で
あ
ろ
う
「
自
負
」
と
「
自
卑
」
の
相
克
す
る
㊒
り

を
や
は
り
感
じ
ず
に
は

へ
の
信
念
に

え
ら
れ
た
矜
持
の
表
れ
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。　

　

戰
爭
が
始
ま
る
や
、
敎
科
書
編
纂
事
業
は
沈
從
文
に
、
つ
い
に
は
大
陸
を
縱
斷

す
る
程
の
漂
泊
を
促
し
た
。
こ
の
漂
泊
は
彼
に
故
鄕
湘
西
へ
の
旅
と
「
聖
書
」
執

筆
の
機
會
を
與
え
、
そ
こ
で
『
長
河
』
が
生
み
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
長

編
小
說
は
最
初
の
第
一

が
發
表
さ
れ
た
時
、
當
局
に
よ
る
審
査
差
し
押
さ
え
と

い
う
事
實
上
の
發
禁
を
受
け
る
憂
き
目
に
遭
い
、
一
九
四
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や

く
單
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
際
に
も
大
幅
な
削
除
を
餘
儀
な
く
さ
れ
、
結
果
と

し
て
第
二

以
下
は
書
き
繼
が
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
の
構
想
そ
の
も
の
が
實
現
し

た
と
は
と
て
も
言
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
狀
況
の
中
で
、
沈
從
文
の
〝
沈
默
〟

は
、
あ
る
積
極
的
な
意
味
を
生
じ
响
き
を
轉
じ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

一
九
三
九
年
一
⺼
、
西
南
聨
合
大
學
で
發
行
さ
れ
た
雜
誌
『
今
日
評
論
』
に
發

表
さ
れ
た
「
一
般
或
特
殊
」
で
沈
從
文
は
、
全
て
の
文
學
は
抗
戰
に
奉
仕
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
時
局
の
要
求
に
對
し
て
獨
自
の
立
場
か
ら

議
を
唱
え
て
い
る
。

　
〔
抗
戰
の
た
め
の
〕
宣
傳
性
を
持
た
な
い
仕
事
、
沈
默
の
ま
ま
努
力
す
る
必

要
が
あ
り
、
な
お
か
つ
さ
ら
に
時
閒
と
辛
抱
を
要
す
る
仕
事
は
、
ど
れ
も
み

な
誤
解
さ
れ
や
す
く
皮
肉
の
對
象
と
さ
れ
や
す
い
。〔
中
略
〕
社
會
の
本
當

の
意
味
で
の
進
步
は
、
た
ぶ
ん
や
は
り

務
の
上
で
特
殊
性
を
㊒
し
て
い
る

專
門
家
た
ち
や
、
態
度
の
上
で
寡
默
な
作
家
た
ち
が
、
各
々
の
力
を
盡
く
す

こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。〔
中
略
〕
そ
の
よ
う
な
沈
默

の
中
で
身
を
粉
に
す
る
態
度
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
や
は
り
特
殊
な
も
の
と

言
う
し
か
な
い
が
、
そ
れ
が
未
來
に
お
い
て
は
一
般
と
な
る
こ
と
を

ん
で

や
ま
な
い）

（（
（

。

　

戰
局
が
長
朞
化
を
呈
し
、
國
民
政
府
が
す
で
に
消
耗
戰
略
へ
移
行
し
て
い
た
こ



沈
從
文
の
沈
默
と
漂
泊

二
〇
三

お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

㊟
（
１
）　

そ
の
經
緯
と
編
集
作
業
の
實
際
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
自
負
と
自
卑　
沈
從
文
の

民
國
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業
へ
の
關
わ
り
に
つ
い
て
」（『
野

』
九
四
、
二
〇
一
四

年
八
⺼
）
お
よ
び
「
作
家
た
ち
の
編
ん
だ
國
語
敎
科
書
〔
１
〕
〜
〔
５
〕」（『
中
國

文

硏
究
會
會
報
』
三
九
三
〜
三
九
八
號
、
二
〇
一
四
年
七
〜
十
二
⺼
）
を
參
照
。

（
２
）　

羅
崗
「
文
學
敎

與
文
學
史　
中
國
現
代
〝
文
學
〟

念
建
構
的
一
個
側
面
」（『
今

天
』
一
九
九
五
年
第
四
朞
）
の
ま
と
め
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
二
二
年
に
周
作
人
が

胡
㊜
の
紹
介
を
受
け
燕
京
大
學
で
初
め
て
「
中
國
文
學
系
の
新
文
學
ク
ラ
ス
」
を
擔

當
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
一
九
二
八
年
に
楊
振
聲
が
淸

大
學
中
文
系
の
主
任
と

し
て
「
中
國
新
文
學
硏
究
」
等
の
授
業
を
開
設
し
朱
自
淸
と
と
も
に
こ
の
衟
を
開
拓

し
た
こ
と
、
一
九
三
一
年
北
京
大
學
中
國
文
學
系
で
胡
㊜
が
「
新
文
學
試
作
」
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
を
考
案
し
、
周
作
人
に
具
體
的
な
授
業
計
畫
を
求
め
、
周
が
徐
志
摩
ら

に
授
業
を
擔
當
さ
せ
た
こ
と
を
經
て
、
一
九
三
八
年
に
敎

が
朱
自
淸
ら
に
「
大

學
中
文
系
」
科
目
の

案
を
依
賴
し
、
こ
れ
が
一
九
三
九
年
「
分
系
必
修
選
修
科
目

表
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
「〝
新
文
學
〟
は
こ
れ
で
正
式
に
大
學
の
奧
深
く

に
到
逹
し
た
と
言
え
よ
う
（
至
此
，〝
新
文
學
〟
可
謂
在
大
學
裡
正
式
登
〝
堂
〟
入

〝
室
〟）」。（
參
照
・
引
用
は
李
陀
編
選
『
昨
天
的
故
事　
關
於
重
寫
文
學
史
』
生
活
・

讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
一
六
五
〜
一
六
七
頁
）
本
稿
で
は
、
い
わ

ゆ
る
「
新
文
學
」
の
こ
の
よ
う
な

れ
を
「
新
文
學
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
の
成
立
と
み

な
し
て
い
る
。

（
３
）　

大
學
當
局
に
よ
る
學
生
管
理
、
及
び
滿
洲
事
變
に
對
す
る
政
府
政
策
へ
の
批

を

目
的
と
し
た
學
生
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
混
亂
を

め
る
た
め
、
一
九
三
二
年
七
⺼

敎

は
靑
島
大
學
を
解
散
す
る
に
至
っ
た
。（
劉
增
人
・
王
煥
良
主
編
『
靑
島
高

等
敎

史
（
現
代
卷
）』
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
六
〜
一
四
二
頁
を
參

照
）

（
４
）　

同
㊟（
1
）、「
自
負
と
自
卑　
沈
從
文
の
民
國
國
語
敎
科
書
編
纂
事
業
へ
の
關
わ
り

に
つ
い
て
」
を
參
照
。

（
５
）　

盧
勈
「
早
朞
抗
戰
的
重
要
機
構　
國
防
設
計
委
員
會
述
略
」（
中
國
社
會
科
學
院
近

代
史
硏
究
所
『
抗
日
戰
爭
硏
究
』
七
三
、
二
〇
〇
九
年
、
第
三
朞
）

（
６
）　

一
九
三
六
年
十
⺼
發
行
九
版
〔
八
⺼
初
版
〕
の
端
書
に
は
、
こ
の
書
は
元
々
「
㊮

源
委
員
會
」
の
編
集
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
本
館
」
が
「
時
代
の
需
要
に
す

こ
ぶ
る
㊜
應
で
き
る
（
頗
能
㊜
應
時
代
之
需
要
）」
と
認
め
た
た
め
「

會
の
同
意
」

を
得
て
「
本
館
主
編
の
敎
科
書
」
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
を
特
記
聲
朙
す
る
旨
が
謝

意
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）　
「
日
記
（
上
）」
朱
喬
森
編
『
朱
自
淸
全
集
』（
九
）
日
記
編
、
江

敎

出
版
社
、

一
九
九
七
年
、
四
二
二
頁
。「
下
午
進
城
，
遇
新
自
南
方
歸
來
的
沈
從
文
，
謂
楊
代

表
敎

與
正
中
、
商
務
、
中

、
世
界
簽
訂
合
同
。
四
書
店
五
年
內
每
年
提
供
編

輯
費
二

圓
云
。」

（
８
）　

こ
の
契
約
の
背
景
と
し
て
、
滿
洲
事
變
後
、
敎

に
敎
科
書
國
定
化
へ
の
動
き

が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）　
「
從
文
自
傳
」
は
一
九
三
二
年
に
靑
島
大
學
で
執
筆
さ
れ
た
が
、
出
版
さ
れ
た
の

は
一
九
三
四
年
七
⺼
（
第
一
出
版
社
）
で
あ
っ
た
。

（
10
）　

檜
山
久
雄
「
太
古
へ
の
鄕
愁
」『
現
代
中
國
文
學
全
集
⺼
報
』（
９
）、
河
出
書
房
、

一
九
五
四
年
、
一
頁
。

（
11
）　

沈
從
文
「『
湘
西
散
記
』
序
」（『
讀
書
』
第
二
朞
、
一
九
八
二
年
二
⺼
。
引
用
は

『
沈
從
文
全
集
』
第
十
六
卷
、
北
嶽
文

出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
八
七
頁
）「
正

是
我
學
習
用
筆
比
較
成
熟
，
也
是
我
一
生
生
命
力
最
旺
盛
的
那
幾
年
。」

（
12
）　

井
省
三
、
大
木
康
『
新
し
い
中
國
文
學
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
年
、

一
六
四
頁
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

二
〇
四

（
13
）　

こ
の
段

の
、
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
歬
半
の
中
國
社
會
に
お
け
る
知

人
の
㊒
り

と
そ
の
言
論
活
動
の
政
治
化
に
つ
い
て
は
、
石
川
禎
浩
『
革
命
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム1925

−1945　
シ
リ
ー
ズ
中
國
現
代
史
③
』
岩
波
新
書
、
八
二
〜
九

八
頁
を
參
照
し
た
。

（
14
）　
『
大
公
報
・
文

副
刊
』
の
編
集
委
員
は
楊
振
聲
、
沈
從
文
、
朱
自
淸
、
林
徽
因
、

鄧
以
蟄
、
周
作
人
で
あ
っ
た
が
、
實
際
の
編
集
作
業
は
沈
從
文
が
擔
っ
た
。
沈
從
文

の
文
學

の
『
大
公
報
・
文

副
刊
』
編
集
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
劉
淑
玲
『『
大

公
報
』
與
中
國
現
代
文
學
』（
河
北
敎

出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
の
第
二

「〝
文

副
刊
〟
與
京
派
作
家
群
：
輝
煌
的
30
年
代
（1935

−1937

）」
に
詳
し
い
。

（
15
）　
「
魯
迅
と
沈
從
文　
「
文
學
者
的
態
度
」
か
ら
「
七
論
〝
文
人
相
輕
〟―

兩
傷
」
ま

で
」『
沈
從
文　
人
と
作
品
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
六
⺼
、
二
六
四
頁
。

（
16
）　
「
文
學
者
的
態
度
」『
大
公
報
・
文

副
刊
』（
天
津
）
第
八
朞
、
一
九
三
三
年
十

⺼
十
八
日
（
引
用
は
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
十
七
卷
、
五
〇
頁
）「
一
面
記
錄
了

這
時
代
廣
泛

悶
姿
態
，
一
面
也
就
將
顯
示
出
民
族
復
興
的
健
康
與
快
樂
生
機
」

（
17
）　
『
大
公
報
・
文

』（
天
津
）
一
九
三
六
年
十
⺼
二
五
日
、
署
名
は
炯
之
。

（
18
）　

こ
の
論
爭
に
お
け
る
沈
從
文
の
立
場
を
論
じ
た
も
の
に
、
尾
崎
文
昭
「「
反
差
不

多
論
爭
」（
一
九
三
七
年
）
に
見
る
沈
從
文
と
南
北
文
壇
の
位
置
關
係
」（『
東
洋
文

化
』
六
五
、
一
九
八
五
年
三
⺼
）
が
あ
る
。

（
19
）　
『
今
日
評
論
』
第
一
卷
第
四
朞
、
一
九
三
九
年
一
⺼
二
二
日
（
歬
揭
『
沈
從
文
全

集
』
第
十
七
卷
、
二
六
〇
〜
二
六
四
頁
）

（
20
）　

今
村
與
志
雄
「
解
說
」『
魯
迅
全
集　
八　
且
介
亭
雜
文
・
且
介
亭
雜
文
二
集
・
且

介
亭
雜
文
末
集
』
學
習
硏
究
社
、
一
九
八
四
年
、
七
三
四
頁
。

（
21
）　
『
文
季
⺼
刊
』
第
一
卷
第
六
朞
、
一
九
三
六
年
十
一
⺼
（
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』

第
十
四
卷
、
一
〇
四
〜
一
〇
八
頁
）

（
22
）　

錢
理
群
は
、
沈
從
文
の
こ
の
時
の
〝
沈
默
〟
は
、
沈
の
四
〇
年
代
の
創
作
上
に
生

じ
た
大
き
な
變
化
を
準
備
す
る
も
の
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。（『1948

：
天
地
玄

黃
』
山
東
敎

出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
二
四
九
頁
）

（
23
）　

同
㊟（
21
）、
一
〇
四
頁
。「
我
沈
默
了
兩
年
。
這
沈
默
顯
得
近
於
㊒
點
自

，
㊒

點
衰
老
。
是
的
。
古
人
說
：〝
玩
物
喪
志
〟，
兩
年
來
我
似
乎
就
在
用
某
種
癖
好
繫
住

自
己
。
我
的
癖
好
近
於
壓
制
性
靈
的
碇
石
，
鉸
殘
理
想
的
剪
子
。
需
要
它
，
我
纔
能

够
貼
近
地
面
，
不
至
於
轉
入
虛
無
。」

（
24
）　

同
㊟（
21
）、
一
〇
七
頁
。「
希

它
長
久
存
在
」

（
25
）　

同
㊟（
21
）、
一
〇
七
頁
。「
作
品
能
存
在
，
仰
賴
讀
者
，
然
對
讀
者
在
乎
諬
發
，

不
在
乎
媚
悅
。」

（
26
）　

同
㊟（
21
）、
一
〇
八
頁
。「
我
覺
得
我
應
當
努
力
來
寫
一
本
《
聖
經
》
了
，
這
經

典
的
完
成
，
不
在
增
加
多
數
人
對
於
天
國
的
迷
信
，
卻
在
說
朙
人
力
的
可
信
。」

（
27
）　
「
滇
雲
浦
雨
話
從
文
」（
吉
首
大
學
沈
從
文
硏
究
室
『
長
河
不
盡
　
懷
念
沈
從
文

先
生
』
湖
南
文

出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
四
九
頁
）「
當
時
敎

成
立
一
個
敎

材
編
審
委
員
會
，
楊
振
聲
負
責
編
審
各
級
學
校
語
文
敎
材
，
就
延
聘
從
文
在
那
裡
工

作
。
由
此
，
從
文
㊒
了
一
個
固
定
的

業
，
㊒
⺼

可
以
應
付
生
活
。
但
這

一

來
，
寫
作
就
成
爲
他
的
業
餘
事
務
，
在
他
的
精
神
生
活
上
，
㊒
些
主
客
顚
倒
。
於
是

他
不
得
不
擠
出
時
閒
來
從
事
寫
作
，
常
常
在
信
裡
說
，
他
寄
我
的
稿
子
是

鼻
血

寫
的
。」

（
28
）　

同
㊟（
21
）、
一
〇
四
頁
。「
我
走
了
一
條
近
於
一
般
中
年
人
生
活
內
斂
以
後
所
走

的
僻
路
。
寂

一
點
，
冷

一
點
，
然
而
同
別
人
一

是
〝
生
存
〟。
或
者
這
種
生

存
從
別
人
看
來
叫
做
〝

後
〟，
那
無
關
係
。」

（
29
）　

上
海
に
お
け
る
沈
從
文
・
胡
也
頻
・
丁
玲
に
よ
る
雜
誌
出
版
事
業
に
つ
い
て
は
、

吉
田
富
夫
「
雜
誌
『
紅
黑
』」『
中
國
文
學
報
』
第
五
〇
册
、
一
九
九
五
年
四
⺼
を
參

照
。

（
30
）　

沈
虎
雛
編
「
沈
從
文
年
表

編
」
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
附
卷
、
二
一
頁
。

（
31
）　

吳
世
勈
編
『
沈
從
文
年
譜
（1902

−1988

）』
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、

一
九
一
頁
。
な
お
本
稿
の
沈
從
文
に
關
す
る
經
歷
事
歷
事
項
は
主
と
し
て
此
書
に
據



沈
從
文
の
沈
默
と
漂
泊

二
〇
五

っ
た
。

（
32
）　

同
㊟（
11
）、
三
九
一
頁
。「
北
京
陷

，
八
⺼
十
二
日
大
淸
早
，
我
和
北
大
、
淸

兩
校
一
些
相
熟
敎
師
，

第
一
次
平
津
通
車
過
天
津
，
第
二
天
在
法
租
界
一
個
住

處
，
見
早
報
纔
知
衟
上
海
方
面
已
發
生
戰
事
。
我
們
的
終
點
原
是
南
京
，
由
海
船
去

上
海
路
線
以
斷
絕
，
只
好
等
待
機
會
。〔
…
…
〕
一
切
得
看
氣
運
。
我
們
無
從
較
多

考
慮
，
都
冐
險
上
了
船
。
還
記
得
同
艙
熟
人
中
㊒
美
術
學
院
趙
太
侔
夫
婦
、
淸

大

學
謝
文
炳
夫
婦
、
北
大
朱
光
潛
敎
授
、
楊
今
甫
先
生
等
等
。」

（
33
）　
「
北
大
在
長
沙
」『
北
京
大
學
五
十
周
年
紀
念
特
刊
』（Special issue in 

com
m
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）
三
三
頁
。「
合
北
大
，
淸

，
南
開
三
校
在
長
沙
設
立
臨
時
大
學
，
七
七
事

變
後
，
此
議

醞
釀
于
南
京
，
二
十
六
年
八
⺼
閒
在
南
京
成
立
臨
時
大
學
籌
備
委
員

會
。
除
三
校
校
長
爲
當
然
委
員
外
，
每
校
各
加
一
人
，〔
…
…
〕

以
敎

長

王
世
杰
爲
主
任
委
員
，
敎

次
長
周
炳
琳
爲
主
任
祕
書
。
我
是
事
變
後
八
⺼
二
十

六
日
到
的
南
京
。
因
爲
周
炳
琳
先
生
當
時
不
得
脫
身
去
長
沙
，
我
與
淸

北
大
都
㊒

淵
源
，
南
開
也
多
朋
友
，
才
把
我
代
替
了
他
。
於
是
我
以
籌
備
委
員
的
㊮
格
於
九
⺼

初
與
梅
⺼
涵
先
生
到
了
長
沙
。」

（
34
）　

一
九
三
六
年
七
⺼
よ
り
「
敎

敎
科
用
書
編
輯
委
員
會
」
に
屬
し
て
い
た
ら
し

い
。（
王
由
靑
『
張
衟

的
文
宦
生
涯
』
團
結
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
九
頁
）

（
35
）　

長
沙
臨
時
大
學
及
び
西
南
聨
合
大
學
成
立
の
經
緯
や
狀
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
西

南
聯
合
大
學
北
京
校
友
會
編
『
國
立
西
南
聯
合
大
學
校
史
（
修
訂
版
）　
一
九
三
七
至

一
九
四
六
年
的
北
大
、
淸

、
南
開
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
楠
原

俊
代
『
日
中
戰
爭
朞
に
お
け
る
中
國
知

人
硏
究　
も
う
ひ
と
つ
の
長
征
・
國
立
西

南
聯
合
大
學
へ
の
衟
』（
硏
文
出
版
、
一
九
九
七
年
）
等
を
參
照
し
た
。

（
36
）　

姬
田
光
義
「
總
論　
日
中
戰
爭
朞
、
中
國
の
地
域
政

と
日
本
の

治
」（
姬
田
光

義
、
山
田
辰
雄
編
）『
日
中
戰
爭
の
國
際
共
同
硏
究
１
・
中
國
の
地
域
政

と
日
本

の

治
』
慶
應
義
塾
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
六
年
、
六
頁
。

（
37
）　

同
㊟（
11
）、
三
九
一
頁
。「
我
就
和
幾
個
朋
友
暫
留
武
漢
借
武
大
圖
書
館
工
作
。」

（
38
）　
「
他
是
不
應
被
遺
忘
的　
懷
念
楊
振
聲
師
」『
瞭

』
一
九
九
三
年
第
一
朞
、
三
七
頁
。

「
一
九
三
七
年
〝
八
一
三
〟
後
全
面
抗
戰
開
展
，
我
被
《
大
公
報
》
遣
散
了
，
就
偕

〝
小
樹

〟

到
武
漢
。〔
…
…
〕
他
們

容
了
我
們
這
對
難
民
。
我
也
就
成
了
楊

先
生
主
持
的
敎
科
書
寫
作
班
子
的
一
名
臨
時
成
員
。
我
們
先
在
珞
珈
山
脚
下
租
了
一

住
房
。〔
…
…
〕
平
時
我
去
武
漢
大
學
圖
書
館
選
敎
材
竝
寫
講
解
。
遇
到
拉

報
，

就
跑
進
附
近
小
樹
林
躱
空

。」

（
39
）　

同
㊟（
31
）、
一
九
六
頁
。

（
40
）　
「
復
沈
雲
麓　19371203

武
昌
」
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
十
八
卷
、
二
七
二
頁
。

「
縱
不
能
工
作
，
還
可
隨
同
大

分
辦
敎

的
向
上
退
，
上
貴
州
或
雲
南
。
戰
事

不
到
湘
西
，
我
也
許
還
可
以
在
本
鄕
做
點
事
，
服
服
務
。
目
歬
在
聽
楊
先
生
來
信
，

看
什
麼
辦
法
好
一
些
，
妥
當
一
些
。」

（
41
）　
「『
湖
南
的
西
北
角
』
序
言
」『
益
世
報
・
文
學
週
刊
』
一
九
四
七
年
八
⺼
二
日
（
引

用
は
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
十
六
卷
、
三
五
三
頁
）「
由
北
而
南
一
段
旅
行
經
驗
，

已
朙
白
全
國
性
戰
爭
意
義
。」

（
42
）　
『
湘
西
』
に

め
ら
れ
た
諸
篇
は
一
九
三
八
年
八
⺼
か
ら
十
一
⺼
ま
で
香
港
『
大

公
報
・
文

』
に
連
載
發
表
さ
れ
た
。

（
43
）　
「
長
河
」
は
一
九
三
八
年
八
⺼
か
ら
十
一
⺼
ま
で
香
港
『
星
島
日
報
・
星
座
』
に

連
載
發
表
さ
れ
た
。

（
44
）　
「
題
記
」『
大
公
報
・
文

副
刊
』
第
六
一
朞
、
一
九
三
四
年
四
⺼
二
五
日
。（
引

用
は
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
八
卷
、
五
九
頁
）「
我
竝
不

此
而
止
，
還
預
備
給

他
們
一
種
對
照
的
機
會
」

（
45
）　
「
金
元
時
代
に

行
し
た

文
歌
曲
の
形
式
」。（
尾
崎
雄
二
郞
、
竺
沙
雅

、
戶

川

郞
編
『
中
國
文
化
史
大
事
典
』〔
執
筆
は
金
文
京
〕
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
三
年
、



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
七
集

二
〇
六

四
五
三
頁
）

（
46
）　
「
三
姐
夫
沈
二
哥
」『
海
內
外
』
二
八
、
一
九
八
〇
年
。
引
用
は

編
『
我
所
認

的
沈
從
文
』
嶽
麓
書
社
、
一
九
八
六
年
、
九
頁
。「
那
時
沈
二
哥
〔
…
…
〕
仍
還

繼
續

編
敎
科
用
書
，
地
點
在
靑
雲
街
六
號
。
楊
振
聲
領
首
，
但
他
不
常
來
。
朱
自

淸
約
一
周
來
一
二
次
。
沈
二
哥
、
汪
和
宗
與
我
經
常
在
那
小
樓
上
。
沈
二
哥
是
總
編

輯
，
歸
他
選
小
說
，
朱
自
淸
選
散
文
，
我
選
點
散
曲
，

做
㊟
解
，
汪
和
宗
抄
寫
。」

（
47
）　
「
日
記
（
下
）」（
朱
喬
森
編
『
朱
自
淸
全
集
』（
十
）
日
記
編
、
江

敎

出
版
社
、

一
九
九
八
年
、
二
四
頁
）「
沈
太
太
吿
以
敎

委
員
會
函
催
完
成
敎
科
書
。」

（
48
）　
「
致
沈
雲
麓　19390515

昆
朙
」（
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
十
八
卷
、
三
六
七

〜
八
頁
）「
工
作
年
底

吿
結
束
，
將
來
必
不
繼
續
。
預
計
可
作
數
種
生
活
法
，
或

編
報
，
或
敎
書
，
或
上
歬
方
到
任
何
一
軍
去
看
看
，
或
回
鄕
住
下
來
，
寫
點
文

。

論
個
人
趣
味
我
想
到
處
走
走
，
爲

子
便
利
我
得
敎
書
，
爲

千
讀
書
人
計
，
我
得

寫
文

。
或
許
上
述
各
辦
法
均
無
從
實
現
，
末
了
還
是
聽
天
由
命
。」

（
49
）　

同
㊟（
47
）、
二
八
頁
。「
今
甫
提
議
聘
請
沈
從
文
爲
師
院
敎
師
，
甚
困
難
。」

（
50
）　

同
㊟（
47
）、
三
一
頁
。「
早
，
訪

田
，
商
談
以
從
文
爲
助
敎
〔
…
…
〕
結
果
甚

滿
意
。」

（
51
）　

同
㊟（
47
）、
三
二
頁
。「
從
文
同
意
任
聯
大
師
院
講
師
之

務
。」

（
52
）　

同
㊟（
35
）、『
國
立
西
南
聯
合
大
學
校
史
（
修
訂
版
）　
一
九
三
七
至
一
九
四
六
年

的
北
大
、
淸

、
南
開
』
八
九
頁
。

（
53
）　

尾
崎
文
昭
「
王
瑤
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　
西
南
連
合
大
學
の
思
い
出
」（『
鄔
其
山
』
七
、

一
九
八
五
年
三
⺼
、
三
頁
）

（
54
）　

師
範
學
院
國
文
學
系
は
主
任
以
下
の
主
要
な
成
員
を
文
學
院
中
文
系
敎
員
が

任

し
て
い
た
。（
同
㊟（
35
）、『
國
立
西
南
聯
合
大
學
校
史
（
修
訂
版
）　
一
九
三
七
至
一

九
四
六
年
的
北
大
、
淸

、
南
開
』
三
〇
四
頁
）

（
55
）　

西
南
聨
合
大
學
敎
員
と
な
っ
た
沈
從
文
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
56
）　

同
㊟（
47
）、
二
五
頁
。「
完
成
敎
科
書
的
最
後
一
篇
課
文
。」

（
57
）　

同
㊟（
47
）、
二
五
頁
。「
爲
敎
科
書
內
文

做
㊟
解
，

了
一
整
天
」

（
58
）　

同
㊟（
47
）、
三
九
頁
。「
與
楊
商
談
敎
科
書
編
輯
問
題
。」

（
59
）　

同
㊟（
47
）、
四
三
頁
。「
上
午
與
今
甫
、
從
文
定
敎
科
書
第
一
本
與
第
二
本
目

錄
。」

（
60
）　

同
㊟（
47
）、
四
四
頁
。「
檢
査
敎
科
書
第
一
册
。」

（
61
）　

同
㊟（
47
）、
四
六
頁
。「
作
好
第
五
册
與
第
六
册
敎
科
書
目
錄
。」

（
62
）　

同
㊟（
47
）、
五
〇
頁
。「
審
査
敎
科
書
第
三
册
及
第
四
册
，
㊒
些
㊟
釋
頗
好
。」

（
63
）　

同
㊟（
47
）、
五
一
頁
。「
審
完
敎
科
書
第
五
、
六
册
。」

（
64
）　

同
㊟（
47
）、
七
二
頁
。「
訪
沈
從
文
先
生
，
他
交
來
了
一

分
編
寫
敎
科
書
的

水
，

爲
數
七
十
元
。」

（
65
）　

同
㊟（
47
）、
七
四
頁
。「
從
文
帶
來
⺼

。」

（
66
）　
「
致
沈
雲
麓　19400507

昆
朙
」
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
十
八
卷
、
三
八
四
頁
。

「
我
們
六
⺼
半

或
可
能
結
束
課
程
，
假
中
要
趕
編
敎
科
書
。」

（
67
）　
「

沈
從
文
」『
聯
合
文
學
』
第
二
七
朞
、
一
九
八
七
年
一
⺼
。
引
用
は
陳
子
善

編
『
梁
實
秋
文
學
回

錄
』
嶽
麓
書
社
、
一
九
八
九
年
、
三
八
三
頁
。「
抗
戰
到
後
方
，

敎

長
是
陳
立
夫
先
生
。
他
說
要
編
一
套
抗
戰
用
的
敎
科
書
，
於
是
把
〔
…
…
〕

沈
從
文
編
的
給
我
看
。
我
看
了
是
編
得
很
好
，
可
是
程
度
高
，
而
且
也
不
是
抗
戰
用

的
，
就
由
敎

次
長
張
衟

主
持
另
編
一
套
。
我
編
中
小
學
國
文
課
本

分
，
那
時

大
家
都
用
，
沈
從
文
〔
…
…
〕
編
的
那
套
就
放

。
我
覺
得
他
們
編
的
只
是
當
時
不

㊜
用
，
還
是
可
以
印
出
來
，
沒
㊒
印
出
來
很
可
惜
。」

（
68
）　

盧
西
奇
『
梁
實
秋
傳
』
中
央
民
族
大
學
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
七
二
頁
。

（
69
）　

同
㊟（
34
）、『
張
衟

的
文
宦
生
涯
』
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
。

（
70
）　

陳
必
祥
編
『
中
國
現
代
語
文
敎

發
展
史
』
雲
南
敎

出
版
社
、
一
九
八
七
年
、

一
五
七
頁
。（
執
筆
は
顧
黃
初
）

（
71
）　

同
㊟（
19
）、
二
六
四
頁
。「
一
切
無
宣
傳
性
的
工
作
，
需
沈
默
努
力
而
且
更
需
時

閒
和
耐
心
的
工
作
，
都
容
易
被
誤
解
，
受
奚

。〔
…
…
〕
不
過
社
會
眞
正
的
進
步
，



沈
從
文
の
沈
默
と
漂
泊

二
〇
七

也
許
還
是
一
些
在
工
作
上
具
特
殊
性
的
專
門
家
，
在
態
度
上
是
無
言
者
的
作
家
，
各

盡
所
能
來
完
成
的
。〔
…
…
〕
這
種
沈
默

幹
的
態
度
，
在
如
今
可
說
還
是
特
殊
的
，

希

它
在
未
來
是
一
般
的
。」

（
72
）　

沈
從
文
は
戰
時
下
の
日
々
を
「
ひ
ど
く
長
く
、
ひ
ど
く
寂
し
く
、
ひ
ど
く
辛
い

（
相
當
長
，
相
當
寂

，
相
當

辛
）」
人
生
の
旅
程
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

（「
從
現
實
學
習
」
歬
揭
『
沈
從
文
全
集
』
第
十
三
卷
、
三
八
九
頁
）

（
73
）　

拙
稿
「〝
鄕
下
人
〟
と
は
何
か　
沈
從
文
と
民
族
意

」『
野

』
四
八
、
一
九
九

一
年
八
⺼
を
參
照
。


