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一

　

中
島
敦
「
山
月
記
」
で
は
、
進
士
登
第
後
に
江
南
尉
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た

李
徴
が
「
い
く
ば
く
も
な
く
官
を
退
い
た
」
の
は
、
彼
が
「
性
、
狷
介
、
自

ら
恃
む
所
頗
る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
つ
た
」
た
め
だ

と
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
天
宝
の
末
年
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
時
代
背

景
を
考
慮
し
た
場
合
、
こ
の
理
由
は
十
分
納
得
で
き
る
も
の
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。ま
ず
、諸
氏
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
唐
朝
の
官
僚
」
が
「
最

初
に
あ
る
い
は
二
番
目
に
つ
く
官
職
と
し
て
、
県
の
尉
を
経
歴
す
る
事
例１
」

は
多
く
、
江
南
尉
は
決
し
て
「
賤
吏
」
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に

李
徴
が
、「
自
ら
恃
む
所
頗
る
厚
」
い
が
た
め
に
、
の
ち
に
登
場
す
る
袁
傪

の
よ
う
な
特
別
な
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
望
ん
だ２
の
だ
と
し
て
も
、
官
位
に
あ

る
こ
と
が
本
人
と
一
族
の
繁
栄
を
保
証３
す
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
辞
職
の

リ
ス
ク
は
大
き
す
ぎ
る
。
た
し
か
に
、
原
典
「
人
虎
伝４
」
の
李
徴
が
「
倨
傲
」

の
ゆ
え
に
江
南
尉
の
任
期
満
了
後
に
故
郷
に
「
退
き
帰
」
っ
た
と
い
う
物
語

上
の
先
例
は
あ
る
。
し
か
し
、「
皇
族
の
子５
」
で
あ
り
、
官
を
辞
し
て
も
「
郡

国
の
長
吏
」
の
歓
待
に
よ
っ
て
経
済
力
を
回
復
・
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
人
虎
伝
」
の
李
徴
と
、「
貧
窮
に
耐
へ
ず
」
に
再
就
職
を
迫
ら
れ
る
「
山
月

記
」
の
李
徴
と
で
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

と
す
れ
ば
、「
山
月
記
」
の
李
徴
が
こ
の
よ
う
な
背
水
の
陣
を
敷
い
た
理

由
は
や
は
り
、「
詩
家
と
し
て
の
名
を
死
後
百
年
に
遺
さ
う
と
し
た
」
点
に

求
め
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
政
治
と
芸
術
を
二
項
対
立
的
に
位
置
づ
け
、

前
者
よ
り
も
後
者
に
よ
り
高
い
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
発
想
は
、
本
来
、

盛
唐
に
は
な
じ
ま
な
い
。
あ
と
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時
は
多
分
に
政
治

と
詩
は
一
体
化
し
て
お
り
、
科
挙
（
中
で
も
進
士
）
で
は
詩
作
の
力
が
最
重

要
視
さ
れ
た６
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
山
月
記
」
は
政
治
よ
り
も
芸
術

を
重
ん
じ
る
モ
ー
ド
を
多
分
に
擁
す
る
日
本
近
代
文
学
の
ひ
と
つ
の
成
果
で

あ
り
、
そ
の
方
面
か
ら
貴
重
な
解
釈
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
け
る
科
挙
制
度
と
そ
の
価
値
を
前
景
化
し
て
考

え
る
な
ら
ば
、「
進
士
」
と
「
詩
家
」
を
天
秤
に
か
け
て
敢
え
て
後
者
を
選

び
取
っ
た
李
徴
の
生
き
方
は
、
唐
と
い
う
中
央
集
権
国
家
に
お
い
て
異
様
で

あ
る７
。

　

「
帝
国
」
の
語
り
と
し
て
の
「
山
月
記
」

篠
　
崎
　
美
生
子
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こ
れ
が
異
様
な
の
は
、
盛
唐
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
清
末
の
一
九
〇

五
年
に
廃
止
さ
れ
た
科
挙
に
代
わ
っ
て
「
か
つ
て
の
「
読
書
人
」
は
み
な
、

大
学
で
学
ぶ
よ
う
に
な８
」
っ
た
が
、
そ
の
学
生
た
ち
は
「
役
人
、
さ
ら
に
政

府
高
官
に
な
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
」
存
在
と
し
て
人
々
か
ら
非
常
に
尊

敬
さ
れ
た
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
一
九
一
九
年
に
北
京
の
学
生
た
ち
に
よ
っ
て

五
四
運
動
が
起
き
た
と
き
も
、
当
初
は
「
軍
や
警
察
は
学
生
た
ち
の
前
で
は

萎
縮
し
て
し
ま
い
」、「
大
統
領
で
さ
え
」「
五
四
運
動
に
参
加
し
た
学
生
た

ち
を
逮
捕
し
た
と
こ
ろ
、
処
分
に
困
っ
て
、
高
官
を
派
遣
し
て
、
逮
捕
さ
れ

た
学
生
た
ち
に
お
詫
び
ま
で
し
た９
」
と
い
う
。
つ
ま
り
中
国
の
人
々
に
と
っ

て
、
千
年
以
上
の
間
、
勉
学
に
励
む
と
い
う
こ
と
は
「
科
挙
」
に
応
じ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
人
材
を
天
子
に
献
上
す
るＡ
」
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
熊
遠
報
が
、
そ
う
し
た
伝
統
的
科
挙
登
第
者
を
（
体

制
に
と
っ
て
の
）「
牧
羊
犬Ｂ
」
と
称
し
、
独
立
し
た
個
を
以
て
五
四
運
動
に
参

じ
て
北
京
政
府
を
批
判
し
た
書
生
た
ち
と
区
別
し
た
の
は
、
ま
こ
と
に
意
味

深
長
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
五
四
運
動
は
結
局
、
北
京
政
府
の
弾
圧
を
受
け
た
上
、
ベ
ル
サ

イ
ユ
会
議
で
山
東
半
島
の
権
益
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
日
本
で
は
、
暴
力
的

で
愚
か
な
事
件
と
し
て
報
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
今
日
の
書
物
に
す
ら
見
ら
れ

る
傾
向
で
あ
る
。
体
制
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
も
の
、
不
穏
な
も
の
が
、
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
か
を
、
五
四
運
動
言
説
は
よ

く
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
山
月
記
」
も
ま
た
、「
帝
国
」
の
言
説
が
ま
す
ま
す
時
代
を
席
巻
し
て
い

た
一
九
四
二
年
に
発
表
さ
れ
た
小
説Ｃ
で
あ
る
。
中
島
敦
が
少
年
時
代
を
「
朝

鮮
」
に
暮
ら
し
、
パ
ラ
オ
の
南
洋
庁
で
植
民
地
用
教
科
書
作
成
の
仕
事
に
携

わ
っ
た
経
験
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
、
朝
鮮
や
パ
ラ
オ
を
舞
台
に
し
た
テ
ク
ス

ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
中
島
」
を
「
植
民
地
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
読
み
解

く
仕
事
は
す
で
に
多
い
。
そ
れ
ら
の
仕
事
に
も
倣
い
つ
つ
、
本
論
で
は
、「
山

月
記
」
を
、
体
制
（
＝
「
帝
国
」）
に
逆
ら
う
者
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
し

ま
う
の
か
と
い
う
文
脈
で
読
み
解
い
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
物
語

が
、
す
で
に
七
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
「
国
語
」
の
授
業
で
扱
わ
れ
続
け
て

い
る
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

　

前
章
で
、
盛
唐
に
お
い
て
は
政
治
と
詩
は
一
体
化
し
て
い
た
と
述
べ
た

が
、
ま
ず
は
こ
の
点
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
村
上
哲
見
に
よ

れ
ば
、
唐
の
科
挙
の
う
ち
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
の
が
「
進
士
科
」
で
、「
経

書
・
韻
文
・
散
文
を
三
本
の
柱Ｄ
」
と
し
た
試
験
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
韻
文
」

で
、「
詩
賦
各
一
首
の
出
題
が
確
定
し
た
の
は
、
天
宝
十
載
（
七
五
一
）
以

降Ｅ
」
で
、
以
後
、
こ
れ
が
最
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
作
品
を
通
じ

て
進
歩
的
な
政
治
観
・
社
会
観
を
表
現Ｆ
」
す
る
力
を
見
よ
う
と
し
た
た
め
と

も
、「
将
来
、
高
級
官
僚
と
な
っ
て
朝
廷
に
お
け
る
様
々
な
文
章
の
作
成
に

携
わＧ
」
る
力
を
見
よ
う
と
し
た
た
め
と
も
言
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

こ
に
お
い
て
政
治
と
詩
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、「
洛
陽

を
中
心
と
す
る
標
準
的
な
読
書
音
」
に
よ
る
「
押
韻
規
則Ｈ
」
を
身
に
つ
け
た

者
だ
け
が
、
そ
こ
に
参
入
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
李
徴
と
同
時
期
の
実
在
人
物
で
、
自
由
詩
人
な

ど
と
称
さ
れ
る
李
白
に
つ
い
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
改
め
て
お
く
必
要
が

生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。「
山
月
記
」
の
数
年
前
に
世
に
出
た
上
村
忠
治
『
放
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浪
詩
人 

李
白
』（
春
秋
社
、
一
九
三
八
）
は
、
李
白
を
「
デ
カ
ダ
ン
文
士
肌
の

彼
に
は
家
庭
も
要
ら
ず
、
繁
文
縟
礼
も
要
ら
」
な
い
詩
人
と
紹
介
、
玄
宗
に

招
か
れ
て
の
都
で
の
生
活
は
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
。
李
白
を
隴
西
出
身

と
す
る
説Ｉ
も
当
時
か
ら
あ
り
、
こ
う
し
た
李
白
像
が
、
進
士
を
捨
て
て
詩
を

選
ぶ
李
徴
像
に
、
小
説
発
表
当
時
か
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
た
可
能
性
は
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
研
究
は
、
た
と
え
ば
李
白
が
胡
人
（
外
国
人
）

で
あ
っ
た
た
め
、
ま
た
は
商
人
の
子
で
あ
っ
た
た
め
に
科
挙
の
受
験
資
格
を

持
た
ず
、
詩
を
通
じ
て
「
自
ら
の
名
声
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
廷
か

ら
招
聘
さ
れ
るＪ
」
道
を
模
索
、「
制
挙Ｋ
」
に
応
じ
た
可
能
性
な
ど
示
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
体
制
の
好
む
言
語
を
身
に
つ
け
、
詩
を
武
器
と
し
て
そ

の
中
枢
に
は
い
っ
て
い
こ
う
と
す
る
、
野
心
み
な
ぎ
る
李
白
像
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
だ
。

　

仮
に
李
白
像
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
た
場
合
、
す
で
に
進
士
に
及
第
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
な
げ
う
っ
て
詩
に
価
値
を
見
出
し
て
い
く
李
徴
は
、
李
白
と

は
全
く
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
存
在Ｌ
と
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
李
徴
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
虎
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
虎

に
変
じ
る
べ
き
者
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
山
月
記
」
は
高
等
学
校
「
現
代
文
Ｂ
」
の
定
番
教
材
と
し
て
も
知
ら
れ

る
小
説
で
あ
る
。
す
で
に
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ

の
教
材
に
は
か
つ
て
、
李
徴
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
質
問
や
、
袁

傪
が
李
徴
の
詩
に
対
し
て
思
う
「
欠
け
る
所
」
は
何
か
と
い
う
質
問
が
付
き

も
の
で
あ
っ
た
。
佐
野
幹
は
各
社
の
教
師
用
指
導
書
を
長
期
に
わ
た
っ
て
綿

密
に
分
析
し
た
結
果
を
、
以
下
の
よ
う
に
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
。

難
解
な
文
体
を
乗
り
越
え
、
ヒ
ン
ト
を
小
出
し
に
さ
れ
な
が
ら
、
苦
心

し
て
読
解
を
終
え
た
学
習
者
の
先
に
待
っ
て
い
る
の
は
、「
好
き
勝
手

や
っ
て
い
る
と
悲
惨
な
目
に
遭
い
ま
す
よ
」
と
い
う
お
説
教
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
好
き
勝
手
」（「
協
調
性
に
欠
け
る
」「
人
間
性
の
欠
如
」「
切

磋
琢
磨
に
努
め
な
い
」
等
）
や
っ
て
い
る
と
、
悲
惨
な
目
（
虎
に
な
る
と
い

う
不
条
理
）
に
あ
い
ま
す
よ
」
と
い
う
主
題
で
あ
るＭ
。

　

身
も
蓋
も
な
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
「
人
間
性
」
が
欠
如
し
よ

う
と
人
は
虎
に
な
ど
な
り
は
し
な
い
。
し
か
も
「
山
月
記
」
李
徴
が
自
ら
語

る
欠
点
と
は
、「
尊
大
な
羞
恥
心
」、「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
い
っ
た
程
度
の
、

あ
る
い
は
妻
子
の
生
活
よ
り
も
先
に
「
詩
の
伝
録
」
を
依
頼
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
程
度
の
あ
り
が
ち
な
こ
と
に
過
ぎ
ず
、「
人
虎
伝
」
李
徴
の
「
一
孀

婦
」
と
密
通
し
、
交
際
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
「
一
家
数
人
尽
く
焚
殺
し
て

去Ｎ
」
っ
た
過
去
と
は
到
底
比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
山
月
記
」
の
李

徴
が
、
突
然
我
が
身
に
起
こ
っ
た
不
条
理
な
出
来
事
に
際
し
、
原
因
を
自
ら

に
求
め
て
苦
悶
せ
ざ
る
を
得
な
い
様
子
は
き
わ
め
て
「
人
間
」
的Ｏ
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
室
で
「
山
月
記
」
を
読
む
高
校
生
を
含
む
こ
れ
ま
で
の
多
く
の

読
者
が
そ
れ
を
見
過
ご
し
、
李
徴
を
責
め
る
読
み
方
を
選
ん
で
き
た
の
は
、

い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

三

　

隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
頴
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に

連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
性
、
狷
介
、
自
ら
恃
む
所

頗
る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
し
な
か
つ
た
。

　
「
山
月
記
」
は
、
三
人
称
の
語
り
手
が
李
徴
に
つ
い
て
の
情
報
を
語
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
語
り
手
は
、
李
徴
の
性
格
、
言
動
の
ほ
か
「
下
吏
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と
な
つ
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
さ
う
と
し
た
」、「
己
の
詩
業
に
半
ば
絶
望
し
た
」
な
ど

と
李
徴
の
内
面
に
も
侵
入
し
、
代
弁
す
る
こ
と
で
、
そ
の
万
能
性
を
誇
示
す

る
。
そ
の
た
め
か
こ
の
三
人
称
の
語
り
は
、
教
師
用
指
導
書
で
も
「
物
語
全

体
を
俯
瞰
す
る
視
点
」「
客
観
的
な
視
点Ｐ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
提
示

さ
れ
る
情
報
は
信
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
特
権
化
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
三
人
称
の
語
り
に
さ
ら
に
権
威
を
与
え
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
袁

傪
の
存
在
で
あ
る
。
李
徴
の
行
方
不
明
を
述
べ
た
後
、
語
り
は
す
ぐ
に
「
監

察
御
史
、
陳
群
の
袁
傪
と
い
ふ
者
」
に
言
及
す
る
。
観
察
御
史
が
「
検
察
を

担
当
す
る
御
史
台
の
官Ｑ
」
で
、
科
挙
合
格
者
の
中
で
も
特
別
な
エ
リ
ー
ト
の

一
通
過
点
で
あ
る
こ
と
は
諸
氏
が
指
摘
す
る
通
りＲ
で
あ
り
、「
人
虎
伝
」
で

は
、
袁
傪
は
後
日
「
兵
部
侍
郎
」（
従
六
品
で
防
衛
副
大
臣
級
）
に
昇
っ
た
と

語
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
袁
傪
と
い
う
人
は
実
在
の
人
物
と
し
て

『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
な
ど
に
も
登
場
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
反
乱
討
伐
に

活
躍
し
た
り
、
代
宗
の
ク
ー
デ
タ
ー
（
七
七
七
）
後
、
捕
ら
え
ら
れ
た
元
載

一
派
の
処
分
に
当
た
っ
た
り
し
た
形
跡
が
見
え
る
。
小
森
陽
一
が
「
袁
傪
は
、

ま
さ
に
、
血
で
血
を
洗
う
権
力
闘
争
の
た
だ
中
に
、
そ
の
身
を
お
い
て
い
る
」

と
し
て
善
悪
の
「
単
純
な
二
項
対
立Ｓ
」
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
正
鵠

を
射
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
語
り
手
は
、
こ
の
袁
傪
に
つ
い
て
、「
勅

命
を
奉
じ
て
」、「
伴
廻
り
の
多
勢
」
な
ど
と
そ
の
権
威
を
強
調
し
た
う
え
で
、

「
峻
峭
な
李
徴
の
性
格
」
と
対
置
さ
せ
る
形
で
「
温
和
な
袁
傪
」
と
紹
介
、

彼
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
鮮
明
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

小
説
で
は
、
袁
傪
が
虎
に
襲
わ
れ
か
け
た
あ
と
、
三
人
称
の
語
り
は
さ
り

げ
な
く
虎
の
李
徴
の
一
人
称
語
り
に
入
れ
替
わ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
三
人

称
の
語
り
が
李
徴
へ
の
内
的
焦
点
化
を
担
保
に
、
彼
の
性
格
の
傲
慢
さ
か
ら

「
発
狂
」
の
い
き
さ
つ
ま
で
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
李
徴
の
一
人
称

に
は
負
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
体
制
（
検
察
）
の

人
間
で
あ
る
袁
傪
が
良
質
か
つ
正
当
な
聴
き
手
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
李
徴
へ
の
読
者
の
感
情
移
入
は
ま
す
ま
す
妨
げ
ら
れ
る
し
か
け
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

李
徴
の
一
人
称
が
始
ま
る
場
面
を
、
や
や
長
く
引
用
し
て
み
よ
う
。

　

袁
傪
は
恐
怖
を
忘
れ
、
馬
か
ら
下
り
て
叢
に
近
づ
き
、
懐
か
し
げ
に

久
闊
を
叙
し
た
。
そ
し
て
、
何
故
叢
か
ら
出
て
来
な
い
の
か
と
問
う
た
。

李
徴
の
声
が
答
へ
て
言
ふ
。
自
分
は
今
や
異
類
の
身
と
な
つ
て
ゐ
る
。

ど
う
し
て
、
お
め
お
め
と
故
人
の
前
に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う

か
。
且
つ
又
、
自
分
が
姿
を
現
せ
ば
、
必
ず
君
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を
起

さ
せ
る
に
決
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
今
、
図
ら
ず
も
故
人
に
遭

ふ
こ
と
を
得
て
、
愧
赧
の
念
を
も
忘
れ
る
程
に
懐
か
し
い
。
ど
う
か
、

ほ
ん
の
暫
く
で
い
い
か
ら
、
我
が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
厭
は
ず
、
曽
て

君
の
友
李
徴
で
あ
つ
た
此
の
自
分
と
話
を
交
し
て
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
。

　

後
で
考
え
れ
ば
不
思
議
だ
っ
た
が
、
其
の
時
、
袁
傪
は
、
こ
の
超
自

然
の
怪
異
を
、
実
に
素
直
に
受
容
れ
て
、
少
し
も
怪
ま
う
と
し
な
か
つ

た
。

　

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
せ
っ
か
く
始
ま
っ
た
李
徴
の
一
人
称
が
数
行

で
遮
ら
れ
、「
素
直
」
に
虎
の
声
に
耳
を
傾
け
る
袁
傪
を
語
る
三
人
称
に
再

び
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
袁
傪
に
「
懐
か
し
い
」
と
呼
び
か
け
、

「
曽
て
君
の
友
李
徴
で
あ
つ
た
此
の
自
分
と
話
を
交
し
て
呉
れ
な
い
だ
ら
う

か
」
と
請
う
李
徴
の
言
葉
に
「
狷
介
」
な
要
素
は
見
い
だ
せ
ず
、
も
し
こ
の
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ま
ま
一
人
称
の
語
り
が
続
く
な
ら
ば
、
そ
れ
を
「
少
し
も
怪
ま
」
ず
に
読
み

進
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
李
徴
は
本
当
に
「
性
、
狷
介
」
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
と
疑
う
手
が
か
り
も
得
ら
れ
よ
う
が
、
三
人
称
の
語
り
の
侵

入
は
そ
れ
を
妨
げ
る
。
そ
し
て
、
虎
の
一
人
称
を
三
人
称
が
遮
る
ス
タ
イ
ル

は
、
ま
る
で
一
定
の
距
離
を
置
い
て
打
ち
こ
ま
れ
る
楔
の
よ
う
に
、
こ
の
後

も
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

念
の
た
め
、
以
下
に
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。

あ
あ
、
全
く
、
ど
ん
な
に
、
恐
し
く
、
哀
し
く
、
切
な
く
思
つ
て
ゐ
る

だ
ら
う
！　

己
が
人
間
だ
つ
た
記
憶
の
な
く
な
る
こ
と
を
。
こ
の
気
持

は
誰
に
も
分
ら
な
い
。
誰
に
も
分
ら
な
い
。
己
と
同
じ
身
の
上
に
成
つ

た
者
で
な
け
れ
ば
。
所
で
、
さ
う
だ
。
己
が
す
つ
か
り
人
間
で
な
く
な

つ
て
了
ふ
前
に
、
一
つ
頼
ん
で
置
き
度
い
こ
と
が
あ
る
。

　

袁
傪
は
じ
め
一
行
は
、
息
を
の
ん
で
、
叢
中
の
声
の
語
る
不
思
議
に

聞
入
つ
て
ゐ
た
。
声
は
続
け
て
言
ふ
。

　

他
で
も
な
い
。
自
分
は
元
来
詩
人
と
し
て
名
を
成
す
積
り
で
ゐ
た
。

 

（
傍
線
：
篠
崎
）

　
「
山
月
記
」
の
三
人
称
の
語
り
に
お
い
て
は
、
李
徴
の
語
り
は
常
に
「
声
」

と
称
さ
れ
る
。
前
半
の
「
草
中
の
声
」「
叢
中
の
声
」
が
、
詩
の
吟
詠
の
時

か
ら
「
李
徴
の
声
」
に
変
わ
る
も
の
の
、
李
徴
の
語
り
が
高
潮
を
迎
え
る
た

び
、
こ
れ
は
単
な
る
「
声
」
に
過
ぎ
な
い
と
釘
を
さ
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。

　

な
お
、
佐
野Ｔ
も
指
摘
し
た
、
李
徴
の
詩
に
「
欠
け
る
所
」
が
あ
る
と
い
う

袁
傪
の
感
想
も
、
こ
の
三
人
称
の
語
り
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
袁
傪
は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
様
に
感
じ
て
ゐ
た
。

成
程
、
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
儘
で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
処

か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

 

（
傍
線
：
篠
崎
）

　

袁
傪
は
明
確
な
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
重
ね
ら
れ
る
「
し
か
し
」
が
、

李
徴
詩
に
対
す
る
袁
傪
の
否
定
的
評
価
を
強
く
印
象
づ
け
て
い
る
。
そ
れ

は
、
李
徴
が
伝
録
を
依
頼
し
た
詩
が
「
山
月
記
」
に
ま
っ
た
く
引
用
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
聞
き
、
書
き
と
ら

せ
た
は
ず
の
袁
傪
、
そ
し
て
袁
傪
の
意
を
汲
む
三
人
称
の
語
り
手
が
、「
長

短
凡
そ
三
十
篇
」
の
李
徴
の
詩
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

　

唯
一
引
用
さ
れ
て
い
る
即
興
の
七
言
律
詩
一
篇
に
つ
い
て
も
、「
人
虎
伝
」

の
袁
傪
が
「
之
を
覧
て
驚
い
て
曰
く
、
君
の
才
行
我
之
を
知
れ
り
」
と
語
っ

た
こ
と
と
は
異
な
り
、「
山
月
記
」
で
は
袁
傪
の
評
価
は
語
ら
れ
な
い
。

「
人
々
は
最
早
、
事
の
奇
異
を
忘
れ
、
粛
然
と
し
て
、
こ
の
詩
人
の
薄
倖
を

嘆
じ
た
」
と
あ
る
も
の
の
、
人
々
の
関
心
事
は
李
徴
の
詩
よ
り
も
彼
の
「
薄

倖
」
│
│
虎
へ
の
変
身
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
袁
傪
の
権
威
を

巻
き
込
ん
だ
こ
う
し
た
三
人
称
の
語
り
の
構
造
こ
そ
が
、「
山
月
記
」
の
李

徴
を
「
詩
人
に
成
り
そ
こ
な
つ
て
虎
に
な
っ
た
哀
れ
な
男
」
に
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。四

　

先
に
、
な
ぜ
李
徴
は
虎
に
変
じ
る
べ
き
者
と
し
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
掲
げ
て
み
た
が
、
そ
れ
は
や
は
り
、
李
徴
が
盛

唐
の
進
士
に
ふ
さ
わ
し
い
志
向
を
外
れ
て
、
別
の
価
値
軸
が
存
在
す
る
こ
と
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を
身
を
も
っ
て
標
榜
し
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
李
徴
ひ
と

り
の
辞
職
な
ど
体
制
に
何
の
影
響
も
与
え
は
し
ま
い
が
、
単
に
「
神
の
国
」

と
い
う
新
た
な
価
値
を
語
っ
た
だ
け
の
イ
エ
ス
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
」
と
あ

ざ
け
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
よ
う
に
、
異
な
る
価
値
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
自
体

が
体
制
に
と
っ
て
は
不
穏
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
と
く
に
、
本
論
冒
頭

に
挙
げ
た
五
四
運
動
の
よ
う
に
、
異
な
る
価
値
軸
を
一
定
の
規
模
を
持
っ
た

人
々
が
支
持
す
る
と
な
れ
ば
、
鎮
圧
4

4

の
必
要
は
一
層
高
ま
る
。
実
際
の
五
四

運
動
は
、
少
な
く
と
も
初
め
は
、
知
識
人
向
け
の
メ
デ
ィ
ア
を
舞
台
と
し
た

言
論
活
動
に
お
い
て
、
ま
た
は
平
和
的
な
デ
モ
行
進
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

たＵ
も
の
だ
が
、
報
道
や
そ
の
後
の
言
説
の
中
で
は
、
一
九
一
九
年
五
月
四
日

当
日
、
学
生
た
ち
の
う
ち
の
武
力
闘
争
派
に
よ
っ
て
曹
汝
林
（
交
通
総
長
）、

章
宗
祥
（
駐
日
公
使
）、
陸
宗
輿
（
幣
制
局
総
裁
）
が
襲
撃
さ
れ
た
事
件
だ
け
が

強
調
さ
れ
た
。

　

一
例
と
し
て
、
当
時
の
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
記
事
を
い
く
つ
か
拾
っ
て

み
よ
う
。

①
章
宗
祥
氏
死
亡
説　

四
日
夜
一
時
（
一
九
一
九
・
五
・
七
、
上
海
六
日
発
）

北
京
伝
来
に
依
れ
ば
暴
動
学
生
団
の
た
め
殴
打
さ
れ
負
傷
せ
し
章
宗

祥
氏
は
四
日
夜
一
時
遂
に
落
命
せ
り
と
。

②
東
京
に
於
け
る
支
那
学
生
の
不
穏
（
一
九
一
九
・
五
・
七
、
東
京
電
話
）

東
京
に
於
け
る
支
那
留
学
生
の
不
穏
は
愈
々
高
ま
り
五
日
夜
留
学
生

は
代
表
者
を
支
那
公
使
館
に
派
し
七
日
の
国
恥
記
念
日
大
会
に
公
使

館
の
一
部
を
提
供
せ
ら
れ
た
し
と
迫
り
し
も
峻
拒
さ
れ
し
が
六
日
に

至
り
不
穏
の
色
は
益
々
留
学
生
間
に
漲
れ
り
代
表
の
一
人
は
『
私
は

温
和
派
で
す
』
と
冒
頭
し
て
曰
く
『
七
日
は
支
那
の
国
恥
記
念
日
だ

之
は
加
藤
前
外
相
と
陸
宗
輿
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
日
支
協
約
（
例

の
二
十
一
箇
条
）
に
対
す
る
国
民
の
悲
憤
を
記
念
し
（
以
下
略
：
篠
崎
）』

③
山
東
問
題
と
漢
口
（
一
九
一
九
・
五
・
一
〇
、
漢
口
特
電
七
日
発
）

北
京
の
騒
動
に
関
連
し
漢
口
で
も
種
々
の
風
説
行
は
れ
七
日
の
国
恥

記
念
日
を
期
し
国
民
大
会
を
開
催
す
べ
し
と
の
噂
も
あ
り
し
が
今
日

ま
で
の
所
何
等
の
異
状
な
し
武
昌
に
て
は
各
学
校
長
及
び
警
察
に
訓

令
し
学
生
の
行
動
を
監
視
し
居
れ
り

④
何
処
ま
で
虫
が
よ
い
の
か　

底
の
知
れ
ぬ
支
那
学
生
総
会　

例
に

拠
っ
て
日
貨
排
斥
も
決
議
（
一
九
二
一
・
八
・
二
四
）

二
十
二
日
全
国
学
生
総
会
は
評
議
会
を
開
き
広
東
代
表
の
提
出
に

か
ゝ
る
華
盛
頓
会
議
に
支
那
か
ら
提
出
す
べ
き
問
題
案
を
討
議
し
た

が
其
結
果
左
の
件
を
議
決
し
た
。

一
、
二
十
一
箇
条
を
破
棄
す
る
事

二
、
山
東
に
於
け
る
旧
独
逸
所
有
の
一
切
の
権
利
を
無
条
件
で
回

収
す
る
事 

（
以
下
全
九
項
目
ま
で
略
：
篠
崎
）

　

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
五
四
運
動
の
担
い
手
が
ま
ず
「
暴
動
学
生
団
」

（
①
）
と
し
て
名
指
さ
れ
た
う
え
、
実
際
に
は
死
亡
し
て
い
な
い
章
氏
死
亡

説
を
語
る
こ
と
で
、
そ
の
「
不
穏
」
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
そ
の
「
不
穏
」
さ
は
東
京
の
留
学
生
の
存
在
に
よ
っ
て
新
聞
読
者
の

身
近
に
迫
っ
て
い
る
か
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、『
私
は
温

和
派
で
す
』（
②
）
と
自
ら
語
る
留
学
生
へ
の
言
及
に
よ
り
、
ま
た
は
、
漢

口
の
学
生
た
ち
が
監
視
の
下
に
置
か
れ
て
す
で
に
「
異
常
な
し
」（
③
）
と

さ
れ
る
こ
と
で
、「
暴
動
」
の
「
不
穏
」
は
語
り
の
中
で
飼
い
な
ら
さ
れ
て

し
ま
う
。
実
際
に
は
学
生
た
ち
を
中
心
と
し
た
抗
日
運
動
、
日
貨
排
斥
運
動
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は
継
続
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
「
虫
の
い
い
」（
④
）
こ
と
、
不
正

な
こ
と
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
、
盛
唐
が
期
待
す
る
進
士
の
道
以
外
に
価
値
を
見
出
し
て

し
ま
っ
た
李
徴
が
、
い
っ
た
ん
は
「
人
喰
虎
」
と
し
て
恐
れ
ら
れ
な
が
ら
も
、

「
温
和
な
袁
傪
」
の
前
に
は
ま
っ
た
く
無
力
な
存
在
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と

と
符
合
す
る
。
自
ら
『
私
は
温
和
派
で
す
』
と
語
っ
た
留
学
生
の
よ
う
に
、

虎
は
自
分
の
「
あ
さ
ま
し
い
姿
」
を
叢
に
隠
し
、
唯
一
の
希
望
と
し
て
詩
の

伝
録
│
│
留
学
生
に
と
っ
て
は
「
国
民
の
悲
憤
」
が
相
当
す
る
だ
ろ
う
│
│

を
袁
傪
に
依
頼
す
る
の
だ
が
、
そ
の
価
値
を
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し

て
と
う
と
う
彼
は
、
三
人
称
の
語
り
の
中
で
、
変
身
の
理
由
を
自
分
自
身
の

問
題
に
求
め
て
反
省
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
自
ら
飼
い
な
ら
さ
れ
た
虎
に
さ

れ
て
し
ま
う
の
だ
。

五

　
「
山
月
記
」
は
、
袁
傪
一
行
が
「
丘
の
上
」
か
ら
「
一
匹
の
虎
」
を
見
下

ろ
す
位
置
関
係
を
示
し
て
閉
じ
ら
れ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
虎
」
の

表
象
を
考
慮
す
る
と
、
こ
こ
に
も
「
帝
国
」
に
お
け
る
支
配
／
被
支
配
の
構

図
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
ま
ず
中
国
で
、「
中
華
民
族
の
始
祖
の

一
人
と
さ
れ
て
い
る
伝
説
の
神
、「
伏
羲
」
は
虎
神Ｖ
」
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

現
代
中
国
語
に
も
「
虎
」
を
含
む
語
は
多
く
、
人
々
の
思
考
と
「
虎
」
が
分

か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。
ま
た
「
虎
」
は
、
朝

鮮
半
島
の
檀
君
神
話
で
主
要
な
役
割
を
果
た
す
存
在
で
も
あ
り
、「
朝
鮮
半

島
に
は
、
昔
は
あ
ち
こ
ち
の
山
に
い
た
」「
こ
の
国
を
象
徴
す
る
動
物
だ
っ

たＷ
」
と
い
う
。
中
島
敦
「
虎
狩Ｘ
」（
一
九
四
二
）
も
、
一
九
二
〇
年
代
の
ソ
ウ

ル
近
郊
に
虎
が
生
息
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
韓

国
で
も
「
虎
」
が
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

一
九
八
八
年
の
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
マ
ス
コ
ッ
ト
が
「
虎
」（
ホ
ド
リ
）

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「「
朝
鮮
ト
ラ
」
は
ほ
ぼ
絶
滅
」
し
て
お
り
、「
絶

滅
を
加
速
し
た
一
つ
の
理
由
と
し
て
植
民
地
支
配
者
に
よ
る
「
ト
ラ
狩
り
」

遊
戯
が
挙
げ
ら
れ
るＹ
」
と
の
説
が
あ
る
。

　
「
虎
」
と
い
う
「
朝
鮮
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
関
わ
る
生
き
物
の

滅
亡
に
「
帝
国
」
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
遠
藤
公
男
『
韓
国
の
虎
は
な

ぜ
消
え
た
かＺ
』
に
詳
し
い
。
聞
き
取
り
や
記
録
の
分
析
か
ら
な
る
本
書
が
示

す
の
は
、
一
九
〇
〇
〜
二
〇
年
代
の
虎
狩
に
は
娯
楽
に
よ
る
も
の
の
ほ
か

に
、
害
獣
駆
除
と
し
て
警
察
（
総
督
府
）
が
行
うａ
も
の
と
、
土
地
の
猟
師
な

ど
が
生
活
の
た
め
に
行
う
も
の
と
が
あ
り
、
誰
が
手
を
下
し
た
に
せ
よ
、
虎

の
皮
は
し
ば
し
ば
「
日
本
人
」
の
手
に
わ
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
の
三
一
独
立
運
動
が
鎮
圧
さ
れ
た

4

4

4

4

4

の
ち
、
長
谷
川
好
道
に
代

わ
っ
て
総
督
に
就
き
、
い
わ
ゆ
る
「
文
治
政
治
」
を
行
っ
た
斉
藤
実
も
ま
た
、

「
個
人
的
に
、
大
き
な
虎
の
皮
を
二
枚
手
に
入
れ
た
」
の
だ
と
い
う
。

　

虎
の
減
少
に
は
、
他
の
要
因
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
日

本
人
」
に
よ
る
「
虎
」
の
抹
殺
＝
民
族
抹
殺
と
い
う
記
憶
が
現
代
に
ま
で
継

続
し
た
背
景
に
は
、
ま
さ
に
斎
藤
時
代
の
朝
鮮
総
督
府
が
作
成
し
た
教
科
書

『
普
通
学
校
国
語
読
本
巻
六ｂ
』
所
収
の
教
材
「
第
七　

虎
狩
」
の
語
り
方
も

関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

或
年
京
城
で
、
日
本
赤
十
字
社
朝
鮮
本
部
の
総
会
が
ひ
ら
か
れ
ま
し

た
。
総
裁
閑
院
宮
殿
下
は
こ
れ
に
お
の
ぞ
み
に
な
っ
て
、
其
の
お
帰
り
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に
慶
州
を
御
ら
ん
に
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

此
の
時
の
事
で
す
。
九
政
里
の
駐
在
所
に
、「
今
朝
大
徳
山
で
、
私
の

子
が
虎
の
た
め
に
大
き
ず
を
う
け
ま
し
た
。」
と
申
し
出
た
者
が
あ
り

ま
し
た
。
三
宅
巡
査
は
其
の
事
実
を
た
し
か
め
て
「
一
刻
も
早
く
御
道

す
じ
の
き
け
ん
を
の
ぞ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
決
心
し
ま
し
た
。

（
中
略
）

虎
は
谷
を
こ
え
て
向
う
の
小
山
を
の
ぼ
り
は
じ
め
た
の
で
、
三
宅
巡
査

は
こ
ゝ
ぞ
と
一
発
う
ち
ま
し
た
。
た
ち
ま
ち
虎
は
前
足
を
折
っ
て
、
頭

を
地
に
す
り
つ
け
て
倒
れ
ま
し
た
。
命
中
し
た
の
で
す
。
か
け
つ
け
て

見
る
と
、
た
ま
は
く
び
も
と
か
ら
口
の
中
に
ぬ
け
て
、
右
の
牙
を
折
っ

て
い
ま
し
た
。

夕
方
駐
在
所
に
引
上
げ
ま
し
た
。
あ
つ
ま
っ
た
人
々
が
口
々
に
三
宅
巡

査
の
手
柄
を
ほ
め
ま
す
と
、
巡
査
は
「
私
は
ど
こ
を
ど
う
ね
ら
っ
て
、

い
つ
引
金
を
引
い
た
か
、
全
く
お
ぼ
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ゞ
宮
殿
下

が
お
出
で
に
な
る
と
い
う
今
日
、
こ
れ
を
射
そ
ん
じ
て
は
申
訳
が
な
い

と
ば
か
り
思
っ
て
い
ま
し
た
。」
と
話
し
ま
し
た
。

此
の
虎
の
皮
は
宮
殿
下
へ
記
念
と
し
て
献
上
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
際
に
一
九
二
一
年
に
大
徳
山
で
虎
に
襲
わ
れ
た
男
性
は
、
遠
藤
が
取
材

し
た
八
〇
年
代
の
時
点
で
ま
だ
健
在
で
あ
り
、「
三
宅
巡
査
が
射
っ
た
の
で

は
な
い
で
す
な
…
村
の
者
が
射
っ
た
の
に
」
と
い
う
関
係
者
の
証
言ｃ
も
あ
る

の
だ
が
、「
韓
国
最
後
の
虎
は
日
本
へ
い
っ
た
」
と
い
う
記
憶
だ
け
は
ま
ち

が
い
な
い
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
受
け
継
が
れ
た
。
ま
た
こ
の
『
普
通
学
校

国
語
読
本
巻
六
』
に
は
、
落
と
し
穴
か
ら
救
い
だ
し
て
く
れ
た
旅
人
を
食
べ

よ
う
と
し
た
虎
が
や
り
込
め
ら
れ
る
「
第
二
十
六　

恩
知
ら
ず
の
虎
」
が
あ

る
ほ
か
、『
普
通
学
校
国
語
読
本
巻
一ｄ
』
に
も
、
虎
が
干
し
柿
を
恐
れ
て
山

に
逃
げ
帰
る
話
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
虎
」
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
寄

せ
る
人
々
の
心
は
、
植
民
地
教
科
書
の
語
り
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
続
け
て

い
たｅ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

遠
藤
は
、
誰
が
「
朝
鮮
」
の
虎
を
狩
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
調
査
の

一
環
と
し
て
朝
鮮
総
督
府
が
発
表
し
た
「
民
有
銃
器
数
（
猟
銃
）
の
推
移ｆ
」

を
挙
げ
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
か
け
て
の
所
有
者
は
圧
倒
的
に

「
内
地
人
」
が
多
く
、「
朝
鮮
人
」
所
有
者
は
そ
の
約
十
分
の
一
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
一
独
立
運
動
が
、
五
四
運
動
よ
り

も
さ
ら
に
平
和
的
な
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。
一
九
一
九
年
の

「
朝
鮮
」
で
は
、
武
力
闘
争
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
に
武
器
が
乏
し
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
三
一
独
立
運
動
宣
言
か
ら
は
、
こ
の
運
動
の
担
い

手
た
ち
が
、「
武
力
を
も
っ
て
人
を
押
さ
え
つ
け
る
時
代
」
の
終
焉
を
宣
言

し
、「
朝
鮮
半
島
の
独
立
の
み
な
ら
ず
」「
日
本
の
誤
っ
た
道
を
た
だ
し
、
中

国
や
日
本
を
ふ
く
め
た
東
ア
ジ
ア
の
共
存ｇ
」
を
め
ざ
す
方
向
へ
シ
フ
ト
し
て

い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
宣
言
と
デ
モ
行
進
だ
け
に

よ
る
行
動
を
陳
独
秀
ら
中
国
の
文
化
人
も
高
く
評
価
し
た
こ
と
も
、
北
京
大

学
発
行
の
『
毎
週
評
論ｈ
』
な
ど
か
ら
見
て
と
れ
る
。
先
に
、
施
小
瓘
の
論
を

参
照
し
な
が
ら
五
四
運
動
の
非
暴
力
性
に
言
及
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も

三
一
独
立
運
動
に
由
来
す
る
精
神
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
い
く
ら
非
暴
力
的
で
あ
っ
て
も
、「
帝
国
」
と
は
異
な
る
価
値
、

言
説
が
示
さ
れ
た
と
き
、
体
制
（
＝
「
帝
国
」）
が
ど
れ
ほ
ど
の
流
血
を
伴
う

鎮
圧
4

4

を
行
っ
た
か
は
、
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
は
「
虎ｉ
」

と
し
て
過
剰
に
恐
れ
ら
れ
た
「
山
月
記
」
の
李
徴
が
、
語
り
の
中
で
鎮
圧
4

4

さ
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れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

六

　

で
は
、
今
日
「
山
月
記
」
は
、
高
等
学
校
で
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
教
育

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

諸
氏
の
研
究
の
成
果
の
ほ
か
、
新
し
い
指
導
書
な
ど
を
概
観
す
る
と
、
以

前
ほ
ど
に
は
、「
虎
」
へ
の
変
身
を
自
業
自
得
、
因
果
応
報
的
に
説
明
す
る

も
の
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
た
と
え
ば
二
〇
二
〇
年
度
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高

校
講
座
で
は
、「
山
月
記
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。　

李
徴
が
虎
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
が
な
ぜ
人
間
で
は
な
い
姿
に

な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
理
不
尽
な
運
命
と
し
か
考
え
て
お
ら
ず
、
自

分
の
責
任
で
は
全
く
な
い
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
袁
傪
と

会
っ
て
話
を
し
て
い
く
う
ち
に
自
分
の
過
去
を
振
り
返
り
、
自
分
が
他

人
に
ど
の
よ
う
に
接
し
て
き
た
か
を
か
え
り
み
る
と
き
に
初
め
て
、
虎

に
な
る
要
素
が
自
分
の
内
面
に
潜
ん
で
き
た
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
尊
大
な
羞
恥
心
と
臆
病
な
自
尊
心
と
い
う
二
つ
の
矛
盾
す
る

心
で
し
たｊ
。

　

こ
こ
で
は
依
然
と
し
て
、「
虎
に
な
る
要
素
が
自
分
の
内
面
に
潜
」
む
と

い
う
発
想
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
同
「
理
解
度
チ
ェ
ッ

ク
」
問
題
と
正
答
も
、
李
徴
の
「
人
間
性
の
欠
如ｋ
」
が
彼
の
運
命
を
左
右
し

た
こ
と
を
示
唆
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。「
虎
」
へ
の
変
身
が
「
人
間
性

の
欠
如
」
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
増
淵
恒
吉
が
一
九
五
〇
年
代
に

行
っ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
的
授
業ｌ
以
来
、
今
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講

座
に
至
る
ま
で
、
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
現
代
文
Ｂ
」
の
最
新
の
学
習
指
導
書
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
東
京
書

籍
版ｍ
は
、「「
非
人
間
性
」
の
み
で
変
身
の
原
因
を
説
明
す
る
の
は
無
理
」
と

し
つ
つ
、
主
題
Ｂ
（
１

０

０

字
）
に
は
「
自
分
自
身
の
内
に
潜
む
「
臆
病
な

自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
性
情
の
た
め
に
虎
の
姿
と
な
り
」
と
い

う
一
節
が
た
め
ら
い
な
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
修
館
書
店
版ｎ
は
、「
李

徴
が
語
る
彼
の
性
情
か
ら
、
虎
に
な
っ
た
原
因
を
説
明
す
る
」
従
来
の
教
育

を
、「
袁
傪
の
役
割
や
李
徴
の
語
り
の
信
憑
性
の
問
題
が
等
閑
視
」
さ
れ
た

も
の
と
し
て
批
判
し
な
が
ら
、
一
方
で
「
観
点
別
評
価
基
準
例
」
に
「
李
徴

が
虎
に
な
っ
た
理
由
を
、
李
徴
の
独
白
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
」
こ
と
を
挙

げ
、「
字
数
制
限
要
約
例
」
に
も
「
人
間
性
の
問
題
」
と
い
う
語
を
入
れ
て

い
る
。
筑
摩
書
房
版ｏ
の
「
虎
に
な
っ
た
原
因
よ
り
、
虎
に
な
っ
た
こ
と
で
、

李
徴
は
何
を
ど
う
考
え
た
の
か
」
が
重
要
だ
と
の
指
摘
に
は
共
感
で
き
る

が
、
や
は
り
「
主
題
」
に
は
「
暴
走
す
る
自
我
自
意
識
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
さ
ら
に
数
研
出
版
版ｐ
で
は
、
ま
と
め
に
あ
た
り
、「
主
人
公
が
内
面
を

分
析
し
て
み
せ
た
よ
う
に
、
生
徒
各
自
に
、
あ
る
日
の
自
分
の
行
動
や
、
日

頃
の
も
の
の
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
自
己
の
内

面
の
あ
り
方
を
分
析
さ
せ
た
い
」
と
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、「
国
語
」
の
「
道
徳
」
化
を
危
惧
す
る
指
摘ｑ
や
、
遠
藤
公
男

の
書
に
登
場
す
る
韓
国
人
研
究
者
が
、
教
材
「
虎
狩
」
を
「
修
身
」
の
も
の

だ
と
記
憶
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、

「
国
語
」
の
場
で
「
山
月
記
」
を
扱
う
際
、
そ
の
語
り
の
構
造
を
相
対
化
す

る
方
法
で
は
な
く
、
袁
傪
を
肯
定
し
、
袁
傪
に
懲
罰
を
受
け
る
立
場
に
生
徒

を
置
く
方
法
が
採
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
一
九
五
一
年
で
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初
め
て
検
定
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
七
〇
年
、「
山
月
記
」
が
体
制
に

従
う
人
間
を
育
て
る
道
具
に
さ
れ
て
き
た
か
と
思
う
と
、い
た
た
ま
れ
な
い
。

　

と
く
に
数
研
出
版
版
に
は
、
李
徴
に
倣
っ
て
生
徒
に
内
面
の
省
察
を
促
す

記
述
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
ふ
と
、
戦
前
以
来
の
「
日
記
」
教
育
を
思
い

起
こ
し
た
。
日
本
近
代
に
お
い
て
、「
文
学
」
が
「
内
面
」
を
読
む
／
書
く

も
の
と
し
て
一
応
の
定
着
を
見
て
ま
も
な
く
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
の
学
校

で
は
、
日
記
添
削
と
い
う
手
段
で
少
年
少
女
た
ち
の
「
内
面
」
を
教
師
らｒ
が

チ
ェ
ッ
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
五
十
嵐
力
は
、
そ
の
大
量
の
学
生
向
け
の
日
記
文
範
の
中
で
、

数
々
の
日
記
添
削
例
を
示
し
な
が
ら
「
赤
裸
々
に
し
た
著
者
の
生
活
を
読
者

の
生
活
に
接
合
さ
せ
るｓ
」
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
日
記
を

教
師
に
見
せ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
後
年
活
字
化
さ
れ
た
『
大
宅
壮
一
日
記
』

に
も
、
茨
城
中
学
在
学
中
の
一
九
一
七
年
五
月
二
六
日
分
と
し
て
以
下
の
よ

う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

土
曜
日　

晴　

ど
こ
か
の
中
学
へ
送
ら
れ
る
の
だ
そ
う
で
、
僕
の
二
年

生
の
時
の
日
誌
を
出
す
よ
う
い
わ
れ
た
。（
中
略
）
併
し
、
今
自
己
研

究
が
僕
の
主
眼
で
あ
る
上
は
、
自
己
を
公
開
す
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
て

は
な
ら
ぬ
。
日
誌
も
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
て
始
め
て
日
誌
の
生
命
が
生

じ
るｔ
。

　
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
日
記
を
書
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
権
威
あ
る
も
の

に
さ
ら
す
こ
と
が
、
葛
藤
を
経
て
身
体
化
し
て
い
く
様
子
が
、『
大
宅
壮
一

日
記
』
に
は
垣
間
見
え
る
。
こ
の
一
年
後
の
大
宅
の
日
記
に
は
「
国
家
主
義
」

に
つ
い
て
煩
悶
す
る
記
述
が
見
ら
れ
始
め
、
い
く
ば
く
も
な
く
彼
は
退
学
処

分
を
受
け
る
。「
内
面
」
を
語
ら
せ
て
お
い
て
そ
こ
に
懲
罰
を
与
え
る
と
い

う
パ
タ
ー
ン
も
、「
山
月
記
」
の
語
り
方
、読
ま
れ
方
と
共
通
し
て
い
る
の
だ
。

　
「
帝
国
」
の
近
代
を
振
り
返
る
と
、
中
国
に
も
「
朝
鮮
」
に
も
日
本
に
も
、

傷
つ
い
た
無
数
の
李
徴
が
死
屍
累
々
の
姿
を
呈
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ

し
て
今
も
、
自
己
処
罰
を
是
と
す
る
言
説
が
社
会
を
席
巻
す
る
中
で
、
ほ
か

の
解
を
見
出
せ
ず
に
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
地
点
に
人
々
は
追
い
込
ま
れ
て
お

り
、「
山
月
記
」
は
そ
の
格
好
の
サ
ン
プ
ル
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
虎
」

を
責
め
、
自
分
を
責
め
ず
に
は
読
め
な
い
小
説
「
山
月
記
」
│
│
「
山
月
記
」

を
こ
の
よ
う
な
暴
力
か
ら
解
き
放
つ
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
中

に
、
体
制
（
＝
「
帝
国
」）
に
と
っ
て
不
穏
な
も
の
を
「
虎
」
と
し
て
暴
き
た
て
、

否
定
し
な
が
ら
、
徹
底
的
に
そ
れ
を
無
力
化
す
る
構
造
が
備
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
論
が
そ
の
一
助
と
な
れ

ば
幸
い
に
思
う
。

注（
１

）　

礪
波
護
「〈
論
説
〉
唐
代
の
県
尉
」（『
史
林
』
一
九
七
四
・
九
）

（
２

）　

長
谷
川
達
哉
「『
山
月
記
』
を
読
む
│
８

世
紀
中
葉
の
中
国
を
舞
台
に
し
た

物
語
と
し
て
│
」（『
教
育
・
研
究
』
二
〇
一
八
）
は
、
村
上
哲
見
『
科
挙
の
話
』

（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
「
宰
相
に
至
る
ま
で
の
典
型
的
な
出
世
コ
ー
ス
」

と
し
て
「
秘
書
省
校
書
老
↓
畿
県
（
首
都
周
辺
の
県
）
の
尉
↓
観
察
御
史
↓
拾

遺
↓
尚
書
省
の
員
外
郎
↓
中
書
舎
人
↓
中
書
侍
郎
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
李
徴
に
と
っ
て
自
分
が
「「
畿
県
（
首
都
周
辺
の
尉
）」
で
は
な
か
っ
た
」

こ
と
が
「
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
」
の
だ
と
し
て
い
る
。

（
３

）　

宮
崎
市
定
『
科
挙
│
中
国
の
試
験
地
獄
│
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
（
二

版
））
に
「
旧
中
国
に
お
い
て
何
が
も
う
か
る
と
い
っ
て
、
官
吏
と
な
る
ほ
ど

得
な
職
業
は
外
に
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
名
誉
と
あ
わ
せ
て
実
益
を
つ
か
む
の

だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
」
と
あ
る
ほ
か
、
岡
本
洋
之
介
「
唐
代
士
大
夫
の
科
挙
に

対
す
る
意
識
│
岑
参
の
場
合
│
」（『
吉
田
富
夫
先
生
退
休
記
念
中
国
学
論
集
』
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汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
）
も
、
岑
参
の
詩
「
時
輩
似
君
稀
、
青
春
戦
勝
帰
／
名

登
郗
詵
第
、
身
著
老
莱
衣
」
を
科
挙
に
合
格
し
た
友
人
が
故
郷
に
錦
を
飾
る
さ

ま
を
吟
じ
た
祝
い
の
詩
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

（
４

）　

唐
代
伝
記
の
ひ
と
つ
、
李
景
亮
撰
「
人
虎
伝
」（『
国
訳
漢
文
大
成　

文
学
部　

第
一
二
巻　

晋
唐
小
説
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
〇
）
を
原
典
と
見
な
し
て
参

照
す
る
。

（
５

）　

科
挙
が
「
が
ん
ら
い
天
子
が
貴
族
と
戦
う
た
め
の
武
器
」
で
あ
り
、「
つ
て

の
な
い
低
い
階
級
の
者
の
た
め
に
拓
か
れ
て
い
る
」（
宮
崎
市
定
『
科
挙
│
中

国
の
試
験
地
獄
│
』
注（
３

）に
同
じ
）
の
だ
と
す
れ
ば
、「
人
虎
伝
」
の
李
徴

は
そ
も
そ
も
応
試
の
必
要
な
ど
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
６

）　

盛
唐
の
王
維
は
状
元
（
進
士
一
位
合
格
）、
中
唐
の
白
居
易
も
進
士
科
合
格

後
に
翰
林
学
士
な
ど
を
歴
任
、
唐
代
の
詩
人
の
多
く
は
科
挙
に
応
じ
て
合
格
、

官
職
に
就
い
て
い
る
。

（
７

）　
「
天
宝
の
末
年
」
の
安
史
の
乱
の
よ
う
に
天
子
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
す
者

は
唐
代
に
も
い
た
が
、
彼
ら
は
権
力
を
志
向
し
て
い
る
点
で
体
制
側
と
同
じ
ベ

ク
ト
ル
を
持
つ
。

（
８

）　

施
小
瓘
「
五
・
四
運
動
と
湖
南
人
」（『
社
会
文
学
』
二
〇
二
〇
・
八
）

（
９

）　

注（
８

）に
同
じ
。

（
10
）　

村
上
哲
見
「
科
挙
の
歴
史
」（『
し
に
か
』
一
九
九
九
・
九
）
は
科
挙
（
＝
貢

挙
）
を
「
人
材
を
天
子
に
献
上
す
る
意
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
11
）　

熊
遠
報
に
よ
る
口
頭
発
表
「〝
掲
竿
而
起
〞
的
書
生
│
五
〇
〇
年
中
的
〝
五

四
〞
│
」（「
五
四
一
百
周
年
研
討
会
」
二
〇
一
九
年
五
月
一
二
日
、
東
京
大
学

駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
）。〝
掲
竿
而
起
〞
は
、「
む
し
ろ
旗
を
掲
げ
て
立
ち
上
が
る
、

蜂
起
す
る
」
の
意
。

（
12
）　
「
古
譚
」
の
名
で
「
山
月
記
」「
文
字
禍
」
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
『
文
学
界
』

一
九
四
二
年
二
月
号
だ
が
、
同
一
月
号
の
河
上
徹
太
郎
「
光
栄
あ
る
日
」
に
は
、

真
珠
湾
攻
撃
を
祝
し
「
開
戦
に
至
る
ま
で
の
、
わ
が
帝
国
の
堂
々
た
る
態
度
」

を
誉
め
る
言
葉
が
あ
り
、「
山
月
記
」
が
置
か
れ
た
舞
台
が
「
帝
国
」
と
無
縁

で
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

（
13
）　

村
上
哲
見
（
注（
10
）に
同
じ
）。

（
14
）　

高
津
孝
「〈
論
説
〉
科
挙
制
度
と
中
国
文
化
│
文
化
的
多
様
性
の
拘
束
│
」

（『
東
洋
文
化
研
究
』
二
〇
〇
五
・
三
）

（
15
）　

程
千
帆
著
、
松
岡
栄
志
、
町
田
隆
吉
訳
『
唐
代
の
科
挙
と
文
学
』（
凱
風
社
、

一
九
八
六
）

（
16
）　

高
津
孝
（
注（
14
）に
同
じ
）。

（
17
）　

高
津
孝
（
注（
14
）に
同
じ
）。

（
18
）　

今
日
で
も
、
荘
魯
迅
『
物
語
・
唐
の
反
骨
詩
人
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
二
）

の
よ
う
に
、
李
白
を
隴
西
の
出
身
と
見
な
し
、「
李
白
の
血
に
流
れ
る
反
逆
分

子
」
が
彼
を
宮
廷
か
ら
去
ら
せ
た
と
す
る
立
場
を
と
る
論
者
も
存
在
す
る
。

（
19
）　

金
文
京
『
李
白
│
漂
泊
の
詩
人 

そ
の
夢
と
現
実
│
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一

二
）

（
20
）　

乾
源
俊
『
生
成
す
る
李
白
像
』（
研
文
出
版
、
二
〇
二
〇
）
は
、
天
宝
年
間

に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
「
制
挙
」
に
つ
い
て
、「
通
常
の
選
抜
に
こ
ぼ
れ
た
有

能
な
人
材
を
、
皇
帝
じ
き
じ
き
の
命
に
よ
り
、
ひ
ろ
く
く
ま
な
く
ひ
ろ
い
集
め

る
」
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。

（
21
）　

後
年
李
白
と
併
称
さ
れ
る
杜
甫
は
、
科
挙
進
士
科
を
受
験
し
不
合
格
と
な
っ

た
た
め
に
官
職
を
求
め
つ
つ
詩
作
を
続
け
て
お
り
、
や
は
り
李
徴
と
は
立
場
が

異
な
る
。
ま
た
、
中
国
に
は
陶
淵
明
の
よ
う
な
隠
遁
思
想
を
も
つ
詩
人
の
系
譜

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
陶
淵
明
は
科
挙
制
度
が
成
立
す
る
前
の
六
朝
の
詩

人
で
あ
る
た
め
、
今
回
は
検
討
の
範
囲
と
し
な
い
。

（
22
）　

佐
野
幹
『「
山
月
記
」
は
な
ぜ
国
民
教
材
と
な
っ
た
の
か
』（
大
修
館
書
店
、

二
〇
一
三
）

（
23
）　

宮
崎
市
定
『
科
挙
│
中
国
の
試
験
地
獄
│
』（
注（
３

）に
同
じ
）
に
は
、「
読

書
人
が
最
も
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
悪
徳
は
淫
、
女
色
」
で
「
そ
う
い
う
悪
業
を

過
去
に
持
つ
挙
子
は
、
ふ
だ
ん
は
い
か
に
頭
が
よ
く
働
い
て
も
、
い
ざ
と
い
う

時
に
必
ず
失
敗
す
る
」
と
し
て
、
貢
院
（
試
験
場
）
に
お
化
け
が
出
た
物
語
を

紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
読
書
人
を
戒
め
る
コ
ー
ド
の
上
に
「
人
虎
伝
」

が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
24
）　
『
高
等
学
校
現
代
文
Ｂ　

指
導
と
研
究
』（
第
一
学
習
社
、
二
〇
一
四
）
の
「
山

月
記
」「
学
習
指
導
の
要
点
」
で
、
私
は
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
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は
「
あ
く
ま
で
主
人
公
自
身
の
自
己
省
察
で
あ
る
上
、
た
と
え
彼
が
本
当
に
そ

の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
突
然
虎
に
変
身
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
程
の
罪
と
は
言
え
な
い
は
ず
」「
こ
の
小
説
の
世
界
か
ら
見
出
す

べ
き
も
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
不
条
理
な
運
命
の
原
因
を
、
自
分
自
身
に
求
め

て
言
葉
を
紡
い
で
い
か
ざ
る
を
得
な
い
「
人
間
」
の
さ
ま
」
で
あ
る
と
書
い
た

が
、
そ
の
見
解
は
基
本
的
に
本
論
で
も
変
わ
ら
な
い
。

（
25
）　
『
指
導
書
新
現
代
文
Ｂ　

Ⅱ
部　

小
説
・
詩
歌
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
八　

執
筆
担
当　

川
名
大
）

（
26
）　

礪
波
護
「
唐
の
官
制
と
官
職
」（
小
川
環
編
『
唐
代
の
詩
人
│
そ
の
傳
記
│
』

大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
）

（
27
）　

村
上
哲
見
（
注（
２

）参
照
）
の
ほ
か
、
小
島
浩
之
「〈
論
説
〉
唐
代
エ
リ
ー

ト
官
人
の
昇
進
経
路
の
形
成
と
そ
の
展
開
」（『
東
洋
文
化
研
究
』
二
〇
〇
八
・

三
）
は
「
畿
県
尉
、
観
察
御
史
、
左
・
右
拾
遺
の
三
職
を
経
験
す
る
こ
と
で
、

品
を
飛
び
越
え
た
ス
ム
ー
ズ
な
授
官
・
遷
転
が
可
能
」
と
な
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。『
唐
記
』
の
袁
傪
も
、「
観
察
御
史
」（
正
八
品
上
）
か
ら
「
兵
部
侍
郎
」

（
従
六
品
）
に
品
を
飛
び
越
え
た
出
世
を
し
て
い
る
。

（
28
）　

小
森
陽
一
『〈
ゆ
ら
ぎ
〉
の
日
本
文
学
』（
日
本
放
送
出
版
社
、
一
九
九
八
）

（
29
）　

佐
野
幹
（
注（
22
）に
同
じ
）。

（
30
）　

こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
施
小
瓘
（
注（
８

））
に
詳
し
い
。

（
31
）　

鄭
高
咏
「
虎
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
一
考
察
│
中
国
の
こ
と
ば
と
文
化
│
」

（『
言
語
と
文
化
│
愛
知
大
学
語
学
教
育
研
究
室
紀
要
│
』
二
〇
〇
五
・
一
）

（
32
）　

遠
藤
公
男
『
韓
国
の
虎
は
な
ぜ
消
え
た
か
』（
講
談
社
、
一
九
八
六
）

（
33
）　

川
村
湊
「
中
島
敦
と
朝
鮮
」（『
ア
ジ
ア
遊
学　

五
一
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇

三
）
は
、「
虎
狩
」
の
初
稿
（『
中
央
公
論
』
一
九
三
四
年
四
月
三
〇
日
締
切
の

「
原
稿
募
集
」
に
応
じ
た
と
き
）
で
は
「「
日
本
人
」「
朝
鮮
人
」
と
な
っ
て
い
て
、

そ
れ
が
あ
る
段
階
に
お
い
て
、
す
べ
て
書
き
直
さ
れ
て
」
単
行
本
『
光
と
風
と

夢
』（
一
九
四
二
）
掲
載
時
ま
で
に
「「
日
本
人
」
│
「
内
地
人
」、「
朝
鮮
人
」

│
「
半
島
人
」」
と
な
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
川
村
は
、「
朝
鮮
総
督
府

の
「
内
鮮
一
体
」
政
策
の
進
行
に
よ
っ
て
、
外
国
人
扱
い
と
し
て
の
「
朝
鮮
人
」

「
日
本
人
」
と
い
う
呼
称
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
在
の
居
住
地
と
し
て
の
「
内

地
」「
半
島
」
に
お
け
る
区
別
（
差
別
で
は
な
く
）
の
た
め
の
呼
称
を
作
り
出

す
必
要
と
、
そ
の
普
及
と
い
う
時
代
的
、
社
会
的
背
景
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
呼
称
の
選
択
も
ま
た
、「
虎
」
を
飼
い
な
ら
す

作
業
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
34
）　

在
日
韓
人
歴
史
資
料
館
Ｈ
Ｐ
（
２

０

２

１

年
３

月
25
日
ア
ク
セ
ス
）

　
　

http://w
w

w
.j-koreans.org/exhibit/exhibit_23.htm
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（
35
）　

注（
32
）に
同
じ
。

（
36
）　

パ
ク
・
フ
ン
ジ
ョ
ン
監
督
「
隻
眼
の
虎
」（
日
本
で
の
公
開
は
二
〇
一
六
年
）

は
、
一
九
二
五
年
の
「
朝
鮮
」
で
、
日
本
軍
の
害
獣
駆
除
に
土
地
の
猟
師
が
駆

り
出
さ
れ
心
な
ら
ず
も
「
山
の
神
」
の
大
虎
を
追
い
詰
め
て
い
く
物
語
だ
が
、

そ
こ
で
は
大
杉
漣
演
じ
る
日
本
の
高
官
の
、
よ
り
大
き
な
虎
の
皮
を
求
め
て
や

ま
な
い
欲
望
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）　

朝
鮮
総
督
府
著
作
・
発
行
（
一
九
二
三
年
）。

（
38
）　

虎
に
襲
わ
れ
た
男
性
（
金
有
根
）
と
一
緒
に
遠
藤
の
取
材
を
受
け
た
李
相
杰

で
、
氏
は
、
本
当
に
虎
を
仕
留
め
た
の
は
叔
父
の
李
渭
雨
だ
と
語
っ
て
い
る
。

（
39
）　

朝
鮮
総
督
府
著
作
・
発
行
（
一
九
二
三
年
）。

（
40
）　

中
西
伊
之
助
「
不
逞
鮮
人
」（
一
九
二
二
）
に
も
、「
不
逞
鮮
人
の
首
魁
」
と

さ
れ
る
主
人
が
、「
虎
も
剥
製
に
な
つ
て
は
た
め
0

0

て
す
」
と
語
る
場
面
が
あ
る
。

（
41
）　

朝
鮮
総
督
府
刊
行
『
統
計
年
報
』（
一
九
二
六
年
）「
朝
鮮
」
に
お
け
る
猟
銃

所
有
者
数
は
、
た
と
え
ば
一
九
一
八
年
で
「
内
地
人
」
一
七
、
一
六
七
人
に
対

し
、「
朝
鮮
人
」
一
、
七
三
四
人
、「
外
国
人
」
は
三
八
五
人
で
、
計
一
九
、
二

八
六
人
の
大
半
を
「
内
地
人
」
が
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
42
）　
「
現
代
語
訳
／
３

・
１

朝
鮮
独
立
運
動
１

０

０

周
年
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
３

・

１

独
立
運
動
」」（『
週
刊
金
曜
日
』
二
〇
一
九
・
二
・
二
二
）

（
43
）　
『
毎
週
評
論
』
一
三
号
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
一
九
年
三
月
一
六
日
）

に
は
、
陳
独
秀
の
執
筆
と
さ
れ
る
「
朝
鮮
独
立
的
消
息
」
の
記
事
が
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
一
次
大
戦
の
影
響
だ
け
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
運
動
の
長

所
と
し
て
「
独
立
的
予
備
非
常
周
密
、
暴
動
非
常
文
明
」
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
こ

か
ら
こ
の
運
動
が
「
組
織
的
」
で
「
訓
練
的
」
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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（
44
）　
「
不
逞
鮮
人
」（
注（
40
）に
同
じ
）
は
、「
不
逞
鮮
人
の
巣
窟
」
を
「
内
地
人
」

で
あ
る
男
が
訪
ね
る
物
語
だ
が
、
主
人
は
、
三
一
独
立
運
動
の
中
で
刺
殺
さ
れ

た
娘
の
「
血
の
色
」
が
「
短
い
筒
袍
の
頸
元
か
ら
、
ず
つ
と
袖
に
か
け
て
、
べ

つ
と
り
沁
み
滲
ん
」
だ
も
の
を
見
せ
た
の
ち
に
、
心
の
こ
も
っ
た
も
て
な
し
を

し
て
く
れ
る
。「
不
逞
鮮
人
」
と
い
う
語
が
も
た
ら
す
恐
怖
は
、
こ
の
小
説
の

中
で
は
徐
々
に
解
消
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
小
説
発
表
の
翌
年
一
九
二
三
年
の

関
東
大
震
災
で
は
、
ま
さ
に
「
不
逞
鮮
人
」
と
い
う
語
の
も
た
ら
し
た
デ
マ
が
、

多
く
の
「
朝
鮮
人
」
虐
殺
を
引
き
起
こ
し
た
と
言
え
よ
う
。

（
45
）　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
現
代
文
77
〜
84
回
小
説
を
読
む
「
山
月
記
」（
全
八
回
）

⑦
⑧

講
師　

鈴
木
一
史
「
ラ
ジ
オ
学
習
メ
モ
」（
２

０

２

１

年
３

月
27
日
ア
ク
セ
ス
）

https://w
w

w
.nhk.or.jp/kokokoza/library/radio/r2_genbun/archive 

/chapter084.htm
ll　

た
だ
し
、
別
の
回
を
担
当
す
る
長
谷
川
達
哉
は
必
ず
し

も
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。

（
46
）　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
現
代
文
第
84
回
小
説
を
読
む
「
山
月
記
」（
８

）「
理
解
度

チ
ェ
ッ
ク
」（
問
題
作
成
協
力
：
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
）（
２

０

２

１

年
３

月

27
日
ア
ク
セ
ス
）https://w

w
w

9.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_genbun 
/check/rcheck084.htm
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（
47
）　

増
淵
恒
吉
「
こ
と
ば
と
文
学
の
教
育
Ⅱ
（
高
等
学
校
）
文
学
作
品
に
お
け
る

形
象
の
問
題
│
「
山
月
記
」
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
│
」（『
日
本
文
学
』
一
九

五
六
・
一
一
）

（
48
）　

注（
25
）に
同
じ
。

（
49
）　
『
精
選
現
代
文
Ｂ
新
訂
版
指
導
資
料
1
第
一
部
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
八　

執
筆
担
当　

三
宅
義
蔵
）

（
50
）　
『
精
選
現
代
文
Ｂ
改
訂
版
学
習
指
導
の
研
究
第
一
部
（
一
）』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
八　

執
筆
担
当　

守
本
進
）

（
51
）　
『
改
訂
版
現
代
文
Ｂ
教
授
資
料
2
第
一
章
小
説
・
詩
・
短
歌
と
俳
句
』（
数
研

出
版
、
二
〇
一
八　

執
筆
担
当　

奥
野
政
元
）

（
52
）　

小
森
陽
一
『
大
人
の
た
め
の
国
語
教
科
書 

あ
の
名
作
の
〝
ア
ブ
な
い
〞
読

み
方
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九
）

（
53
）　
『
少
年
世
界
』（
一
九
一
二
・
一
二
）
に
は
「
学
生
日
記
及
通
信
用
紙
」
の
広

告
が
あ
り
、
カ
ー
ボ
ン
紙
に
よ
っ
て
複
写
さ
れ
る
形
の
日
記
帳
に
よ
り
「
学
生

諸
氏
が
毎
日
学
事
及
び
会
計
」
を
「
郷
里
の
父
母
へ
報
知
」
で
き
る
と
宣
伝
さ

れ
て
い
る
。

（
54
）　

五
十
嵐
力
『
作
文
三
十
三
講
』（
早
稲
田
大
学
出
版
、
一
九
一
三
）

（
55
）　

大
宅
壮
一
著
『
大
宅
壮
一
日
記
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
）

補　

本
論
は
科
研
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト18k00297

「
一
九
一
〇
〜
三
〇
年
代
の
文

化
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
日
中
相
互
表
象
の
形
成
と
展
開
」
の
一
環
で
す
。
ま
た

本
論
の
執
筆
に
あ
た
り
、「
３

研
究
グ
ル
ー
プ
合
同
勉
強
会vol.2

」（
オ
ン
ラ

イ
ン
、
二
〇
二
一
・
一
・
三
一
）
に
て
、
ご
参
加
の
皆
様
か
ら
多
く
の
ご
教
示

を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
本
論
で
は
、「
支
那
」「
鮮
人
」
等
の
用
語
を
当
時
の
ま
ま
に
引
用
し

ま
し
た
。
何
卒
ご
理
解
下
さ
い
。


