
一

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
島
敦
の
『
南
島
譚
』
以
降
の
作
品
と
し
て
、「
名
人
伝
」
と
「
李
陵
」
が

あ
る
。『
南
島
譚
』
の
諸
作
品
に
は
、
ま
だ
女
性
が
登
場
し
て
い
た
が
、「
名
人

伝
」
と
「
李
陵
」
に
は
、
女
性
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、
時
期
が
戦
時
下
の
昭
和
十
七
年
で
あ
り
、
女
性
が
ら
み
の
恋
愛
が
あ
る
と

す
る
と
、
そ
れ
は
時
局
が
ら
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し

て
も
、『
南
島
譚
』
で
は
、
女
性
が
登
場
し
活
躍
し
て
い
た
。

　
次
の
理
由
と
し
て
は
、「
李
陵
」
は
戦
争
を
背
景
と
し
た
歴
史
物
語
で
あ
り
、

男
中
心
故
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。（
同
様
に
、「
名
人
伝
」
も
主
人
公
紀
昌
の

精
進
の
物
語
で
あ
る
。）
た
だ
し
、
昭
和
十
七
年
七
月
発
表
の
『
古
俗
』
や
、

同
年
五
・
六
月
執
筆
の
「
弟
子
」
の
諸
作
品
で
は
、
も
う
少
し
女
性
が
登
場
す

る
。
あ
る
種
の
特
殊
な
状
況
─
例
え
ば
、
戦
場
─
で
あ
れ
ば
、
女
性
が
登
場
し

な
い
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
世
は
男
性
と
女
性
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
小

説
と
い
え
ど
女
性
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。

　
本
稿
は
、
昭
和
十
七
年
の
夏
以
降
の
中
島
の
作
品
や
、
そ
れ
以
前
の
彼
の
作

品
に
描
か
れ
た
女
性
た
ち
に
注
目
し
、「
李
陵
」
や
「
名
人
伝
」
で
、
何
故
、

女
性
の
描
写
が
少
な
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
女
性
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
か
等

を
考
察
し
て
い
く
。

　
一
節
以
降
、
南
洋
行
後
の
「
弟
子
」
や
『
古
俗
』
お
よ
び
『
南
島
譚
』
の
諸

作
と
、「
李
陵
」・「
名
人
伝
」
と
の
比
較
か
ら
始
め
、
南
洋
行
後
の
昭
和
十
七
年

夏
以
降
の
中
島
の
状
況
を
見
て
い
く
。
ま
た
、
彼
の
遺
稿
と
な
っ
た
エ
ッ
セ
イ
、

「
章
魚
の
木
の
下
で
」
で
彼
の
心
情
を
考
察
し
、
こ
の
時
期
に
描
か
れ
た
女
性
像

を
ま
と
め
て
み
る
。

一
　「
弟
子
」・『
古
俗
』
の
女
た
ち

　「
弟
子
」
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
中
で
一
番
目
立
つ
の
は
、
作
品
の
九
章
に

描
か
れ
る
衛
の
霊
公
の
夫
人
・
南
子
で
あ
る
。
作
中
で
は
、
彼
女
は
「
淫
奔
」

に
し
て
「
才
走
つ
た
女
」
と
さ
れ
る
。
孔
子
に
嫌
が
ら
せ
を
す
る
女
性
で
も
あ

り
、
主
人
公
の
子
路
た
ち
か
ら
は
、
妖
婦
と
し
て
毛
嫌
い
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

彼
女
の
紹
介
の
文
章
は
別
と
し
て
、
容
貌
な
ど
の
具
体
的
な
描
写
は
少
な
く
、

ほ
と
ん
ど
が
孔
子
と
の
関
連
で
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
子
路
の
嫌
悪
感
に
も

関
わ
ら
ず
、
彼
女
の
描
写
は
そ
う
悪
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
孔
子
を
み
す
ぼ
ら

し
い
牛
車
に
乗
せ
、
彼
女
が
豪
奢
な
馬
車
に
乗
っ
た
時
の
描
写
に
、「
嬋
妍
た
る
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二

南
子
夫
人
の
姿
が
牡
丹
の
花
の
や
う
に
輝
く
」
と
あ
る
。

　
南
子
と
同
様
に
、
孔
子
た
ち
の
活
動
の
邪
魔
を
す
る
女
性
と
し
て
、
魯
の
定

公
と
孔
子
の
間
を
離
間
さ
せ
る
た
め
に
、
斉
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
「
歌
舞
に
長

じ
た
美
女
の
一
団
」（
六
章
）
が
い
る
。
が
、
南
子
よ
り
も
淡
々
と
し
た
描
写
で
、

量
的
に
も
少
な
く
事
実
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
最
後
に
、
作
品
の
最
終
部
（
十
六
章
）
に
登
場
す
る
衛
の
孔
叔
圉
の
未
亡
人

で
、
衛
の
亡
命
太
子
蒯
聵
の
姉
・
伯
姫
が
い
る
。（
ち
な
み
に
、
こ
の
女
性
は
、

南
子
と
と
も
に
、『
古
俗
』
の
「
盈
虚
」
に
も
登
場
す
る
。）
彼
女
は
「
女
策
士
」

で
あ
り
、

愛
憎
と
利
欲
と
の
複
雑
な
経
緯
が
あ
つ
て
、
妙
に
弟
の
為
ば
か
り
を
計
ら

う
と
す
る
。
夫
の
死
後
頻
り
に
寵
愛
し
て
ゐ
る
渾
良
夫
な
る
美
青
年
を
使

と
し
て
、
弟
蒯
聵
と
の
間
を
往
復
さ
せ
、
秘
か
に
現
衛
公
逐
出
し
を
企
ん

で
ゐ
る
。

　
そ
の
後
、
弟
た
ち
と
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
、
正
義
派
の
子
路
を
惨
殺
さ
せ

る
。
た
だ
、
彼
女
の
描
写
は
、
前
出
の
引
用
部
分
程
度
で
あ
り
、
彼
女
の
内
面

描
写
は
な
い
。
南
子
と
と
も
に
、
作
品
の
進
行
に
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
そ
っ

け
な
い
描
写
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
は
脇
役
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
、
主
人
公

た
ち
（
孔
子
や
子
路
た
ち
）
に
、
死
や
追
放
を
も
た
ら
す
マ
イ
ナ
ス
の
存
在
で

あ
る
。

　
続
い
て
、『
古
俗
』
の
二
作
品
（「
盈
虚
」・「
牛
人
」）
を
見
て
い
く
。

　「
盈
虚
」
に
登
場
す
る
女
性
と
し
て
は
、「
弟
子
」
に
引
き
続
い
て
の
南
子
が

い
る
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
蒯
聵
が
皇
太
子
の
時
、
南
子
の
暗
殺
を
謀

り
、
失
敗
し
亡
命
す
る
。
そ
の
暗
殺
を
謀
る
場
面
で
、
南
子
は
蒯
聵
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
に
怯
え
る
。

太
子
の
妙
な
そ
ぶ
り
に
夫
人
は
気
が
付
い
た
。
太
子
の
視
線
を
辿
り
、
室

の
一
隅
に
怪
し
い
者
の
潜
ん
で
ゐ
る
の
を
知
る
と
、
夫
人
は
悲
鳴
を
挙
げ

て
奥
へ
跳
び
込
ん
だ
。
其
の
声
に
驚
い
て
霊
公
が
出
て
来
る
。
夫
人
の
手

を
執
つ
て
落
着
け
よ
う
と
す
る
が
、
夫
人
は
唯
狂
気
の
や
う
に
「
太
子
が

妾
を
殺
し
ま
す
。
太
子
が
妾
を
殺
し
ま
す
」
と
繰
返
す
ば
か
り
で
あ
る
。

　
才
気
に
溢
れ
た
女
性
の
姿
は
こ
こ
に
は
な
い
。
彼
女
は
作
品
の
途
中
で
死
ん

で
し
ま
い
、
そ
の
死
は
単
な
る
事
実
と
し
て
報
告
さ
れ
る
。

　
そ
の
後
、「
弟
子
」
で
も
描
か
れ
た
伯
姫
た
ち
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
あ
る
が
、

「
盈
虚
」
の
方
は
、
蒯
聵
（
即
位
し
て
、
衛
の
荘
公
）
側
か
ら
の
描
写
が
中
心

と
な
る
。

　
次
の
女
性
と
し
て
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
後
の
作
品
後
半
で
、
異
種
族
の
女
─

「
際
だ
つ
て
髪
の
美
し
く
豊
か
な
女
」
─
が
登
場
す
る
。
即
位
後
、
乱
行
を
重
ね

る
荘
公
は
、
寵
姫
の
た
め
に
「
女
の
髪
を
根
本
か
ら
切
取
ら
せ
」、
女
を
夫
の
元

に
帰
す
。

丸
坊
主
に
さ
れ
て
帰
つ
て
来
た
妻
を
見
る
と
、
夫
の
己
氏
は
直
ぐ
に
被
衣

を
妻
に
か
ず
か
せ
、
ま
だ
城
楼
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
衛
公
の
姿
を
睨
ん
だ
。

役
人
に
笞
打
た
れ
て
も
、
容
易
に
其
の
場
を
立
去
ら
う
と
し
な
い
の
で
あ

る
。

　
こ
の
夫
の
恨
み
が
、
作
品
最
終
部
で
の
荘
公
殺
害
に
結
び
つ
く
。

　
衛
の
国
の
乱
れ
に
乗
じ
て
、
晋
軍
が
侵
入
し
て
く
る
。
戦
い
を
放
棄
し
て
城

を
落
ち
た
荘
公
は
、「
赤
銅
色
に
濁
つ
た
月
」
に
照
ら
さ
れ
た
原
の
「
と
つ
つ

き
の
一
軒
に
匍
い
込
む
」。
そ
こ
に
、
こ
の
己
氏
が
い
た
。

　
男
は
、
部
屋
の
隅
に
蹲
ま
つ
て
ゐ
た
一
人
の
女
を
招
い
た
。
其
の
女
の

顔
を
薄
暗
い
灯
の
下
で
見
た
時
、
公
は
思
は
ず
雞
の
死
骸
を
取
り
落
し
、
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三

殆
ど
倒
れ
よ
う
と
し
た
。
被
衣
を
以
て
頭
を
隠
し
た
其
の
女
こ
そ
は
、
紛

れ
も
な
く
、
公
の
寵
姫
の
髢
の
た
め
に
髪
を
奪
は
れ
た
己
氏
の
妻
で
あ
つ

た
。

　
直
後
に
己
氏
に
よ
っ
て
、
荘
公
は
殺
害
さ
れ
る
。
己
氏
の
女
は
、
夫
の
よ
う

に
行
動
し
た
り
喋
ら
な
い
が
、
そ
の
存
在
が
因
果
応
報
と
は
い
え
、
荘
公
を
滅

ぼ
す
の
で
あ
る
。
荘
公
に
と
っ
て
は
、
滅
び
の
象
徴
と
も
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
は
、「
牛
人
」
で
言
え
ば
、
作
品
最
後
の
場
面
に
展
開
さ
れ
る
、
豎
牛
に

よ
る
叔
孫
豹
の
死
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
時
、
豎
牛
は
単
な
る
殺
人
者

で
は
な
く
、「
世
界
の
き
び
し
い
悪
意
」
の
体
現
者
で
あ
り
、
叔
孫
豹
は
、
彼

に
「
遜
つ
た
懼
れ
・
運
命
的
な
畏
怖
感
」
を
抱
く
。（
荘
公
も
、
そ
れ
に
近
い

思
い
を
、
死
ぬ
時
に
抱
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。）

　「
牛
人
」
に
登
場
す
る
女
の
一
人
は
、
豎
牛
を
生
ん
だ
母
親
で
あ
る
。
作
品
冒

頭
で
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。

　
魯
の
叔
孫
豹
が
ま
だ
若
か
つ
た
頃
、
乱
を
避
け
て
一
時
斉
に
奔
つ
た
こ

と
が
あ
る
。
途
に
魯
の
北
境
庚
宗
の
地
で
一
美
婦
を
見
た
。
俄
か
に
懇
ろ

と
な
り
、
一
夜
を
共
に
過
ご
し
て
、
さ
て
翌
朝
別
れ
て
斉
に
入
つ
た
。
斉

に
落
着
き
大
夫
国
氏
の
娘
を
娶
つ
て
二
児
を
挙
げ
る
に
及
ん
で
、
曾
て
の

路
傍
一
夜
の
契
な
ど
は
す
つ
か
り
忘
れ
果
て
て
了
つ
た
。

　
十
数
年
後
、
庚
宗
の
女
が
子
供
を
連
れ
て
、
叔
孫
豹
を
訪
れ
る
。
そ
の
子

（
豎
牛
）
が
、
か
つ
て
夢
で
見
た
自
分
を
救
う
牛
男
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
叔
孫
豹
は
豎
牛
を
重
用
す
る
。
そ
の
結
果
は
、
豎
牛
に
よ
る
叔
孫
豹
の

子
供
た
ち
の
排
斥
や
死
で
あ
り
、
叔
孫
豹
自
身
の
飢
え
死
に
で
あ
る
。
も
っ
と

も
荘
公
と
は
違
い
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
因
果
応
報
の
死
と
は
言
い
難
い
。
だ
が
、

「
盈
虚
」
と
同
様
、
主
人
公
の
死
の
原
因
と
し
て
女
は
い
る
。

二
　『
南
島
譚
』
の
女
た
ち

　『
南
島
譚
』
の
諸
作
品
に
登
場
す
る
女
性
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は 
拙
稿 
を
見
て

　
注
①

い
た
だ
く
と
し
て
、
重
複
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
概
略
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。

　
女
性
の
登
場
す
る
作
品
と
し
て
、「
夫
婦
」・「
夾
竹
桃
の
家
の
女
」
お
よ
び

「
雞
」
に
注
目
す
る
。
い
ず
れ
も
、
中
島
に
悪
意
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
南

洋
の
女
性
は
淫
風
で
、
官
能
的
だ
と
の
偏
見
の
あ
る
作
品
だ
と
も
言
え
る
。
中

島
は
「
雞
」
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

ア
ン
ガ
ウ
ル
島
へ
燐
鉱
掘
り
に
狩
出
さ
れ
て
行
く
良
人
を
浜
に
見
送
る
島

民
の
女
は
、
舟
の
纜
に
縋
つ
て
よ
よ
と
泣
き
崩
れ
る
。
夫
の
乗
つ
た
舟
が

水
平
線
の
彼
方
に
消
え
て
も
、
彼
女
は
涙
に
濡
れ
た
ま
ま
其
の
場
を
立
ち

去
ら
な
い
。
誠
に
松
浦
佐
用
姫
も
斯
く
や
と
思
は
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

二
時
間
後
に
は
、
し
か
し
、
此
の
可
憐
な
妻
は
、
早
く
も
近
処
の
青
年
の

一
人
と
肉
体
的
な
交
渉
を
持
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
れ
は
、
そ
う
い
っ
た
傾
向
は
あ
る
に
し
て
も
、
南
洋
の
女
性
へ
の
偏
見
で

は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
「
夫
婦
」（『
南
島
譚
』）
の
エ
ビ
ル
に
は
、
醜
悪
に
し

て
滑
稽
な
描
写
が
多
い
。
南
洋
の
人
々
の
不
可
解
さ
が
『
南
島
譚
』
の
一
特
色

だ
と
し
て
も
、
書
き
す
ぎ
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
続
い
て
、
女
性
の
官
能
性
に
つ
い
て
だ
が
、「
夾
竹
桃
の
家
の
女
」
に
、
次
の

よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
主
人
公
の
「
私
」
が
外
出
先
の
某
家
で
、
若
い
細
君
か

ら
見
詰
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
面
で
あ
る
。（
実
際
の

中
島
の
体
験
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
省
略
す
る
。）
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四

い
や
、
ま
だ
も
う
一
つ
、
そ
う
や
つ
て
無
言
で
向
ひ
合
つ
て
ゐ
る
中
に
次

第
に
微
か
な
が
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
興
味
が
生
じ
て
来
た
か
ら
で
も
あ

つ
た
。
実
際
、
そ
の
若
い
細
君
は
美
人
と
い
つ
て
良
か
つ
た
。（
中
略
）

稍
ゝ
反
り
気
味
な
其
の
姿
勢
で
、
受
け
口
の
唇
を
半
ば
開
い
た
儘
、
睫
の

長
い
大
き
な
目
で
、
放
心
し
た
や
う
に
此
方
を
見
詰
め
て
ゐ
る
。
私
は
其

の
目
を
外
ら
す
こ
と
を
し
な
か
つ
た
。（
中
略
）
女
の
浅
黒
い
顔
に
、
ほ

の
か
に
血
の
色
が
上
つ
て
来
た
の
を
私
は
見
た
。

　
こ
う
い
っ
た
官
能
の
連
想
的
描
写
は
、
未
発
表
の
「
妖
氛
録
」
─
「
古
俗
」

系
の
作
品
と
推
測
さ
れ
る
─
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
夏
姫
の
次
の

よ
う
な
描
写
で
あ
る
。

　
つ
く
り
物
の
や
う
に
静
か
な
顔
に
、
時
と
し
て
、
不
意
に
、
燃
え
る
や

う
な
華
や
か
さ
の
動
き
出
す
こ
と
が
あ
る
。
雪
白
の
冷
た
い
石
龕
の
内
に

急
に
灯
が
と
も
さ
れ
た
や
う
に
、
耳
朶
は
見
る
〳
〵
上
気
し
て
、
紅
玉
色

に
透
り
、
漆
黒
の
眸
子
は
妖
し
い
潤
ひ
に
光
つ
て
来
る
。
内
に
灯
の
と
も

つ
て
ゐ
る
間
だ
け
、
此
の
女
は
世
の
常
の
女
で
は
な
く
な
る
。

　
こ
の
作
品
の
読
み
ど
こ
ろ
は
、
夏
姫
の
妖
艶
さ
と
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る

男
た
ち
の
「
莫
迦
げ
た
踊
り
」
へ
の
慄
然
感
と
「
妙
な
を
か
し
さ
」
に
あ
ろ
う

が
、「
古
俗
」
に
貫
流
し
て
い
た
、
歴
史
の
重
み
と
「
懼
れ
」
が
不
足
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
南
島
譚
』
で
は
、
南
洋
人
の
不
可
解
さ
は
あ
る
に
し

て
も
、
古
代
中
国
を
舞
台
に
し
た
作
品
（
特
に
、「
弟
子
」
や
「
李
陵
」）
の
ご

と
き
重
み
は
な
い
。
ま
た
、
不
可
解
さ
に
関
連
し
て
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
描
写
に
は
軽
薄
の
気
味
が
あ
る
。

三
　「
李
陵
」・「
名
人
伝
」
の
女
た
ち

　「
李
陵
」
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
作
品
の
量
の
割
に
は
少
な
い
だ
け
で
な

く
、『
古
俗
』
よ
り
も
、
女
性
の
重
要
度
は
低
い
。
以
下
、
注
目
す
べ
き
女
性
た

ち
を
紹
介
す
る
。

　
最
初
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
一
章
の
李
陵
の
遠
征
中
の
陣
中
の
女
た
ち
で
あ

る
。
孤
軍
で
あ
る
李
陵
た
ち
遠
征
軍
は
、
匈
奴
に
攻
め
ら
れ
苦
闘
し
て
い
た
。

そ
う
い
う
あ
る
夜
の
出
来
事
で
あ
る
。

此
の
夜
、
陣
中
視
察
の
時
、
李
陵
は
偶
ゝ
或
る
輜
重
車
中
に
男
の
服
を
纏

う
た
女
を
発
見
し
た
。
全
軍
の
車
両
に
つ
い
て
一
々
取
調
べ
た
所
、
同
様

に
し
て
潜
ん
で
ゐ
た
十
数
人
の
女
が
捜
し
出
さ
れ
た
。（
中
略
）
李
陵
は
軍

吏
に
女
等
を
斬
る
べ
く
カ
ン
タ
ン
に
命
じ
た
。
彼
女
等
を
伴
い
来
た
つ
た

士
卒
に
つ
い
て
は
一
言
の
ふ
れ
る
所
も
無
い
。
澗
間
の
凹
地
に
引
出
さ
れ

た
女
共
の
疳
高
い
号
泣
が
暫
く
つ
ゞ
い
た
後
、
突
然
そ
れ
が
夜
の
沈
黙
に

呑
ま
れ
た
や
う
に
フ
ツ
と
消
え
て
行
く
の
を
、
軍
幕
の
中
の
将
士
一
同
は

粛
然
た
る
思
ひ
で
聞
い
た
。

　
漢
軍
の
敗
北
（
全
滅
）
は
目
前
で
あ
っ
た
。『
漢
書
』
の
「
李
陵
伝
」
で
は
、

兵
の
士
気
を
高
め
る
た
め
に
、
女
た
ち
を
斬
っ
た
と
あ
る
が
、
引
用
文
中
の
「
女

等
を
斬
る
べ
く
カ
ン
タ
ン
に
命
じ
た
」
辺
り
に
、
戦
い
の
厳
し
さ
は
分
か
る
も

の
の
、
李
陵
の
酷
薄
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
の
女
性
は
、
誤
解
か
ら
武
帝
に
よ
っ
て
一
族
を
殺
さ
れ
、
李
陵
が
悩
ん
だ

末
、
漢
を
見
限
り
、
単
于
の
娘
を
も
ら
う
、
李
陵
の
妻
で
あ
る
。
彼
女
は
、
次

の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
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彼
の
妻
は
頗
る
大
人
し
い
女
だ
つ
た
。
未
だ
に
良
人
の
前
に
出
る
と
お

づ
〳
〵
し
て
ろ
く
に
口
も
利
け
な
い
。
し
か
し
、
彼
等
の
間
に
出
来
た
男

の
児
は
、
少
し
も
父
親
を
恐
れ
な
い
で
、
ヨ
チ
〳
〵
と
李
陵
の
膝
に
葡
上

つ
て
来
る
。
そ
の
児
の
顔
に
見
入
り
な
が
ら
、
数
年
前
長
安
に
残
し
て
き

た
─
そ
し
て
結
局
母
や
祖
母
と
共
に
殺
さ
れ
て
了
つ
た
─
子
供
の
俤
を
不

図
思
ひ
う
か
べ
て
李
陵
は
我
知
ら
ず
憮
然
と
す
る
の
で
あ
つ
た
。

 

（
三
章
） 

　
李
陵
の
妻
は
単
于
の
娘
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
治
な
ど
の
前
面
に
出
て
く
る
女

性
で
は
な
く
、
李
陵
と
の
夫
婦
関
係
に
つ
い
て
も
、
特
に
記
述
は
な
い
。
李
陵

は
こ
の
妻
に
、
あ
ま
り
愛
情
は
抱
い
て
い
な
い
よ
う
だ
。（
李
陵
自
身
の
心
情
の

変
化
〈
絶
望
や
苦
悩
な
ど
〉
も
あ
ろ
う
が
、
妻
の
父
─
単
于
─
に
は
、
李
陵
は

「
男
だ
」
と
感
じ
て
い
る
し
、
そ
の
兄
に
は
「
友
情
の
や
う
な
も
の
」
を
感
じ

て
い
る
。）

　
以
上
の
よ
う
に
、「
李
陵
」
の
中
で
は
、
女
性
は
重
き
を
持
っ
て
い
な
い
。

　
次
に
、
短
編
「
名
人
伝
」
だ
が
、
女
性
と
し
て
は
、
主
人
公
・
紀
昌
の
妻
が

い
る
。
が
、
李
陵
の
妻
と
同
様
、
作
品
の
中
で
は
た
い
し
た
役
割
を
持
っ
て
い

な
い
。
次
の
引
用
は
、
紀
昌
が
弓
の
上
達
の
た
め
に
、
師
で
あ
る
飛
衛
に
瞬
き

せ
ざ
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。

紀
昌
は
家
に
帰
り
、
妻
の
機
織
台
の
下
に
潜
り
込
ん
で
、
其
処
に
仰
向
け

に
ひ
つ
く
り
返
つ
た
。
眼
と
す
れ
〳
〵
に
機
躡
が
忙
し
く
上
下
往
来
す
る

の
を
じ
つ
と
瞬
か
ず
に
見
詰
め
て
ゐ
よ
う
と
い
ふ
工
夫
で
あ
る
。
理
由
を

知
ら
な
い
妻
は
大
い
に
驚
い
た
。
第
一
、
妙
な
姿
勢
を
妙
な
角
度
か
ら
良

人
に
覗
か
れ
て
は
困
る
と
い
ふ
。
厭
が
る
妻
を
紀
昌
は
叱
り
つ
け
て
、
無

理
に
機
を
織
り
続
け
さ
せ
た
。

　
紀
昌
の
一
途
さ
と
妻
の
ま
と
も
ぶ
り
が
分
か
る
、
滑
稽
感
が
た
だ
よ
う
描
写

で
あ
る
。
次
の
引
用
も
、
弓
の
妙
技
を
別
に
す
る
と
、
よ
く
あ
る
夫
婦
喧
嘩
の

一
シ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。

　
二
月
の
後
、
偶
ゝ
家
に
帰
つ
て
妻
と
い
さ
か
ひ
を
し
た
紀
昌
が
之
を
威

さ
う
と
て
烏
号
の
弓
に 

衛
の
矢
を
つ
が
へ
き
り
り
と
引
絞
つ
て
妻
の
目

を
射
た
。
矢
は
妻
の
睫
毛
三
本
を
射
切
つ
て
彼
方
へ
飛
び
去
つ
た
が
、
射

ら
れ
た
本
人
は
一
向
に
気
づ
か
ず
、
ま
ば
た
き
も
し
な
い
で
亭
主
を
罵
り

続
け
た
。

　「
名
人
伝
」
は
常
識
を
越
え
た
話
で
あ
り
、
紀
昌
の
名
人
へ
の
超
人
的
な
精
進

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
の
夫
婦
を
基
準
に
し
て
も
意
味
が
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
が
、
紀
昌
の
妻
は
、
李
陵
の
匈
奴
の
妻
と
比
べ
る
と
、
庶
民

的
な
性
格
を
持
っ
て
い
て
、
む
し
ろ
、「
夫
婦
」（『
南
島
譚
』）
の
妻
・
エ
ビ
ル

に
近
い
。
だ
が
、
紀
昌
の
行
動
や
人
生
を
支
配
す
る
よ
う
な
大
き
な
存
在
で
も
、

因
果
応
報
の
原
因
に
な
る
よ
う
な
存
在
で
も
な
い
。

　
以
上
、「
李
陵
」
と
「
名
人
伝
」
の
女
性
た
ち
を
見
て
き
た
が
、
両
作
と
も
、

女
性
の
描
写
は
少
な
く
、
活
躍
も
な
い
。
た
だ
、
両
作
と
も
に
、
主
人
公
の
妻

が
描
か
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

　
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
夫
婦
愛
の
描
写
は
な
い
。
女
性
の
不
倫
を
描

い
た
『
南
島
譚
』
の
「
夫
婦
」
に
、
主
人
公
と
愛
人
・
リ
メ
イ
と
の
間
に
夫
婦

愛
が
あ
る
。
元
々
、
シ
ャ
イ
な
性
格
の
中
島
は
、
自
分
た
ち
を
連
想
さ
せ
る
夫

婦
像
は
描
か
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
作
品
、「
光
と
風
と
夢
」

や
『
古
譚
』
の
「
木
乃
伊
」
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、「
木
乃
伊
」
の
夫
婦
愛
を
紹
介
す
る
。
主
人
公
パ
リ
ス
カ
ス
が
エ
ジ
プ

ト
へ
行
き
、
メ
ン
フ
ィ
ス
で
木
乃
伊
と
対
面
し
、
自
分
の
前
世
─
プ
タ
ー
の
神
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殿
の
祭
司
─
を
思
い
出
す
。
そ
こ
で
登
場
す
る
妻
の
描
写
で
あ
る
。

　
ふ
と
、
自
分
が
神
前
に
捧
げ
た
犠
牲
の
牡
牛
の
、
も
の
悲
し
い
眼
が
、

浮
か
ん
で
来
た
。
誰
か
、
自
分
の
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
人
間
の
眼
に
似
て
ゐ

る
な
と
思
ふ
。
さ
う
だ
。
確
か
に
、
あ
の
女
だ
。
忽
ち
、
一
人
の
女
の
眼

が
、
孔
雀
石
の
粉
を
薄
く
つ
け
た
顔
が
、
ほ
つ
そ
り
し
た
身
体
つ
き
が
、

彼
に
馴
染
み
の
し
ぐ
さ
と
共
に
懐
か
し
い
体
臭
迄
伴
つ
て
眼
前
に
現
れ
て

来
た
。
あ
ゝ
懐
か
し
い
、
と
思
ふ
。
そ
れ
に
し
て
も
夕
暮
れ
の
湖
の
紅
鶴

の
様
な
、
何
と
寂
し
い
女
だ
ら
う
。
そ
れ
は
疑
も
な
く
、
彼
の
妻
だ
つ
た

女
で
あ
る
。（
中
略
）
自
分
は
酷
い
熱
で
床
の
上
に
寝
て
ゐ
る
ら
し
い
。
傍

に
は
妻
の
心
配
さ
う
な
顔
が
覗
い
て
ゐ
る
。
そ
の
後
ろ
に
は
、
ま
だ
誰
や

ら
老
人
ら
し
い
の
や
子
供
ら
し
い
の
が
ゐ
る
様
子
で
あ
る
。
ひ
ど
く
咽
喉

が
渇
く
。
手
を
動
か
す
と
、
直
ぐ
に
妻
が
来
て
、
水
を
飲
ま
せ
て
呉
れ
る
。

そ
れ
か
ら
暫
く
、
う
と
〳
〵
す
る
。
眼
が
覚
め
た
時
は
、
も
う
す
つ
か
り

熱
が
ひ
い
て
ゐ
る
。
う
す
眼
を
あ
け
て
見
る
と
、
傍
で
妻
が
泣
い
て
ゐ
る
。

　
南
洋
行
後
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
、
妻
の
情
緒
的
描
写
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
夫
婦
愛
が
あ
る
。（
因
み
に
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
「
山
月
記
」
の
李
徴
も
、
妻

子
の
た
め
に
就
職
す
る
し
、
虎
に
な
っ
た
後
も
妻
子
を
強
く
思
っ
て
い
る
。）

　
相
対
的
に
、「
李
陵
」
や
「
名
人
伝
」
で
は
妻
は
い
て
も
、
話
の
中
で
大
き

な
役
割
も
、
主
人
公
た
ち
と
の
強
い
絆
も
、
彼
女
ら
の
心
情
的
描
写
も
な
い
。

こ
れ
は
、
激
し
く
な
る
戦
時
下
へ
の
配
慮
や
男
中
心
の
世
界
故
に
も
よ
ろ
う
が
、

や
は
り
中
島
自
身
の
状
況
も
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
次
節
で
、
当
時

の
彼
の
状
況
を
見
て
い
く
。

四
　『
南
島
譚
』
以
降
の
中
島

　
中
島
は
昭
和
十
七
年
三
月
に
南
洋
か
ら
帰
還
し
、
病
気
の
末
、
五
月
頃
か
ら

創
作
に
没
頭
す
る
。
六
月
頃
に
「
弟
子
」
を
、
八
月
頃
に
『
南
島
譚
』
の
諸
作

を
、
十
月
頃
に
「
名
人
伝
」
や
「
李
陵
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
第
一
作
品
集
『
光

と
風
と
夢
』
が
八
月
上
旬
に
、
第
二
作
品
集
『
南
島
譚
』
が
十
一
月
中
旬
に
出

版
さ
れ
る
。
出
版
社
か
ら
の
原
稿
の
注
文
も
多
く
、
七
月
に
は
、
作
家
と
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
の
決
意
を
教
え
子
た
ち
に
知
ら
せ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
そ
れ
は
南
洋
庁
の
辞
職
を
意
味
す
る
。
八
月
に
は
辞
表
を
出
し
、
九
月

七
日
付
で
許
可
が
出
る
が
、
交
付
さ
れ
た
の
は
十
一
月
中
旬
以
降
で
あ
っ
た
ら

し
い
。

　
律
儀
な
性
格
の
中
島
は
辞
め
る
の
に
際
し
て
、
仲
介
し
て
く
れ
た
友
人
に
頭

を
下
げ
て
い
る
。（
釘
本
久
春
氏
の 
回
想 
）

　
注
②

　
が
、
七
月
に
は
原
稿
料
を
妻
に
与
え
、
着
物
を
買
っ
た
り
、
一
家
で
里
帰
り

を
し
て
い
る
。
今
ま
で
苦
労
を
掛
け
た
妻
に
対
す
る
思
い
や
り
で
あ
ろ
う
。
里

帰
り
か
ら
東
京
へ
早
く
旅
立
つ
中
島
の
姿
に
、
妻
の
タ
カ
夫
人
は
、「
何
か
近
寄

り
難
い
よ
う
な
、
遙
か
な
人
の
よ
う
に
見 
え
た 
」
ら
し
い
。
中
島
は
、
意
識
の

　
注
③

上
か
ら
も
、
作
家
と
し
て
存
在
し
始
め
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
妻
の

里
帰
り
中
、
中
島
は
、
大
量
の
手
紙
や
草
稿
を
妹
に
焼
却
さ
せ
る
。
次
の
文
章

は
、
そ
の
妹
の
折
原
澄
子
氏
の 
回
想 
で
あ
る
。

　
注
④

そ
の
姉
上
の
留
守
中
の
一
日
、
行
李
い
っ
ぱ
い
の
原
稿
の
書
損
じ
等
燃
や

す
様
命
令
さ
れ
ま
し
た
。
躊
躇
し
て
い
る
と
、
え
ら
い
剣
幕
で
叱
ら
れ
、

真
夏
と
は
言
え
、
風
呂
が
相
当
に
温
む
程
の
量
で
し
た
。
兄
上
に
と
っ
て

藤　　村　　　　　猛 303



七

は
不
本
意
な
も
の
の
整
理
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
燃
や
し
終
え
た
時
、

「
た
か
（
義
姉
の
名
）
が
居
た
ら
う
る
さ
い
か
ら
」
の
一
言
に
、
は
っ
と

し
ま
し
た
。
義
姉
上
な
ら
泣
い
て
止
め
た
で
し
ょ
う
。
そ
っ
と
隠
し
た
で

し
ょ
う
に
と
、
後
悔
す
る
事
頻
り
で
し
た
。

　
中
島
は
、
南
洋
庁
へ
の
辞
表
提
出
・
苦
労
を
か
け
た
妻
へ
の
い
た
わ
り
・
原

稿
の
焼
却
等
に
よ
っ
て
、
彼
な
り
の
過
去
と
の
決
別
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。
彼
は
、
徐
徐
に
作
家
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
、
そ
う
い
う
オ
ー
ラ
を

出
し
始
め
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
中
島
は
一
見
順
風
満
帆
の
よ
う
で
あ
る
が
、
時
代
の
悪
化

と
共
に
、
彼
に
は
健
康
へ
の
不
安
が
あ
っ
た
。
前
出
の
折
原
氏
の
回
想
に
も
、

「
夏
は
い
つ
も
元
気
な
兄
上
で
す
が
、
そ
の
時
は
ま
さ
に
意
気
軒
昂
、
し
か
し
体

力
に
は
予
感
が
あ
る
の
か
頻
り
に
急
い
で
お
ら
れ
ま
し
た
。」
と
あ
り
、
別
の

箇
所
で
、「
何
か
に
憑
か
れ
た
様
に
机
に
向
か
っ
て
い
た
」
と
も
あ
る
。
中
島

自
身
、
健
康
へ
の
不
安
も
あ
り
、
一
心
不
乱
の
創
作
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
中
島
を
文
壇
に
紹
介
し
た
深
田
久
弥
も
、
中
島
の
健
康
に
つ
い
て
「
南
洋
か

ら
帰
っ
て
私
の
家
へ
訪
ね
て
き
た
君
は
、
や
は
り
健
康
は
あ
ま
り
勝
れ
な
い
よ

う
で
あ 
っ
た 
」
と
述
べ
て
い
る
。
体
調
に
よ
っ
て
は
、
意
気
軒
昂
に
見
え
る
日

　
注
⑤

も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
日
も
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
健
康
や
時
局
だ
け
が
中

島
の
悩
み
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
次
に
紹
介
す
る
の
は
、
憂
鬱
な
顔
を
見
せ
る
中

島
の
姿
で
あ
る
。

　
回
想
す
る
田
辺
秀
穂
氏
は
、
南
洋
（
サ
イ
パ
ン
）
で
の
知
り
合
い
で
、
四
月

に
帰
国
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
全
く
の
偶
然
で
あ
つ
た
が
、
あ
る
六
月
の
新
緑
の
頃
、
彼

を
訪
問
す
る
結
果
と
な
っ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

そ
の
日
の
中
島
君
は
非
常
に
沈
み
が
ち
で
畳
ば
か
り
を
見
つ
め
て
い
て
、

私
も
そ
の
こ
と
に
直
ぐ
に
気
付
い
た
の
で
起
ち
上
っ
た
。「
今
か
ら
会
合

が
あ
る
の
で
…
…
」
と
い
っ
た
彼
の
言
葉
に
も
、
い
つ
も
の
明
快
な
調

子
が
な
く
、
い
か
に
も
自
信
の
な
い
言
葉
と
し
て
消
え
た
。
二
人
は
そ

の
ま
ま
京
王
線
の
あ
る
駅
で
別
れ
た
。

　
こ
の 
回
想 
で
は
、
中
島
の
憂
鬱
さ
の
原
因
は
分
か
ら
な
い
。
創
作
関
係
で
も
、

　
注
⑥

健
康
関
係
で
も
な
か
ろ
う
。
別
の
も
の
が
想
像
さ
れ
る
。

　
こ
の
件
と
は
関
係
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
友
人
の
氷
上
英
廣
氏
の 
書
簡 
─

　
注
⑦

昭
和
十
七
年
八
月
二
十
八
日
─
に
気
に
な
る
文
章
が
あ
る
。（
氷
上
氏
は
、
中
島

の
一
高
時
代
か
ら
の
親
友
で
あ
る
。）

　
解
決
め
で
た
し
め
で
た
し
、
前
の
返
事
出
し
て
か
ら
も
、
ど
う
な
る
こ

と
か
と
思
つ
て
落
着
け
な
か
つ
た
ね
。
ニ
イ
チ
ェ
な
ん
か
訳
し
て
ゐ
る
御

陰
で
、
何
で
も
ひ
と
ひ
ね
り
ひ
ね
く
つ
た
こ
と
し
か
自
分
に
は
表
現
能
力

が
な
く
な
つ
て
了
つ
た
の
だ
、
心
に
も
な
く
自
分
は
人
を
傷
け
る
人
間
だ

と
考
へ
て
、
頗
る
シ
ョ
ゲ
タ
。
妙
な
も
の
で
、
さ
う
思
ふ
と
、
出
し
た
ば

か
り
の
前
の
返
事
さ
へ
も
自
信
が
な
く
な
つ
て
、
ま
だ
意
が
足
ら
な
い
や

う
に
思
は
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
不
安
と
戦
ふ
た
め
に
、
こ
ん
な
歌
を
詠
ん

だ
。（
中
略
）

君
が
こ
の
ま
ゝ
全
然
沈
黙
す
る
最
悪
の
場
合
さ
へ
思
は
れ

ひ
さ
か
た
の
空
ゆ
く
星
の
相
離
か
る
ご
と
く
別
る
ゝ
に
い
か
で
堪
ふ
べ

き悲
痛
な
も
の
だ
、
今
か
ら
思
ふ
と
。（
中
略
）

　
お
ふ
く
ろ
は
君
が
ユ
カ
タ
が
け
で
や
つ
て
き
て
、「
あ
つ
て
話
せ
ば
な

ん
で
も
な
い
ん
だ
よ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
夢
を
見
た
さ
う
だ
。
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八

　
現
在
、
氷
上
氏
の
「
前
の
返
事
」
や
そ
れ
に
対
応
す
る
中
島
の
書
簡
も
な
く
、

真
相
は
不
明
だ
が
、
後
年
、
氷
上
氏
は
こ
の
件
を
尋
ね
ら
れ
て
、
次
の
よ
う
に

言
っ
て 
い
る 
。

　
注
⑧

　
中
島
の
最
後
の
年
、
十
七
年
に
は
彼
と
会
っ
て
い
ま
せ
ん
。
南
洋
の
土

産
、
椰
子
の
葉
の
団
扇
を
貰
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
送
っ
て
く
れ
た
も

の
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
の
私
の
手
紙
で
「
問
題
が
解
決
し
て
よ
か
っ

た
」
旨
の
こ
と
が
書
い
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
女
性
問
題
に
つ
い
て
で
す
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
お
話
し
な
い
で
お
き
ま
す
。

　
同
様
な
こ
と
を
、
中
島
と
親
し
か
っ
た
北
畠
八
穂
が
、
次
の
よ
う
に
触
れ
て

 
い
る 
。

　
注
⑨

大
変
な
教
養
人
で
、
太
宰
と
は
違
っ
た
も
の
が
あ
り
、
私
は
も
っ
と
そ
の

作
品
が
売
れ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
女
性
関
係
で
ち
ょ
っ
と
忠
告

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
本
当
に
惜
し
い
人
を
亡
く
し
た
も
の
で
す
。

　
軽
率
な
推
測
は
慎
む
べ
き
だ
が
、
ど
う
も
こ
の
時
期
、
中
島
に
女
性
問
題
が

生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
件
に
関
す
る
書
簡
や
回
想

等
が
他
に
な
い
の
で
、
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
氷
上
氏
の
「
頗
る
シ
ョ
ゲ
タ
」

等
の
書
き
ぶ
り
や
、
北
畠
氏
の
文
章
中
の
「
ち
ょ
っ
と
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、

深
刻
な
も
の
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
が
、
や
は
り
、
夫
婦
の
間
に
波
風
が

立
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
元
々
中
島
は
、
気
に
入
り
の
教
え
子
た
ち
に
会
う
こ
と
や
、
彼
女
ら
の
写
真

な
ど
を
求
め
る
性
格
で
あ
り
、
特
に
南
洋
行
中
に
は
、
そ
れ
が
目
立
つ
。
そ
の

後
、
帰
国
し
て
か
ら
も
、
彼
は
複
数
の
卒
業
し
た
元
教
え
子
た
ち
に
、
会
い
た

い
と
の
手
紙
を
出
し
て
い
る
。

　
タ
カ
夫
人
と
中
島
の
愛
情
は
、
南
洋
行
中
に
相
互
確
認
さ
れ
て
い
た
が
、
帰

国
後
の
中
島
の
行
状
に
、
タ
カ
夫
人
も
動
揺
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
期
は

違
う
か
も
し
れ
な
い
が
、「
私
も
子
供
さ
え
い
な
け
れ
ば
別
れ
た
い
と
思
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
は
、
タ
カ
夫
人
の
奥
底
で
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
夏
、
夫
人
に
と
っ
て
、
中
島
は
「
何
か
近
寄
り
難
い
よ
う
な
、
遙
か
な
人

の
よ
う
に
見
え
た
」
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
に
起
こ
っ
た
波
風
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
島
と
他
の
女
性
た
ち
と
関
係
は
、
そ
う
深

刻
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
、
他
の
女
性
と
の
仲
を
疑
わ
れ
た

ら
し
い
中
島
は
、
夫
人
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

○
俺
の
こ
と
を
ど
ん
な
に
疑
は
う
と
勝
手
だ
が
、
俺
が
死
ん
で
か
ら
、
杉

本
に
で
も
誰
に
で
も
俺
の
こ
と
を
聞
い
て
見
る
が
い
ゝ
。
さ
う
す
れ
ば
判

る
だ
ら
う
。（
昭
和
十
一
年
六
月
二
十
四
日
　
タ
カ
夫
人
宛
）

　
た
だ
、
時
節
柄
、
元
教
え
子
と
は
い
え
、
未
婚
の
年
頃
の
女
性
た
ち
と
の

デ
ー
ト
は
ま
ず
い
と
の
自
覚
は
、
中
島
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
づ
れ
、
又
、
お
会
ひ
し
た
時
に
。（
ど
う
も
、
僕
が
行
く
の
は
、
君
の

迷
惑
に
な
り
さ
う
だ
な
？
）

　
こ
れ
は
、
か
つ
て
原
稿
の
清
書
を
し
て
も
ら
つ
た
鈴
木
美
江
子
氏
あ
て
の
書

簡
─
昭
和
十
七
年
十
月
二
十
一
日
─
中
の
一
節
で
あ
る
。

　
昭
和
十
年
代
前
半
で
あ
れ
ば
問
題
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
戦
時
下
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
状
況
が
、
前
出
の
氷
上
氏
や
北
畠
氏
の
忠
告
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
島
の
身
の
回
り
に
、
ま
た
、
心
情
レ
ベ
ル
に
「
女

性
」
が
い
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
執
筆
で
あ
る
『
南
島
譚
』
に
、

何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
十
月
中
旬
以
降
、
持
病
の
喘
息
の
発
作
が
烈
し
く
な
り
、
健
康
が
害

さ
れ
て
く
る
と
、
外
出
も
で
き
な
く
な
り
、
彼
の
頭
（
生
活
）
は
創
作
が
中
心
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九

と
な
り
、
女
性
を
顧
み
る
余
裕
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期

の
作
品
が
「
名
人
伝
」
や
「
李
陵
」
で
あ
る
。
一
途
な
主
人
公
が
両
作
品
の
共

通
項
と
な
る
。

　
妹
の
澄
子
氏
の
回
想
に
も
、
病
床
で
「
書
き
た
い
、
書
き
た
い
」
と
苦
悩
す

る
中
島
の
姿
が
紹
介
さ
れ
る
。
病
床
で
、
中
島
は
創
作
に
執
念
を
燃
や
す
。
だ

が
、
書
け
な
い
。
そ
ん
な
良
人
の
姿
を
見
て
、
タ
カ
夫
人
は
献
身
的
に
看
病
し

た
に
違
い
な
い
。
南
洋
行
中
に
中
島
が
見
せ
た
書
け
な
い
苦
し
み
の
、
よ
り
強

い
（
心
理
的
）
状
況
の
再
現
で
あ
る
。

　
中
島
は
、
十
一
月
中
旬
に
は
近
所
の
病
院
に
入
院
し
、
翌
十
二
月
四
日
に
死

去
す
る
。
タ
カ
夫
人
と
の
関
係
は
元
に
戻
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

五
　「
章
魚
木
の
下
で
」
の
中
島

　「
章
魚
木
の
下
で
」
は
、『
新
創
作
』
昭
和
十
八
年
新
年
号
に
発
表
さ
れ
た

エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、
中
島
の
遺
稿
で
あ
る
。『
新
創
作
』
編
集
部
が
、
昭
和
十
七

年
十
一
月
二
十
八
日
に
、
中
島
に
原
稿
受
け
取
り
の
葉
書
を
出
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
十
一
月
中
・
下
旬
の
執
筆
と
推
測
さ
れ
る
。

　
内
容
は
、
時
局
と
文
学
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
調
の

強
さ
は
注
目
に
値
す
る
。
当
時
の
文
壇
の
雰
囲
気
か
ら
言
え
ば
、
正
論
に
し
て

時
局
に
迎
合
し
て
い
な
い
潔
さ
が
あ
る
。

　
中
島
は
、
ま
ず
、
自
分
が
文
壇
の
状
況
や
世
相
を
よ
く
知
ら
ず
、「
南
洋
呆

け
」
し
て
い
る
と
前
置
き
し
て
、
当
時
の
風
潮
─
戦
争
と
文
学
の
合
致
─
に
つ

い
て
批
判
し
始
め
る
。

戦
争
は
戦
争
。
文
学
は
文
学
。
全
然
別
の
も
の
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
。

己
に
課
せ
ら
れ
た
実
務
が
目
下
の
所
第
一
の
急
務
で
、
他
は
顧
み
る
暇
が

無
い
。
稀
に
暇
が
あ
つ
た
時
に
の
み
些
か
は
文
字
を
連
ね
る
こ
と
も
あ
つ

た
が
、
必
ず
し
も
文
学
作
品
と
い
ふ
意
識
を
以
て
で
は
な
い
。
書
く
も
の

の
中
に
時
局
的
色
彩
を
盛
ろ
う
と
考
へ
た
こ
と
も
な
く
、
ま
し
て
、
文
学

な
ど
と
い
ふ
も
の
が
国
家
的
目
的
に
役
立
た
せ
ら
れ
得
る
も
の
と
は
考
へ

も
し
な
か
つ
た
。

　
彼
は
ま
ず
、
遠
回
し
な
表
現
で
あ
る
が
、
戦
争
と
文
学
を
峻
別
す
る
。
文
学

の
自
律
に
言
及
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
彼
に
は
、
当
時
の
文
学
の
「
国
家
的

目
的
」
へ
の
迎
合
批
判
が
根
底
に
あ
ろ
う
。

　
続
い
て
、
文
学
者
の
在
り
方
に
つ
い
て
批
判
す
る
。

国
民
の
一
人
と
し
て
忠
実
に
活
き
て
行
く
中
に
、
も
し
自
分
が
文
学
者
な

ら
其
の
中
に
何
か
作
品
が
自
然
に
出
来
る
だ
ら
う
。
し
か
し
出
来
な
く
て

も
一
向
差
支
へ
な
い
。
一
人
の
人
間
が
作
家
に
な
ら
う
と
な
る
ま
い
と
、

そ
ん
な
事
は
此
の
際
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。（
中
略
）

併
し
、
全
然
書
け
な
く
な
つ
た
り
、
自
己
の
作
品
に
不
安
を
感
じ
た
り
す

る
や
う
な
人
迄
が
今
迄
文
学
を
や
つ
て
来
た
か
ら
と
い
ふ
そ
れ
だ
け
の
事

実
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
無
理
に
書
斎
に
囓
り
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
は
無
い
。

人
手
の
足
り
な
い
此
の
際
、
宜
し
く
筆
を
捨
て
て
何
等
か
の
実
際
的
な
仕

事
に
就
い
た
方
が
、
文
学
の
為
に
も
国
家
の
為
に
も
な
ら
う
と
思
ふ
の
で

あ
る
。

  
「
し
か
し
出
来
な
く
て
も
一
向
差
支
へ
な
い
。
一
人
の
人
間
が
作
家
に
な
ら
う

と
な
る
ま
い
と
、
そ
ん
な
事
は
此
の
際
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。」
確
か
に
、

そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
中
島
自
身
に
跳
ね
返
る
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
書
け
な
く
な
っ
て
も
「
何
等
か
の
実
際
的
な
仕
事
」
に
就
け
る
文
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学
者
は
、
問
題
は
な
い
。
中
島
は
ど
う
な
の
か
。
彼
自
身
、
実
務
に
就
く
こ
と

は
体
調
が
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。「
章
魚
木
の
下
で
」
は
、
病
床
中
の
執
筆
で
あ

る
。
彼
は
、
体
調
が
元
に
戻
る
と
思
っ
て
い
た
の
か
。

　
ま
た
、
最
初
の
引
用
文
中
の
「
己
に
課
せ
ら
れ
た
実
務
が
目
下
の
所
第
一
の

急
務
で
、
他
は
顧
み
る
暇
が
無
い
。」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
七
月

に
は
、
南
洋
庁
に
辞
表
を
提
出
し
て
、
創
作
に
専
念
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
と

も
、
こ
れ
は
南
洋
行
前
の
横
浜
高
女
時
代
か
、
南
洋
行
中
を
指
す
の
か
。
だ
が
、

前
者
の
頃
に
は
戦
争
は
起
こ
っ
て
い
ず
、
戦
争
と
文
学
の
関
係
は
話
題
に
な
っ

て
い
な
い
。
南
洋
行
中
に
は
、
中
島
は
創
作
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
一
種
の

レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
考
え
る
。「
章
魚
の
木
の
下
で
」
の
冒
頭
文
、「
南
洋
群
島
の

土
人
の
間
で
仕
事
を
し
て
ゐ
た
間
は
、
内
地
の
新
聞
も
雑
誌
も
一
切
目
に
し
な

か
つ
た
。」
と
同
種
の
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
彼
の
心
情
の
高
揚
を
読
む
べ

き
所
で
は
な
い
か
。

　
力
点
は
、「
一
人
の
人
間
が
作
家
に
な
ら
う
と
な
る
ま
い
と
、
そ
ん
な
事
は
此

の
際
大
し
た
問
題
で
は
な
い
」
に
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
作
家
を
、
自
分
自
身
を
、

歴
史
の
レ
ベ
ル
（
相
）
か
ら
見
た
の
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
創
作
（
文

学
）
を
別
に
す
る
と
、
も
は
や
中
島
の
頭
の
中
に
は
、
自
分
の
こ
と
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

斯
う
い
ふ
粗
い
考
へ
方
は
余
り
に
文
学
を
見
縊
つ
た
や
う
に
見
え
る
だ
ら

う
か
。
私
自
身
と
し
て
は
毛
頭
そ
ん
な
つ
も
り
は
無
い
。
却
つ
て
文
学
を

高
い
所
に
置
い
て
ゐ
る
が
故
に
、
此
の
世
界
に
於
け
る
代
用
品
の
存
在
を

許
し
た
く
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
食
料
や
衣
服
と
違
つ
て
代
用
品
は

い
ら
な
い
。
出
来
な
け
れ
ば
出
来
な
い
で
、
ほ
ん
も
の
の
出
来
る
迄
待
つ

ほ
か
は
無
い
と
思
ふ
。

  
こ
こ
に
は
、
文
学
の
あ
る
べ
き
姿
や
、
文
学
者
の
本
来
の
目
標
が
語
ら
れ
る
。

ほ
ん
も
の
を
書
く
こ
と
、
そ
れ
が
文
学
者
の
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
文
学
に

代
用
品
は
い
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
　
　
と
　
　
め

　
昭
和
十
七
年
秋
以
降
、（
そ
れ
以
前
よ
り
も
よ
り
強
く
）、
中
島
は
「
ほ
ん
も

の
」
を
書
こ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
残
さ
れ
た
時
間
の
な
さ
の
予
感
が
、
女
性

を
描
か
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
作
品
の
完
成
を
目
指
す
切
迫
感
が
、
こ

の
時
期
は
「
男
た
ち
」
に
集
中
し
、
自
己
の
生
の
問
い
か
け
と
絡
み
合
い
、
あ

る
べ
き
「
男
」
─
ギ
リ
ギ
リ
の
生
を
生
き
る
李
陵
や
司
馬
遷
た
ち
─
を
描
く
こ

と
で
、
手
一
杯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
苦
悩
の
中
に
い
る
男
た
ち

を
描
き
き
る
こ
と
が
、
中
島
に
と
っ
て
優
先
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
も
ち
ろ

ん
、「
名
人
伝
」
の
よ
う
に
一
途
だ
が
、
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
作
品
も
描

い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
一
つ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
よ

 
う
だ 
。）

　
注
⑩

　
夏
時
分
に
構
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
吃
公
子
」
の
メ
モ
に
、
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

　
無
報
償
の
愛
な
ど
と
は
、
古
人
の
書
の
中
に
し
か
無
い
こ
と
。
い
や
、

そ
れ
も
甘
い
現
代
人
の
よ
み
そ
こ
な
ひ
だ
。
卑
し
い
人
間
が
、
観
念
の
上

で
は
、
人
間
と
い
ふ
も
の
を
如
何
に
貴
い
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
か
。（
中

略
）

　
古
人
は
愛
が
利
己
の
現
れ
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
ハ
ツ
キ
リ
示
し
て
ゐ
る
の

で
は
な
い
か
。
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こ
れ
が
、
ど
こ
ま
で
作
品
中
で
重
み
を
持
つ
考
え
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ

う
い
う
シ
ニ
カ
ル
な
気
分
が
中
島
に
あ
っ
た
ろ
う
し
、
同
時
に
、「
古
俗
」
な

ど
で
の
女
性
へ
の
「
懼
れ
」
か
ら
離
れ
、『
南
島
譚
』
の
諸
作
の
よ
う
な
傾
向
が
、

「
吃
公
子
」
の
こ
の
よ
う
な
考
え
を
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
中
島
は
既
に
「
弟
子
」
で
、
子
路
と
孔
子
の
愛
情
を
描
い
て
い
る
。

「
李
陵
」
で
言
え
ば
、
蘇
武
の
「
譬
へ
や
う
も
無
く
清
冽
な
純
粋
な
漢
の
国
土
へ

の
愛
情
（
そ
れ
は
、
義
と
か
節
と
か
い
ふ
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
抑
へ
よ
う
と
し
て
抑
へ
ら
れ
ぬ
、
こ
ん
〳
〵
と
常
に
湧
出
る
、
最
も
親

身
な
自
然
な
愛
情
）」（
三
章
）
が
該
当
し
よ
う
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
苦

悩
す
る
李
陵
が
描
か
れ
る
。
中
島
に
と
っ
て
、
人
間
の
愛
情
は
在
る
も
の
で
あ

り
、
む
し
ろ
そ
こ
に
到
達
し
な
い
、
ま
た
は
裏
切
っ
た
（
ら
れ
た
）
人
間
の
苦

悩
に
、
眼
が
向
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
私
的
レ
ベ
ル
で
言
う
と
、
喘
息
に
苦
し
み
、
妻
の
献
身
的
な
愛
情
に
触
れ
た

で
あ
ろ
う
中
島
は
、
愛
イ
コ
ー
ル
利
己
心
と
は
違
う
方
向
に
向
か
っ
た
と
、
想

像
さ
れ
る
。
た
と
え
妻
に
不
満
が
な
く
、
他
の
女
性
に
眼
が
向
い
た
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
、
妻
の
自
分
へ
の
愛
情
は
実
感
さ
れ
る
。
自
分
自
身
は
揺
れ
た
と

し
て
も
で
あ
る
。
再
度
の
愛
情
の
実
感
で
あ
る
。
あ
た
か
も
「
木
乃
伊
」
の
中

で
描
か
れ
た
、
主
人
公
の
妻
へ
の
慕
情
・
回
帰
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
が
、

中
島
は
、
遺
稿
と
な
っ
た
「
李
陵
」
の
完
成
に
全
身
全
霊
を
傾
け
る
。

　
戦
争
と
い
う
「
絶
対
者
」
の
重
み
と
死
の
予
感
、
あ
る
べ
き
「
男
」
像
創
作

へ
の
切
迫
さ
に
よ
り
、
作
品
中
の
女
性
像
は
、
急
速
に
そ
の
姿
を
隠
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
新
た
な
像
を
造
ろ
う
と
す
る
前
に
、
中
島
の
作
家
と
し
て
の
存

在
は
、
早
す
ぎ
る
死
を
迎
え
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

注
①
　「
中
島
敦
の
作
品
に
描
か
れ
た
『
女
性
』
た
ち
（
４
）」（
安
田
女
子
大
学
紀
要

　
　
平
成
二
十
年
二
月
）

３６

　
②
　「
敦
の
こ
と
」（『
中
島
敦
研
究
』
筑
摩
書
房
　
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
）

　
③
　「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
」（『
中
島
敦
　
光
と
影
』
新
有
堂
　
平
成
元
年
三
月
）

　
④
　「
兄
へ
の
便
り
」（『
中
島
敦
全
集
　
別
巻
』
筑
摩
書
房
　
平
成
十
四
年
五
月
）

  
⑤
　「
中
島
敦
の
作
品
」（『
中
島
敦
全
集
　
別
巻
』
筑
摩
書
房
　
平
成
十
四
年
五
月
）

　
⑥  
「『
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ソ
ン
』
の
い
な
い
島
」（『
中
島
敦
研
究
』
筑
摩
書
房
　
昭
和
五

十
三
年
十
二
月
）

　
⑦  
『
中
島
敦
全
集
　
別
巻
』（
筑
摩
書
房
　
平
成
十
四
年
五
月
）
所
収
。

  
⑧
　「
中
島
の
こ
と
」（『
中
島
敦
　
光
と
影
』
新
有
堂
　
平
成
元
年
三
月
）

  
⑨
　「
土
曜
日
の
先
生
の
こ
と
」（『
中
島
敦
　
光
と
影
』
新
有
堂
　
平
成
元
年
三
月
）

  
⑩
　「
断
片
二
十
九
」
に
、「
譚
籔
拾
遺
」
の
一
番
目
の
作
品
と
し
て
、「
名
人
伝
」

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
中
島
敦
の
作
品
や
書
簡
な
ど
は
、『
中
島
敦
全
集
』（
筑
摩
書
房
　
平
成
十
三
～
十
四

年
）
に
よ
る
。

〔
二
〇
〇
八
・
九
・
二
九
　
受
理
〕 
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