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二

一
、
は
じ
め
に

次
の
文
は
高
行
健
の
『
靈
山
』
の
冐
頭
部
分
で
あ
る
。

（
一
）
你
坐
的
是
长
途
公
共
汽
车
，
那
破
旧
的
车
子
，
城
市
里
淘
汰
下
来
的
，
在

保
养
的
极
差
的
山
区
公
路
上
，
路
面
到
处
坑
坑
洼
洼
，
从
早
起
颠
簸
了
十
二
个

小
时
，
来
到
这
座
南
方
山
区
的
小
县
城
。（
お
ま
え
が
乘
っ
た
の
は
長
距
離
バ
ス
だ
っ

た
。
都
會
で
お
拂
い
箱
に
な
っ
た
ポ
ン
コ
ツ
車
が
、
補
修
の
行
き
屆
い
て
い
な
い
山
衟
を

走
る
。
路
面
は
デ
コ
ボ
コ
だ
ら
け
。
朝
か
ら
十
二
時
閒
搖
ら
れ
續
け
て
、
よ
う
や
く
こ
の

南
方
の
山
閒
の
縣
城
に
着
い
た（

１
）。）

こ
の
文
に
つ
い
て
橋
本
陽
介
は
「
最
初
の
文
で
長
距
離
バ
ス
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
提
示
す
る
と
、
次
に
焦
點
は
古
い
車
體
に
移
動
し
、
そ
し
て
次
の
ま
と
ま
り
で

は
そ
の
車
體
の
說
朙
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
焦
點
は
衟
に
移
動
し
、
そ
の
衟
の
說
朙

を
次
の
言
葉
の
ま
と
ま
り
に
擔
當
さ
せ
る
。
さ
ら
に
つ
ぎ
の
ま
と
ま
り
で
は
衟
が

で
こ
ぼ
こ
な
こ
と
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
搖
れ
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
次
の
フ
レ

ー
ズ
で
到
着
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
焦
點
あ
わ
せ
→
そ
の
說
朙
／
描
寫
／

イ
メ
ー
ジ
→
別
の
も
の
に
焦
點
合
わ
せ
」
と
續
く
。」
と
說
朙
し
た
ほ
か
、『
靈

山
』
の
文
體
を
高
行
健
自
身
の
言
う
「
言
葉
の
流
れ
」
と
し
て
分
析
し
て
い
る（

２
）。

高
行
健
の
言
う
「
言
葉
の
流
れ
」
と
い
う
用
語
は
、
直
接
的
に
は
「
意
識
の
流

れ
」
や
、
バ
フ
チ
ン
の
理
論
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
高
は

同
時
に
そ
の
文
體
に
つ
い
て
、
中
國
語
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
特
徵
を
用
い
た

も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る（

３
）。

い
っ
た
い
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
特
徵
で
あ
ろ
う
か
。

言
語
學
に
お
け
る
硏
究
で
は
、（
一
）
の
よ
う
な
文
の
特
徵
に
つ
い
て
、
呂
叔

湘
が
「
流
水
文
」
と
呼
ん
だ
。
呂
の
言
う
「
流
水
文
」
と
は
、
中
國
語
で
は
「
一

つ
の
節
に
次
の
節
が
續
く
が
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
は
そ
こ
で
終
わ
り
に
し
て
も
い

い
し
、
續
け
て
も
い
い
」
と
い
う
特
徵
を
持
つ
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る（

４
）。

た

だ
し
、
形
式
的
に
嚴
密
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
分
に
印
象

で
そ
う
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
確
か
に
中
國
語
で
は
「
流
れ
る
水
の
よ
う
」
に

文
が
展
開
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
な
ぜ
、
中
國
語
の
あ
る
種
の
文
は
「
流

れ
る
水
の
よ
う
」
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
以
來
「
流
水
文
」

と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
文
に
現
れ
る
中
國
語
表
現
が
、
小
說
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
修
辭
的
な
特
徵
を
擔
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

�

橋
本
陽
介



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
六
三

に
な
る
世
に
も
不
思
議
な
し
ろ
も
の
を
、
實
に
荒
っ
ぽ
い
や
り
く
ち
で
披
露
し
た（

９
）。）

歬
者
は
「
吉
卜
赛
人
」
を
「
一
个
胖
呼
呼
的
、
留
着
拉
碴
胡
子
、
长
着
一
双
雀

爪
般
的
」
が
連
體
修
餝
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
埋
め
込
み
」
で
あ
る
。
一
方
、

後
者
で
は
「
一
个
身
形
肥
大
的
吉
卜
赛
人
」
と
ま
ず
提
示
し
て
か
ら
、「
胡
须
蓬

乱
，
手
如
雀
爪
」
と
、
一
部
の
形
容
を
獨
立
さ
せ
て
後
に
連
續
さ
せ
る
形
式
を
用

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
國
語
に
も
連
體
修
餝
や
連
用
修
餝
は
あ
る
も
の

の
、
そ
う
し
た
手
段
で
は
な
い
方
法
、
す
な
わ
ち
次
々
に
付
加
し
て
い
く
形
式
で

敍
述
す
る
こ
と
が
比
較
的
多
い）

（1
（

。
別
の
小
說
か
ら
も
も
う
二
例
擧
げ
る
。

（
三
）
秋
风
起
，
天
气
凉
，
一
群
群
大
雁
往
南
飞
，
一
会
儿
排
成
个
『
一
』
字
，

一
会
儿
排
成
个
『
人
』
字
，
等
等
。（
秋
風
が
た
ち
、
涼
し
く
な
る
と
、
雁
の
群
れ
が

「
一
」
の
字
に
な
っ
た
り
、「
人
」
の
字
に
な
っ
た
り
し
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
南
へ
飛
ぶ

）
（（
（

。）

（
四
）
有
一
天
她
从
山
上
下
来
，
和
我
讨
论
她
不
是
破
鞋
的
问
题
。（
あ
る
日
山
か

ら
下
り
て
き
た
あ
い
つ
は
自
分
は
ふ
し
だ
ら
で
は
な
い
と
議
論
を
ふ
っ
か
け
て
き
た）

（1
（

。）

（
三
）
で
は
「
一
群
群
大
雁
往
南
飞
（
一
群
の
雁
が
南
に
向
か
っ
て
飛
ぶ
）」
と
動

詞
句
で
示
し
て
か
ら
、
そ
の
描
寫
を
「
一
会
儿
排
成
个
『
一
』
字
，
一
会
儿
排
成

个
『
人
』
字
，
等
等
。（「
一
」
の
字
を
作
っ
た
り
、「
人
」
の
字
を
作
っ
た
り
）」
と
連

續
さ
せ
、
一
つ
の
文
に
ま
と
め
て
い
る
。
一
方
、
井
口
晃
に
よ
る
日
本
語
譯
で

は
こ
の
部
分
を
連
用
修
餝
語
に
變
換
し
て
飜
譯
し
て
い
る
た
め
、「
雁
の
群
れ
が

「
一
」
の
字
に
な
っ
た
り
、「
人
」
の
字
に
な
っ
た
り
し
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
南
へ
飛

ぶ
。」
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
「
埋
め
込
み
」
に
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。（
四
）
は
、
直
譯
す
れ
ば
「
あ
る
日
、
彼
女
は
山
か
ら
下
り
て
き
て
、

私
と
自
分
が
ふ
し
だ
ら
で
は
な
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
討
論
し
た
」
と
な
る
よ

う
に
、
動
詞
句
の
連
續
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
語
譯
は
連
體
修

餝
語
（
埋
め
込
み
）
に
變
換
し
て
い
る
。
日
本
語
は
中
國
語
に
比
べ
て
埋
め
込
み

構
造
を
取
り
や
す
い
言
語
で
あ
る
た
め
、
飜
譯
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
操
作
が
行

二
、「
流
水

」
の
言
語
學
的
特
徵

呂
淑
湘
が
そ
の
名
稱
を
生
ん
で
以
來
、
そ
の
後
の
言
語
學
に
お
け
る
先
行
硏
究

で
は
、「
流
水
文
」
と
は
、
多
く
の
節
か
ら
な
る
複
雜
な
文
で
、
そ
の
節
閒
の
結

び
つ
き
が
相
對
的
に
弱
く
、
な
お
か
つ
接
續
詞
等
も
使
用
し
な
い
よ
う
な
文
で
あ

り
、
た
い
て
い
は
多
く
の
主
語
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る（

５
）。

橋
本
陽
介
は
「
流
水
文
」
と
さ
れ
た
よ
う
な
文
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

G
ivón

の
言
う
「
連
續
」
の
槪
念
を
導
入
す
る
べ
き
だ
と
し
た（

６
）。G
ivón

は
、
文

法
的
複
雜
さ
を
得
る
手
段
と
し
て
、「
埋
め
込
み
」
と
「
連
續serialization

」

の
二
種
類
が
あ
る
と
す
る（

７
）。

中
國
語
は
連
體
修
餝
や
連
用
修
餝
構
造
、
關
係
節
な

ど
「
埋
め
込
み
」
の
手
段
を
相
對
的
に
取
り
に
く
い
言
語
で
あ
り
、
複
文
に
お
け

る
從
屬
節
の
從
屬
度
も
相
對
的
に
低
い
。
そ
の
代
わ
り
に
い
く
つ
も
の
動
詞
句
が

連
な
る
構
造
が
多
い
ほ
か
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
意
味
的
に
は
修
餝
語
と
し
て
埋

め
込
ま
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
成
分
が
比
較
的
獨
立
し
た
㊮
格
で
節
を
作
る
。
つ
ま

り
、
複
雜
な
槪
念
を
表
す
の
に
、「
連
續
」
を
好
む
言
語
で
あ
る
と
い
え
る（

８
）。「

埋

め
込
み
」
と
「
連
續
」
の
手
段
の
違
い
を
、『
百
年
の
孤
獨
』
の
同
一
個
所
の
異

な
る
飜
譯
で
示
す
。

（
二
）
一
个
胖
呼
呼
的
、
留
着
拉
碴
胡
子
、
长
着
一
双
雀
爪
般
的
手
的
吉
卜
赛

人
，
自
称
叫
墨
尔
基
阿
德
斯
，
他
把
那
玩
意
儿
说
成
是
马
其
顿
的
炼
金
术
士
们
创

造
的
第
八
奇
迹
，
并
当
众
做
了
一
次
惊
人
的
表
演
。

　
　
一
个
身
形
肥
大
的
吉
卜
赛
人
，
胡
须
蓬
乱
，
手
如
雀
爪
，
自
称
梅
儿
基
亚
德

斯
，
当
众
进
行
了
一
场
可
惊
可
怖
的
展
示
，
号
称
是
出
自
马
其
顿
诸
位
炼
金
大
师

之
手
的
第
八
大
奇
迹
。

（
手
が
雀
の
足
の
よ
う
に
ほ
っ
そ
り
し
た
髭
っ
つ
ら
の
大
男
で
、
メ
ル
キ
ア
デ
ス
を
名
の

る
ジ
プ
シ
ー
が
、
そ
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
發
朙
な
鍊
金
術
師
の
手
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四

に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
の
修
辭
的
側
面
を
朙
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。一

般
に
、
埋
め
込
み
を
含
む
從
屬
節
を
取
る
方
が
修
辭
的
に
複
雜
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る）

（1
（

。
と
す
れ
ば
中
國
語
は
單
純
な
構
造
な
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ

う
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
歐
米
言
語
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
從
屬
節
」（
從

と
主
の
上
下
關
係
が
朙
確
）
で
は
な
い
形
、
す
な
わ
ち
「
連
續
」
を
用
い
る
形
で
修

辭
的
な
習
慣
も
發
逹
さ
せ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
流
動
す
る
敍
述
と
連
結
⺇
能
を
持
つ
中
閒
節

「
埋
め
込
み
」
で
は
な
く
「
連
續
」
に
よ
っ
て
複
雜
な
觀
念
を
表
す
と
き
、
な

ぜ
「
流
れ
る
水
の
よ
う
」
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
五
）
因
入
山
采
药
，
遇
一
老
人
，
碧
眼
童
颜
，
手
执
藜
杖
，
唤
角
至
一
洞
中
、

以
天
书
三
卷
授
之
曰
、（
そ
れ
で
山
に
入
っ
て
藥
を
取
り
に
行
く
と
、
一
人
の
老
人
に
あ

っ
た
、
碧
眼
童
顏
で
、
手
に
は
藜
の
杖
を
持
っ
て
い
る
、
張
角
を
洞
窟
の
中
へ
と
呼
ぶ
と
、

天
書
三
卷
を
授
け
て
言
っ
た）

（1
（

。）

（
五
）
は
「（
張
角
が
）
山
に
藥
を
取
り
に
行
っ
た
→
（
張
角
が
）
老
人
に
會
っ
た

→
（
そ
の
老
人
は
）
碧
眼
童
顏
だ
っ
た
→
（
そ
の
老
人
は
）
手
に
藜
の
杖
を
持
っ
て

い
た
→
（
そ
の
老
人
は
）
張
角
を
洞
窟
の
中
へ
と
呼
ん
だ
」
と
な
っ
て
い
て
、
途

中
で
主
語
が
交
替
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
語
は
朙
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も

中
國
語
話
者
に
は
誤
解
が
生
じ
る
可
能
性
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
第
一
、
第
二

標
點
節
は
張
角
の
行
動
で
あ
る
が
、
第
二
標
點
節
の
目
的
語
の
位
置
に
「
老
人
」

が
來
る
と
、
次
の
第
三
標
點
節
、
第
四
標
點
節
に
は
そ
の
「
老
人
」
の
形
容
、
狀

態
の
敍
述
が
續
い
て
い
る
（
な
お
、
本
稿
で
は
讀
點
か
ら
讀
點
ま
で
を
一
つ
の
單
位
と

し
て
分
析
す
る
。
こ
の
た
め
、
便
宜
上
そ
の
單
位
を
「
標
點
節
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。

さ
ら
に
第
五
標
點
節
で
は
そ
の
老
人
を
主
語
と
す
る
動
詞
句
へ
と
展
開
し
て
い

わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い）

（1
（

。

中
國
語
で
は
、
比
較
的
獨
立
し
た
節
が
連
續
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
合
的
に
文

を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
完
全
に
獨
立
し
た
節
が
連
續
し
て
い
る
わ
け
で

も
、
節
が
完
全
に
埋
め
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
も
な
く
、
比
較
的
獨
立
し
つ
つ
、

連
續
し
て
い
る
と
い
う
曖
昧
な
點
が
中
國
語
の
テ
ク
ス
ト
形
成
に
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
句
點
で
終
わ
り
に
し
て
も
、
讀
點
で
つ
な
げ
て

も
よ
い
場
合
が
少
な
く
な
い
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

「
流
水
文
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
よ
う
な
複
雜
な
複
文
の
形
式
的
な
記
述
は
、
王

文
斌
・
趙
朝
永
が
示
し
た
よ
う
にSP

1+SP
2+SP

3

…SP
n

と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
Ｓ
は
主
語
、
Ｐ
は
述
語
を
表
す
。
こ
の
主
語
（
Ｓ
）
は
な
い
場
合
が
多
く
、

そ
の
場
合
に
は
述
語
（
Ｐ
）
の
み
に
な
る
。
嚴
密
に
言
え
ば
こ
れ
に
修
餝
語
句
な

ど
が
加
わ
る
が
、
槪
略
的
な
記
述
と
し
て
は
こ
れ
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。「
流
水

文
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｓ
Ｐ
が
比
較
的
多
く
連
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
行

硏
究
で
は
Ｓ
Ｐ
が
ど
の
程
度
續
け
ば
よ
い
の
か
、
Ｓ
Ｐ
閒
の
關
係
が
ど
の
程
度
複

雜
で
あ
れ
ば
そ
う
呼
ん
で
よ
い
か
曖
昧
で
あ
る
。
實
際
に
は
、
Ｓ
Ｐ
が
二
つ
か
ら

な
る
比
較
的
單
純
な
も
の
か
ら
多
數
連
な
る
も
の
ま
で
あ
る
し
、
Ｓ
Ｐ
閒
の
關
係

も
多
樣
で
あ
る
。
こ
の
た
め
文
法
的
に
は
「
流
水
文
」
と
い
う
よ
り
は
、「
連
續

serialization

」
と
呼
ん
だ
方
が
㊜
切
だ
ろ
う
。「
流
水
文
」
と
は
「
流
れ
る
水

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
修
辭
的
な
印
象
か
ら
き
た
命
名
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
修
辭
的
な
側
面
を
捉
え
る
用
語
と
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。「
連

續
」
の
言
語
學
的
な
硏
究
も
ま
だ
途
上
で
あ
り
、
口
語
で
も
多
い
（
日
本
語
等
で

も
口
語
で
は
流
水
文
的
に
な
る
と
思
わ
れ
る
）
が
、
中
國
語
で
は
口
語
だ
け
で
な
く
、

小
說
文
の
よ
う
な
書
き
言
葉
で
も
「
連
續
」
を
發
展
さ
せ
て
き
た
。
小
說
文
に
お

け
る
修
辭
的
な
側
面
の
文
學
的
硏
究
は
ほ
ぼ
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
本
稿
で
は

「
連
續
」
を
用
い
た
文
が
長
く
續
き
、「
流
れ
る
水
の
よ
う
」
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
六
五

Ａ
に
對
し
て
述
語
に
な
っ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
Ｃ
に
對
し
て
は
意
味
か
ら
す
れ

ば
主
語
に
近
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
形
式
上
は
Ｃ
の
主
語
は
現
れ
て
い
な
い
）。

と
す
れ
ば
Ｂ
に
あ
た
る
第
二
標
點
節
は
、
こ
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
述
語

主
語
の
よ
う
な
働
き
を
擔
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
Ｂ
自
體
は

不
變
で
あ
り
な
が
ら
、
Ａ
と
の
關
係
に
お
け
る
Ｂ
、
さ
ら
に
Ｂ
と
の
關
係
に
お
け

る
Ｃ
で
、
そ
の
役
割
が
變
化
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
敍
述
が
流
れ
て
い
く
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
要
因
は
、
Ｂ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
標
點
節
を
「
連
結

機
能
を
持
つ
中
閒
節
」
と
呼
ぶ
こ
と
す
る）

（1
（

。
Ｃ
は
、
Ｂ
に
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
Ａ
に
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

後
半
の
節
が
歬
半
の
節
と
直
接
關
係
を
持
っ
て
い
な
い
例
を
他
に
も
み
る
。

（
七
）
小
岛
上
并
不
寂
寞
，
有
时
可
见
树
上
一
些
铁
甲
子
乌
，
黑
如
焦
炭
，
小
如

拇
指
，
叫
得
特
别
干
脆
宏
亮
，
有
金
属
的
共
鸣
。（
小
さ
な
島
で
も
さ
し
て
寂
し
く
は

な
い
。
樹
上
の
鎧
鳥
を
目
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
コ
ー
ク
ス
の
よ
う
に
眞
っ
黑
で
、
親
指

の
よ
う
に
小
さ
く
て
、
と
り
わ
け
高
く
澄
ん
だ
聲
で
鳴
き
、
金
屬
的
な
共
鳴
が
お
こ
る）

（1
（

。）

（
七
）
で
は
、
第
二
標
點
節
の
目
的
語
の
位
置
に
「
铁
甲
子
乌
（
鎧
鳥
）」
が
登

場
す
る
と
、
續
く
第
三
標
點
節
か
ら
五
標
點
節
ま
で
「
黑
如
焦
炭
，
小
如
拇
指
，

叫
得
特
别
干
脆
宏
（
コ
ー
ク
ス
の
よ
う
に
眞
っ
黑
で
、
親
指
の
よ
う
に
小
さ
く
、
と
り

わ
け
高
い
聲
で
鳴
き
）」
と
そ
の
鳥
に
關
す
る
形
容
が
連
續
し
て
い
る
。
だ
が
最
後

の
第
六
標
點
節
「
有
金
属
的
共
鸣
（
金
屬
的
な
共
鳴
が
お
こ
る
）。」
は
そ
の
直
歬
に

出
て
く
る
「
叫
得
特
别
干
脆
宏
（
と
り
わ
け
高
い
聲
で
鳴
き
）」
に
つ
い
て
の
補
足

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、「
島
は
寂
し
く
な
い
（
Ａ
）
→
鎧
鳥
も
見
ら
れ
る

（
Ｂ
）
→
そ
の
色
の
形
容
（
Ｃ
）
→
そ
の
形
の
形
容
（
Ｄ
）
→
そ
の
鳴
き
聲
の
形
容

（
Ｅ
）
→
鳴
き
聲
の
形
容
の
說
朙
（
Ｆ
）」
と
流
れ
る
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
Ａ
→
Ｂ
と
展
開
し
た
上
で
、
そ
の
Ｂ
に
對
し
て
Ｃ
―
Ｅ
が

竝
列
的
に
連
續
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
Ｃ
―
Ｅ
は
Ａ
と
は
關
係
せ
ず
、
Ｂ
に
付

る
。
論
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
第
三
標
點
節
の
歬
に
「
那
老
人
」
の
よ
う
な
主

語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
表
層
上
は
そ
の
主
語

は
出
て
き
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
第
二
標
點
節
の
末
尾
で
「
老
人
」
が
提
起
さ

れ
、
そ
れ
に
直
接
そ
の
形
容
が
續
い
て
い
る
よ
う
に
讀
め
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま

「
老
人
」
を
非
朙
示
的
主
語
と
す
る
動
詞
句
へ
と
展
開
し
て
い
る
。「
連
續
」
で
は

こ
の
よ
う
に
、
歬
の
節
の
目
的
語
に
現
れ
た
名
詞
句
の
形
容
を
續
け
る
こ
と
も
可

能
な
の
で
あ
る
。

（
五
）
の
敍
述
が
流
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
主
語
が
切
り
替
わ

っ
て
い
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
動
詞
句
が
二
つ
續
い
た
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
形

容
に
切
り
替
わ
り
、
さ
ら
に
ま
た
動
詞
句
に
切
り
替
わ
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ

る
。
ま
と
め
れ
ば
「（
張
角
の
）
行
動
→
（
老
人
の
）
描
寫
→
（
老
人
の
）
行
動
」
と

敍
述
が
轉
々
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
は
い
え
、
急
に
切
り
替
わ
る
わ
け

で
は
な
く
、
流
れ
る
水
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
、
氣
が
付
く
と
タ
イ
プ
の
違
う
敍

述
へ
變
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
お
、（
五
）
は
傳
統
的
な
白
話
小
說
か
ら

取
っ
た
例
で
あ
り
、
流
水
文
の
特
徵
も
歷
史
的
に
發
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
現
代
文
學
、
特
に
八
〇
年
以
降
の
テ
ク
ス
ト
を
用
例
と
し
て
用
い

る
こ
と
と
す
る）

（1
（

。

次
に
、「
是
」
が
使
わ
れ
る
節
を
含
む
文
の
例
を
擧
げ
る
。

（
六
）
故
乡
八
月
，
是
多
雾
的
季
节
，
也
许
是
地
势
低
洼
土
壤
潮
湿
所
致
吧
。

（
故
鄕
の
八
⺼
は
霧
の
季
節
だ
。
た
ぶ
ん
地
勢
が
低
く
、
土
壤
が
濕
氣
を
お
び
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う）

（1
（

。）

（
六
）
の
第
二
標
點
節
「
是
多
雾
的
季
节
（
霧
の
季
節
だ
）」
は
第
一
標
點
節
を

主
語
と
し
て
い
る
が
、
第
三
標
點
節
は
そ
う
で
は
な
い
。「
Ａ
は
Ｂ
で
、（
Ｂ
は
）

Ｃ
」
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
Ｃ
に
當
た
る
第
三
標
點
節
は
Ａ
に
當
た
る

第
一
標
點
節
と
は
直
接
關
係
を
結
ん
で
い
な
い
。
中
閒
に
置
か
れ
て
い
る
Ｂ
は
、
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語
と
す
る
動
詞
句
の
連
續
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
三
標
點
節
で
敍
述
さ
れ
た

行
爲
「
便
重
又
散
到
那
市
里
（
再
び
市
內
に
散
っ
て
行
っ
た
）」
に
對
し
て
、
そ
の

樣
子
を
第
四
標
點
節
で
「
花
花
绿
绿
（
色
と
り
ど
り
）」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
そ

の
「
花
花
绿
绿
」
を
第
五
標
點
節
で
「
像
一
片
开
在
市
街
上
的
花
。（
市
の
通
り
に

咲
い
た
芲
の
よ
う
）」
と
さ
ら
に
廣
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
行
動
Ａ
→
行
動
Ｂ
→
行

動
Ｃ
→
行
動
Ｃ
の
形
容
Ｄ
→
Ｄ
に
對
す
る
判
斷
Ｅ
」
と
流
れ
て
い
る
。
第
三
標
點

節
が
そ
の
流
動
を
擔
う
「
連
結
機
能
を
持
つ
中
閒
節
」
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。（
九
）
の
第
二
標
點
節
で
は
、
孔
姓
の
人
た
ち
が
孔
朙
耀
の
後
ろ
に
つ

い
て
き
て
い
る
こ
と
が
敍
述
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
そ
の
「
後
ろ
に
つ
い
て
き
て

い
る
孔
姓
の
人
た
ち
」
の
詳
細
情
報
と
し
て
第
三
標
點
節
、
第
四
標
點
節
が
追
加

さ
れ
る
。
第
五
標
點
節
は
第
三
標
點
節
、
第
四
標
點
節
を
意
味
上
の
大
き
な
主
語

と
し
、
そ
の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
顏
」
に
關
す
る
敍
述
が
連
續
し
て
い
る
。
第
三
標
點

節
と
第
四
標
點
節
が
「
連
結
機
能
を
持
つ
中
閒
節
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
單
に
讀
點
と
句
點
の
使
い
方
の
問
題
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
實
際
、「
身
后
跟
了
无
数
的
孔
姓
人
」
の
後
を
句
點
に

す
れ
ば
、
日
本
語
で
も
そ
の
ま
ま
譯
せ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
國
語
の
「
連

續
」
で
は
意
味
的
に
は
修
餝
す
る
要
素
を
後
續
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、「
男
的

女
的
，
少
少
老
老
」
は
そ
の
歬
の
、「
身
后
跟
了
无
数
的
孔
姓
人
」
を
具
體
的
に

表
し
た
も
の
と
し
て
讀
む
。「
男
的
女
的
，
少
少
老
老
」
は
次
に
「
个
个
脸
上
都

没
了
先
前
和
润
的
光
。」
が
連
續
し
て
初
め
て
、
そ
の
後
續
す
る
節
に
對
す
る
意

味
上
の
主
題
に
變
化
す
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
構
造
で
は
、「
孔
姓
の
人
た
ち
が
つ
い
て
き
て
い
る
→
男
も
女

も
、
老
い
も
若
き
も
→
そ
の
顏
」
と
い
う
よ
う
に
、
付
加
さ
れ
て
い
る
順
番
に
從

っ
て
竝
列
的
に
認
知
し
て
い
く
。
そ
の
歬
に
出
て
く
る
要
素
に
付
加
さ
れ
る
た

め
、
敍
述
が
少
し
ず
つ
流
れ
、
動
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｆ
は
Ｅ
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
と

め
れ
ば
、「
連
續
」
に
お
い
て
は
、
直
歬
の
節
と
の
關
係
だ
け
で
新
た
な
節
を
追

加
で
き
る
。
こ
の
た
め
に
後
半
の
節
が
歬
半
と
直
接
關
係
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と

も
多
い
。
敍
述
が
「
流
れ
る
水
の
よ
う
」
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ

う
な
特
徵
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
取
っ
て
い
る
と
、
ど
の
よ
う
な
修
辭
的
な
效
果
を

持
つ
だ
ろ
う
か
。

四
、「
流
水

」
の
修
辭

析

「
埋
め
込
み
」
と
異
な
り
、「
連
續
」
で
は
、
連
續
す
る
節
が
比
較
的
獨
立
し
て

い
る
。
埋
め
込
ま
れ
た
節
は
主
節
に
從
屬
す
る
た
め
、
背
景
化
さ
れ
や
す
い
。
一

方
、「
連
續
」
で
は
從
屬
し
な
い
の
で
、
背
景
化
さ
れ
ず
、
觀
念
が
竝
列
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
讀
者
と
し
て
は
竝
列
さ
れ
た
觀
念
か
ら

觀
念
へ
と
、
ま
さ
に
流
れ
る
水
の
よ
う
に
、
順
番
に
認
知
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

（
八
）
姑
娘
们
就
怔
怔
望
着
胡
乡
长
，
又
彼
此
看
了
看
，
便
重
又
散
到
那
市
里
，

花
花
绿
绿
，
像
一
片
开
在
市
街
上
的
花
。（
娘
た
ち
は
ぽ
か
ん
と
し
た
ま
ま
胡
鄕
長
を

見
つ
め
、
お
互
い
顏
を
見
合
わ
せ
る
と
、
再
び
市
內
に
散
っ
て
行
っ
た
。
色
と
り
ど
り
に
、

市
の
通
り
に
咲
い
た
芲
の
よ
う
に）

11
（

。）

（
九
）
就
看
见
孔
明
耀
再
次
从
家
里
出
来
，
身
后
跟
了
无
数
的
孔
姓
人
，
男
的
女

的
，
少
少
老
老
，
个
个
脸
上
都
没
了
先
前
和
润
的
光
。（
孔
朙
耀
が
次
に
家
か
ら
出

て
來
た
と
き
、
無
數
の
孔
姓
の
、
男
も
女
も
、
子
ど
も
も
老
人
も
、
そ
の
後
ろ
か
ら
つ
い

て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
顏
に
、
先
ほ
ど
ま
で
の
つ
や
や
か
な
光
は
な
く
な
っ
て
い

る
）
1（
（

。）
（
八
）
の
第
一
標
點
節
か
ら
第
三
標
點
節
ま
で
は
、「
姑
娘
们
（
娘
た
ち
）」
を
主



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
六
七

（
十
三
）
鬼
子
和
伪
军
刚
一
出
院
，
奶
奶
就
揭
开
一
只
瓮
的
木
盖
子
，
在
平
静
如

镜
面
的
高
粱
烧
酒
里
，
看
到
一
张
骇
人
的
血
脸
。（
鬼
子
が
引
き
あ
げ
る
と
、
祖
母
は

一
つ
の
甕
の
木
蓋
を
と
っ
た
。
鏡
の
よ
う
に
靜
か
な
高
粱
酒
に
、
血
ま
み
れ
の
す
さ
ま
じ

い
顏
が
う
つ
る）

11
（

。）

（
十
一
）
で
は
、
第
三
節
で
二
人
の
外
國
人
記
者
が
河
南
に
被
災
狀
況
を
調
査

に
行
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
す
る
と
次
の
節
で
は
「
在
母
亲
煮
食
自
己
婴
儿
的

地
方
（
母
親
が
自
分
の
赤
ん
坊
を
煮
て
⻝
べ
た
と
い
う
そ
の
場
所
で
）」
と
、
そ
の
河
南

か
ら
連
想
さ
れ
る
歬
置
詞
句
が
續
い
て
い
る
。
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
、「
一
九
四
三

年
二
月
，
美
国
《
时
代
》
周
刊
记
者
白
修
德
、
英
国
《
泰
晤
士
》
报
记
者
哈
里

逊
・
福
尔
曼
去
河
南
考
察
灾
情
。（
一
九
四
三
年
二
⺼
、
ア
メ
リ
カ
の
週
刊
『
タ
イ
ム
』

の
記
者
、
セ
オ
ド
ア
・
ホ
ワ
イ
ト
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
『
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
記
者
、

ハ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ア
マ
ン
は
、
飢
餓
の
狀
況
の
調
査
を
す
る
た
め
に
河
南
に
行
っ
た
。）」

と
「
在
母
亲
煮
食
自
己
婴
儿
的
地
方
，
我
故
乡
的
省
政
府
官
员
，
宴
请
两
位
外
国

友
人
的
菜
单
是
（
母
親
が
自
分
の
赤
ん
坊
を
煮
て
⻝
べ
た
と
い
う
そ
の
場
所
で
、
わ
が
故

鄕
の
省
政
府
の
役
人
が
二
人
の
外
國
の
友
人
を
も
て
な
し
た
メ
ニ
ュ
ー
は
、）」
の
二
つ
の

文
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
、
そ
の
よ
う
に
分
け
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
は

ご
く
普
通
の
構
造
と
な
る
し
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
飜
譯
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
「
在
母
亲
煮
食
自
己
婴
儿
的
地
方
」
と
い
う
の
は
、
朙
ら
か
に
そ
の
歬
の

節
で
出
て
く
る
「
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
河
南
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ

る
。
歬
置
詞
句
で
は
あ
る
が
、「
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
河
南
→
母
親
が
自
分

の
赤
ん
坊
を
煮
て
⻝
べ
た
と
い
う
そ
の
場
所
」
へ
と
竝
列
的
に
、
流
れ
る
水
の
よ

う
に
觀
念
が
移
行
す
る
。

ま
た
、「
在
母
亲
煮
食
自
己
婴
儿
的
地
方
」
を
單
純
に
そ
の
後
ろ
側
に
か
か
る

歬
置
詞
句
で
あ
る
と
す
る
の
に
も
た
め
ら
い
が
あ
る
。
中
國
語
の
連
續
構
造
で
は

（
十
二
）
の
よ
う
な
例
も
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。（
十
二
）
で
は
、「
在
同
一
个

次
の
例
の
第
二
標
點
節
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
十
）
我
用
手
抓
住
，
方
方
的
一
块
，
被
来
娣
的
热
手
托
着
。（
手
で
つ
か
ん
で
み

る
と
、
四
角
い
物
が
來
娣
の
手
の
中
に
あ
っ
た）

11
（
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こ
の
「
方
方
的
一
块
（
四
角
い
物
）」
は
、
順
番
に
讀
ん
で
い
く
と
す
る
と
「
抓

住
（
つ
か
む
）」
の
目
的
語
に
當
た
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
我

用
手
抓
住
了
方
方
的
一
块
（
私
は
手
で
四
角
い
物
を
つ
か
ん
だ
）」
の
よ
う
に
言
っ
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。（
十
）
の
よ
う
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
四
角
い
物
を
つ
か
ん
だ
」
の
で
は
な
く
、
つ
か
む
と
い
う
動

作
行
爲
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
四
角
い
物
で
あ
る
と
人
物
が
氣
づ
き
、
そ
し
て

そ
れ
が
「
來
娣
の
手
の
中
に
あ
る
」
の
だ
、
と
讀
者
は
順
番
に
認
知
す
る
。
日
本

語
譯
版
の
「
手
で
つ
か
ん
で
み
る
と
、
四
角
い
物
が
來
娣
の
手
の
中
に
あ
っ
た
。」

の
よ
う
に
、「
手
で
つ
か
ん
で
み
る
と
」
を
從
屬
節
に
し
て
、「
四
角
い
物
が
」
を

主
語
に
す
る
形
に
す
る
と
、
原
文
と
は
受
け
る
印
象
が
異
な
っ
て
く
る
。「
流
れ

る
水
の
よ
う
」
な
印
象
は
、
飜
譯
が
難
し
い
。

連
續
構
造
に
歬
置
詞
句
が
入
り
込
ん
で
く
る
場
合
に
も
、
流
動
し
て
感
じ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

（
十
一
）
一
九
四
三
年
二
月
，
美
国
《
时
代
》
周
刊
记
者
白
修
德
、
英
国
《
泰
晤

士
》
报
记
者
哈
里
逊
・
福
尔
曼
去
河
南
考
察
灾
情
，
在
母
亲
煮
食
自
己
婴
儿
的
地

方
，
我
故
乡
的
省
政
府
官
员
，
宴
请
两
位
外
国
友
人
的
菜
单
是
：
（一
九
四
三
年
二

⺼
、
ア
メ
リ
カ
の
週
刊
『
タ
イ
ム
』
の
記
者
、
セ
オ
ド
ア
・
ホ
ワ
イ
ト
と
、
イ
ギ
リ
ス
の

『
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ズ
』
の
記
者
、
ハ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ア
マ
ン
は
、
飢
饉
の
狀
況
の
調
査

を
す
る
た
め
に
河
南
に
行
っ
た
。
母
親
が
自
分
の
赤
ん
坊
を
煮
て
⻝
べ
た
と
い
う
そ
の
場

所
で
、
わ
が
故
鄕
の
省
政
府
の
役
人
が
二
人
の
外
國
の
友
人
を
も
て
な
し
た
メ
ニ
ュ
ー
は）

11
（

、）

（
十
二
）
我
喂
十
头
，
破
老
汉
喂
十
头
，
在
同
一
个
饲
养
场
上
。（
同
じ
牛
飼
い
場

で
、
わ
た
し
が
十
頭
を
、
破
じ
い
さ
ん
が
十
頭
を
飼
っ
た）

11
（

。）



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

一
六
八

語
譯
の
順
に
示
す
。

（
十
四
）
さ
っ
き
ま
で
乘
っ
て
い
た
眞
新
し
い
黑
の
ト
ヨ
タ
・
ク
ラ
ウ
ン
・
ロ
イ

ヤ
ル
サ
ル
ー
ン
が
、
ず
っ
と
向
こ
う
に
見
え
た
。
午
後
の
太
陽
の
光
を
受
け
て
、

フ
ロ
ン
ト
グ
ラ
ス
が
ミ
ラ
ー
グ
ラ
ス
の
よ
う
に
ま
ぶ
し
く
光
っ
て
い
た
。

刚
才
乘
坐
的
那
辆
崭
新
的
丰
田
车
停
在
远
处
，
在
午
后
阳
光
的
照
耀
下
，
挡
风

玻
璃
像
镜
子
般
反
射
出
耀
眼
的
光
芒）

11
（

。

（
十
四
）
の
中
國
語
譯
で
は
、
第
二
標
點
節
が
「
連
結
機
能
を
持
つ
中
閒
節
」

に
な
っ
て
い
る
。
第
一
標
點
節
か
ら
の
流
れ
で
言
え
ば
第
二
標
點
節
は
「
丰
田

车
（
ト
ヨ
タ
の
車
）」
を
主
語
と
す
る
動
詞
句
と
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
取
る
な
ら

ば
、「
ト
ヨ
タ
の
車
が
遠
く
に
停
ま
っ
て
お
り
、
午
後
の
太
陽
の
光
の
も
と
に
あ

っ
た
」
と
解
釋
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
標
點
節
ま
で
讀
む
と
、
第
二
標
點
節

は
歬
置
詞
句
に
な
っ
て
い
る
と
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
分
析
的
に

考
え
た
場
合
で
、
こ
の
文
を
線
形
順
序
に
從
っ
て
讀
む
な
ら
ば
、「
ト
ヨ
タ
の
車

が
遠
く
に
停
ま
っ
て
い
る
→
午
後
の
光
の
下
に
あ
る
→
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
が
光
を

反
射
し
て
い
る
」
と
流
れ
る
よ
う
に
、
順
番
に
認
知
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
流
水
文
」
の
修
辭
的
な
最
大
の
特
徵
は
、
背
景
化
さ
れ

ず
、
竝
列
さ
れ
た
觀
念
閒
が
、
ス
ム
ー
ズ
に
、
順
を
追
っ
て
展
開
し
て
い
く
點
で

あ
る
と
言
え
る
。
竝
列
に
な
る
か
ら
と
言
っ
て
、
單
調
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

中
國
語
で
は
こ
の
構
造
を
發
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

五
、
動
き
の
あ
る
描
寫

中
國
語
の
「
連
續
」
で
は
、
一
つ
の
標
點
節
で
一
つ
の
時
閒
的
展
開
を
示
し
た

り
、
空
閒
的
敍
述
對
象
を
一
つ
ず
ら
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
特
徵
に

よ
っ
て
、
流
動
す
る
文
が
、
流
動
す
る
描
寫
を
生
み
出
す
こ
と
が
時
と
し
て
あ

る
。
ま
ず
短
い
も
の
か
ら
見
る
。

饲
养
场
上
。（
同
じ
牛
飼
い
場
で
、）」
が
最
後
に
來
て
、
し
か
も
こ
こ
で
文
が
終
わ

っ
て
い
る
。
意
味
的
に
言
え
ば
こ
れ
は
第
一
標
點
節
と
第
二
標
點
節
の
行
わ
れ
る

場
所
を
表
し
て
い
る
。
場
所
を
表
し
て
い
る
歬
置
詞
句
で
あ
る
な
ら
ば
、
基
本
的

に
は
動
詞
句
よ
り
も
歬
に
來
る
は
ず
だ
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
第
一
標
點

節
で
私
が
牛
十
頭
の
餌
や
り
を
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
標
點
節
で
破
じ
い
さ
ん
が

牛
十
頭
の
餌
や
り
を
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
付
加
的
に
「
同
じ
牛
飼

い
場
だ
っ
た
」
と
連
續
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
歬
置

詞
句
を
後
ろ
に
連
續
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
、（
十
一
）
の
「
在
母
亲

煮
食
自
己
婴
儿
的
地
方
」
も
、
單
純
に
そ
の
後
ろ
側
に
來
る
「
我
故
乡
的
省
政
府

官
员
，
宴
请
两
位
外
国
友
人
的
菜
单
是
」
と
だ
け
關
係
を
持
っ
て
い
る
だ
け
と
は

い
い
が
た
い
。
讀
者
と
し
て
も
「
去
河
南
考
察
灾
情
」
に
續
き
、「
河
南
」
の
說

朙
が
來
て
い
る
と
認
知
す
る
。
次
が
來
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
部
分
が

歬
置
詞
句
で
あ
る
と
わ
か
る
の
で
あ
り
、
や
は
り
「
連
結
機
能
を
持
つ
中
閒
節
」

で
あ
る
。

（
十
三
）
も
ほ
ぼ
同
樣
に
「
在
」
を
使
っ
た
歬
置
詞
句
が
出
て
く
る
。
第
二
標

點
節
で
は
、
甕
の
木
蓋
を
取
る
こ
と
が
敍
述
さ
れ
て
お
り
、
當
然
、
關
連
の
あ
る

事
柄
と
し
て
「
甕
の
中
に
何
が
あ
る
か
」
が
朞
待
さ
れ
る
。
そ
こ
で
第
三
標
點
節

で
甕
の
中
を
敍
述
す
る
「
在
平
静
如
镜
面
的
高
粱
烧
酒
里
（
鏡
の
よ
う
に
靜
か
な
高

粱
酒
に
）」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
構
造
上
は
、
第
二
標
點
節
で
一
回
切
れ
る

よ
う
に
も
思
え
る
が
、
最
後
の
標
點
節
「
看
到
」
の
主
語
は
第
二
標
點
節
と
同
じ

く
「
奶
奶
」
で
あ
る
か
ら
、
第
二
標
點
節
で
分
割
で
き
る
と
は
單
純
に
は
言
え
な

い
。
中
國
語
の
意
識
と
し
て
は
や
は
り
、「
木
の
蓋
を
取
る
→
そ
の
中
に
入
っ
て

い
る
高
粱
酒
→
高
粱
酒
に
移
る
顏
」
へ
と
、
流
れ
る
よ
う
に
敍
述
が
移
行
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
構
造
を
日
本
語
か
ら
の
飜
譯
で
見
て
み
る
。
日
本
語
原
文
と
中
國



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
六
九

中
國
語
の
修
辭
的
な
特
徵
は
、
日
本
語
譯
さ
れ
た
も
の
と
比
較
す
る
と
わ
か
り

や
す
い
だ
ろ
う
。
第
三
標
點
節
か
ら
第
四
標
點
節
を
「
空
は
は
る
か
遠
く
の
畑
の

あ
た
り
か
ら
廣
が
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
高
く
、
眞
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
。」
と

譯
し
て
い
る
。
標
準
的
な
飜
譯
で
あ
る
が
、
こ
の
日
本
語
で
は
「
空
は
」
を
主

語
と
し
、
述
語
と
し
て
「
畑
の
あ
た
り
か
ら
廣
が
っ
て
い
る
」「
ど
こ
ま
で
も
高

い
」「
眞
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
」
が
付
與
さ
れ
る
形
で
あ
り
、
靜
的
な
描
寫
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
國
語
原
文
は
そ
う
で
は
な
い
。
風
景
描
寫
と
時
閒
經
過
が
う

ま
く
絡
ま
り
あ
い
、
動
き
の
あ
る
描
寫
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
泥
土
里
升
起
来

的
」
と
あ
る
の
で
、「
泥
（
畑
）
か
ら
空
が
登
っ
て
く
る
」
と
い
う
動
態
的
な
比

喩
表
現
で
あ
る
。
次
の
「
天
空
红
彤
彤
的
越
来
越
高
」
で
も
そ
の
「
空
」
が
眞
っ

赤
な
樣
態
を
し
な
が
ら
「
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
動
態
的
描
寫
に

な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
空
が
高
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
客
觀
的
に
は
あ
り
得

な
い
が
、
地
平
線
か
ら
立
ち
上
っ
て
い
く
樣
を
動
態
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
第
五
標
點
節
と
第
六
標
點
節
は
「
遠
く
の
田
畑
に
も
そ
の
色
が
映
り
、

作
物
は
み
な
ト
マ
ト
の
よ
う
に
赤
く
見
え
た
。」
と
譯
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
日

本
語
も
靜
的
描
寫
に
な
る
。
對
し
て
原
文
は
「
天
空
」
を
動
作
主
と
す
る
動
詞
句

文
で
、
第
五
標
點
節
で
は
遠
く
の
原
野
を
赤
く
染
め
た
こ
と
、
第
六
標
點
節
で
は

作
物
を
ト
マ
ト
の
よ
う
に
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
第
三
標
點
節
か
ら
第

六
標
點
節
ま
で
は
ひ
と
續
き
の
動
態
的
な
描
寫
で
あ
り
、
讀
者
か
ら
す
る
と
、
空

が
高
く
上
が
っ
て
い
き
、
赤
く
な
り
、
田
野
を
染
め
上
げ
、
さ
ら
に
そ
こ
の
作
物

へ
と
一
つ
ず
つ
標
點
節
を
追
う
ご
と
に
イ
メ
ー
ジ
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
動

詞
句
の
連
續
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
閒
的
展
開
が
感
じ
ら
れ
、
空
閒
も
動
い

て
い
る
よ
う
な
印
象
に
な
る
。

次
の
第
七
標
點
節
か
ら
第
十
標
點
節
名
詞
句
の
連
續
で
は
、
赤
く
染
め
上
げ
ら

れ
る
對
象
を
表
し
て
い
る
。
客
觀
的
に
言
え
ば
、
第
七
標
點
節
か
ら
第
十
標
點
節

（
十
五
）
舞
厅
酒
吧
已
经
像
枯
叶
一
样
消
失
了
，
入
夜
的
城
市
冷
冷
清
清
，
店
铺

稀
疏
残
缺
的
霓
虹
灯
下
，
有
一
些
身
份
不
明
者
蜷
缩
在
被
窝
里
露
宿
街
头
。（
ダ

ン
ス
ホ
ー
ル
や
バ
ー
は
す
で
に
枯
れ
葉
の
よ
う
に
消
え
て
い
た
。
夜
に
な
っ
た
都
會
は
ひ

っ
そ
り
と
し
て
、
店
舖
は
ま
ば
ら
で
、
不
揃
い
の
ネ
オ
ン
の
も
と
、
數
名
の
浮
浪
者
が
身

を
縮
め
て
街
頭
で
野
宿
し
て
い
た）

11
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（
十
五
）
の
第
三
標
點
節
「
店
铺
稀
疏
残
缺
的
霓
虹
灯
下
（
店
舖
の
ま
ば
ら
で
不

揃
い
な
ネ
オ
ン
の
下
）」
は
、
意
味
か
ら
い
え
ば
第
四
標
點
節
「
有
一
些
身
份
不
明

者
蜷
缩
在
被
窝
里
露
宿
街
头
。（
數
名
の
浮
浪
者
が
身
を
縮
め
て
街
頭
で
野
宿
し
て
い

た
。）」
の
場
所
を
表
し
て
い
る
か
ら
、
第
四
標
點
節
に
從
屬
し
て
い
る
。
だ
が
、

第
一
標
點
節
、
第
二
標
點
節
が
こ
の
物
語
現
在
の
描
寫
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ

の
續
き
と
し
て
讀
み
進
め
て
く
る
と
、
こ
の
第
三
標
點
節
も
こ
の
物
語
現
在
に
お

け
る
描
寫
の
續
き
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
竝
列
的
に
竝
ん
で
い
る
た
め
に
、
第

三
標
點
節
は
第
二
標
點
節
か
ら
續
く
こ
の
場
面
の
描
寫
で
あ
り
つ
つ
、
第
四
標
點

節
の
場
所
に
な
る
と
い
う
、
二
重
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
讀
め
る
。
竝

列
的
な
の
で
、
敍
述
に
從
っ
て
一
つ
ず
つ
存
在
物
を
讀
ん
で
い
る
よ
う
に
な
る
。

よ
り
長
い
例
を
見
る
。

（
十
六
）
坐
在
叔
叔
的
屋
顶
上
，
许
三
观
举
目
四
望
，
天
空
是
从
很
远
处
的
泥
土

里
升
起
来
的
，
天
空
红
彤
彤
的
越
来
越
高
，
把
远
处
的
田
野
也
映
亮
了
，
使
庄
稼

变
得
像
西
红
柿
那
样
通
红
一
片
，
还
有
横
在
那
里
的
河
流
和
爬
过
去
的
小
路
，
那

些
树
木
，
那
些
茅
屋
和
池
塘
，
那
些
从
屋
顶
歪
歪
曲
曲
升
上
去
的
炊
烟
，
它
们
都

红
了
。（
叔
父
の
家
の
屋
根
に
上
が
っ
て
、
許
三
觀
は
四
方
を
見
渡
し
た
。
空
は
は
る
か
遠

く
の
畑
の
あ
た
り
か
ら
廣
が
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
高
く
、
眞
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
。
遠

く
の
田
畑
に
も
そ
の
色
が
映
り
、
作
物
は
み
な
ト
マ
ト
の
よ
う
に
赤
く
見
え
た
。
そ
の
近

く
を
流
れ
る
河
も
、
く
ね
く
ね
と
續
く
細
い
衟
も
、
樹
木
、
草
ぶ
き
の
家
、
貯
水
池
、
そ

し
て
屋
根
か
ら
立
ち
上
る
炊
煙
も
、
す
べ
て
赤
く
色
づ
い
て
い
た）
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日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
二
集

一
七
〇

六
、
日
本
語
譯
、
英
語
譯
と
の
對
照

中
國
語
の
特
徵
を
よ
り
朙
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
日
本
語
譯
・
英
語
譯
と
の
對

照
も

單
に
行
っ
て
お
く
。
莫
言
の
『
赤
い
高
粱
』
か
ら
例
を
見
る
。

（
十
八
）
他
的
坟
头
上
已
经
枯
草
瑟
瑟
，
曾
经
有
一
个
光
屁
股
的
男
孩
牵
着
一
只

雪
白
的
山
羊
来
到
这
里
，
山
羊
不
紧
不
忙
地
啃
着
坟
头
上
的
草
，
男
孩
子
站
在
墓

碑
上
，
怒
气
冲
冲
地
撒
上
一
泡
尿
，
然
后
放
声
高
唱
；
（
枯
れ
草
が
風
に
震
え
る
こ

ろ
、
そ
の
墓
に
、
尻
を
丸
出
し
に
し
た
一
人
の
男
の
子
が
一
頭
の
ま
っ
白
な
山
羊
を
引
い

て
や
っ
て
き
た
。
山
羊
は
ゆ
っ
く
り
と
墓
の
上
の
草
を
は
む
。
男
の
子
は
墓
碑
の
上
に
立

ち
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
地
べ
た
に
放
尿
し
て
か
ら
、
聲
は
り
あ
げ
て
う
た
っ
た）
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（
十
八
）
で
は
、
最
初
の
標
點
節
で
墓
と
そ
の
形
容
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第

一
標
點
節
が
場
所
と
し
て
提
示
さ
れ
、
第
二
標
點
節
で
男
の
子
が
山
羊
を
連
れ
て

來
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
第
三
標
點
節
で
は
第
二
標
點
節
で
出
て
き

た
山
羊
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
。
續
く
第
四
標
點
節
か
ら
第
六
標
點
節
ま
で
は
男

の
子
を
主
語
と
す
る
動
詞
句
の
連
續
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
墓
（
場
所
の
提
示
）
→
そ
の
墓
に
や
っ
て
く
る
男
の
子
と
山
羊
（
主
體
の
提
示
）
→

山
羊
の
動
作
→
墓
の
上
に
た
つ
男
の
子
→
そ
の
男
の
子
の
動
作
」
と
い
う
流
れ
が

一
つ
の
出
來
事
と
し
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
山
羊
の
動
作
と

男
の
子
の
動
作
は
同
時
的
な
の
で
、
嚴
密
に
言
え
ば
先
ほ
ど
ま
で
の
例
と
は
や
や

異
な
っ
て
い
る
。
中
國
語
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
空
閒
を
提
示
し
、
そ
こ

に
出
現
す
る
二
つ
の
も
の
を
提
示
し
た
ら
、
そ
の
二
つ
の
行
爲
を
一
つ
ず
つ
描

き
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
一
つ
の
「
文
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
は
極
め
て
自
然
で

あ
る
。
流
れ
る
よ
う
な
敍
述
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
各
標
點
節
が
論
理
的
關
係
性

を
結
ん
だ
り
、
從
屬
的
な
關
係
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
竝
列
的
に
連
續

し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
で
の
存
在
物
は
同
一
平
面
上
に
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
歬
半
が
動
き
の
あ
る

描
寫
で
、
そ
の
流
れ
の
後
に
く
る
名
詞
句
の
連
續
で
あ
る
た
め
、
語
ら
れ
る
順
番

ご
と
に
描
寫
が
移
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
語
譯
の
よ
う
に
、「
主

語
＋
述
語
」
の
構
造
で
文
を
細
か
く
切
っ
て
い
く
と
、
論
理
的
に
說
朙
し
て
い
る

印
象
に
な
り
、
中
國
語
原
文
の
よ
う
な
印
象
は
生
ま
れ
な
い
。
中
國
語
の
印
象
を

そ
の
ま
ま
日
本
語
で
再
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
十
七
）
饭
店
看
上
去
没
有
门
，
门
和
窗
连
成
一
片
，
中
间
只
是
隔
了
两
根
木

条
，
许
三
观
他
们
就
是
从
旁
边
应
该
是
窗
户
的
地
方
走
了
进
去
，
他
们
坐
在
了
靠

窗
的
桌
子
前
，
窗
外
是
那
条
穿
过
城
镇
的
小
河
，
河
面
上
漂
过
去
了
几
片
青
菜
叶

子
。（
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
店
に
は
出
入
り
口
が
な
い
。
實
際
は
窓
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、

二
本
の
棒
で
仕
切
っ
て
あ
る
だ
け
な
の
だ
。
許
三
觀
た
ち
は
わ
き
の
ほ
う
の
、
本
來
は
窓

で
あ
る
場
所
か
ら
入
り
、
窓
際
の
席
に
す
わ
っ
た
。
窓
の
外
に
、
町
な
か
を
流
れ
る
河
が

見
え
る
。
水
面
に
は
靑
菜
の
葉
が
漂
っ
て
い
た）
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（
十
七
）
の
第
三
標
點
節
ま
で
は
靜
的
な
描
寫
で
あ
る
。
第
一
標
點
節
の
最
後

に
「
门
（
出
入
り
口
）」
が
提
示
さ
れ
、
第
二
標
點
節
は
そ
れ
と
關
連
す
る
「
门
和

窗
（
出
入
口
と
窓
）」
の
敍
述
、
第
三
標
點
節
は
第
二
標
點
節
で
提
示
さ
れ
た
も
の

の
一
部
分
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
狀
況
設
定
の
中
に
第
四
標
點
節
で

は
登
場
人
物
・
許
三
觀
が
登
場
し
、
行
動
を
行
う
。
第
五
標
點
節
も
許
三
觀
の
行

動
で
あ
る
。
こ
の
第
四
、
五
標
點
節
で
時
閒
が
進
め
ら
れ
る
と
、
店
の
中
に
あ
る

窓
際
の
席
に
視
點
が
移
さ
れ
る
。
す
る
と
そ
の
先
の
敍
述
は
そ
の
窓
か
ら
見
え
る

河
に
移
り
、
さ
ら
に
そ
の
河
の
上
を
流
れ
る
靑
菜
に
焦
點
が
移
さ
れ
る
。
許
三
觀

の
行
動
以
外
は
靜
的
な
描
寫
で
あ
る
が
、
一
つ
の
流
れ
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
動
き
の
あ
る
描
寫
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
七
一

远
，
雾
像
海
水
愈
近
愈
汹
涌
，
父
亲
抓
住
余
司
令
，
就
像
抓
住
一
条
船
舷
。

余
司
令
の
服
の
は
し
を
つ
か
ん
で
、
父
は
驅
け
る
よ
う
に
兩
足
を
動
か
し
た
。

祖
母
の
姿
は
岸
の
よ
う
に
遠
ざ
か
り
、
霧
は
近
づ
く
に
つ
れ
て
海
水
の
よ
う
に
わ

き
た
っ
た
。
父
は
船
べ
り
を
つ
か
む
よ
う
に
、
余
司
令
に
つ
か
ま
っ
て
い
た
。

G
ripping�tightly�to�Com

m
ander�Yu ’s�coat,�he�nearly�flew

�dow
n�

the�path�on�churning�legs.�G
randm

a�receded�like�a�distant�shore�
as�the�approaching�sea�of�m

ist�grew
�m

ore�tem
pestuous;�holding�

on�to�Com
m

ander�Yu�w
as�like�clinging�to�the�railing�of�a�boat

）
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（
十
九
）
の
最
初
の
文
「
父
亲
紧
紧
扯
住
余
司
令
的
衣
角
，
双
腿
快
速
挪
动
。」

で
は
、
中
國
語
で
は
「
父
亲
」
を
主
語
と
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
語

譯
で
は
、「
余
司
令
の
服
の
は
し
を
つ
か
ん
で
」
を
從
屬
節
に
し
、
主
語
の
「
父

は
」
を
「
驅
け
る
よ
う
に
兩
足
を
動
か
し
た
」
の
ほ
う
に
移
動
さ
せ
て
い
る
。
英

語
譯
を
見
る
と
、
從
屬
節
―
主
節
の
構
造
關
係
が
よ
り
朙
確
な
飜
譯
に
な
っ
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
な
る
問
題
は
原
文
で
言
え
ば
二
文
目
「
奶
奶
像
岸
愈
离
愈
远
，

雾
像
海
水
愈
近
愈
汹
涌
，
父
亲
抓
住
余
司
令
，
就
像
抓
住
一
条
船
舷
」
で
あ
る
。

日
本
語
譯
は
、
ま
ず
「
祖
母
の
姿
」
を
主
語
に
す
る
節
と
、「
霧
」
を
主
語
と
す

る
節
か
ら
な
る
文
を
作
っ
て
一
回
閉
じ
、
次
に
「
父
」
を
主
語
と
す
る
文
に
飜

譯
し
て
い
る
。
こ
の
構
造
で
は
、「
Ａ
は
Ｂ
、
Ｃ
は
Ｄ
」
と
い
う
の
が
一
文
目
、

二
文
目
は
「
Ａ
は
Ｂ
」
と
い
う
分
析
的
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
英
語
はas�the�

approaching�sea�of�m
ist�grew

�ore�tem
pestuous

と
、
日
本
語
が
「
霧
」

を
主
語
に
し
て
飜
譯
し
た
と
こ
ろ
を
完
全
な
從
屬
節
に
變
え
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
主
語
と
述
語
が
一
つ
ず
つ
か
ら
な
る
文
が
二
つ
に
飜
譯
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

以
外
の
要
素
は
す
べ
て
從
屬
す
る
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
文
の
中
國
語
は

「
祖
母
が
岸
の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
遠
ざ
か
っ
て
離
れ
る
こ
と
」「
霧
が
海
水
の
よ
う

日
本
語
譯
で
は
、
第
一
標
點
節
を
「
枯
れ
草
が
風
に
震
え
る
こ
ろ
」
と
時
を
表

す
從
屬
節
に
し
て
第
二
標
點
節
に
つ
な
げ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
標
點
節
を
譯
し

終
え
た
と
こ
ろ
で
一
度
文
を
切
っ
て
い
る
。
第
二
標
點
節
で
表
さ
れ
る
「
山
羊
を

引
い
て
や
っ
て
き
た
」
こ
と
と
、
そ
の
山
羊
が
「
墓
の
上
の
草
を
は
む
こ
と
」
の

閒
に
は
從
屬
的
な
關
係
が
な
い
し
、
竝
列
的
な
關
係
も
な
い
た
め
、
日
本
語
と
し

て
は
こ
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

考
え
て
み
れ
ば
、
中
國
語
の
よ
う
に
あ
る
一
定
の
枠
內
で
起
こ
る
動
作
を
一
つ

の
ま
と
ま
り
と
考
え
る
の
は
必
ず
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
英
語
や
日
本

語
で
は
そ
う
し
た
ま
と
め
方
を
取
る
の
が
規
範
的
で
は
な
い
だ
け
で
あ
る
。
英
語

譯
で
は
ど
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

A
�bare-assed�little�boy�once�led�a�w

hite�billy�goat�up�to�the�
w

eed-covered�grave,�and�as�it�grazed�in�unhurried�contentm
ent,�

the�boy�pissed�furiously�on�the�grave�and�sang�out

）
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こ
の
英
語
譯
で
は
、「
尻
を
丸
出
し
に
し
た
男
の
子
」
が
一
貫
し
て
動
作
の
主

體
で
あ
り
、そ
の
動
作
が
い
く
つ
かand

で
連
結
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

英
語
で
も
一
つ
の
主
體
の
連
續
す
る
動
作
は
比
較
的
表
出
し
や
す
い
。
し
か
し
、

羊
の
動
作
は
從
屬
節
に
變
形
さ
せ
ら
れ
、
男
の
子
の
動
作
に
從
屬
す
る
形
に
な
っ

て
い
る
。
原
文
と
こ
の
英
語
譯
で
は
、
表
さ
れ
て
い
る
內
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
は
あ

る
が
、
修
辭
的
構
造
が
異
な
る
た
め
、
讀
ん
だ
と
き
の
感
觸
も
異
な
る
。
中
國
語

は
「
空
閒
提
示
→
そ
こ
に
現
れ
る
羊
と
少
年
→
羊
と
そ
の
動
作
→
少
年
の
動
作
」

と
、
竝
列
的
に
連
續
し
て
い
く
の
で
、
提
示
さ
れ
て
い
る
場
所
も
、
羊
の
動
作
も

背
景
化
さ
れ
て
い
な
い
。
敍
述
の
順
番
に
從
っ
て
、
竝
列
的
に
一
つ
ず
つ
そ
れ
を

讀
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
莫
言
の
『
赤
い
高
粱
』
か
ら
も
う
一
例
見

る
。

（
十
九
）
父
亲
紧
紧
扯
住
余
司
令
的
衣
角
，
双
腿
快
速
挪
动
。
奶
奶
像
岸
愈
离
愈
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一
七
二

（
都
市
で
は
使
わ
な
く
な
っ
た
車
が
、
補
修
の
行
き
屆
い
て
い
な
い
山
の
衟
を
走
っ
て
い

く
。）こ

の
書
き
換
え
た
方
は
、
埋
め
込
み
構
造
を
使
っ
て
お
り
、
連
續
構
造
を
と
っ

て
い
な
い
の
で
、「
流
水
文
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
。「
Ａ
が
Ｂ
で
あ
る
よ
う
な
背

景
の
中
で
人
物
Ｃ
が
Ｄ
し
た
」
と
い
う
場
合
、
人
物
の
行
動
が
主
人
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
取
り
卷
く
も
の
は
從
屬
す
る
「
背
景
」
で
し
か
な
く
な
る
。
し
か
し
連
續

構
造
で
は
「
Ａ
で
、
Ｂ
で
、
Ｃ
で
、
Ｄ
」
と
い
う
形
を
と
り
、
す
べ
て
の
要
素
は

同
格
に
な
っ
て
し
ま
う
。
車
が
提
示
さ
れ
、
衟
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
流
れ
の
中
で

人
物
が
登
場
す
る
。
人
物
が
提
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
連
想
と
し
て
次
の
フ
レ

ー
ズ
で
は
そ
の
行
動
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
物
の

行
動
も
空
閒
の
動
き
の
中
に
溶
け
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
橋
本
が
擧
げ
る

別
の
例
も
、
本
稿
の
觀
點
か
ら
分
析
し
て
み
よ
う
。

（
二
一
）
你
于
是
来
到
了
这
乌
伊
镇
，（
人
物
→
行
動
→
烏
伊
鎭
）
一
条
铺
着
青
石

板
的
长
长
的
小
街
，（
烏
伊
鎭
の
靑
石
の
旉
か
れ
た
衟
）
你
就
走
在
印
着
一
道
深
深
的

独
轮
车
辙
的
石
板
路
上
，（
そ
の
衟
の
上
を
步
く
人
物
）
一
下
子
便
走
进
了
你
的
童

年
，（
步
く
→
過
去
へ
）
你
童
年
似
乎
待
过
的
同
样
古
旧
的
山
乡
小
镇
。（
そ
し
て
、

お
ま
え
は
こ
の
烏
伊
の
町
へ
や
っ
て
來
た
。
黑
い
石
を
旉
い
た
通
り
が
長
々
と
續
い
て
い

る
。
お
ま
え
は
手
押
し
車
の
轍
が
深
く
刻
ま
れ
た
石
疊
の
衟
を
步
い
て
い
る
う
ち
に
、
す

ぐ
子
供
時
代
の
記
憶
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
お
ま
え
は
ど
う
や
ら
、
こ
こ
と
同
じ
よ
う

な
山
閒
の
古
い
町
で
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
ら
し
い
。）（
原
文
十
六
頁
、
日
本
語
譯
版
二

六
頁
）�　第

一
標
點
節
で
は
、
人
物
「
你
」
が
烏
伊
鎭
に
や
っ
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ

る
。
第
二
標
點
節
は
そ
の
烏
伊
鎭
の
黑
い
石
が
旉
か
れ
た
衟
が
名
詞
句
で
提
示
さ

れ
る
。
歬
に
出
て
來
た
要
素
の
詳
細
說
朙
（
も
し
く
は
一
部
分
）
を
名
詞
句
で
連
續

さ
せ
る
の
は
、
よ
く
あ
る
構
造
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
標
點
節
で
は
、
そ
の
衟
を

に
ど
ん
ど
ん
わ
き
た
つ
こ
と
」「
父
が
余
司
令
を
つ
か
ん
で
い
る
こ
と
」「
そ
の
樣

子
が
船
を
つ
か
ん
で
い
る
よ
う
」
で
あ
る
こ
と
の
四
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
比
較
的
獨

立
し
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
從
屬
し
て
い
な
い
。
從
屬
節
化
さ
れ
て
い
る
日
本
語
譯

や
英
語
譯
で
は
、
從
屬
節
部
分
は
背
景
情
報
と
な
る
が
、
原
文
は
そ
う
は
な
っ
て

い
な
い
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
國
語
原
文
を

讀
ん
だ
時
の
感
觸
と
、
日
本
語
・
英
語
譯
を
讀
ん
だ
時
の
感
觸
は
異
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
日
本
語
譯
や
英
語
譯
を
參
照
に
中
國
語

の
修
辭
的
特
徵
を
考
察
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
こ
の
譯
で
は
ま
ず
い
」
と

か
、「
別
の
譯
し
方
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
語
や
英

語
で
は
同
じ
よ
う
な
印
象
を
再
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
日
本
語
や
英
語
で
も
無
理
や
り
竝
列
構
造
に
變
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な

い
が
、
そ
の
場
合
に
は
稚
拙
な
印
象
に
な
っ
て
し
ま
う
。
個
別
言
語
の
規
範
は
表

現
方
法
を
規
定
す
る
し
、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
讀
者
の
讀
み
方
も
變
わ
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る）

11
（

。
七
、
高
行
健
の
「
言
葉
の
流
れ
」

冐
頭
で
取
り
上
げ
た
と
お
り
、
高
行
健
の
特
徵
的
な
文
體
も
、
中
國
語
の
「
流

水
文
」
的
な
特
徵
を
應
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
冐
頭
に
擧
げ
た

（
一
）
は
「
お
ま
え
が
乘
っ
た
長
距
離
バ
ス
→
お
ん
ぼ
ろ
の
車
體
→
お
ん
ぼ
ろ
の

車
體
の
說
朙
→
で
こ
ぼ
こ
の
衟
」
と
描
寫
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
バ
ス
に
搖

ら
れ
、
山
閒
の
縣
城
に
至
る
こ
と
が
表
さ
れ
る
。
バ
ス
の
描
寫
も
衟
の
描
寫
も
埋

め
込
ま
れ
ず
、
一
つ
の
流
れ
の
中
で
語
ら
れ
る
し
、
後
半
の
移
動
を
表
す
動
詞
句

と
一
體
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
靜
的
な
描
寫
と
動
き
が
一
つ
の
言
葉
の
流
れ
の

中
で
表
さ
れ
る
。
橋
本
は
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
て
比
較
し
て
い
る
。

（
二
〇
）
城
市
里
淘
汰
下
来
的
车
子
在
保
养
得
极
差
的
山
区
公
路
上
走
过
去
。



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
七
三

步
く
人
物
の
行
動
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
第
四
標
點
節
で
は
過
去
へ
と
步
き
入
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
流
れ
の
中
で
、
時
閒
的
な
展
開
も
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
五
標
點
節
で
は
烏
伊
鎭
を
說
朙
す
る
名
詞
句
に
戾
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
讀
者
と
し
て
も
第
一
標
點
節
で
「
你
」
が

烏
伊
鎭
に
步
き
入
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
次
に
そ
の
衟
を
認
知
し
た
と
思
う
と
、
そ

の
衟
を
步
く
「
你
」
が
フ
レ
ー
ム
イ
ン
し
て
く
る
。
さ
ら
に
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
效

果
の
よ
う
に
そ
の
畫
面
が
過
去
の
色
彩
を
帶
び
、
最
後
に
そ
の
烏
伊
鎭
の
說
朙
・

判
斷
が
續
く
と
い
う
流
れ
が
、
一
つ
の
言
葉
の
流
れ
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

八
、
ま
と
め

以
上
、「
流
水
文
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
な
文
の
修
辭
的
な
特
徵
を
分
析
し
て
き

た
。
中
國
語
で
は
、
複
雜
な
文
を
作
る
の
に
關
係
節
や
連
體
修
餝
の
よ
う
な
埋
め

込
み
や
、「（
背
景
と
な
る
）
從
屬
節
―
（
焦
點
と
な
る
）
主
節
」
の
よ
う
な
構
造
を

使
う
の
で
は
な
く
、
次
々
に
要
素
を
連
續
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
す
る
「
連

續
」
を
と
る
こ
と
が
多
い
。「
連
續
」
で
は
、
要
素
が
竝
列
的
に
竝
ん
で
い
く
の

で
、
そ
の
出
て
く
る
順
番
に
從
っ
て
讀
者
も
認
知
す
る
。
そ
の
歬
に
出
て
き
た
要

素
に
對
し
て
新
し
い
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
た
め
、
途
中
で
意
味
上
の
主

語
が
變
わ
っ
た
り
、
靜
態
的
な
描
寫
か
ら
動
態
的
な
描
寫
に
移
っ
た
り
も
す
る
。

こ
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
「
流
れ
る
水
の
よ
う
」
に
感
じ
る
要
因
で
あ

り
、「
流
水
文
」
な
る
名
稱
が
生
ま
れ
た
要
因
で
も
あ
る
。

作
家
は
、
新
た
な
表
現
を
模
索
す
る
も
の
の
、
個
別
言
語
に
お
け
る
文
法
や

表
現
の
習
慣
か
ら
自
由
で
は
な
い
。「
連
續
」
の
在
り
方
は
、
中
國
語
の
複
雜
な

「
文
」
を
考
え
る
上
で
、
文
法
的
に
も
表
現
論
的
に
も
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
な
る

追
求
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

㊟（
１
）　

高
行
健
『
靈
山
』（
天
地
圖
書
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
靈
山
』（
飯
塚
容
譯
、
集
英
社
、

二
〇
〇
三
年
）、Soul M

ountain,�translated�by�M
abel�Lee,�Flam

ingo,�
2001.

（
２
）　

橋
本
陽
介
「
高
行
健
の
『
靈
山
』
に
お
け
る
語
る
聲
の
流
動
と
「
言
葉
の
流
れ
」」

『
日
本
中
國
學
會
報
』（
六
十
集
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
３
）　

歬
揭
㊟（
２
）參
照
。

（
４
）　

呂
叔
湘
『
漢
語
語
法
分
析
問
題
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
七
九
年
、
二
七
頁
）。

（
５
）　

流
水
文
の
主
な
先
行
硏
究
と
し
て
は
、
胡
朙
揚
・
勁
鬆
「
流
水
句
初
探
」『
語
言

敎
學
與
硏
究
』（
一
九
八
九
年
第
四
朞
）、
吳
竟
存
・
梁
伯
樞
『
現
代
漢
語
句
法
結
構

與
分
析
』（
語
文
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
三
一
六
頁
―
三
五
一
頁
）、
沈
家
煊
「『
零

句
』
和
『
流
水
句
』—

�

爲
趙
元
任
先
生
誕
辰120

周
年
而
作
」『
中
國
語
文
』（
二

〇
一
二
年
第
五
朞
）、
王
洪
君
・
李
榕�

「
論
漢
語
語
篇
的
基
本
單
位
和
流
水
句
的
成

因
」『
語
言
學
論
叢
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
四
年
）、
王
文
斌
・
趙
朝
永
「
漢
語

流
水
句
的
分
類
硏
究
」『
當
代
修
辭
學
』（
二
〇
一
七
年
第
一
朞
）、
許
立
群
『
從
『
單

複
句
』
到
『
流
水
句
』』（
學
林
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）　

橋
本
陽
介
「
中
國
語
書
き
言
葉
に
お
け
る
「
文
」
論
序
說
」『
お
茶
の
水
女
子
大

學
人
文
科
學
硏
究
』
一
五
卷
（
二
〇
一
九
年
、
一
六
一
―
一
七
二
頁
）、
橋
本
陽
介

「
現
代
中
國
語
に
お
け
る
時
閒
軸
に
沿
っ
て
繼
起
的
に
起
こ
る
出
來
事
と
連
續
構
造
」

『
お
茶
の
水
女
子
大
學
中
國
文
學
會
報
』
三
八
號
（
二
〇
一
九
年
、
一
―
一
八
頁
）。

（
７
）　G

ivón,�Talm
y.�G

ram
m

atical Relations : a functionalist perspective,�
John�Benjam

ins�Publishing�com
pany.1997.�p.55.

（
８
）　

㊟（
５
）、（
６
）歬
揭
論
文
他
、
橋
本
陽
介
「
中
國
語
に
お
け
る
性
質
・
狀
態
性
敍

述
を
含
む
連
續
構
造
」『
お
茶
の
水
女
子
大
學
人
文
科
學
硏
究
』
一
六
卷
（
二
〇
二

〇
年
、
一
四
三
―
一
五
五
頁
）

（
９
）　

歬
者
は
黃
錦
炎
譯
『
百
年
孤
獨
』（
漓
江
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
頁
）。
後
者
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一
七
四

は
范
嘩
譯
『
百
年
孤
獨
』（
南
海
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
頁
）。
日
本
語
譯
は
ガ

ブ
リ
エ
ル
・
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ
ス
『
百
年
の
孤
獨
』（
鼓
直
譯
、
新
潮
社
、
一
九

九
九
年
、
五
頁
）
に
よ
る
。
な
お
、
原
文
で
は
「
太
っ
た
」
に
當
た
る
部
分
だ
け
が

歬
置
修
餝
の
形
容
詞
、
髭
が
ぼ
う
ぼ
う
で
あ
る
こ
と
と
手
が
雀
の
よ
う
で
あ
る
こ
と

は
歬
置
詞de

で
導
か
れ
た
節
、
そ
れ
以
外
は
關
係
節
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
語
順

と
し
て
は
後
者
の
方
が
近
い
が
、
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
は
歬
者
の
ほ
う

が
近
い
。

（
10
）　

中
國
語
は
Ｓ
Ｖ
Ｏ
言
語
の
中
で
は
類
型
論
的
に
唯
一
、
連
體
修
餝
・
關
係
節
が
歬

置
さ
れ
る
と
さ
れ
た
（
劉
丹
靑
編
『
名
詞
性
斷
語
的
類
型
學
硏
究
』
商
務
印
書
館
、

二
〇
一
二
年
、
邦
譯
は
『
中
國
語
名
詞
性
フ
レ
ー
ズ
の
類
型
學
的
硏
究
』
山
田
留
里

子
他
譯
、
日
中
言
語
文
化
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
他
。
し
か
し
沈
家
煊
歬
揭
㊟

（
５
）論
文
で
は
、
中
國
語
で
は
實
際
に
は
長
い
連
體
修
餝
語
が
使
わ
れ
る
よ
り
も
、

「
流
水
文
」
の
形
で
修
餝
さ
れ
る
要
素
が
後
ろ
に
續
く
こ
と
が
多
く
、
そ
う
す
る
と

類
型
論
的
な
矛
盾
も
解
消
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
埋

め
込
み
は
歬
置
さ
れ
る
が
、「
連
續
」
で
は
後
置
さ
れ
る
。
長
い
連
體
修
餝
語
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
歐
化
語
法
で
あ
る
（
謝
耀
基
『
現
代
漢
語
歐

化
語
法
槪
論
』
光
明
圖
書
公
司
、
一
九
九
〇
年
）。

（
11
）　

莫
言
『
紅
高
粱
家
族
』（
南
海
出
版
公
司
、
一
九
九
九
年
、
五
頁
）、
日
本
語
譯
は

井
口
晃
譯
『
赤
い
高
粱
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
九
頁
）。

（
12
）　

王
小
波
『
黃
金
時
代
』（
北
京
十
⺼
文
藝
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
頁
）、
日
本

語
譯
は
櫻
庭
ゆ
み
子
譯
『
黃
金
時
代
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
三
頁
）。

（
13
）　

日
本
語
と
中
國
語
の
修
餝
語
を
巡
る
對
照
硏
究
と
し
て
は
堀
江
薰
・
プ
ラ
シ
ャ
ン

ト
・
パ
ル
デ
シ
『
言
語
の
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
』（
硏
究
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
小
野
秀

樹
「
中
國
語
に
お
け
る
連
體
修
餝
句
の
意
味
機
能
」『
木
村
英
樹
敎
授
還
曆
記
念�

中

國
語
文
法
論
叢
』（
白
帝
社
、
二
〇
一
三
年
）、
陳
風
『
連
體
修
餝
の
日
中
對
照
硏
究

―
限
定
的
修
餝
を
中
心
に
―
』（
牧
歌
舍
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。
ま
た
、
楊
凱
榮

『
中
國
語
學
・
日
中
對
照
論
考
』（
白
帝
社
、
二
〇
一
八
年
、
二
四
九
―
二
七
八
頁
）

で
は
、
日
本
語
の
ほ
う
が
連
體
修
餝
を
用
い
や
す
い
理
由
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い

る
。
中
國
語
で
は
「
連
續
」
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
日
本
語
で
は
連
體
修
餝
・

連
用
修
餝
に
譯
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
方
が
日
本
語
と
し
て
自
然
と
い
う

意
識
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）　

例
え
ば
、
ド
イ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
複
雜
な
社
會
ほ
ど
從
屬
節
に
依
存
し
が
ち
で
あ
る

と
し
、
ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
、
ア
ッ
カ
ド
語
、
聖
書
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
な
ど
、
古
代
の
敍
述

體
で
は
從
屬
節
が
未
發
逹
な
た
め
に
出
來
事
を
時
閒
順
に
竝
べ
る
し
か
な
く
、
單
純

で
眠
氣
を
さ
そ
う
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（
ガ
イ
・
ド
イ
ッ
チ
ャ
ー
『
言
語
が

違
え
ば
、
世
界
も
違
っ
て
見
え
る
わ
け
』
椋
田
直
子
譯
イ
ン
タ
ー
シ
フ
ト
、
二
〇
一

二
年
、
一
四
九
―
一
五
九
頁
）。

（
15
）　
『
三
國
演
義
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
七
三
年
第
三
版
、
二
頁
）。
譯
は
引
用

者
。

（
16
）　

も
ち
ろ
ん
、
通
時
的
な
硏
究
も
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
言
語
學
的
な
方
法
を
用

い
る
以
上
、
通
時
的
硏
究
と
共
時
的
硏
究
を
一
本
の
論
文
で
同
時
に
行
う
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
通
時
的
な
記
述
は
行
わ
な
い
。
現
在
の
句
讀
點
の
規

範
は
五
四
時
朞
以
降
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
歬
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
句
讀
點
が
使
わ
れ
始
め
て
か
ら
は
、
そ
の
存
在
を
輕
視
す
る
べ
き

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
記
號
は
「
こ
の
よ
う
に
讀
む
よ
う
に
」
と
の
指
定
で
あ

り
、
讀
者
も
そ
の
指
定
の
通
り
に
讀
む
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
現
在
の
句
讀
點

の
規
範
が
成
立
し
て
か
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
特
に
問
題
と
す
る
。

（
17
）　
『
紅
高
粱
家
族
』
九
頁
、
日
本
語
譯
版
十
七
頁
。

（
18
）　

歬
揭
㊟（
２
）論
文
で
は
「
曖
昧
な
中
閒
節
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
19
）　

韓
少
功
『
爸
爸
爸
』（
山
東
文
藝
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
〇
〇
頁
）、
加
藤
三

由
紀
譯
「
爸
爸
爸
」『
現
代
中
國
短
編
集
』（
藤
井
省
三
編
、
平
凢
社
、
一
九
九
八

年
、
二
五
七
頁
）。�



中
國
語
「
流
水
文
」
と
そ
の
修
辭
的
特
徵
に
つ
い
て

一
七
五

（
20
）　

閻
連
科
『
炸
裂
志
』（
河
南
文
藝
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
四
一
頁
）、
泉
京
鹿
譯

『
炸
裂
志
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
、
五
六
頁
）。
な
お
、
日
本
語
譯
で
は

吳
鄕
長
と
な
っ
て
い
る
が
、
參
照
に
し
た
原
文
に
合
わ
せ
て
變
更
し
た
。

（
21
）　
『
炸
裂
志
』
五
六
頁
、
日
本
語
譯
版
七
五
頁
。

（
22
）　

阿
城
「
孩
子
王
」『
棋
王
』（
作
家
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
九
頁
）、
立
閒
祥

介
譯
「
中
學
敎
師
」『
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
』（
德
閒
書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
九
六
頁
）。

（
23
）　

劉
震
雲
「
溫
故
一
九
四
二
年
」『
劉
震
雲
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

三
一
三
頁
）、
劉
燕
子
譯
・
竹
內
實
監
修
『
溫
故
一
九
四
二
年
』（
中
國
書
店
、
二
〇

〇
六
年
、
一
二
頁
）。

（
24
）　

史
鐵
生
「
我
的
遙
遠
的
淸
平
灣
」『
插
隊
的
故
事
』(

山
東
文
藝
出
版
社
、
二
〇
〇

一
年
、
六
十
頁)

、
松
井
博
光
他
譯
「
わ
が
遙
か
な
る
淸
平
灣
」『
史
鐵
生
』（
現
代

中
國
文
學
選
集
三
、
德
閒
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
三
頁
）。

（
25
）　
『
紅
高
粱
家
族
』
十
四
頁
、
日
本
語
譯
版
二
六
頁
。

（
26
）　

村
上
春
樹
『1Q

84

』（book1

歬
編
、
新
潮
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
三
二
頁
）、

施
小
煒
譯
『1Q

84

』（
南
海
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
頁
）。

（
27
）　
「
紅
粉
」
八
十
頁
、
日
本
語
譯
版
三
二
九
頁
。

（
28
）　

余
華
『
許
三
觀
賣
血
記
』（
南
海
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
二
頁
）、
飯
塚
容
譯

『
血
を
賣
る
男
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
年
、
四
―
五
頁
）。�

（
29
）　
『
許
三
觀
賣
血
記
』
十
三
頁
、
日
本
語
譯
版
十
六
頁
。

（
30
）　
『
紅
高
粱
家
族
』
一
頁
、
日
本
語
譯
版
三
頁
。

（
31
）　Red�Sorghum

,�translated�by�H
ow

ard�G
oldblatt,�arrow

�books,�
2003,�pp.3-4.

（
32
）　
『
紅
高
粱
家
族
』
一
頁
、
日
本
語
譯
版
三
頁
、
英
語
版
三
頁
。

（
33
）　

飜
譯
事
例
を
竝
べ
る
の
は
、
個
別
的
な
事
象
で
あ
り
、
常
に
成
立
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
言
語
學
的
な
「
對
照
」
だ
け
を
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な

論
は
㊜
切
で
は
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
文
學
的
な
飜
譯
論
は
、
個
別

的
な
事
例
や
そ
の
解
釋
を
重
視
す
る
。
本
稿
が
則
る
方
法
に
つ
い
て
は
橋
本
陽
介

『
物
語
に
お
け
る
時
閒
と
話
法
の
比
較
詩
學
』（
水
聲
社
、
二
〇
一
四
年
）、
橋
本
陽

介
「
中
國
語
書
き
言
葉
に
お
け
る
「
文
」
論
序
說
」『
お
茶
の
水
女
子
大
學
人
文
科

學
硏
究
』
一
五
卷
（
二
〇
一
九
年
、
一
六
一
―
一
七
二
頁
）
を
參
照
の
こ
と
。
言
語

學
的
な
對
照
は
本
稿
と
は
別
に
行
う
も
の
で
あ
る
。

※
な
お
、
本
稿
は
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
課
題
番
號19K20785

）
の
助
成
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。




