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作
者
は
、
李
徴
に
つ
い
て
の
説
明
を
次
の
よ
う
な
叙
述
か
ら
始
め
て
い

る
。
「
朧
西
の
李
徴
は
博
学
才
頴
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を
虎
傍

に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
性
、
椙
介
、
自
ら
侍
む
と

こ
ろ
す
こ
ぶ
る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
」
と
。

「
博
学
才
頴
」
と
は
若
き
李
徴
の
無
限
の
可
能
性
と
不
可
能
性
を
暗
示
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
個
人
と
社
会
の
原
理
的
な
問
題
が
含
意
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
可
能
性
と
し
て
李
徴
の
若
年
性
が
、
そ
し

て
そ
の
関
係
を
突
き
抜
け
て
不
可
能
性
の
領
域
へ
進
出
す
る
蓋
然
性
と
し

て
李
徴
の
将
来
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
’
’
一
一
口
わ
ば
「
社
会
と
個
人
」

か
ら
「
個
人
と
社
会
」
へ
の
転
移
で
あ
る
。
個
体
の
内
部
に
占
め
る
割
合

の
、
「
社
会
」
の
能
う
か
ぎ
り
の
濃
密
か
ら
希
薄
化
へ
。
ま
た
、
「
個
人
」

の
占
め
る
割
合
の
、
社
会
と
の
微
妙
な
均
衡
か
ら
能
う
か
ぎ
り
の
社
会
性

の
希
薄
化
へ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
随
西
」
「
虎
傍
」
「
江
南
尉
」
は
李
徴
の
若
年
性
と
結
び
つ
い
た
社
会

性
を
象
徴
す
る
名
辞
で
あ
り
、
李
徴
が
後
年
口
に
す
る
「
し
あ
わ
せ
」
Ｉ

李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
か

ｌ
中
島
敦
「
山
月
記
」
を
読
む
Ｉ

ｌ
中
途
半
端
に
人
間
で
あ
る
よ
り
は
い
っ
そ
虎
に
な
っ
た
ほ
う
が
し
あ
わ

せ
だ
と
い
う
Ｉ
と
は
別
の
し
あ
わ
せ
が
、
こ
こ
に
理
想
的
な
形
で
出
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
年
の
李
徴
が
い
く
ら
歯
が
み
を
し
て
欲
し

が
っ
て
も
二
度
と
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
李

徴
の
若
年
性
と
と
も
に
、
「
社
会
と
個
人
」
と
と
も
に
、
「
博
学
才
頴
」
と

と
も
に
あ
る
。

「
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を
虎
楴
に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補

せ
ら
れ
た
」
こ
と
と
、
「
性
、
椙
介
、
自
ら
侍
む
と
こ
ろ
す
こ
ぶ
る
厚
く
、

賤
吏
に
甘
ん
ず
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
」
こ
と
を
逆
接
の
助
詞

「
が
」
で
殊
更
繋
げ
て
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に

あ
る
。
李
徴
の
「
博
学
才
頴
」
と
椙
介
、
自
侍
に
満
ち
た
「
性
」
は
内
面

の
胸
奥
深
く
で
切
り
結
ん
で
お
り
、
｜
方
無
く
し
て
他
方
は
あ
り
え
な
い

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
｜
人
格
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
相
補
的
な
そ
れ

ら
は
、
李
徴
の
若
年
性
と
し
て
「
賤
吏
」
「
俗
悪
な
大
官
」
と
鋭
く
対
時

す
る
の
で
あ
る
。

え
な
み

榎
浪
俊
博

２
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李徴はなぜ虎になったか

続
い
て
作
者
は
書
い
て
い
る
。
「
い
く
ば
く
も
な
く
官
を
退
い
た
の
ち

は
、
故
山
、
號
略
に
起
臥
し
、
人
と
交
を
断
っ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽

っ
た
。
下
吏
と
な
っ
て
長
く
膝
を
俗
悪
な
大
官
の
前
に
屈
す
る
よ
り
は
、

詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
。
「
人

と
交
を
断
」
つ
の
は
、
李
徴
の
中
の
「
社
会
性
」
の
放
棄
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
ｌ
李
徴
は
最
後
ま
で
「
社
会
性
」
を
放
棄
し
な
い
．
作
品

の
終
わ
り
近
く
で
披
瀝
す
る
漢
詩
で
も
衰
惨
の
社
会
的
地
位
に
触
れ
て
い

る
し
、
作
品
も
完
全
に
虎
に
な
る
場
面
は
描
か
れ
な
い
ｌ
個
体
の
個
人

性
へ
の
沈
潜
、
ま
た
自
ら
の
個
性
（
社
会
性
を
備
え
た
）
ヘ
の
こ
だ
わ
り

と
錬
成
へ
の
意
志
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
と
「
社
会
」
と
の
微
妙
な

接
点
が
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
と
い
う
、

そ
の
「
詩
家
と
し
て
の
名
」
で
あ
り
「
死
後
百
年
」
な
の
で
あ
る
。
「
死

後
百
年
」
の
超
時
間
性
は
、
「
個
人
」
と
「
社
会
」
の
関
係
の
究
極
的
な

理
想
態
と
し
て
思
い
描
か
れ
て
、
あ
る
。

従
っ
て
逆
に
現
在
の
現
実
は
、
そ
れ
を
裏
返
し
た
ほ
ど
に
み
じ
め
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
続
け
る
。

数
年
の
後
、
貧
窮
に
堪
え
ず
、
一
度
は
「
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
つ
い
に

節
を
屈
し
」
た
こ
と
、
「
己
の
詩
業
に
半
ば
絶
望
し
た
」
こ
と
、
「
彼
が
昔
、

鈍
物
と
し
て
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
そ
の
連
中
の
下
命
を
拝
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
」
こ
と
が
い
か
に
「
往
年
の
僑
才
李
徴
の
自
尊
心
」
を
傷
つ
け
た
か
、

を
続
け
て
述
べ
る
。
確
か
に
、
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ

う
と
」
す
る
者
の
自
尊
心
に
と
っ
て
、
「
節
を
屈
し
」
て
鈍
物
た
ち
の

「
下
命
を
拝
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
は
堪
え
難
い
こ
と
で
あ
り
、
「
彼
は

快
々
と
し
て
楽
し
ま
ず
、
狂
惇
の
性
は
い
よ
い
よ
抑
え
が
た
く
な
」
り
、

「
つ
い
に
発
狂
し
た
」
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
者
の
言
葉
は
、
よ
く
李
徴
と
い
う
人
物
の
性
格
・
行

動
・
運
命
を
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
も
う
一
つ
検
討
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
『
山
月

記
』
と
い
う
作
品
は
大
半
が
李
徴
の
告
白
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
告
白
に
よ
っ
て
ど
れ
程
自
己
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
李
徴
は
虎
に
な
っ
て
お
り
（
正
確
に

は
半
人
半
虎
で
あ
る
が
）
、
今
更
意
図
的
に
何
か
を
隠
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
は
な
い
。
社
会
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
親
友
の
衰
惨
に
対
し
て
隠
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
長
所
も
短
所
も
全
て
を
理
解
し
て
欲
し

い
と
李
徴
は
願
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
己
を
語
る
、
と
い
う

こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
己
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
自
己

を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
告
白
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
李
徴
の
場
合
、

虎
に
な
っ
た
と
い
う
結
末
か
ら
遡
行
的
に
Ｉ
つ
ま
り
．
「
醜
悪
な
今
の

外
形
」
を
前
提
に
し
て
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
何
が
可
能
で
何

が
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
の
可
能
と
不
可
能
を
峻
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
は
っ
き
り
一
一
一
一
口
え
る
こ
と
は
、
告
白
す
る

こ
と
は
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
つ

ま
り
自
分
と
い
う
人
物
を
創
造
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
そ
う
し
て
語
り
終
え
た
時
、
自
己
の
個
体
化
が
完
了
す
る
。

「
醜
悪
な
今
の
外
形
」
は
こ
の
よ
う
な
告
白
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な

陰
鬚
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
陰
霧
の
な
い
告
白
が
あ
り

う
る
か
ど
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
告
白
そ
の
も
の
が
李
徴
と
い

う
人
物
に
よ
る
自
己
の
創
造
の
一
方
法
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
場
合
、
李

徴
、
衰
惨
、
作
者
と
い
う
三
者
の
立
場
か
ら
の
視
点
の
解
析
が
、
李
徴
の

理
解
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
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も
ち
ろ
ん
、
『
山
月
記
」
は
史
書
で
な
く
、
李
徴
は
（
そ
し
て
作
者
中

島
敦
は
）
司
馬
遷
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
述
ベ
ル
」
と
は
、
違
っ
た
人

間
は
違
っ
た
人
間
と
し
て
述
べ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て

の
み
「
そ
こ
に
か
か
れ
た
史
上
の
人
物
が
・
・
・
み
ん
な
よ
う
や
く
安
心

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
落
ち
つ
く
」
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
説
（
創

作
）
と
い
え
ど
も
、
｜
且
そ
こ
に
一
個
の
人
間
が
存
在
し
た
限
り
に
お
い

て
、
自
分
が
他
の
ど
の
人
間
と
も
違
う
人
間
で
あ
る
こ
と
を
生
気
溌
刺
と

述
べ
る
時
、
こ
れ
を
「
述
べ
テ
作
ラ
ズ
」
の
態
度
と
言
え
な
い
わ
け
は
な

い
だ
ろ
う
。
た
と
え
「
熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
な
」
延
べ
つ
ぶ
り
で
あ
っ

た
と
し
て
も
。
こ
れ
は
、
小
説
の
内
部
の
論
理
と
し
て
言
え
る
こ
と
だ
ろ

う
。
歴
史
的
現
実
（
事
件
）
と
人
間
、
と
小
説
的
現
実
（
事
件
）
と
人
間
、

と
の
関
係
は
、
強
い
て
言
え
ば
、
歴
史
が
小
説
（
的
）
で
あ
り
得
、
小
説

し
か
し
、
創
造
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
無
際
限
に
自
由
で
あ
る
は
ず
は

な
い
。
そ
れ
が
「
告
白
」
で
あ
る
か
ぎ
り
は
過
去
・
現
在
の
自
己
に
関
し

て
あ
く
ま
で
「
事
実
」
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
述
べ
る
」
に
つ

い
て
、
作
者
中
島
敦
は
「
李
陵
』
の
中
で
司
馬
遷
の
口
を
借
り
て
次
の
よ

う
に
言
う
。

こ
れ
で
い
い
の
か
？
と
司
馬
遷
は
疑
う
。
こ
ん
な
熱
に
浮
か
さ
れ

た
書
き
つ
ぶ
り
で
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
彼
は
「
作
ル
」
こ
と
を

極
度
に
警
戒
し
た
。
自
分
の
仕
事
は
「
述
ベ
ル
」
こ
と
に
尽
き
る
。

事
実
、
彼
は
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ん
と
生
気
溌
刺

た
る
延
べ
方
で
あ
っ
た
か
？
異
常
な
想
像
的
視
覚
を
有
っ
た
者
で

な
け
れ
ば
と
う
て
い
不
能
な
記
述
で
あ
っ
た
。

が
現
実
（
的
）
で
あ
り
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
違
点
を
限
り
な
く
小
さ

く
見
積
も
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
あ
と
は
文
体
の
問
題
で
あ
る
。
断
っ

て
お
く
が
、
私
は
こ
こ
で
現
実
と
人
間
、
小
説
と
人
間
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
き
な
り
現
実
と
小
説
を
比
較
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
念
の
た
め
。

司
馬
遷
の
『
史
記
』
が
、
歴
史
上
の
人
物
の
「
生
気
溌
刺
」
た
る
叙
述

に
よ
っ
て
人
に
感
動
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
中
島
敦
の
『
山
月
記
」
が
、

あ
る
小
説
的
現
実
に
衝
突
す
る
「
生
気
溌
刺
」
た
る
人
間
の
創
造
に
よ
っ

て
（
前
者
と
ほ
と
ん
ど
同
質
の
）
感
動
を
与
え
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議

も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
先
程
言
っ
た
よ
う
に
、
李
徴
に
は
「
醜
悪
な

今
の
外
形
」
つ
ま
り
「
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
て
虎
に
な
っ
た
哀
れ
な
男
」

と
い
う
負
い
目
の
意
識
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
留
意
す
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
李
徴
の
告
白
は
告
白
と
し
て
こ
れ
を
聞
き
、
作
者

の
叙
述
は
叙
述
と
し
て
こ
れ
を
読
み
、
衰
惨
の
見
方
は
見
方
と
し
て
こ
れ

を
評
価
し
、
そ
の
中
で
李
徴
と
い
う
人
物
の
真
の
姿
に
迫
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
李
徴
は
作
者
中
島
敦
が
「
述
べ
た
」

人
物
と
考
え
る
よ
り
、
独
立
し
た
人
物
と
し
て
李
徴
が
李
徴
を
語
り
、
そ

の
個
体
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
捉
え
た

方
が
よ
い
と
思
う
。
李
徴
は
自
分
自
ら
を
「
生
気
溌
刺
」
と
述
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
確
実
に
そ
の
場
所
を
得
て
い
る
。
そ
う
考
え
た
方
が
よ
い
。

さ
て
、
李
徴
は
告
白
す
る
。
な
ぜ
自
分
が
虎
に
な
っ
た
か
を
語
る
。
告

白
の
相
手
は
か
っ
て
「
最
も
親
し
い
友
で
あ
っ
た
」
衰
惨
と
い
う
人
物
で

あ
り
、
彼
は
気
の
お
け
な
い
人
物
と
し
て
登
場
す
る
の
で
、
李
徴
の
告
白

は
そ
れ
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
李
徴
は
、

ど
う
し
て
今
の
身
に
な
っ
た
か
を
訊
ね
る
衰
惨
に
答
え
て
言
う
。

1４
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李徴はなぜ虎になったか

こ
れ
が
作
者
の
言
う
「
発
狂
」
の
場
面
で
あ
り
、
虎
に
な
っ
た
理
由
に

触
れ
た
第
一
番
目
の
も
の
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
運
命
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
「
分
ら
ぬ
」
も
の
と
し
て
あ
る
。
だ
が
、
今
、

理
由
に
つ
い
て
の
結
論
を
留
保
し
て
言
う
な
ら
、
こ
こ
に
現
れ
た
李
徴
の

運
命
観
の
よ
う
な
も
の
を
他
の
作
品
か
ら
類
推
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

小
学
校
の
四
年
の
と
き
だ
っ
た
ろ
う
か
。
肺
病
や
み
の
よ
う
に
痩
せ

た
．
髪
の
長
い
。
受
持
の
教
師
が
、
或
日
何
か
の
拍
子
で
、
地
球
の

運
命
と
い
う
も
の
に
就
い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
如
何
に
し
て

地
球
が
冷
却
し
、
人
類
が
絶
滅
す
る
か
、
我
々
の
存
在
が
如
何
に
無

今
か
ら
一
年
ほ
ど
前
、
自
分
が
旅
に
出
て
汝
水
の
ほ
と
り
に
泊
ま
っ

た
一
夜
の
こ
と
、
一
睡
し
て
か
ら
、
ふ
と
眼
を
覚
ま
す
と
、
戸
外
で

誰
か
が
わ
が
名
を
呼
ん
で
い
る
。
声
に
応
じ
て
外
へ
出
て
見
る
と
、

声
は
闇
の
中
か
ら
し
き
り
に
自
分
を
招
く
。
覚
え
ず
、
自
分
は
声
を

追
う
て
走
り
出
し
た
。
無
我
夢
中
で
駈
け
て
行
く
う
ち
に
、
い
つ
し

か
途
は
山
林
に
入
り
、
し
か
も
、
知
ら
ぬ
ま
に
自
分
は
左
右
の
手
で

地
を
擢
ん
で
走
っ
て
い
た
。
何
か
身
体
中
に
力
が
充
ち
満
ち
た
よ
う

な
感
じ
で
、
軽
々
と
岩
石
を
跳
び
越
え
て
行
っ
た
。
気
が
つ
く
と
、

手
先
や
肘
の
あ
た
り
に
も
毛
を
生
じ
て
い
る
ら
し
い
。
・
・
・
し
か

し
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
分
ら
ぬ
。
ま
っ
た
く

何
事
も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の

を
大
人
し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
い
く
の
が
、

、
、
、

我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め
だ
。

地
球
の
、
宇
宙
の
運
命
と
人
間
の
運
命
の
不
確
か
さ
、
人
間
存
在
の
不

確
か
さ
が
直
接
的
に
繋
が
り
、
「
一
生
の
時
の
短
か
さ
の
感
じ
」
は
「
二

十
年
で
も
二
百
年
で
も
同
じ
短
か
さ
に
決
っ
て
い
る
」
と
し
、
地
球
の
絶

滅
が
た
と
い
「
何
万
年
後
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
「
人
間
や
宇
宙
に
対
す

る
信
頼
の
問
題
」
と
し
て
深
刻
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
と
考
え
る
と

こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
特
徴
が
あ
る
。
李
徴
の
言
う
「
戸
外
で
誰
か

が
わ
が
名
を
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
箇
所
は
、
こ
の
世
界
の
不
確
か
さ
と
、

自
分
は
、
今
の
人
間
と
は
違
っ
た
史
に
高
い
存
在
ｌ
そ
れ
は
他

の
遊
星
の
上
に
棲
む
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
或
い
は
我
々
の
眼
に
見
え

な
い
存
在
で
あ
ろ
う
と
、
又
は
、
時
代
を
異
に
し
た
・
人
類
の
絶
滅

し
た
あ
と
の
地
球
上
に
出
て
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
．
ｌ
に
生
れ

て
来
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
其
の
正
体
が
解
ら

な
い
故
に
我
々
が
恐
怖
の
感
情
を
以
て
偶
然
と
呼
ん
で
い
る
も
の

が
、
ほ
ん
の
一
寸
そ
の
動
き
を
変
え
さ
え
し
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な

事
が
自
分
に
起
ら
な
か
っ
た
と
誰
が
言
え
よ
う
。
・
・
・
斯
う
考
え

る
の
は
彼
に
と
っ
て
堪
え
難
く
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
同
）

意
味
で
あ
る
か
を
、
其
の
教
師
は
、
意
地
の
悪
い
執
勧
さ
を
以
て
繰

返
し
繰
返
し
、
幼
い
三
造
達
に
説
い
た
の
だ
。
・
・
・
地
球
が
冷
却

す
る
の
や
、
人
類
が
滅
び
る
の
は
、
ま
だ
し
も
我
慢
が
出
来
た
。
所

が
、
そ
の
あ
と
で
は
太
陽
ま
で
も
消
え
て
了
う
と
い
う
。
太
陽
も
冷

え
て
、
消
え
て
、
真
暗
な
空
間
を
た
だ
ぐ
る
八
、
と
誰
に
も
見
ら
れ

ず
に
黒
い
冷
た
い
星
共
が
廻
っ
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
を
考
え
る
と
彼
は
堪
ら
な
か
っ
た
。
Ｓ
狼
疾
記
」
）
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人
間
存
在
の
不
確
か
さ
、
そ
し
て
我
々
の
「
チ
ッ
ポ
ヶ
な
存
在
」
「
小
さ

い
者
の
恐
怖
」
が
反
響
し
て
い
よ
う
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
存
在
で
我
々

が
あ
る
の
な
ら
、
「
戸
外
」
か
ら
誰
に
呼
ば
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で

あ
り
、
「
分
ら
ぬ
」
と
い
う
眩
き
が
「
小
さ
い
者
の
恐
怖
」
の
中
か
ら
絞

り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
者
が
或
る
日
突
然
「
発
狂
し

た
」
と
し
て
も
ま
た
異
と
す
る
に
及
ば
ぬ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
援
用
に
よ
る
類
推
で
あ
る
。
作
者
の
頭
の

中
に
は
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
李
徴
に

こ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
と
言
お
う
か
、
『
狼
疾

記
」
の
三
造
は
発
狂
も
せ
ず
虎
に
も
な
ら
ず
、
何
は
と
も
あ
れ
「
先
刻
の

自
己
苛
責
の
こ
と
も
忘
れ
て
人
通
り
の
無
い
街
を
浮
か
れ
歩
い
た
」
で
、

作
品
は
終
わ
る
の
だ
か
ら
（
た
だ
、
文
中
に
突
然
あ
ら
わ
れ
た
「
我
々
」

の
語
か
ら
、
李
徴
の
告
白
に
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
人
間
存
在
の
在
り
様

を
想
起
す
る
こ
と
は
か
な
り
許
さ
れ
る
）
。
李
徴
に
と
っ
て
今
は
っ
き
り

し
て
い
る
こ
と
は
、
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
の
み
で
あ
り
、
そ
れ

と
因
果
関
係
が
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
戸
外
で
誰
か
が
わ

が
名
を
呼
ん
だ
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
以
外
に
何
も
な
い
。
そ
の

「
誰
か
」
の
正
体
は
分
か
ら
な
い
。
虎
に
な
る
と
い
う
運
命
に
立
ち
至
っ

た
李
徴
は
、
「
分
ら
ぬ
」
ま
ま
で
済
ま
さ
れ
ぬ
。
李
徴
の
自
己
分
析
は
い

よ
い
よ
本
格
化
す
る
。
そ
の
方
法
は
、
「
考
え
よ
う
に
よ
れ
ば
、
思
い
当

た
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
李
徴
は
思

い
当
た
る
こ
と
と
し
て
「
自
尊
心
」
を
挙
げ
る
。
こ
の
「
自
尊
心
」
は
い

わ
ば
偉
大
な
「
自
尊
心
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
Ｉ
な
ぜ
な
ら
．
彼
は

「
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
て
虎
に
な
っ
た
哀
れ
な
男
」
だ
っ
た
か
ら
ｌ

「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
蓋
恥
心
」
と
い
う
ふ
う
に
倭
小
化
さ
れ

こ
の
部
分
は
主
観
的
な
立
証
と
し
て
か
な
り
説
得
的
で
あ
る
。
「
生
気

溌
刺
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
て
虎
に
な
っ

た
哀
れ
な
男
」
に
よ
る
説
明
と
し
て
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
幸
な

結
末
か
ら
原
因
を
探
る
内
省
的
な
視
点
を
い
っ
た
ん
取
り
払
っ
て
こ
れ
を

見
れ
ば
、
こ
れ
は
充
分
に
疑
わ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
者
は
作

品
冒
頭
で
李
徴
の
才
能
、
自
尊
心
、
狂
惇
の
性
を
挙
げ
て
い
た
。
そ
し
て

「
人
と
交
を
絶
っ
て
、
ひ
た
す
ら
詩
作
に
ふ
け
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
た
。

と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
作
者
の
理
解
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
豊
か

る
（
こ
の
よ
う
な
倭
小
な
も
の
だ
っ
た
ら
、
李
徴
は
虎
に
な
ら
ず
に
犬
や

猫
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
も
あ
る
）
。
こ
れ
あ
る
た
め
に
李

徴
は
、
「
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
い
な
が
ら
、
進
ん
で
師
に
つ
い

た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
わ
っ
て
切
嵯
琢
磨
に
努
め
た
り
し
な
か
っ
た
」

し
、
「
俗
物
の
間
に
伍
す
る
こ
と
も
潔
し
と
し
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
「
事

実
は
、
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
倶
と
、

刻
苦
を
厭
う
怠
惰
と
が
己
の
す
べ
て
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

己
は
し
だ
い
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
葱
悪
と
に
よ

、
、
、
、
、

っ
て
ま
す
ま
す
己
の
内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
結

果
に
な
っ
た
。
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
い
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に
当

た
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
と
い
う
。
己
の
場
合
、
こ
の
尊
大
な
差

恥
心
が
猛
獣
だ
っ
た
。
虎
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
己
を
損
い
、
妻
子

を
苦
し
め
、
友
人
を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
か
く
の
ご
と

く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

６
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李徴はなぜ虎になったか

な
才
能
、
自
尊
心
、
努
力
家
、
そ
し
て
狂
惇
の
性
。
し
か
し
、
も
し
も
そ

う
な
ら
、
李
徴
の
挫
折
の
原
因
は
「
文
名
は
容
易
に
場
ら
ず
、
生
活
は
日

を
逐
う
て
苦
し
く
な
る
」
と
い
う
そ
の
点
に
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

る
。
も
し
く
は
狂
惇
の
性
に
。
だ
が
、
「
文
名
」
「
生
活
」
ま
た
「
狂
惇
の

性
」
に
よ
っ
て
Ｓ
ま
り
精
神
の
錯
乱
の
傾
向
に
よ
っ
て
）
、
挫
折
し
発

狂
し
た
で
は
話
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
李
徴
の
言
う
よ
う
な

「
妻
子
を
苦
し
め
」
た
と
い
う
告
白
よ
り
も
、
「
妻
子
の
衣
食
の
た
め
に
遂

に
節
を
屈
し
た
」
と
い
う
事
実
を
信
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
作
者

の
言
い
分
の
方
が
正
し
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
言
っ
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

李
徴
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
に
起

因
す
る
怠
惰
に
よ
っ
て
才
能
を
伸
ば
し
き
れ
ず
に
詩
人
に
な
り
そ
こ
な

い
、
「
尊
大
な
差
恥
心
」
と
い
う
性
情
に
よ
っ
て
虎
に
な
っ
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
我
々
は
李
徴
の
「
自
潮
癖
」
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

李
徴
が
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
て
虎
に
な
っ
た
、
と
い
う
命
題
は
、
李
徴

の
論
理
で
は
、
結
局
、
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
た
ゆ
え
に
虎
に
な
っ
た
、

の
意
に
な
る
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
内

心
」
が
虎
だ
っ
た
か
ら
虎
に
な
っ
た
、
も
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
い

ま
だ
「
虎
に
な
っ
た
」
理
由
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
李
徴
が
は
た
し
て

「
詩
人
」
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

李
徴
は
最
後
に
も
う
一
つ
理
由
を
挙
げ
て
み
せ
る
。
「
飢
え
凍
え
よ
う

と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い
詩
業
の
ほ
う
を
気
に
か
け
て

い
る
よ
う
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
お
堕
す
の
だ
」
と
。
し
か
し
、

こ
れ
こ
そ
因
果
関
係
を
遡
行
す
る
考
え
方
の
典
型
で
あ
り
、
「
虎
に
な
っ

た
」
と
い
う
動
か
し
難
い
事
実
の
前
で
は
何
で
も
反
省
材
料
に
な
る
と
い

う
好
例
で
あ
ろ
う
。
李
徴
が
妻
子
の
た
め
に
節
を
屈
し
た
と
い
う
の
は
す

で
に
先
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
詩
人
は
必
ず
し
も
倫
理
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
深
く
人
間
を
見
据
え
る

眼
と
心
を
失
い
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
佳
品
（
第
一
流
の
作
品
）
を
も
の
し

う
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
李
徴
の
こ
の
一
一
一
一
口
葉
が
「
自
潮
的
な
調
子
」
で
語

ら
れ
た
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
評
言
は
首
肯
し
て
よ
い
。
詩
人
で
あ
り
う

る
も
の
が
人
で
あ
り
え
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
虎
に
な
っ

て
も
尚
妻
子
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
男
が
、
は
た
し
て
愛
情
に
欠
け

る
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
芸
術
（
文
学
）
は
善
美
を
兼

ね
備
え
て
も
よ
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
え
な
い
の
は
常
識

に
属
す
る
で
あ
ろ
う
弓
文
学
の
た
め
に
は
妻
子
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」
と
一
一
一
一
口
っ
た
中
島
敦
の
同
時
代
作
家
も
佳
品
を
遣
し
た
）
。

李
徴
は
、
（
そ
の
豊
か
な
才
能
と
自
尊
心
を
別
に
す
れ
ば
）
人
々
の
無

理
解
と
生
活
力
の
無
さ
と
後
悔
の
念
の
強
さ
に
よ
っ
て
、
李
徴
た
り
え
て

い
る
と
い
え
る
。
こ
の
う
ち
最
後
の
も
の
は
、
（
自
潮
癖
と
は
別
に
）
李

徴
が
虎
に
な
っ
た
理
由
と
の
関
連
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
え
る
。

後
悔
の
念
の
強
さ
は
、
志
の
強
さ
に
比
例
す
る
。
李
徴
は
「
詩
家
と
し

て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
の
で
あ
」
り
、
「
と
に
か
く
、
産

を
破
り
心
を
狂
わ
せ
て
ま
で
自
分
が
生
涯
そ
れ
に
執
着
し
た
と
こ
ろ
の
も

の
を
、
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
切
れ
な

い
」
と
言
う
。
こ
の
執
着
は
『
名
人
伝
」
の
紀
昌
の
ひ
た
む
き
さ
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
。

紀
昌
は
、
天
下
第
一
の
弓
の
名
人
に
な
ろ
う
と
志
を
立
て
る
。
次
々
と

師
を
求
め
師
を
越
え
る
紀
昌
に
は
、
い
か
な
る
困
難
も
次
の
飛
躍
へ
の
階

梯
に
す
ぎ
な
い
。
お
よ
そ
十
有
五
年
の
修
行
を
経
て
、
彼
は
あ
る
者
に
答
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え
て
言
う
。
「
至
為
は
為
す
な
く
、
至
一
一
一
一
口
は
一
一
一
一
口
を
去
り
、
至
射
は
射
る
こ

と
な
し
」
と
。
こ
こ
に
は
「
世
界
」
に
直
接
向
か
い
合
う
紀
昌
の
内
面
の

論
理
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
全
て
を
知
ら
な
け
れ
ば
何
も

知
ら
な
い
に
等
し
い
。
全
て
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
「
世
界
」
は

意
味
を
持
ち
得
、
自
己
の
存
在
も
有
意
味
で
あ
り
得
る
と
い
う
論
理
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
「
世
界
」
が
完
全
で
あ
る
と
き
に
の
み
成
り
立
つ

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宇
宙
が
永
遠
に
存
在
し
、
地
球
は
冷
却
せ
ず
、

人
類
が
滅
亡
し
な
い
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
内
面
の
論

理
は
そ
れ
に
相
応
し
い
対
応
物
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
「
世
界
」

の
不
完
全
を
前
提
と
す
る
現
実
の
論
理
は
、
あ
く
ま
で
も
「
射
之
射
」
で

あ
る
ほ
か
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
動
く
も
の
を
動
く
矢
で
射
る

と
こ
ろ
に
生
じ
る
確
執
を
基
盤
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
不
射
之
射
」
を
精
髄
と
す
る
内
面
の
論
理
は
、
所
詮
「
願
望
」
に
他
な

ら
ぬ
。
こ
の
と
き
、
逆
に
、
こ
の
「
世
界
」
は
我
々
の
ご
と
き
「
チ
ッ
ポ

ケ
な
存
在
」
に
は
到
底
理
解
不
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
要

求
が
生
ま
れ
る
。
全
て
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
逆
に
、
何
も
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
偉
大
さ
を
相
手
に
要
求
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
絶
対
（
完
全
）
の
相
の
も
と
に
「
信
頼
」
を

得
た
い
と
の
願
望
に
由
来
す
る
が
、
し
か
し
、
い
わ
ば
こ
の
「
世
界
」
の

実
相
に
照
ら
し
て
、
「
世
界
」
が
完
全
で
な
く
、
し
か
も
理
解
不
能
で
あ

る
と
き
、
人
間
存
在
の
危
う
い
位
相
が
浮
か
び
上
が
る
。
李
徴
は
、
こ
の

よ
う
な
人
間
存
在
を
象
徴
す
る
。

李
徴
は
紀
昌
の
ま
つ
た
き
陰
画
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
『
山
月
記
」

と
「
名
人
伝
」
と
の
関
係
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
同
じ
い
と
言
っ
て
よ
い
。

李
徴
は
、
紀
昌
が
天
下
第
一
の
弓
の
名
人
に
な
ろ
う
と
志
を
立
て
た
よ

う
に
、
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遣
そ
う
と
す
る
。
紀
昌
は
そ
れ

を
果
た
し
て
内
面
の
論
理
を
開
示
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
が
不
可
能
で
あ

っ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
「
世
界
」
が
不
可
知
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、

人
間
存
在
は
い
か
な
る
像
を
結
ぶ
か
。
こ
れ
が
『
山
月
記
」
の
主
題
で
あ

る
。李
徴
は
山
中
の
闇
の
叢
の
中
に
い
る
。
こ
こ
は
普
通
の
人
々
の
入
れ
る

所
で
は
な
い
。
こ
の
道
は
「
旅
人
は
白
昼
で
な
け
れ
ば
通
れ
な
い
」
の
で

あ
る
。
白
昼
と
は
、
「
世
界
」
と
は
、
「
存
在
」
と
は
、
と
い
っ
た
疑
問
を

持
た
ぬ
も
の
の
住
む
と
こ
ろ
だ
。
李
徴
は
山
中
の
闇
の
叢
中
に
住
む
。
李

徴
の
苦
悩
は
、
『
悟
浄
出
世
」
の
悟
浄
の
「
病
気
」
と
根
本
に
お
い
て
同

じ
も
の
で
あ
る
。

・
・
・
こ
う
し
た
疑
問
を
渠
が
洩
ら
す
と
、
妖
怪
ど
も
は
、
「
ま
た
、

始
ま
っ
た
」
と
い
っ
て
畷
う
の
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
潮
弄
す
る
よ

う
に
、
あ
る
も
の
は
憐
懲
の
面
持
ち
を
も
っ
て
「
病
気
な
ん
だ
よ
。

悪
い
病
気
の
せ
い
な
ん
だ
よ
」
と
言
う
た
。

事
実
、
渠
は
病
気
だ
っ
た
。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
、
何
が
因
で
こ
ん
な
病
気
に
な
っ
た
か
、

悟
浄
は
そ
の
ど
ち
ら
を
も
知
ら
ぬ
。

医
者
で
も
あ
り
、
占
星
師
で
も
あ
り
、
祈
祷
者
で
も
あ
る
、
一
人
の

老
い
た
る
魚
怪
が
、
あ
る
と
き
悟
浄
を
見
て
こ
う
言
う
た
。
「
や
れ
、

い
た
わ
し
や
。
因
果
な
病
に
か
か
っ
た
も
の
じ
ゃ
。
こ
の
病
に
か
か

っ
た
が
最
後
、
百
人
の
う
ち
九
十
九
人
ま
で
は
惨
め
な
一
生
を
送
ら

ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
ぞ
。
。
：
こ
の
病
に
侵
さ
れ
た
者
は
な
、
す
べ

８
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李徴はなぜ虎になったか

悟
浄
は
「
あ
ら
ゆ
る
賢
人
、
あ
ら
ゆ
る
医
者
、
あ
ら
ゆ
る
占
星
師
に
親

し
く
会
っ
て
、
自
分
の
納
得
の
い
く
ま
で
、
教
え
を
乞
お
う
」
と
出
発
す

る
が
、
長
い
遍
歴
の
末
、
結
局
、
「
ど
う
も
へ
ん
だ
な
。
ど
う
も
脈
に
落

ち
な
い
。
分
か
ら
な
い
こ
と
を
強
い
て
尋
ね
よ
う
と
し
な
く
な
る
こ
と
が
、

結
局
、
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
？
ど
う
も
暖
昧
だ
な
！
あ
ま

り
み
ご
と
な
脱
皮
で
は
な
い
な
！
」
と
眩
か
ざ
る
を
得
な
い
。
悟
浄
に
と

っ
て
、
こ
れ
は
つ
い
に
何
事
も
明
ら
か
に
な
し
え
な
い
難
問
な
の
で
あ
っ

た
。
で
は
、
李
徴
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
答
え
を
得
よ
う
と
す
る
の

力2
０

ま
ず
、
『
名
人
伝
』
の
よ
う
な
内
面
の
論
理
の
追
究
を
放
棄
し
て
、
外

て
の
物
事
を
素
直
に
受
取
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
何
を
見
て
も
、
何
に

出
会
う
て
も
、
『
な
ぜ
？
』
と
す
ぐ
に
考
え
る
。
究
極
の
、
正
真
正

銘
の
、
神
様
だ
け
が
ご
存
じ
の
『
な
ぜ
？
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
の

じ
ゃ
。
そ
ん
な
こ
と
を
恩
う
て
は
生
き
物
は
生
き
て
い
け
ぬ
も
の
じ

ゃ
。
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
ぬ
と
い
う
の
が
、
こ
の
世
の
生
き
物
の
間

の
約
束
で
は
な
い
か
。
こ
と
に
始
末
に
困
る
の
は
、
こ
の
病
人
が

『
自
分
』
と
い
う
も
の
に
疑
い
を
も
つ
こ
と
じ
ゃ
。
な
ぜ
俺
は
俺
を

俺
と
思
う
の
か
？
他
の
者
を
俺
と
恩
う
て
も
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ

う
に
。
俺
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
？
こ
う
考
え
は
じ
め
る
の
が
、

こ
の
病
気
の
い
ち
ば
ん
悪
い
徴
候
じ
ゃ
。
ど
う
じ
や
。
当
た
り
ま
し

た
ろ
う
が
の
。
お
気
の
毒
じ
ゃ
が
、
こ
の
病
に
は
、
薬
も
な
け
れ
ば
、

医
者
も
な
い
。
自
分
で
治
す
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
じ
ゃ
。
よ
ほ
ど
の

機
縁
に
恵
ま
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
ま
ず
、
あ
ん
た
の
顔
色
の
は
れ
る
時
は

あ
り
ま
す
ま
い
て
。

界
（
現
実
）
に
李
徴
は
参
入
し
よ
う
と
す
る
。
「
俗
悪
な
大
官
」
や
「
鈍

物
と
し
て
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
連
中
」
と
の
対
時
で
あ
る
。
「
俗
悪
」

「
鈍
物
」
と
の
対
時
と
い
う
図
式
は
「
生
活
」
を
媒
介
に
し
て
行
わ
れ
る
。

し
か
し
、
李
徴
は
不
可
能
の
刻
印
を
背
中
に
負
う
て
登
場
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
「
文
名
は
容
易
に
揚
が
ら
ず
、
生
活
は
日
を
追
う
て
苦
し
く
な
る
」

の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
「
生
活
」
が
「
世
界
」
の
一
部
で
あ
る

か
ぎ
り
、
李
徴
に
と
っ
て
適
応
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

つ
ま
り
彼
は
「
白
昼
」
の
世
界
に
は
坐
す
場
所
の
な
い
人
物
で
あ
る
。
李

徴
の
容
貌
は
「
哨
刻
と
な
り
、
肉
落
ち
骨
秀
で
、
眼
光
の
み
い
た
ず
ら
に

烟
々
と
し
て
、
か
つ
て
進
士
に
登
第
し
た
こ
ろ
の
豊
頬
の
美
少
年
の
梯
は
、

ど
こ
に
求
め
よ
う
も
な
い
」
。
「
豊
頬
」
と
「
蛸
刻
」
と
。
こ
の
落
差
の
中

に
、
李
徴
の
「
世
界
」
へ
の
信
頼
（
願
望
と
不
信
と
の
振
幅
の
大
き
さ

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
私
は
先
に
李
徴
の
若
年
性
と
「
し
あ
わ
せ
」
の
関

係
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

「
豊
頬
の
美
少
年
」
と
は
「
世
界
」
の
完
全
さ
へ
の
願
望
で
あ
り
、
「
蛸
刻

な
容
貌
」
は
揺
ら
ぐ
自
己
の
存
在
の
基
盤
を
知
っ
た
も
の
の
絶
望
と
悲
哀

の
形
象
で
あ
る
。
李
徴
は
絶
望
と
悲
哀
で
も
っ
て
「
世
界
」
と
対
時
す
る
。

「
鈍
物
」
た
ち
は
「
生
活
」
と
と
も
に
肉
薄
し
て
く
る
。
李
徴
の
敗
北
は

既
定
の
事
実
で
し
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
哀
惨
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
「
監
察
御
史
、
陳
郡

の
衰
惨
と
い
う
者
、
勅
命
を
奉
じ
て
嶺
南
に
使
し
、
途
に
商
於
の
地
に
宿

っ
た
」
。次
の
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
に
出
発
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
駅
吏
が
言

う
こ
と
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
道
に
人
喰
い
虎
が
出
る
ゆ
え
、
旅
人
は
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李
徴
（
虎
）
は
、
童
惨
に
向
か
っ
て
言
う
。
「
今
、
は
か
ら
ず
も
故
人

に
遇
う
こ
と
を
得
て
、
槐
報
の
念
を
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
懐
か
し
い
。
ど
う

か
、
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
で
い
い
か
ら
、
わ
が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
厭
わ
ず
、

か
っ
て
君
の
友
李
徴
で
あ
っ
た
こ
の
自
分
と
話
を
交
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
。
そ
の
「
衰
惨
は
李
徴
と
同
年
に
進
士
の
第
に
登
り
、
友
人
の

少
な
か
っ
た
李
徴
に
と
っ
て
は
、
最
も
親
し
い
友
で
あ
っ
た
」
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
作
者
は
「
温
和
な
衰
惨
の
性
格
が
、
峻
蛸
な
李
徴
の
性
情
と

衝
突
し
な
か
っ
た
た
め
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
秀
才
で
あ
り
、
温

和
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
役
人
が
「
俗
悪
な
大
官
」
や
「
鈍
物
と

し
て
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
そ
の
連
中
」
と
は
異
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

作
者
は
そ
の
証
拠
と
な
る
も
の
を
一
切
挙
げ
て
い
な
い
。
根
拠
も
な
く

哀
惨
を
過
大
評
価
す
る
の
は
程
々
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
（
大
官
は

「
俗
悪
な
大
官
」
な
の
だ
か
ら
こ
れ
は
よ
い
）
。
哀
惨
は
「
温
和
」
で
あ
る

が
、
「
温
和
」
で
あ
る
こ
と
は
、
俗
物
で
な
い
こ
と
と
は
何
の
関
係
も
な

い
。
衰
惨
が
俗
物
で
な
い
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
李
徴
が

衰
惨
に
認
め
る
「
友
」
の
条
件
は
、
衝
突
し
な
か
っ
た
「
温
和
な
性
格
」

以
外
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
衰
惨
が
、
「
白
昼
」
の
世

界
の
住
人
で
あ
る
衰
惨
が
、
李
徴
の
住
む
暗
闇
の
世
界
へ
通
り
か
か
る
こ

と
が
で
き
、
叢
中
の
李
徴
と
話
が
交
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

白
昼
で
な
け
れ
ば
、
通
れ
な
い
。
今
は
ま
だ
朝
が
早
い
か
ら
、
今
少

し
待
た
れ
た
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
と
。
衰
惨
は
、
し
か
し
、
供
廻

り
の
多
勢
な
の
を
特
み
、
駅
吏
の
言
葉
を
斥
け
て
、
出
発
し
た
。
残

月
の
光
を
た
よ
り
に
林
中
の
草
地
を
通
っ
て
行
っ
た
時
、
果
し
て
一

匹
の
猛
虎
が
叢
の
中
か
ら
躍
り
出
た
。

「
供
廻
り
の
多
勢
な
の
を
侍
」
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。

つ
い
で
に
言
っ
て
お
く
が
、
衰
惨
が
俗
物
で
あ
る
か
な
い
か
は
此
一
一
細
な

問
題
で
は
な
い
。
李
徴
（
虎
）
と
会
話
す
る
こ
と
だ
け
で
も
蔑
ろ
に
で
き

な
い
こ
と
だ
が
（
李
徴
の
詩
を
批
評
し
た
り
、
詩
の
伝
録
を
依
頼
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
は
も
っ
と
重
要
だ
）
、
会
話
す
る
李
徴
自
身
を
ど
う
判
断
す

る
か
が
か
か
っ
て
い
る
重
要
事
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
恐
ら
く
、
作
者
の
誤
解
と
李
徴
の
矛
盾
が
あ
る
。
作
者
は
李

徴
の
語
る
相
手
を
必
要
と
す
る
あ
ま
り
、
「
李
徴
と
同
年
に
進
士
の
第
に

登
」
っ
た
衰
惨
を
、
性
急
に
李
徴
の
理
解
者
と
し
て
設
定
し
た
（
そ
れ
が

正
し
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
李
徴
の
詩
へ
の
鑑
賞
眼
と
批
評
眼
に
唯
一
か

か
っ
て
い
る
）
。
「
白
昼
」
の
世
界
の
住
人
で
あ
り
、
役
人
の
地
位
に
い

る
も
の
が
、
「
俗
悪
な
大
官
」
と
は
異
質
で
あ
る
と
い
う
根
拠
も
証
拠
も

挙
げ
ず
に
、
「
穏
和
な
性
格
」
に
よ
り
か
か
っ
て
、
李
徴
の
暗
闇
の
叢
中

の
世
界
に
視
界
が
及
ぶ
者
と
し
て
看
倣
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
性

格
」
と
「
性
情
」
の
不
衝
突
。
し
か
し
、
む
ろ
ん
こ
の
心
情
的
な
結
び
つ

き
が
、
二
人
の
世
界
の
隔
絶
を
架
橋
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ

る
。李
徴
は
衰
惨
を
相
手
に
自
己
を
語
り
、
詩
の
伝
録
や
妻
子
の
こ
と
を
依

頼
す
る
。
妻
子
の
こ
と
を
依
頼
す
る
の
は
よ
い
。
だ
が
、
詩
の
伝
録
に
つ

い
て
は
ど
う
か
。

長
短
お
よ
そ
三
十
一
届
、
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
、
｜
読
し
て
作
者
の

才
の
非
凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
衰
惨
は
感

嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
作

2０
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李徴はなぜ虎になったか

衰
惨
は
「
素
質
」
と
「
作
品
」
を
分
け
て
考
え
て
お
り
、
し
か
も
こ
の

「
素
質
」
が
開
花
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
ま
ま
で
は
、

第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
ど
こ
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
）

欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
感
じ
る
。
は
た
し
て
、
こ
の

衰
惨
の
鑑
賞
眼
と
批
評
眼
は
確
か
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
｜
般
に
は
こ
の

「
欠
け
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
の
は
李
徴
の
性
格
や
妻
子
の
こ
と
を
顧
み
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
も
衰
惨
が
こ

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
文
学
と
倫
理
（
道
徳
）
を
直

結
さ
せ
る
通
俗
的
な
解
釈
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
他
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
、

衰
惨
の
鑑
賞
眼
や
批
評
眼
を
言
う
前
に
文
学
の
基
本
的
な
素
養
を
疑
わ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
（
あ
る
い
は
ま
た
、
仮
に
「
天
宝
」
年
間
に
お
い
て
、

文
学
イ
ク
オ
ー
ル
倫
理
（
道
徳
）
と
い
う
通
念
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ

な
ら
「
ど
こ
か
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」
ど

こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
。
だ
が
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
李

徴
が
「
妻
子
の
た
め
に
つ
い
に
節
を
屈
し
た
」
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り

で
あ
り
、
虎
に
な
っ
て
か
ら
も
妻
子
を
気
に
か
け
て
い
る
男
が
愛
情
に
欠

け
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
世
と
離
れ
、
人
と
遠

ざ
か
」
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
李
徴
は
そ
の
こ
と
を
片
時
も
念
頭
か
ら
去

ら
せ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
を
行
為
の
貧
困
と
心
（
内
面
）
の
豊
か
さ
と

言
っ
て
も
よ
い
が
、
む
ろ
ん
、
文
学
に
と
っ
て
は
心
（
内
面
）
の
方
が
重

者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
ど
こ
か

（
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
。

こ
の
頸
聯
の
文
句
に
注
意
し
よ
う
。
李
徴
は
衰
惨
を
羨
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
と
し
た
」
李
徴
が
、

今
、
衰
惨
の
「
俗
悪
な
大
官
」
の
系
列
に
連
な
る
成
功
を
羨
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
ど
こ
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
お
い
て
）
欠
け
る

と
こ
ろ
が
あ
る
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
大
い
な
る
矛
盾
、
「
自
尊
心
」
も

「
珠
」
と
し
て
の
誇
持
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
大
き
な
矛
盾
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
そ
れ
は
衰
惨
の
思
慮
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
の
話
で
あ
る
。
哀
惨
に

そ
れ
を
言
う
資
格
も
な
い
し
、
見
抜
け
る
は
ず
も
な
い
（
た
だ
し
、
李
徴

に
関
し
て
は
、
自
己
の
不
幸
な
境
遇
に
惑
溺
す
る
と
き
、
即
席
の
詩
に
お

い
て
こ
う
し
た
矛
盾
を
さ
ら
す
の
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な

い
）
。
こ
の
よ
う
な
衰
惨
に
、
李
徴
は
果
た
し
て
自
己
を
語
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
李
徴
は
こ
の
と
き
、
「
槐
澱
の
念
を
も

忘
れ
る
ほ
ど
に
懐
か
し
い
」
と
す
る
心
情
性
の
中
に
浸
っ
て
い
る
の
で
あ

要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
、
李
徴
の
「
欠
け
る
と
こ
ろ
」
は
こ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
（
衰
惨
は
李
徴
の
こ
と
ば
に
引
き

ず
ら
れ
て
こ
う
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
）
。
そ
れ
は
別
の
所
に
あ
る
と
い
う

の
が
、
私
の
解
釈
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
そ
れ
は
あ
る
の
か
。
李
徴
の
即
席
の
詩

を
見
て
み
よ
う
。

偶
因
狂
疾
成
殊
類

今
日
爪
牙
誰
敢
敵

我
為
異
物
蓬
茅
下

此
夕
渓
山
対
名
月

災
患
相
佃
不
可
逃

当
時
声
跡
共
相
高

君
已
乗
紹
気
勢
豪

不
成
長
嚥
但
成
峰
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こ
こ
ま
で
読
み
解
い
て
く
れ
ば
、
こ
の
説
明
は
実
に
よ
く
分
か
る
説
明

だ
と
思
う
。
少
し
も
暖
昧
で
は
な
い
。
「
世
界
」
が
、
そ
し
て
運
命
と
い

う
も
の
の
正
体
が
究
極
的
に
「
分
ら
ぬ
」
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
間
は
、

人
間
と
い
う
も
の
の
地
位
は
常
に
危
う
い
も
の
で
あ
り
、
不
安
と
い
う
暖

昧
な
も
の
を
通
り
越
し
て
、
い
つ
で
も
人
間
以
外
の
も
の
に
顛
落
し
う
る
。

弓
世
界
』
へ
の
信
頼
」
は
夢
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
何
と
恐
ろ
し
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
の
な
い
こ
と
が

り
、
衰
樛
も
同
様
に
、
虎
が
人
語
を
操
る
と
い
う
「
こ
の
超
自
然
の
怪
異

を
、
実
に
素
直
に
受
容
れ
て
、
少
し
も
怪
し
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
の

で
あ
る
か
ら
、
二
人
の
間
に
全
く
乖
離
は
な
い
。
こ
れ
は
衰
惨
が
完
全
に

李
徴
に
同
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
親
和
性
は
、

李
徴
の
告
白
に
完
全
な
独
白
と
し
て
の
意
味
し
か
与
え
な
い
。
た
だ
、
俗

悪
な
世
間
と
の
対
時
と
い
う
図
式
が
、
李
徴
の
「
世
界
」
と
の
関
係
を
底

辺
で
支
え
て
お
り
、
そ
の
実
質
に
影
響
は
な
い
。

李
徴
は
虎
に
な
っ
た
自
分
を
見
て
、
初
め
、
「
こ
れ
は
夢
に
違
い
な
い
」

と
考
え
る
が
、
つ
い
に
夢
で
な
い
と
悟
っ
た
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。

自
分
は
荘
然
と
し
た
。
そ
う
し
て
、
催
れ
た
。
ま
っ
た
く
、
ど
ん
な

こ
と
で
も
起
り
う
る
の
だ
と
思
う
て
、
深
く
催
れ
た
。
し
か
し
、
な

ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
分
ら
ぬ
。
ま
っ
た
く
、
何
事

も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大

人
し
く
受
取
っ
て
、
理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
い
く
の
が
、
我
々
生

き
も
の
の
さ
だ
め
だ
。

暴
露
さ
れ
る
。
だ
か
ら
李
徴
は
「
い
っ
た
い
、
獣
で
も
人
間
で
も
、
も
と

は
何
か
他
の
も
の
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
初
め
は
そ
れ
を
憶
え
て
い
た
が
、

し
だ
い
に
忘
れ
て
し
ま
い
、
初
め
か
ら
今
の
形
の
も
の
だ
っ
た
と
思
い
込

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
ふ
う
に
、
偶
然
的
な
仮
象
に
欺
か

れ
る
人
間
の
悟
性
へ
の
不
信
を
述
懐
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
人
間
は
、

人
間
で
は
な
い
（
い
っ
た
い
、
夢
と
現
実
と
い
ず
れ
が
夢
で
い
ず
れ
が
現

実
な
の
か
。
誰
が
そ
れ
を
確
信
で
き
る
の
か
）
。

だ
が
、
こ
れ
は
人
間
が
そ
の
ま
ま
虎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
。
そ
れ
に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
別
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

李
徴
が
人
間
の
運
命
１
１
「
世
界
」
の
中
の
人
間
の
位
置
ｌ
を
洞
察

し
て
み
せ
た
あ
と
、
「
考
え
よ
う
に
よ
れ
ば
」
と
か
「
思
い
当
た
る
こ
と
」

な
ど
を
挙
げ
て
す
る
説
明
は
紛
ら
わ
し
い
。
実
は
こ
こ
で
肝
心
な
の
は
、

「
自
分
の
中
の
人
間
」
が
姿
を
消
す
ま
で
の
李
徴
の
失
意
と
絶
望
と
憤
纈

の
全
質
量
な
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
世
界
」
は
「
分
ら
ぬ
」
も

の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
失
意
と
絶
望
と
憤
懲
の
こ
と
だ
）
。
こ
れ
が
、

李
徴
が
他
の
何
も
の
で
も
な
く
虎
で
あ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
念
の
た
め

に
言
っ
て
お
く
が
、
李
徴
は
虎
に
な
っ
た
か
ら
失
意
や
絶
望
や
憤
繊
を
抱

く
の
で
は
な
く
、
失
意
や
絶
望
や
憤
感
に
よ
っ
て
虎
に
な
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
虎
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
立
て
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
叙
述
の
都
合

上
、
こ
の
順
序
は
逆
に
な
る
。

李
徴
は
、
詩
人
と
し
て
名
を
成
す
つ
も
り
で
い
た
。
だ
が
、
業
い
ま
だ

成
ら
ざ
る
う
ち
に
虎
に
な
る
と
い
う
運
命
に
見
舞
わ
れ
た
。
し
か
し
、

「
と
に
か
く
、
産
を
破
り
心
を
狂
わ
せ
て
ま
で
自
分
が
生
涯
そ
れ
に
執
着

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
一
部
な
り
と
も
後
代
に
伝
え
な
い
で
は
、
死
ん

で
も
死
に
き
れ
な
い
」
。
李
徴
は
「
人
間
で
あ
っ
た
と
き
、
努
め
て
人
と
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の
交
を
避
け
た
」
が
、
そ
れ
は
「
ほ
と
ん
ど
差
恥
心
に
近
い
も
の
」
の
た

め
で
あ
っ
た
。
「
己
の
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
棋
れ
る
が
ゆ
え
に
、
敢
て
刻

苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
、
ま
た
、
己
の
珠
な
る
べ
き
を
半
ば
信
ず
る
が

ゆ
え
に
、
除
々
と
し
て
瓦
に
伍
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
」
と
言
う
。

こ
う
し
て
孤
独
と
孤
立
は
ほ
と
ん
ど
李
徴
の
属
性
と
な
る
。
李
徴
は
「
し

だ
い
に
世
と
離
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
葱
圭
と
は
募
る
ば
か
り
。

そ
れ
も
、
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
」
す
と
い
う
名
誉
あ
る

目
的
意
識
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
代
償
は
支
払
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
虎
と

成
り
果
て
た
今
、
「
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
卑
怯

な
危
棋
と
、
刻
苦
を
厭
う
怠
惰
と
が
己
の
す
べ
て
だ
っ
た
」
と
い
う
自
責

の
念
に
打
ち
勝
た
れ
る
。
「
己
よ
り
も
遙
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が

い
く
ら
で
も
い
る
の
だ
」
と
思
う
と
、
「
胸
を
灼
か
れ
る
よ
う
な
悔
い
を

感
じ
る
」
。
「
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
己
の
空
費
さ
れ
た
過
去
は
？
己

は
堪
ら
な
く
な
る
」
。
李
徴
は
、
人
々
の
誤
解
と
無
理
解
を
嘆
い
て
ば
か

り
は
い
ら
れ
な
い
。
俗
悪
な
人
々
の
構
成
す
る
世
間
は
遥
か
彼
方
に
遠
ざ

か
り
、
生
の
充
足
の
理
念
を
及
ば
ず
な
が
ら
与
え
て
い
た
こ
の
世
の
当
為

か
の
秩
序
は
砕
け
散
り
、
暗
黒
の
「
世
界
」
と
一
人
対
時
す
る
李
徴
の
中
に

た
あ
る
も
の
は
、
お
の
れ
の
「
チ
ッ
ポ
ヶ
な
存
在
」
に
数
十
倍
数
百
倍
す
る

つ

な
失
意
と
絶
望
と
憤
懲
の
み
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
人
間
の
運
〈
叩
を
垣
間
見
た

一
一

脚
底
知
れ
ぬ
感
情
の
抜
け
殻
と
、
そ
こ
か
ら
ひ
ょ
っ
こ
り
顔
を
覗
か
せ
る
慣

ぜ
り
と
悲
し
み
の
ほ
か
に
は
、
も
は
や
こ
の
暗
闇
の
叢
中
で
探
し
出
せ
る
も

なは
の
は
何
も
な
い
。

徴李
だ
が
、
李
徴
と
い
う
人
物
を
倭
小
化
し
て
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
李

徴
の
自
己
卑
下
や
自
噺
癖
に
乗
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
そ
の
「
自

そ
こ
で
衰
惨
は
叢
中
に
向
か
っ
て
懇
ろ
に
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、
馬
に

上
る
。
「
叢
の
中
か
ら
は
、
ま
た
、
堪
え
え
ざ
る
が
ご
と
き
悲
泣
の
声
が

洩
れ
た
」
。
衰
惨
は
叢
を
幾
度
も
振
り
返
り
な
が
ら
出
発
す
る
。
作
者
は
、

尊
心
」
に
関
し
て
、
そ
れ
を
強
く
戒
め
て
か
か
る
べ
き
で
あ
る
。
李
徴
の

「
自
尊
心
」
は
「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
そ
う
」
と
す
る
自

尊
心
で
あ
り
、
「
産
を
破
り
心
を
狂
わ
せ
」
「
己
を
損
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、

友
人
を
傷
つ
け
」
て
な
お
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
級
の

「
自
尊
心
」
の
た
め
に
受
け
た
数
々
の
傷
と
、
そ
こ
か
ら
広
が
る
失
意
と

絶
望
と
憤
撞
の
全
重
量
に
よ
っ
て
、
李
徴
は
、
ま
さ
し
く
「
虎
」
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
虎
は
、
確
か
に
「
世
界
」
を
、
そ
し
て
彼
が
虎
に
な
っ
た
運
命
の

原
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
詩
人
に

な
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
「
詩
人
に
な
り
そ
こ
な
っ
て

虎
に
な
っ
た
」
と
は
因
果
関
係
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

彼
が
詩
人
で
な
い
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
衰
惨

の
評
言
を
借
り
れ
ば
、
生
前
第
一
流
の
詩
は
書
け
な
か
っ
た
が
、
詩
人
と

し
て
の
素
質
は
第
一
級
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
な
る
場
面
を

見
て
み
よ
う
。
李
徴
は
、
衰
惨
と
の
別
れ
に
際
し
て
言
う
。

今
別
れ
て
か
ら
、
前
方
百
歩
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
あ
の
丘
に
上
っ
た

ら
、
此
方
を
振
り
か
え
っ
て
見
て
も
ら
い
た
い
。
自
分
は
今
の
姿
を

も
う
一
度
お
目
に
か
け
よ
う
。
勇
に
誇
ろ
う
と
し
て
で
は
な
い
。
わ

が
醜
悪
な
姿
を
示
し
て
、
以
て
、
再
び
此
処
を
過
ぎ
て
自
分
に
会
お

う
と
の
気
持
ち
を
君
に
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
・
・
・

ｏ
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こ
の
光
景
、
衰
惨
と
と
も
に
我
々
が
目
に
す
る
李
徴
の
（
虎
の
）
最
後

の
姿
、
「
時
に
、
残
月
光
冷
や
や
か
に
、
白
露
は
地
に
滋
く
、
樹
間
を
渡

る
冷
風
は
既
に
暁
の
近
き
を
告
げ
て
い
た
」
と
い
っ
た
、
お
そ
ら
く
李
徴

の
（
虎
の
）
胸
中
に
も
思
い
描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
情
景
に
加
え
て
、

衰
惨
の
一
行
を
丘
の
上
に
配
置
せ
し
め
、
こ
ち
ら
林
間
の
草
地
の
茂
み
か

ら
二
声
一
一
一
声
の
炮
嘩
と
時
を
同
じ
く
し
て
虎
の
躍
り
上
が
る
図
は
、
第
一

級
の
詩
人
に
あ
ら
ず
し
て
決
し
て
描
く
能
わ
ざ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
李

徴
に
（
そ
し
て
李
徴
の
詩
に
）
欠
け
て
い
た
も
の
は
、
哀
惨
が
ほ
の
め
か

す
よ
う
な
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
ｌ
つ
ま
り
李
徴
の
性
格
や
実
生
活
上
の

あ
れ
こ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
く
ｌ
実
に
こ
の
遠
近
法
の
欠
如
と
い
う
点

に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
遠
近
法
の
欠
如
が
、
致
命
的
に
李
徴
の
才
能

の
開
花
を
さ
ま
た
げ
た
の
で
あ
る
。
李
徴
は
、
同
時
代
人
に
理
解
さ
れ
な

い
と
い
う
不
幸
を
背
負
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
そ
れ
に
緊
縛
ざ
れ
身
動
き

な
ら
ず
、
つ
い
に
こ
の
よ
う
な
視
野
狭
窄
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

誠
に
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
り
遺
憾
な
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

李
徴
の
最
後
の
姿
を
次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。

一
行
が
丘
の
上
に
つ
い
た
時
、
彼
ら
は
、
言
わ
れ
た
通
り
に
振
返
っ

て
、
先
程
の
林
間
の
草
地
を
眺
め
た
。
た
ち
ま
ち
、
｜
匹
の
虎
が
草

の
茂
み
か
ら
道
の
上
に
躍
り
出
た
の
を
彼
ら
は
見
た
。
虎
は
、
既
に

白
く
光
り
を
失
っ
た
月
を
仰
い
で
、
一
一
声
三
声
炮
庫
し
た
か
と
思
う

と
、
ま
た
、
元
の
叢
に
躍
り
入
っ
て
、
再
び
そ
の
姿
を
見
な
か
っ
た
。

（
え
な
み
と
し
ひ
ろ
・
’
九
七
五
年
度
卒
）
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