
胡
適
―
―
「
我
が
息
子
」
に
至
る
道

西

川

真

子

は
じ
め
に

胡
適
１
は
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
、
中
国
に
と
っ
て
最
も
新
し
い
思
想
を
も
た
ら
し
た
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
一
九
一
〇
年
に

渡
米
留
学
し
て
以
来
、
当
初
は
コ
ー
ネ
ル
大
農
学
院
に
籍
を
置
い
た
が
、
後
に
同
大
学
の
文
学
院
に
転
じ
、
さ
ら
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に

移
り
哲
学
者
デ
ュ
ー
イ
の
も
と
で
研
鑽
を
積
ん
だ
。
約
七
年
間
の
米
国
滞
在
中
に
近
代
の
知
識
人
社
会
を
実
地
に
見
聞
し
た
彼
は
、
連
綿

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
中
国
の
伝
統
的
な
思
想
を
根
底
か
ら
再
考
し
、
中
国
の
近
代
化
に
不
可
欠
な
新
し
い
視
点
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
提
示

し
て
い
っ
た
。

多
岐
に
わ
た
る
活
動
の
中
で
、
胡
適
が
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
中
国
の
文
学
を
時
代
に
即
し
現
実
社
会
を
反
映
す
る「
生
き
た
文

学
」
と
し
て
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
米
国
留
学
中
に
雑
誌
『
新
青
年
』
に
「
文
学
改
良
芻
義
」
２
を
投
稿
、

中
国
に
お
け
る
白
話
運
動
の
提
唱
者
と
な
っ
た
。
彼
は
帰
国
後
「
文
学
改
良
芻
義
」
の
続
編
と
な
る
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
３
を
発
表

し
、
白
話
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
の
文
学
を
活
性
化
さ
せ
新
し
い
文
学
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
新
し
い
白

―２０４ ―
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話
文
学
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
胡
適
の
主
張
の
中
で
も
、
白
話
で
詩
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
周
囲
の
批
判
が
大
き
か
っ
た
。

胡
適
は
賛
同
者
を
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
奮
闘
し
、
独
力
で
白
話
詩
の
創
作
を
つ
づ
け
た
。

新
し
い
文
学
の
創
造
と
並
ん
で
、
こ
の
時
期
胡
適
が
関
心
を
注
い
だ
の
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
家
庭
制
度
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

当
時
の
先
進
的
な
知
識
青
年
に
と
っ
て
、
本
人
の
意
思
を
無
視
し
た
旧
式
な
婚
姻
は
、
個
人
の
自
立
を
損
な
い
社
会
の
発
展
を
阻
む
根
本

原
因
と
考
え
ら
れ
た
。
単
に
記
事
を
投
稿
す
る
だ
け
で
な
く
胡
適
が
編
集
に
も
深
く
関
わ
っ
た
『
新
青
年
』
は
、
封
建
的
な
家
族
制
度
へ

の
批
判
と
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
自
由
な
恋
愛
と
婚
姻
の
問
題
を
議
論
す
る
場
と
な
っ
た
。
胡
適
自
身
も
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し「
イ

プ
セ
ン
主
義
」
４
「
米
国
の
婦
人
」
５
「
貞
操
問
題
」
６
な
ど
の
論
考
を
立
て
続
け
に
発
表
し
た
。

胡
適
は
、
帰
国
前
後
に
お
こ
な
っ
た
こ
れ
ら
一
連
の
活
動
に
よ
っ
て
新
文
化
運
動
の
担
い
手
の
一
人
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の

論
考
に
は
、
革
新
的
な
主
張
を
唱
え
る
と
同
時
に
伝
統
を
重
視
す
る
知
識
人
の
反
発
を
避
け
よ
う
と
い
う
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
彼
は
、

中
国
の
近
代
化
に
む
け
て
、
根
本
的
な
議
論
を
提
起
し
長
期
的
な
展
望
を
は
か
る
と
い
う
態
度
で
の
ぞ
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
当
時
の
米

国
社
会
に
じ
か
に
触
れ
、
み
ず
か
ら
体
験
し
た
米
国
の
先
進
的
な
価
値
観
が
中
国
の
伝
統
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
理
解
し
、
中
国
の
典
型

的
知
識
人
が
速
や
か
に
欧
米
の
近
代
文
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

胡
適
は
帰
国
後
も
、
保
守
派
の
反
発
を
抑
え
る
た
め
に
「
文
学
改
良
芻
義
」
の
発
表
当
時
に
み
せ
た
慎
重
な
態
度
を
捨
て
な
か
っ
た
。

だ
が
『
新
青
年
』『
毎
週
評
論
』
等
の
雑
誌
を
舞
台
に
文
筆
活
動
を
展
開
す
る
中
で
彼
に
は
い
く
つ
か
の
転
機
が
お
と
ず
れ
た
。
本
稿
で

は
一
九
一
〇
年
代
後
半
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
胡
適
の
文
章
を
材
料
に
、
胡
適
が
中
国
の
伝
統
社
会
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
お

う
と
し
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
考
察
す
る
。

三
四
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一

「
文
学
革
命
」

一
九
一
七
年
七
月
、
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
た
胡
適
は
、
北
京
大
学
哲
学
科
の
教
授
と
し
て
教
鞭
を
と
り
つ
つ
活
発
な
言
論
活
動
を
開

始
し
た
。
帰
国
当
時
、
胡
適
が
中
国
社
会
に
対
し
て
取
っ
た
立
場
は
、「
帰
国
雑
感
」
７
か
ら
読
み
取
れ
る
。
胡
適
は
中
国
を
「
惰
性
」
の

支
配
す
る
社
会
と
理
解
し
て
い
た
。
胡
適
の
み
る
と
こ
ろ
、
中
国
人
は
従
来
の
価
値
観
に
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
は
な
く
無
批
判
に
慣
習
を

継
承
し
、
社
会
を
積
極
的
に
改
良
す
る
こ
と
に
関
心
を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
胡
適
は
こ
れ
よ
り
、
中
国
人
に
染
み
つ
い
た
こ
の
種
の

惰
性
を
批
判
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼
は
中
国
社
会
を
覆
う
惰
性
の
力
を
熟
知
す
る
が
ゆ
え
に
、
七
年
ぶ
り
に
目
の
当
た
り
に

し
た
故
国
に
対
し
「
大
き
な
希
望
な
ど
抱
い
て
い
な
い
が
、
決
し
て
前
途
を
悲
観
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」
と
い
う
態
度
を
見
せ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
近
代
西
欧
の
新
し
い
思
想
を
持
ち
込
む
際
に
中
国
の
伝
統
的
価
値
観
を
不
必
要
に
刺
激
す
る
こ
と
を
避
け
た
の

だ
が
、
こ
う
し
た
胡
適
の
態
度
は
既
に
留
学
中
か
ら
表
わ
れ
て
い
た
。

一
九
一
五
年
九
月
、
胡
適
は
米
国
で
留
学
生
活
の
六
年
目
を
迎
え
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
哲
学
科
に
転
学
し
、
以
後
約
二
年
間
同
大
学
で

哲
学
者
デ
ュ
ー
イ
に
師
事
し
つ
つ
中
国
哲
学
並
び
に
文
学
を
研
究
す
る
た
め
の
基
礎
を
培
っ
た
。
こ
の
時
期
の
胡
適
の
日
記
を
見
る

と
、
文
学
研
究
に
関
す
る
具
体
的
な
記
述
が
頻
繁
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
興
味
は
、
中
国
文
学
史
、
文
語
と
白
話
、
詩
と
文
、
文
字

及
び
句
読
点
の
用
法
な
ど
多
方
面
に
向
け
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
彼
は
借
り
物
で
は
な
い
真
の
文
学
は
白
話
文
に
よ
っ
て
こ
そ

表
現
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
確
信
を
持
っ
た
。
実
際
に
一
九
一
五
年
の
夏
頃
よ
り
、
胡
適
は
同
じ
留
学
生
仲
間
で
あ
る
任
叔
永
、

梅
�
荘
、
楊
杏
仏
な
ど
と
文
学
に
つ
い
て
語
り
合
う
中
で
白
話
を
用
い
て
詩
を
書
く
こ
と
に
関
心
を
強
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
胡
適
の
熱

心
な
主
張
と
は
裏
腹
に
、
友
人
た
ち
の
中
で
胡
適
に
同
調
す
る
も
の
は
少
な
く
、
大
半
の
者
が
白
話
体
で
詩
を
書
く
こ
と
に
消
極
的
で

あ
っ
た
。
胡
適
は
賛
同
者
を
得
ら
れ
ぬ
も
の
の
独
力
で
試
行
錯
誤
を
つ
づ
け
た
。
一
九
一
六
年
八
月
二
一
日
の
日
記
に
、
彼
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。
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わ
た
し
は
白
話
で
詩
を
作
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
友
人
の
中
に
は
反
対
す
る
者
が
多
い
。
だ
が
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
志
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
無
理
強
い
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
わ
た
し
も
ま
た
人
に
反
対
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
白
話
を
取
り
下
げ
な
く
て
も
よ
い
。
他

人
も
ま
た
白
話
を
用
い
て
詩
を
作
る
必
要
な
ど
な
い
。
白
話
詩
の
創
作
は
わ
た
し
の
主
張
す
る
「
新
文
学
」
の
一
部
分
に
過
ぎ
な

い
。８

新
し
い
文
学
の
創
造
に
対
す
る
使
命
を
自
覚
し
た
胡
適
は
、
一
九
一
六
年
、『
新
青
年
』（
第
二
巻
第
二
号
）誌
上
に
陳
独
秀
宛
の
公
開

書
簡
を
投
稿
し
、
初
め
て
中
国
国
内
の
知
識
人
に
向
け
て
、「
文
学
革
命
」
の
意
図
を
表
わ
し
た
。
そ
の
中
で
胡
適
は
「
文
学
革
命
」
を

起
こ
す
た
め
の
八
つ
の
条
件
を
書
き
起
こ
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
三
ヵ
月
後
の
翌
一
九
一
七
年
一
月
、
胡
適
の
打
ち
出
し
た
「
文
学
革
命
」

の
構
想
は
『
新
青
年
』（
第
二
巻
第
五
号
）
に
「
文
学
改
良
芻
義
」
と
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
文
中
に
は
、「
言
葉
に
中
身
が
有
る
こ
と
」

「
古
人
の
模
倣
を
し
な
い
」「
文
法
を
追
求
す
る
」
な
ど
、
先
に
『
新
青
年
』
第
二
巻
第
二
号
で
発
表
し
た
意
見
を
基
に
、
さ
ら
に
詳
し
く

論
述
を
お
こ
な
っ
た
後
、
文
末
に
結
論
と
し
て
次
の
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

遠
く
異
国
に
在
っ
て
、
読
書
の
暇
が
な
い
ば
か
り
か
、
国
内
の
諸
先
生
や
専
門
家
の
皆
様
に
つ
い
て
不
明
な
点
を
お
尋
ね
す
る
こ
と

も
で
き
ず
、
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
は
ゆ
き
過
ぎ
た
点
も
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。
た
だ
こ
の
八
項
目
は
ど
れ
も
文
学
上
の
根
本
問
題
で

あ
り
、
一
つ
一
つ
研
究
の
価
値
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
論
を
起
草
し
、
国
内
外
で
こ
の
問
題
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
々
に

む
け
て
草
案
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
芻
義
と
名
づ
け
た
の
は
、
未
だ
定
稿
で
は
な
い
か
ら
で
、
中
国
の
同
志
諸
賢
が
間
違
い
を

正
し
て
下
さ
る
事
を
心
よ
り
お
待
ち
し
ま
す
。９

三
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胡
適
は
「
文
学
改
良
芻
義
」
を
発
表
す
る
前
に
、
一
連
の
考
察
を
み
ず
か
ら
「
文
学
革
命
」
と
名
づ
け
て
い
た
。
１
０
し
か
し
、
留
学
生

内
の
議
論
に
お
い
て
さ
え
胡
適
の
意
見
に
支
持
者
を
得
る
の
は
難
し
く
、
胡
適
は
ほ
と
ん
ど
独
力
で
白
話
に
よ
る
詩
作
に
取
り
組
ん

だ
。
こ
の
状
態
の
な
か
で
『
新
青
年
』
へ
論
稿
を
掲
載
し
て
も
、
中
国
国
内
の
専
門
家
の
中
か
ら
厳
し
い
反
論
が
出
て
く
る
こ
と
は
容
易

に
想
像
で
き
た
。
そ
の
た
め
彼
は
論
考
か
ら
「
革
命
」
の
文
字
を
取
り
去
っ
て
「
芻
義
」
に
置
き
換
え
、
主
張
は
明
確
で
革
命
的
だ
が
表

現
は
控
え
め
に
打
ち
出
す
と
い
う
姿
勢
を
取
っ
た
。

一
九
一
八
年
四
月
、
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
た
胡
適
は
『
新
青
年
』（
第
四
巻
第
四
号
）
に
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
を
発
表
し
た
。

「
文
学
改
良
芻
義
」
の
発
表
か
ら
は
、
一
年
余
り
が
過
ぎ
て
い
た
。
胡
適
が
こ
の
時
期
に
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
を
発
表
し
た
の
は
、

「
生
き
た
国
語
で
文
学
を
作
り
文
学
的
価
値
を
持
つ
国
語
を
創
造
す
る
」
と
い
う
彼
の
主
張
の
実
現
に
む
け
て
前
進
す
る
た
め
だ
っ
た
。

わ
た
し
が
「
建
設
的
新
文
学
論
」
で
た
だ
一
つ
訴
え
た
い
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
十
個
の
文
字
で
表
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
語
的
文

学
、
文
学
的
国
語
」が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
提
唱
す
る
文
学
革
命
は
、
要
す
る
中
国
に
国
語
に
よ
る
文
学
を
作
る
こ
と
で
あ

る
。
国
語
に
よ
る
文
学
が
有
っ
て
は
じ
め
て
文
学
的
な
国
語
が
生
ま
れ
る
。
文
学
的
な
国
語
が
有
っ
て
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
の
国
語

は
本
当
の
国
語
と
称
せ
る
の
だ
。
１１

「
文
学
改
良
芻
義
」
が
、
中
国
人
が
古
い
文
学
と
縁
を
切
り
文
語
文
で
書
か
れ
た
文
学
の
退
場
を
促
す
勧
告
文
だ
と
す
る
と
、「
建
設

的
文
学
革
命
論
」は
、
中
国
が
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
文
学
を
創
造
す
る
た
め
の
設
計
図
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
白
話
文
を
用

い
て
文
学
の
創
作
を
実
践
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
か
、
彼
は
十
分
承
知
し
て
い
た
。
既
に
ア
メ
リ
カ
留
学
中
か
ら
白
話

詩
の
創
作
を
提
唱
し
て
き
た
も
の
の
、
多
く
の
友
人
か
ら
白
話
詩
の
創
作
に
反
対
を
受
け
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
現
実
に
中
国
の
知
識

人
の
多
く
が
白
話
文
に
よ
る
文
学
の
創
作
に
懐
疑
的
で
あ
り
、
胡
適
自
身
も
熱
狂
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
け
で
社
会
を
動
か
せ
る
も
の
で

―２００ ―

三
七



は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
胡
適
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
引
き
続
き
慎
重
な
態
度
を
選
ん
だ
。

「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
は
、
白
話
を
基
礎
に
洗
練
さ
れ
た
「
標
準
国
語
」
に
よ
っ
て
現
実
社
会
を
反
映
し
た
文
学
作
品
を
生
み
出
す

た
め
の
方
策
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
胡
適
は
「
文
学
改
良
芻
義
」
で
示
し
た
「
八
不
主
義
」
を
基
に
、
新
し
い
文
学
を
創
作
す

る
た
め
の
指
針
と
し
て
、「（
一
）
言
い
た
い
事
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
言
う
、（
二
）
事
実
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
、
事
実
に
則
し
て
話

す
。（
三
）
自
分
の
話
を
語
り
、
他
人
の
話
を
し
な
い
、（
四
）
そ
の
時
代
の
人
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
話
を
す
る
」
１２

こ
と
を
基
本
姿
勢

と
し
た
。
こ
の
四
カ
条
は
「
八
不
主
義
」
を
肯
定
的
表
現
で
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
り
、
胡
適
は
こ
れ
を
「
半
分
は
消
極
的
、
半
分
は
積

極
的
な
主
張
だ
」と
評
し
た
。
こ
の
四
か
条
を
指
針
に
、
生
き
た
国
語
で
書
か
れ
た
文
学
を
創
造
す
る
こ
と
が
、
胡
適
の
言
う
文
学
革
命

の
趣
旨
だ
っ
た
。
彼
は
こ
う
し
た
手
順
を
踏
ま
え
て
白
話
文
に
よ
る
創
作
を
提
唱
し
た
の
だ
が
、
白
話
文
に
よ
る
文
学
の
創
作
を
や
み
く

も
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

読
者
に
は
誤
解
し
な
い
よ
う
に
求
め
る
が
、
わ
た
し
は
白
話
を
使
っ
た
書
物
が
み
な
ど
れ
も
価
値
が
あ
り
生
命
を
宿
し
て
い
る
と

は
言
っ
て
い
な
い
。
わ
た
し
が
言
う
の
は
、
死
ん
だ
文
言
で
は
決
し
て
血
が
通
っ
た
価
値
あ
る
文
学
は
作
り
出
せ
な
い
と
言
う
こ
と

だ
。（
中
略
）

言
い
換
え
れ
ば
、
白
話
は
価
値
の
あ
る
文
学
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
し
、
価
値
の
な
い
文
学
も
生
み
出
だ
す

と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
『
儒
林
外
史
』
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
し
、『
肉
蒲
団
』
も
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
、

も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
文
言
は
価
値
も
生
命
も
な
い
文
学
を
生
み
出
す
だ
け
で
あ
り
、
価
値
も
生
命
も
あ
る
文
学
は
決
し
て
生
み

出
せ
な
い
。
１３

胡
適
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
慎
重
に
標
準
国
語
に
よ
る
文
学
の
創
作
を
目
指
そ
う
と
考
え
た
。
彼
は
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
の
中

で
新
文
学
の
創
造
に
至
る
過
程
を
、（
一
）
工
具
、（
二
）
方
法
、（
三
）
創
作
の
順
に
説
い
た
。
工
具
と
方
法
は
、
国
語
に
よ
る
文
学
、

三
八
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文
学
的
な
国
語
を
作
り
出
す
た
め
の
土
台
で
あ
り
、
そ
の
土
台
が
固
ま
っ
た
上
で
創
造
の
段
階
が
始
ま
る
。
工
具
と
方
法
を
い
か
に
準
備

す
る
か
に
つ
い
て
、
胡
適
は
詳
細
を
説
明
す
る
。
胡
適
の
い
う
工
具
、
す
な
わ
ち
文
学
を
書
く
道
具
は
標
準
国
語
で
あ
る
。
他
方
、
創
作

の
「
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
胡
適
は
社
会
の
現
実
を
実
地
に
観
察
し
個
人
の
経
験
に
基
づ
く
題
材
を
選
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
言
う
。
そ

し
て
選
ん
だ
材
料
を
作
家
が
的
確
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
整
理
し
構
想
を
練
る
こ
と
で
文
学
は
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
当
時
中

国
に
は
こ
う
し
て
書
か
れ
た
作
品
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
胡
適
は
こ
の
不
足
を
、
西
欧
文
学
の
名
著
を
翻
訳
し
て
模
範
に
当
て
る
ほ
か
は

な
い
と
説
い
た
。
実
際
、
二
ヵ
月
後
の
一
九
一
八
年
六
月
、『
新
青
年
』
第
四
巻
第
六
号
は
「
イ
プ
セ
ン
特
集
号
」
と
し
て
発
行
さ
れ
、

「
人
形
の
家
」
を
は
じ
め
と
す
る
イ
プ
セ
ン
の
代
表
的
劇
作
品
三
つ
が
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
。

胡
適
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
準
備
を
経
た
後
に
中
国
で
も
初
め
て
新
し
い
文
学
の
創
造
が
可
能
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
胡
適
は
、
新
し
い
文
学
の
創
造
に
つ
い
て
彼
自
身
に
は
語
る
資
格
は
な
い
と
言
う
。

先
に
述
べ
た
道
具
と
方
法
の
両
項
は
、
い
ず
れ
も
新
文
学
を
創
造
す
る
た
め
の
準
備
に
過
ぎ
な
い
。
道
具
の
使
い
方
に
熟
練
し
て
無

理
が
な
く
な
り
、
方
法
も
理
解
し
た
時
に
、
は
じ
め
て
中
国
の
新
文
学
を
創
造
し
得
る
。
新
文
学
を
ど
の
よ
う
に
創
造
す
る
か
は
ま

た
別
の
問
題
で
、
わ
た
し
に
は
口
を
す
る
資
格
が
な
い
。
わ
た
し
の
み
る
と
こ
ろ
、
今
の
中
国
に
は
新
し
い
文
学
の
創
造
を
準
備
す

る
下
地
が
出
来
て
お
ら
ず
、
創
造
の
方
法
や
手
段
を
空
談
し
て
も
意
味
が
無
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
現
在
ま
ず
、
第

一
、
第
二
の
準
備
の
仕
事
に
力
を
注
ぐ
べ
き
な
の
だ
。
１４

「
文
学
改
良
芻
義
」
を
世
に
問
い
、
白
話
文
学
の
創
造
と
文
学
的
鑑
賞
に
堪
え
得
る
国
語
を
作
り
上
げ
る
重
要
性
を
確
信
し
は
し
た

が
、
実
際
の
創
作
を
説
明
す
る
段
階
に
な
る
と
、
胡
適
は
未
だ
語
る
言
葉
を
持
た
な
か
っ
た
。
当
時
の
中
国
で
白
話
運
動
を
推
し
進
め
た

場
合
、
保
守
的
な
知
識
人
の
抵
抗
は
眼
に
見
え
て
い
た
。
胡
適
は
空
砲
を
打
ち
上
げ
て
成
功
の
目
途
の
立
た
な
い
運
動
に
大
衆
を
巻
き
込
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む
こ
と
を
拒
ん
だ
。
自
分
の
言
葉
で
大
衆
を
目
覚
め
さ
せ
運
動
に
動
員
す
る
と
い
う
発
想
は
、
胡
適
の
文
章
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。

わ
れ
わ
れ
文
学
革
命
を
提
唱
す
る
者
は
、
か
の
腐
敗
し
た
文
学
に
対
し
、
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
「
取
っ
て
代
わ
ら
ん
」
と
い
う
気
持
ち
を

抱
き
、
建
設
と
い
う
観
点
か
ら
力
を
尽
く
し
、
三
十
年
あ
る
い
は
五
十
年
の
う
ち
に
は
中
国
に
新
中
国
の
生
き
た
文
学
を
作
り
出
し

た
い
も
の
で
あ
る
。
１５

胡
適
が
言
う
「
文
学
革
命
」
は
、
生
命
力
を
失
っ
た
古
い
文
学
を
破
壊
し
、
生
き
た
言
葉
で
書
か
れ
た
新
し
い
文
学
を
生
み
出
し
た
時

に
は
じ
め
て
完
成
す
る
。
だ
が
胡
適
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
は
ま
だ
「
死
ん
だ
文
学
」
が
生
き
な
が
ら
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
真
に
価
値
が

あ
り
生
気
に
あ
ふ
れ
た
、
文
学
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
文
学
が
存
在
し
な
い
」か
ら
だ
っ
た
。
新
し
い
文
学
を
創
造
す
る
た
め
の
構

想
を
、
胡
適
は
「
生
き
た
国
語
で
書
か
れ
た
文
学
、
文
学
的
価
値
の
あ
る
国
語
」
の
創
造
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
。
彼
は
、
生
き
た
白

話
文
に
よ
ら
な
け
れ
ば
新
し
い
文
学
は
創
造
で
き
な
い
こ
と
、
近
代
に
至
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
潮
流
に
逆
ら
う
こ
と
は

出
来
な
い
こ
と
を
、
順
を
追
っ
て
述
べ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
今
日
国
語
に
よ
る
文
学
を
提
唱
す
る
の
は
、
意
義
の
あ
る
主
張
で
あ
る
。
国
語
を
文
学
的
な
国
語
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
文
学
的
な
国
語
が
有
っ
て
は
じ
め
て
、
標
準
的
な
国
語
が
作
ら
れ
る
の
だ
。
１６

胡
適
は
文
学
革
命
の
意
義
を
確
信
し
て
は
い
た
が
、
た
だ
ち
に
全
面
的
な
文
学
革
命
を
実
行
す
る
意
図
は
持
た
な
か
っ
た
。
彼
は
、
白

話
文
を
自
分
の
主
張
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
た
め
に
こ
そ
必
要
な
道
具
と
と
ら
え
、
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
普
及
さ
せ
る
も
の

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。さ
ら
に
加
え
て
、胡
適
は
文
語
文
を
す
べ
て
単
純
に
白
話
文
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

四
〇
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文
語
文
は
社
会
の
隅
々
で
通
用
し
て
お
り
、
中
国
人
の
生
活
の
隅
々
に
ま
で
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
彼
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
。

「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
が
発
表
さ
れ
た
翌
号
の
『
新
青
年
』（
第
四
巻
第
五
号

一
九
一
八
年
五
月
）
で
胡
適
は
、
文
学
改
革
に
対

し
て
読
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
投
稿
に
答
え
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

学
校
を
出
た
後
何
か
仕
事
に
就
く
と
し
て
、
た
と
え
ど
の
道
に
進
も
う
と
、
白
話
な
ど
使
い
道
が
な
い
。
目
下
、
大
総
統
や
国
務
総

理
の
公
文
は
す
べ
て
駢
儷
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
か
と
思
え
ば
豆
腐
屋
が
年
始
の
挨
拶
を
書
く
場
合
に
も
、「
桃
符
献
瑞
、
梅
�
呈

祥
、
遥
知
福
履
綏
和
、
定
卜
籌
祺
迪
吉
…
」な
ど
と
い
う
お
き
ま
り
の
文
字
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
も
し
学
生
に
一

律
白
話
文
だ
け
を
教
え
た
と
し
た
ら
、
彼
ら
は
卒
業
後
、
総
統
府
や
国
務
院
の
秘
書
に
な
れ
な
い
ば
か
り
か
、
豆
腐
屋
の
番
頭
さ
え

務
ま
ら
な
い
の
だ
。
１７

彼
が
目
指
し
た
の
は
短
期
間
の
う
ち
に
強
力
に
白
話
文
学
の
確
立
を
達
成
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
胡
適
は
あ
く
ま
で
、
国
民
が
求

め
る
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
を
白
話
文
で
書
き
、
そ
の
作
品
が
社
会
に
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
標
準
的
な
国
語
を
定
着
す
る
理
想
を
追

求
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

一
九
一
八
年
四
月
、『
新
青
年
』（
第
四
巻
第
六
号
）
は
「
イ
プ
セ
ン
号
」
と
題
す
る
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
の
企
画
は
、
単
に
イ
プ
セ
ン

と
そ
の
作
品
を
中
国
に
紹
介
す
る
と
言
う
だ
け
で
な
く
、
胡
適
が
既
に
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」
の
中
で
述
べ
た
、
未
だ
見
る
べ
き
文
学

作
品
を
も
た
な
い
中
国
に
、
模
範
と
な
る
西
欧
文
学
の
名
著
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
と
い
う
主
張
を
実
践
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
イ
プ
セ

ン
の
作
家
と
し
て
の
態
度
を
「
イ
プ
セ
ン
主
義
」
と
名
づ
け
て
読
者
に
示
す
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
特
集
号
の
体
裁
と
し
て
、
巻
頭
に

は
胡
適
の
筆
に
よ
る
「
イ
プ
セ
ン
主
義
」
が
掲
げ
ら
れ
、
つ
づ
い
て
胡
適
と
羅
家
倫
の
翻
訳
に
よ
る
イ
プ
セ
ン
の
作
品
『
人
形
の
家
』『
国

民
の
敵
』（
陶
履
恭
訳
）『
小
さ
な
ア
イ
ヨ
ル
フ
』（
呉
弱
男
訳
）
が
並
び
、
巻
末
に
は
袁
振
英
作
「
イ
プ
セ
ン
伝
」
が
配
さ
れ
た
。
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胡
適
が
イ
プ
セ
ン
に
注
目
し
た
の
は
、
彼
が
イ
プ
セ
ン
を
社
会
の
現
実
に
眼
を
向
け
真
実
を
語
る
写
実
主
義
者
と
理
解
し
た
か
ら
だ
っ

た
。「
イ
プ
セ
ン
主
義
」
の
中
で
胡
適
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

・
・
・
イ
プ
セ
ン
の
人
生
観
は
、
た
だ
一
言
で
い
う
な
ら
写
実
主
義
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
は
家
庭
及
び
社
会
の
実
際
の
情
景
を
す
べ

て
描
き
出
し
て
人
の
心
を
動
か
し
、
我
々
の
家
庭
及
び
社
会
は
こ
ん
な
に
も
暗
く
腐
敗
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
し
ら
せ
、
家
庭
も
社

会
も
革
命
を
起
こ
し
新
し
く
す
る
し
か
な
い
と
思
わ
せ
る
―
―
こ
れ
が
「
イ
プ
セ
ン
主
義
」
で
あ
る
。１８

胡
適
は
、
イ
プ
セ
ン
が
家
庭
と
社
会
の
真
の
姿
を
隠
す
こ
と
な
く
描
い
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
胡
適
は
、
イ
プ
セ
ン
の
行
為
を
腐
敗
し

た
人
間
の
体
面
を
破
壊
し
、
社
会
の
秩
序
を
覆
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
医
者
が
患
者
の
病
状
を
正
し
く
診
断
す
る
さ
ま
に
譬
え
た
。
病
状
を

把
握
し
正
し
い
診
断
を
下
す
こ
と
は
改
革
の
第
一
歩
で
あ
り
、
胡
適
に
と
っ
て
イ
プ
セ
ン
は
最
良
の
診
断
医
と
見
え
た
。
た
だ
し
、「
イ

プ
セ
ン
は
脈
案
（
診
断
書
）
は
た
く
さ
ん
書
い
た
が
、
処
方
箋
は
簡
単
に
は
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。」
１９

胡
適
は
こ
れ
を
、
人
類
社
会

の
組
織
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
、
種
々
の
案
件
は
互
い
に
あ
ま
り
に
も
状
況
が
違
い
す
ぎ
る
中
、
も
と
よ
り
万
病
に
効
く
薬
な
ど
な
い
た

め
に
、
イ
プ
セ
ン
は
や
む
な
く
た
だ
診
断
を
下
し
て
病
状
を
説
明
す
る
に
と
ど
め
、
病
人
に
各
々
自
分
の
病
に
効
く
薬
を
探
さ
せ
よ
う
と

し
た
か
ら
だ
と
説
く
。

社
会
や
国
家
は
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
方
法
だ
け
を
救
世
の
良
薬
だ
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
十
年
前
に
は
補
強
剤
を
使
っ
た
が
、
十
年
後
に
下
剤
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
十
年
前
は
熱
さ
ま
し
を
使
っ
た

が
、
十
年
後
に
は
発
熱
剤
を
使
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
ま
し
て
社
会
や
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
に
み
な
違
う
の
だ
か
ら
、
日
本
に
適
用

し
た
薬
が
中
国
で
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
で
効
い
た
薬
が
ア
メ
リ
カ
で
効
く
と
も
限
ら
な
い
の
だ
。２０

四
二
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中
国
で
は
、
中
国
に
合
う
処
方
箋
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
現
実
を
見
据
え
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
時
代
は

刻
々
と
変
化
し
、
人
間
も
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
絶
え
ず
進
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
変
化
に
対
応
せ
ず
過
去
の
知
恵
を
何
の
工

夫
も
せ
ぬ
ま
ま
再
度
使
い
ま
わ
す
こ
と
は
、
知
識
人
の
怠
惰
を
意
味
し
た
。

胡
適
は
、
イ
プ
セ
ン
を
知
る
こ
と
で
、
現
実
を
直
視
す
る
「
写
実
主
義
」
の
立
場
を
取
る
こ
と
、
現
実
を
反
映
し
た
作
品
を
書
く
こ
と

を
自
覚
し
た
。「
易
卜
生
主
義
」
の
な
か
で
胡
適
は
『
人
形
の
家
』
の
主
人
公
ノ
ラ
の
台
詞
「
女
性
は
妻
や
母
親
で
あ
る
よ
り
前
に
何
よ

り
も
、
ま
ず
ひ
と
り
の
人
間
だ
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
、
個
人
の
自
立
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
こ
こ
に
、
胡
適
に
と
っ
て
「
個
人
の
自

立
」は
中
国
人
全
体
の
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
、
特
に
中
国
の
家
庭
制
度
の
中
で
各
人
が
い
か
に
自
立
す
る
か
と
い
う
問
題
が
前
面
に
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。

二

女
性
問
題

帰
国
以
来
、
胡
適
の
研
究
と
文
筆
活
動
は
順
調
に
進
展
し
て
い
た
が
、
家
庭
生
活
に
お
い
て
は
彼
は
自
分
の
意
思
に
反
す
る
選
択
を
迫

ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
一
七
年
一
二
月
に
一
三
年
来
の
許
婚
で
あ
っ
た
江
冬
秀
と
成
婚
を
果
た
し
た
こ
と
を
指
す
。
彼
は
母
親
の
意
向
に

添
う
べ
く
こ
の
結
婚
を
受
け
入
れ
た
が
、
近
代
知
識
人
の
理
想
と
は
程
遠
い
出
来
事
だ
っ
た
。
２１

こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
胡
適
は
、
男
性
に

依
存
し
て
家
の
中
に
暮
ら
す
ほ
か
な
い
中
国
女
性
の
現
状
を
直
視
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

五
四
運
動
前
後
、
進
歩
的
な
知
識
青
年
に
と
っ
て
、
女
性
問
題
は
切
実
に
議
論
を
要
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
辛
亥

革
命
に
よ
っ
て
清
朝
が
倒
れ
中
華
民
国
が
誕
生
し
た
が
、
袁
世
凱
が
政
権
を
握
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
体
制
は
旧
時
代
に
逆
行
し
は

じ
め
た
。
家
庭
制
度
も
ま
た
依
然
と
し
て
儒
教
の
影
響
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
西
欧
思
想
に
触
れ
た
知
識
青
年
た
ち
が
、
封
建
的
な
婚
姻
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
恋
愛
及
び
自
由
結

―１９４ ―
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婚
を
可
能
と
す
る
に
は
、
婚
姻
制
度
の
中
で
当
事
者
の
発
言
権
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
先
に
西
欧
思
想
の
感
化
を
受
け
た
男
性
知
識
人

に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
配
偶
者
と
な
る
女
性
を
覚
醒
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。『
新
青
年
』は
こ
の
課
題
に
い
ち
早
く
着
目
し
、「
女
性

問
題
」を
集
中
的
に
論
じ
る
企
画
等
を
試
み
た
が
読
者
か
ら
の
反
応
は
鈍
く
、
必
ず
し
も
関
係
者
が
期
待
し
た
効
果
を
得
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
作
家
の
周
作
人
は
こ
う
し
た
事
態
の
突
破
口
を
開
く
意
味
も
こ
め
て
、
一
九
一
八
年
五
月『
新
青
年
』（
第
四
巻
第
五
号
）

に
日
本
の
女
性
歌
人
で
あ
り
活
発
な
文
筆
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
与
謝
野
晶
子
の
論
考
「
貞
操
は
道
徳
以
上
に
尊
貴
で
あ
る
」
を
中
国

語
に
翻
訳
し
「
貞
操
論
」
２２

と
題
し
て
発
表
し
た
。
同
文
に
は
表
題
の
「
貞
操
論
」
に
続
き
副
題
と
し
て
「
日
本
與
謝
野
晶
子
著
（
人
及

女
ト
シ
テ
中
之
一
篇
）」
の
一
行
が
添
え
ら
れ
、
さ
ら
に
本
文
に
入
る
前
に
は
、
周
作
人
自
身
に
よ
る
短
い
序
文
が
排
さ
れ
た
。
周
作
人

は
そ
こ
で
、
極
少
数
だ
が
既
に
覚
醒
し
問
題
の
重
要
性
を
認
識
す
る
男
性
知
識
人
に
対
し
議
論
を
促
す
目
的
で
「
貞
操
論
」
を
翻
訳
し
て

世
に
問
う
た
と
述
べ
て
い
る
。
２３

周
作
人
の
言
う
と
お
り
与
謝
野
晶
子
の
文
章
は
、
女
性
に
と
っ
て
儒
教
が
女
性
の
美
徳
と
し
て
最
も

重
視
す
る
「
貞
操
」
を
堅
持
す
る
こ
と
が
、
実
は
表
面
的
に
儒
教
制
度
に
な
ら
っ
て
結
婚
生
活
を
送
る
だ
け
で
は
達
成
不
可
能
で
あ
る
こ

と
、「
貞
操
」
は
真
の
恋
愛
に
よ
っ
て
婚
姻
を
結
ん
だ
夫
婦
間
に
し
か
成
立
し
な
い
こ
と
を
整
然
と
論
述
す
る
も
の
だ
っ
た
。
２４

周
作
人
の
期
待
を
裏
切
る
こ
と
な
く
「
貞
操
論
」
は
読
者
の
反
響
を
よ
ん
だ
。
胡
適
も
こ
の
文
章
に
刺
激
を
受
け
た
知
識
人
の
一
人

だ
っ
た
。
胡
適
は
も
と
よ
り
中
国
の
封
建
的
な
秩
序
を
重
ん
じ
る
知
識
人
が
近
代
の
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
に
は
強
い
抵
抗
を
伴
う
こ

と
を
熟
知
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
は
保
守
的
な
意
見
を
も
つ
知
識
人
に
対
し
て
慎
重
な
態
度
を
取
り
、
必
要
以
上
に
保
守
派
を
刺
激
す

る
こ
と
避
け
て
き
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
に
劣
ら
ず
封
建
的
な
家
庭
制
度
を
継
承
し
て
き
た
日
本
の
女
性
が
こ
の
よ
う
な
大
胆

な
主
張
を
公
に
し
た
こ
と
に
、
胡
適
は
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
彼
は
周
作
人
の
翻
訳
に
応
え
て
、
同
年
七
月
に
『
新
青
年
』（
第
五
巻

第
一
号
）
に
「
貞
操
問
題
」
を
表
わ
し
た
。

周
作
人
先
生
が
翻
訳
さ
れ
た
日
本
の
与
謝
野
晶
子
の
「
貞
操
論
」
を
読
ん
で
、
わ
た
し
は
大
い
に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
の

四
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問
題
は
、
世
界
で
数
千
年
も
の
疑
い
を
差
し
挟
む
こ
と
な
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
数
十
年
の
間
に
、
西
洋
の
学
者
が
正
面
か

ら
こ
の
問
題
の
本
当
の
意
義
を
討
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
学
者
イ
プ
セ
ン
の
『
群
盗
』
や
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
の
『
テ
ス
』

な
ど
は
、
み
な
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
今
家
庭
の
専
制
が
最
も
厳
し
い
日
本
に
お
い
て
す
ら
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
議
論
が
起
こ

る
と
は
！
東
洋
文
明
史
上
に
お
い
て
き
わ
め
て
喜
ば
し
い
出
来
事
で
あ
る
。
２５

貞
操
問
題
に
関
す
る
与
謝
野
晶
子
の
主
張
は
胡
適
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
た
。
女
性
問
題
を
正
面
か
ら
論
述
す
る
こ
と
に
意
義
を
認

め
た
胡
適
は
、
旧
態
然
と
し
た
中
国
の
知
識
人
の
責
任
感
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
論
考
を
発
表
し
て
い
っ
た
。
一
九
一
八
年

九
月
に
発
表
さ
れ
た
「
米
国
の
婦
人
」（『
新
青
年
』
第
五
巻
第
三
号
）
は
、
胡
適
が
北
京
女
子
師
範
学
校
で
お
こ
な
っ
た
講
演
を
基
に
書

か
れ
た
。
文
中
、
胡
適
は
、
中
国
の
女
性
に
「
良
妻
賢
母
を
越
え
た
人
生
観
」
を
持
つ
こ
と
を
提
起
し
た
。
彼
は
、
中
国
が
長
年
受
け
継

い
で
き
た
儒
教
体
制
は
「
男
は
外
、
女
は
内
」
を
原
則
と
し
、
女
性
が
家
庭
の
外
で
活
動
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
き
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
家
庭

の
中
で
暮
ら
す
こ
と
は
女
性
の
自
立
を
阻
む
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
男
女
の
役
割
を
家
の
外
と
内
に
厳
し
く
分
け
て
き
た
た
め

に
、「
内
」
に
属
す
る
女
性
の
中
に
依
頼
心
が
根
付
き
自
立
す
る
力
を
失
っ
た
と
結
論
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
胡
適
は
、
ア
メ
リ
カ
の
女
性

が
家
庭
の
外
で
、
活
発
に
社
会
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
中
国
の
女
性
に
自
立
の
意
義
を
説
い
た
。

我
が
中
国
の
姉
妹
た
ち
が
、
も
し
こ
の
「
自
立
」
の
精
神
を
も
っ
て
、
我
々
の
「
依
頼
」
の
性
質
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
も

し
「
良
妻
賢
母
を
超
え
た
人
生
観
」
を
も
っ
て
我
々
の
「
良
妻
賢
母
」
の
観
念
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
中
国
の
女
性
界
に

「
新
鮮
な
空
気
」
を
も
た
ら
し
、
中
国
に
真
に
「
自
立
」
し
た
女
性
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
自
立
」
の
精
神
は
、

他
者
に
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
性
質
を
備
え
て
い
ま
す
。
女
性
の「
自
立
」の
精
神
は
、
特
に
他
者
へ
と
伝
わ
る
力
が
強
い
の
で
す
。

将
来
こ
う
し
た「
自
立
」の
気
風
は
、
ペ
ス
ト
菌
の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
ゆ
き
、
無
数
の「
自
立
」し
た
男
女
を
作
り
出
し
、

―１９２ ―
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人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
堂
々
た
る
一
個
の
「
人
間
」
で
、
自
分
に
は
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
も
あ
れ
ば
、
為
す
べ
き
仕
事
も

あ
る
の
だ
と
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
２６

ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
体
験
か
ら
、
胡
適
は
近
代
を
迎
え
て
社
会
は
大
き
く
変
質
し
、
伝
統
に
固
執
す
る
こ
と
は
世
界
の
潮
流
に
逆
ら
う

行
為
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

だ
が
そ
の
一
方
で
胡
適
は
、
中
国
を
長
期
に
わ
た
っ
て
支
配
し
て
き
た
儒
教
体
制
が
そ
う
簡
単
に
変

質
す
る
も
の
で
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
た
。

彼
は
世
界
の
潮
流
と
中
国
の
現
実
の
矛
盾
に
苦
し
む
が
、
中
国
社
会
の
改
革
を
説
く
に
当

た
っ
て
性
急
に
新
思
想
の
普
及
を
は
か
っ
て
も
一
気
呵
成
に
人
々
の
意
識
を
刷
新
で
き
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
胡
適
が
選
ん
だ
手
法

は
、
最
新
の
学
説
を
研
究
し
議
論
を
重
ね
る
中
で
中
国
人
の
自
立
と
い
う
観
念
を
徐
々
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
。

元
来
、
胡
適
が
深
く
関
わ
っ
た
『
新
青
年
』
は
、
発
刊
以
来
政
治
と
は
一
線
を
画
し
新
し
い
知
識
の
紹
介
と
学
術
的
議
論
に
重
点
を
お

い
て
い
た
。
そ
こ
で
は
雑
誌
と
し
て
一
方
的
に
記
事
を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
通
信
欄
を
舞
台
に
読
者
と
執
筆
者
の
間
で
議
論
を
進

め
盛
ん
に
意
見
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
熱
心
な
執
筆
者
た
ち
と
読
者
か
ら
の
共
感
に
支
え
ら
れ
『
新
青
年
』
は
新
し
い
知
識
を
求
め
る

青
年
層
の
議
論
の
媒
体
と
な
っ
た
。
胡
適
は
そ
の
中
で
特
に
第
四
巻
か
ら
第
五
巻
か
け
て
発
行
さ
れ
た
各
号
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
編
集

に
関
わ
っ
た
。

文
筆
の
世
界
で
順
調
に
活
動
を
す
る
中
、
私
生
活
に
お
い
て
は
、
胡
適
に
は
新
た
に
い
く
つ
か
の
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
冬
秀
と
の
結

婚
か
ら
約
一
年
後
の
一
九
一
八
年
一
一
月
胡
適
の
母
が
病
没
し
、
翌
一
九
一
九
年
三
月
に
は
長
男
祖
望
が
誕
生
し
た
。

社
会
の
動
き
と

個
人
的
な
家
庭
内
の
事
情
の
双
方
に
生
じ
た
変
化
に
よ
り
、
一
九
一
九
年
に
入
る
と
、
彼
が
帰
国
前
後
か
ら
続
け
て
き
た
一
連
の
言
論
活

動
に
転
機
が
訪
れ
た
。

四
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三

写
実
主
義
と
の
格
闘

小
説
と
論
説
の
両
面
で
健
筆
を
振
る
っ
た
同
時
代
の
知
識
人
魯
迅
と
の
違
い
、
胡
適
に
は
白
話
詩
を
の
ぞ
い
て
小
説
や
戯
曲
な
ど
文

学
作
品
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
だ
が
そ
の
中
で
、
一
九
一
九
年
に
胡
適
は
創
作
文
学
と
し
て
い
く
つ
か
の
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
同

年
三
月
『
新
青
年
』（
第
六
巻
第
三
号
）
に
発
表
さ
れ
た
戯
劇
「
終
身
大
事
」
２７

及
び
、
同
七
月
に
『
毎
週
評
論
』
の
第
三
二
期
及
び
第

三
三
期
に
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
あ
る
問
題
」（
原
題
「
一
個
問
題
」）
２８

と
「
我
が
息
子
」（
原
題
「
我
的
児
子
」）２９
で
あ
る
。

「
終
身
大
事
」
は
イ
プ
セ
ン
作
の
「
人
形
の
家
」
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
。「
人
形
の
家
」
は
主
人
公
ノ
ラ
が
覚
醒
す
る
過
程
を
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
自
立
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
終
身
大
事
」
は
「
人
形
の
家
」
か
ら
発

想
を
得
て
い
る
が
、
本
来
宴
会
の
余
興
に
演
じ
る
軽
い
戯
曲
と
し
て
胡
適
が
諧
謔
を
加
味
し
て
書
い
た
喜
劇
の
小
品
で
あ
る
。『
新
青
年
』

に
掲
載
す
る
際
に
、
こ
の
作
品
に
は
、
戯
劇
の
脚
本
と
し
て
の
本
文
の
前
後
に
序
と
跋
が
付
さ
れ
た
。
序
文
に
は
、
胡
適
が
な
ぜ
こ
の
戯

劇
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
か
、
そ
の
い
き
さ
つ
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
米
国
の
大
学
の
同
窓
会
で
北
京
在
住
の
会
員
た
ち

が
宴
会
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
席
上
で
短
い
戯
劇
を
上
演
す
る
の
で
胡
適
に
脚
本
を
書
い
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
、
や
む
を
得
ず

一
晩
で
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
女
主
人
公
を
演
じ
る
女
優
が
み
つ
か
ら
ず
、
こ
の
劇
の
上
演
は
見
送
ら
れ
た
。
た

だ
作
品
を
読
ん
だ
胡
適
の
友
人
が
こ
の
劇
は
上
演
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
彼
ら
に
取
り
扱
い
を
任
せ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
女
学

堂
で
上
演
す
る
と
い
う
の
で
、
胡
適
は
元
の
原
稿
を
中
国
語
に
翻
訳
し
た
の
だ
と
い
う
。
胡
適
は
序
文
の
中
で
以
上
の
よ
う
な
こ
の
喜
劇

を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
述
べ
た
後
、
さ
ら
に
序
文
の
末
尾
に
は
、
こ
の
戯
曲
は
西
欧
で
はFarce

と
呼
ば
れ
る
種
類
の
、
た
わ
い

も
な
い
喜
劇
だ
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
処
女
作
品
で
あ
り
、
友
人
た
ち
に
不
出
来
を
笑
わ
ぬ
よ
う
に
と
書
き
添
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

序
文
の
後
に
戯
曲
の
作
品
本
文
が
掲
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
跋
文
が
続
く
。

跋
文
に
は
、
も
と
も
と
英
語
で
書
か
れ
て
い
た
「
終
身
大
事
」
を
北
京
の
女
学
生
た
ち
が
上
演
す
る
と
い
う
の
で
漢
語
に
翻
訳
し
た
事

―１９０ ―
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と
そ
の
後
の
顛
末
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
作
品
の
中
で
、
主
人
公
の
田
亜
梅
女
史
は
思
い
を
寄
せ
合
う
相
手
と
駆
け
落
ち

を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
場
面
が
原
因
で
、
女
学
生
の
中
か
ら
こ
の
田
女
史
の
役
を
や
っ
て
や
ろ
う
と
言
う
者
が
出
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か

も
女
学
生
た
ち
の
在
籍
す
る
女
学
堂
は
こ
の
よ
う
な
あ
ま
り
道
徳
的
と
は
言
え
な
い
劇
を
上
演
す
る
の
は
不
都
合
な
点
も
あ
る
と
言
い

出
し
、
こ
の
原
稿
は
ま
た
し
て
も
突
き
返
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
胡
適
は「
我
々
は
常
日
頃
写
実
主
義
を
提
唱
し

て
い
る
が
、
今
わ
た
し
の
こ
の
劇
を
演
じ
よ
う
と
い
う
人
が
い
な
い
の
は
、
き
っ
と
そ
れ
が
写
実
的
で
は
な
い
か
ら
だ
。
写
実
主
義
に
合

わ
な
い
こ
の
劇
は
、
も
と
よ
り
何
の
価
値
も
な
い
の
で
、
友
人
の
高
一
涵
に
送
っ
て
『
新
青
年
』
の
埋
め
草
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
」
と

い
う
。

「
終
身
大
事
」
は
、
日
本
に
留
学
経
験
の
あ
る
若
い
男
女
の
結
婚
に
ま
つ
わ
る
顛
末
を
風
刺
的
に
語
る
も
の
だ
が
、
劇
中
、
女
主
人
公

田
亜
梅
の
婚
約
者
陳
先
生
は
、
両
親
に
結
婚
を
反
対
さ
れ
て
途
方
に
く
れ
る
亜
梅
に
対
し「
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
二
人
だ
け
の
問
題
で
、

他
人
は
関
係
な
い
。
君
は
自
分
で
決
断
し
な
く
て
は
い
け
な
い
」と
い
う
手
紙
を
よ
こ
す
。
胡
適
は
こ
こ
に
登
場
人
物
の
台
詞
を
借
り
て

「
み
ず
か
ら
封
建
的
な
家
を
捨
て
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
革
新
的
思
想
が
簡
単
に
中
国
社

会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
胡
適
は
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
胡
適
は
封
建
的
な
家
を
捨
て
自
分
の
意
志
で
行
動

せ
よ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
非
現
実
的
な
喜
劇
の
中
に
盛
り
込
ん
だ
と
も
言
え
る
。
だ
が
結
局
は
先
述
し
た
事
情
に
よ
り
、
こ
の
作
品
は

つ
い
に
戯
曲
と
し
て
上
演
さ
れ
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
。
女
主
人
公
を
演
じ
よ
う
と
い
う
女
優
が
見
つ
か
ら
な
い
上
に
社
会
的
に
不
道

徳
な
作
品
と
目
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
胡
適
は
こ
の
作
品
を
写
実
主
義
の
精
神
に
反
し
た
が
た
め
に
社
会
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
失
敗
作
と
み
な
し
た
。
こ
う
し
た
紆
余
曲
折
を
経
て
き
た
が
た
め
に
「
終
身
大
事
」
が
『
新
青
年
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
時
、
胡
適
は
作
品
を
前
後
か
ら
挟
む
よ
う
に
序
と
跋
を
付
し
て
、
作
品
誕
生
の
由
来
を
語
り
、
写
実
性
を
欠
く
こ
の
作
品
に
は
何
も
価

値
は
な
い
と
、
自
嘲
を
こ
め
た
評
価
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

「
終
身
大
事
」
の
発
表
後
ま
も
な
い
一
九
一
八
年
三
月
一
六
日
、
長
男
祖
望
が
生
ま
れ
、
胡
適
は
父
親
に
な
っ
た
。
五
四
運
動
開
始
の

四
八
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直
前
の
出
来
事
で
あ
る
。
父
親
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
胡
適
に
は
、
父
と
子
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
な
く
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
が
生
ま
れ
た
。
そ
ん
な
胡
適
を
と
り
ま
く
周
囲
の
状
況
に
眼
を
や
る
と
、
一
九
一
八
年
の
秋
、
政
治
の
世
界
で
は
第
一
次
世

界
大
戦
が
終
結
し
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
の
開
催
が
日
程
に
上
ろ
う
と
し
て
い
た
。
政
治
情
勢
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
、『
新
青
年
』も

ま
た
雑
誌
の
性
格
を
変
え
は
じ
め
た
。
戦
後
の
体
制
を
整
え
る
た
め
に
政
治
の
世
界
で
新
し
い
動
き
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
中
国
の
言
論

界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
新
し
い
世
界
秩
序
を
ど
う
築
く
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
が
登
場
し
、
活
発
に
議
論
を
お
こ
な
う
空
気
が
社

会
を
包
み
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
時
勢
を
反
映
し
、
一
九
一
八
年
一
二
月
、
陳
独
秀
と
李
大
�
を
中
心
に
北
京
で
『
毎
週
評
論
』
が
創
刊
さ
れ
た
。『
毎
週
評

論
』
の
編
集
責
任
者
た
ち
に
は
、
陳
独
秀
、
李
大
�
の
他
に
、
周
作
人
や
胡
適
を
含
む
『
新
青
年
』
の
有
力
な
執
筆
者
た
ち
と
同
じ
顔
ぶ

れ
が
幾
人
も
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
胡
適
は
掲
載
記
事
の
選
考
人
と
い
う
立
場
で
こ
の
雑
誌
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
彼
自
身
も
ま
た
記
事

の
執
筆
を
お
こ
な
っ
た
。
３０

『
新
青
年
』
は
発
刊
以
来
、
政
治
の
世
界
と
は
一
線
を
画
し
学
術
的
問
題
を
論
じ
る
雑
誌
と
し
て
編
集
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て

『
毎
週
評
論
』
は
、
積
極
的
に
政
治
時
評
を
掲
載
し
活
発
に
議
論
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
発
刊
さ
れ
た
。『
新
青
年
』
に
集
ま
っ
て
い
た
執

筆
者
た
ち
は
、
現
実
の
社
会
に
よ
り
近
づ
い
て
、
議
論
を
お
こ
な
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
。
第
一
次
大
戦
後
の
情
勢
を
に
ら
み
、

中
国
が
い
か
な
る
方
向
に
進
む
の
か
さ
ら
に
議
論
が
高
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
矢
先
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
の
結
果
が
伝
え
ら
れ
る
と

中
国
は
失
望
と
落
胆
に
覆
わ
れ
た
。
一
九
一
九
年
五
月
四
日
に
は
事
態
に
反
発
し
た
北
京
の
大
学
生
た
ち
が
抗
議
の
デ
モ
を
お
こ
な
っ

た
。
他
方
陳
独
秀
は
事
件
の
発
生
以
後
過
激
な
論
評
を
発
表
し
た
た
め
に
、
同
年
六
月
一
一
日
に
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
胡
適
は
陳
独

秀
に
代
わ
っ
て
急
遽
『
毎
週
評
論
』
の
編
集
に
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、

胡
適
が
編
集
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
後
『
毎

週
評
論
』
の
論
調
は
変
化
し
た
。
一
九
一
九
年
七
月
二
〇
日
胡
適
は
『
毎
週
評
論
』（
第
三
一
期
）
に
「
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
を
多
く

し
、『
主
義
』
を
語
る
こ
と
を
少
な
く
し
よ
う
」３１
を
発
表
し
、
戦
闘
性
を
抑
え
て
冷
静
な
議
論
を
深
め
る
こ
と
を
強
調
し
た
。３２
だ
が
胡
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適
の
編
集
方
針
を
批
判
す
る
声
は
直
ち
に
現
れ
、
胡
適
と
李
大
�
の
間
で
「
問
題
と
主
義
」
論
争
が
は
じ
ま
っ
た
。
こ
の
論
争
の
中
で
胡

適
は
、
い
た
ず
ら
に
大
衆
を
扇
動
す
る
主
義
思
想
の
高
談
を
排
除
し
具
体
的
な
問
題
を
直
視
し
解
決
の
た
め
の
方
策
を
熟
考
す
る
こ
と

を
説
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
然
、
山
積
す
る
現
実
社
会
の
問
題
に
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
一
九
一
九
年
七
月
二
七
日
、
胡
適
は
『
毎
週
評
論
』（
第
三
二
期
）
に
短
編
小
説
「
あ
る
問
題
」３３
を
発
表

し
た
。
こ
の
小
品
は
、
胡
適
が
そ
の
翌
週
に
発
表
し
た
作
品
「
我
が
息
子
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
時
に
独
特
の
意
味
を
持
つ
。
作
品
は
あ

る
日
北
京
の
公
園
で
、
小
山
が
か
つ
て
の
同
級
生
、
朱
子
平
と
偶
然
出
会
あ
っ
た
後
に
会
話
を
交
わ
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
読
者
に
は
、
子
平
は
文
学
へ
の
夢
を
抱
き
な
が
ら
も
経
済
的
に
困
窮
し
、
妻
と
幼
い
子
供
を
養
う
た
め
に
苦
悩
し
て
い
る

事
情
が
語
ら
れ
る
。
現
実
社
会
の
厳
し
さ
を
前
に
、
生
活
の
術
を
得
ら
れ
ず
途
方
に
く
れ
て
、
朱
子
平
は
小
山
に「
人
間
が
こ
の
世
に
生

ま
れ
て
く
る
の
に
は
、
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
？
」
と
問
う
た
。

こ
の
作
品
で
、
胡
適
は
現
実
の
社
会
で
生
活
と
理
想
の
矛
盾
に
苦
悩
す
る
知
識
人
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は「
終
身

大
事
」
の
よ
う
に
喜
劇
仕
立
て
で
現
実
を
風
刺
し
、
解
決
方
法
の
な
い
問
題
を
笑
い
の
中
で
は
ぐ
ら
か
す
手
法
は
用
い
て
い
な
い
。「
あ

る
問
題
」の
主
人
公
子
平
は
苦
悩
の
本
質
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
末
、
最
後
の
場
面
で
知
識
人
の
理
想
か
ら
か
け
離
れ
た
自
分
の
人
生

に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
い
か
に
し
て
生
き
れ
ば
い
い
の
か
を
友
人
の
小
山
に
問
い
か
け
た
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
家
族
の
扶
養
と
文
学

の
創
造
に
対
す
る
理
想
を
両
立
す
る
た
め
の
方
策
は
存
在
せ
ず
、
主
人
公
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
に
作
品
は
終

わ
っ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
翌
週
の
八
月
三
日
『
毎
週
評
論
』（
第
三
三
期
）
に
、
胡
適
は
白
話
詩
「
我
が
息
子
」
を
掲
載
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
同
年

三
月
に
長
男
祖
望
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親
と
な
っ
た
彼
の
心
情
を
主
題
と
す
る
。

わ
た
し
は
本
当
に
息
子
な
ど
要
ら
な
い

五
〇
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な
の
に
息
子
は
自
分
の
方
か
ら
や
っ
て
来
た
。

「
無
後
主
義
」
の
看
板
は

も
う
掛
け
て
は
い
ら
れ
な
い
。

…
（
中
略
）

将
来
お
前
が
大
き
く
な
っ
た
時

わ
た
し
が
お
前
に
ど
ん
な
ふ
う
に
教
え
た
か
忘
れ
て
は
い
け
な
い
…

わ
た
し
は
お
前
に
一
人
の
堂
々
た
る
人
間
に
な
っ
て
ほ
し
い

わ
た
し
は
お
前
に
孝
行
な
息
子
に
な
ど
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
。３４

「
我
が
息
子
」
は
、
留
学
時
代
か
ら
胡
適
が
提
唱
し
て
き
た
文
学
革
命
論
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
全
一
八
行
の
白
話
詩
で
あ
る
。
胡
適

は
留
学
中
に
独
力
で
白
話
体
の
詩
作
を
開
始
、
帰
国
後
も
試
行
錯
誤
を
つ
づ
け
た
結
果
こ
の
時
期
に
は
、
初
期
の
段
階
で
は
克
服
出
来
な

か
っ
た
五
言
あ
る
い
は
七
言
の
伝
統
的
な
定
型
詩
の
リ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
白
話
詩
の
自
由
な
音
節
の
中
に
自
分
の
思
想
を
表
現

す
る
術
を
体
得
し
つ
つ
あ
っ
た
。「
我
が
息
子
」
は
、
自
分
の
言
葉
で
自
分
の
精
神
を
語
る
と
い
う
、
彼
の
文
学
革
命
の
精
神
を
具
体
化

し
た
作
品
と
言
え
る
。
事
実
こ
れ
よ
り
約
半
年
後
の
一
九
二
〇
年
三
月
、
胡
適
は
中
国
初
の
白
話
詩
集『
嘗
試
集
』
３５

を
出
版
し
た
が
、

そ
の
な
か
に
は
こ
の
「
我
が
息
子
」
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

作
品
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
我
が
息
子
」
は
、
胡
適
が
前
作
「
あ
る
問
題
」
の
中
で
取
り
上
げ
た
も
の
の
答
え
を
見
出
せ
ず

に
終
わ
っ
た
父
と
子
の
関
係
を
再
考
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
「
我
が
息
子
」
に
お
い
て
、
胡
適
は
父
親
の
立
場
か
ら
突
き

放
し
た
表
現
で
彼
の
考
え
る
父
と
子
の
関
係
を
説
き
、
中
国
の
伝
統
に
即
し
た
父
子
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
拒
ん
だ
の
だ
っ
た
。

「
我
が
息
子
」
の
発
表
に
先
立
つ
一
九
一
九
年
二
月
、
つ
ま
り
長
男
祖
望
の
誕
生
を
目
前
に
ひ
か
え
た
時
期
に
、
胡
適
は
『
新
青
年
』

―１８６ ―
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（
第
六
巻
第
二
号
）
に
「
不
朽
―
―
わ
た
し
の
宗
教
」
と
題
し
た
論
考
を
発
表
し
て
い
た
。
３６

そ
の
中
で
胡
適
は
、
子
を
持
つ
こ
と
を
人

生
の
最
大
目
的
と
せ
ず
、
自
分
の
血
統
を
伝
え
る
子
は
持
た
ず
と
も
社
会
的
に
貢
献
す
る
こ
と
で
自
分
の
名
を
不
朽
に
す
る
意
義
を
述

べ
た
。
胡
適
は
、
個
人
が
父
と
子
の
関
係
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
才
能
を
最
大
限
に
伸
ば
す
こ
と
が
、
社
会
に
対
す
る
不
朽
の
功

績
を
生
む
と
説
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
今
や
子
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
彼
が
「
無
後
（
跡
継
ぎ
を
も
た
な
い
）
主
義
」
を
持
論

と
す
る
に
は
不
都
合
と
な
っ
た
。「
我
が
息
子
」
は
こ
う
し
た
立
場
の
変
化
に
対
す
る
胡
適
の
意
思
表
明
で
も
あ
っ
た
。

生
ま
れ
て
き
た
子
が
父
に
と
っ
て
の
孝
子
で
あ
る
前
に
、
ま
ず
堂
々
た
る
一
人
の
人
間
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
こ
れ

ま
で
に
「
米
国
の
婦
人
」
等
の
中
で
胡
適
が
述
べ
て
き
た
、
個
人
の
自
立
と
い
う
テ
ー
マ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。「
米
国
の
婦
人
」

は
、
近
代
社
会
の
女
性
に
は
伝
統
的
な
中
国
女
性
の
生
き
方
以
外
に
自
立
の
観
念
に
基
づ
く
人
生
観
が
存
在
す
る
こ
と
を
紹
介
す
る
も

の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て「
我
が
息
子
」は
、
胡
適
自
身
の
子
が
誕
生
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
次
世
代
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
あ
る
。
胡
適
は
、
家
庭
内
で
家
族
の
成
員
が
互
い
に
依
存
し
あ
う
関
係
を
批
判
し
、
新
し
い
世
代
の
中
国
人
に
「
自
立
」
を
求

め
た
の
だ
っ
た
。

「
我
が
息
子
」
が
発
表
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
胡
適
と
は
旧
知
の
汪
長
禄
か
ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
胡
適
は
直
ち
に
こ
れ
に
応
え
、『
毎

週
評
論
』
第
三
四
期
に
は
、
汪
長
禄
と
胡
適
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
往
復
書
簡
が
掲
載
さ
れ
た
。
３７

そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
我
が
息
子
」
の
中

で
胡
適
は
子
が
父
に
対
し
て
孝
を
尽
く
す
義
務
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
説
い
た
の
に
対
し
、
汪
は
子
を
扶
養
し
た
父
に
対
し
て
子
が

恩
義
を
感
じ
な
い
は
ず
は
な
く
、
胡
適
の
言
う
よ
う
に
孝
の
観
念
を
過
度
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
と
軽
薄
な
考
え
を
持
つ
「
子
」
が
胡
適

の
意
見
を
盾
に
老
親
を
遺
棄
す
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
汪
が
父
と
子
の
間
に
通
じ
る
情
誼
の
存
在
を
強
調
し
た
の
に
対

し
、
胡
適
は
、
た
く
ま
ず
し
て
子
を
得
た
結
果
父
と
な
っ
た
者
は
、
偶
然
自
分
の
も
と
に
生
ま
れ
て
き
た
子
に
対
し
て
誇
り
う
る
「
功
」

な
ど
何
も
な
い
と
い
う
立
場
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
胡
適
は
、
中
国
の
家
庭
内
で
伝
統
的
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
孝
の
観
念
と
、
父
が

子
を
扶
養
し
た
結
果
両
者
の
間
に
生
じ
る
「
情
誼
」
に
偏
っ
た
父
子
の
関
係
を
築
く
こ
と
を
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。
子
が
父
に
対
し
て
孝

五
二
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心
と
恩
義
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
形
成
さ
れ
る
父
子
関
係
が
父
と
子
の
相
互
依
存
の
温
床
と
な
り
、
中
国
人
の
自
立
を
損
な
う
原
因

と
な
る
こ
と
を
、
胡
適
は
看
過
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

個
人
の
自
立
を
提
唱
す
る
と
同
時
に
「
我
が
息
子
」
は
ま
た
「
イ
プ
セ
ン
主
義
」
の
中
で
胡
適
が
強
調
し
た
「
写
実
主
義
」
へ
の
関
心

を
反
映
す
る
作
品
で
も
あ
る
。
胡
適
は
イ
プ
セ
ン
を
、
病
状
を
発
見
し
て
も
そ
れ
に
対
し
て
安
易
に
処
方
箋
を
書
か
な
い
作
家
と
評
し
た

が
、
胡
適
は
彼
の
子
の
世
代
が
惰
性
の
支
配
す
る
中
国
社
会
の
陥
穽
に
陥
ら
な
い
た
め
の
「
処
方
箋
」
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
我
が
息
子
」
は
巻
頭
か
ら
読
者
を
刺
激
す
る
言
葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
視
点
を
変
え
て
意
外
性
を
た
た
え
た
表
現
で
主

張
を
繰
り
出
す
手
法
３８

が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、「
終
身
大
事
」
に
用
い
た
よ
う
な
現
実
社
会
か
ら
の
乖
離
を
想
起
さ
せ
る
展
開
は
な

い
。「
終
身
大
事
」
の
跋
文
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
胡
適
は
写
実
主
義
の
精
神
に
悖
る
作
品
は
読
者
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
覚

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
衆
を
扇
動
す
る
政
治
的
発
言
を
排
除
し
な
が
ら
も
、
か
た
く
な
に
変
化
を
拒
む
中
国
社
会
に
対
し

知
識
人
の
責
任
を
果
た
す
べ
く
主
張
を
展
開
し
、
な
お
か
つ
同
時
に
現
実
の
問
題
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
な
く
読
者
の
共
感
を
得
よ
う
と

し
た
結
果
、
胡
適
に
は
こ
の
よ
う
な
手
法
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
一
九
一
七
年
一
月
『
新
青
年
』
に
お
け
る
「
文
学
改
良
芻
義
」
の
発
表
前
後
か
ら
、
一
九
一
九
年
八
月
『
毎
週
評
論
』
に

白
話
詩
「
我
が
息
子
」
を
掲
載
す
る
ま
で
の
期
間
中
に
お
こ
な
わ
れ
た
胡
適
の
文
筆
活
動
の
一
端
を
考
察
し
て
き
た
。

こ
の
時
期
の
胡
適
は
、
生
命
力
に
あ
ふ
れ
た
真
の
文
学
を
創
造
す
る
に
は
白
話
に
よ
る
し
か
な
い
と
確
信
し
、
当
時
の
中
国
で
実
現
可

能
な
方
策
を
示
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
中
国
に
は
そ
の
指
標
と
な
る
作
品
さ
え
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
胡
適
は

欧
米
の
文
学
作
品
を
模
範
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
べ
き
と
い
う
持
論
を
実
行
に
移
し
、『
新
青
年
』
誌
上
を
借
り
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の

―１８４ ―
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劇
作
家
イ
プ
セ
ン
を
取
り
上
げ
て
読
者
に
紹
介
し
た
。
胡
適
に
と
っ
て
、
イ
プ
セ
ン
は
社
会
の
真
実
を
直
視
し
、
写
実
主
義
の
精
神
で
作

品
を
書
い
た
作
家
と
し
て
重
要
な
存
在
だ
っ
た
。
イ
プ
セ
ン
を
考
察
す
る
中
で
胡
適
は
、
真
実
を
描
い
て
い
な
い
作
品
は
読
者
の
支
持
を

得
ら
れ
な
い
と
自
覚
し
た
。
一
九
一
九
年
に
は
、
か
つ
て
の
留
学
生
仲
間
か
ら
請
わ
れ
、
イ
プ
セ
ン
の
「
人
形
の
家
」
を
下
敷
き
に
し
た

風
刺
喜
劇
「
終
身
大
事
」
を
書
く
が
、
こ
の
戯
曲
を
演
じ
よ
う
と
い
う
女
優
が
つ
い
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
作
品
を
写
実
主
義

の
精
神
に
悖
る
た
め
だ
と
結
論
づ
け
た
。

一
九
一
〇
年
代
後
半
の
中
国
で
最
も
注
目
を
集
め
た
雑
誌
『
新
青
年
』
に
は
、
多
様
な
角
度
か
ら
新
し
い
思
想
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
執

筆
者
と
読
者
の
枠
を
越
え
て
議
論
が
進
め
ら
れ
た
。
胡
適
は
『
新
青
年
』
の
主
要
な
執
筆
者
と
し
て
活
発
な
活
動
を
お
こ
な
っ
た
が
、
与

謝
野
晶
子
の
論
考
を
周
作
人
が
翻
訳
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
貞
操
論
」
は
胡
適
に
も
強
い
刺
激
を
も
た
ら
し
た
。
彼
は
、
中
国
と
同
じ
く
封

建
制
度
が
色
濃
く
残
る
日
本
の
女
性
与
謝
野
晶
子
の
大
胆
な
論
調
を
新
鮮
な
思
い
で
受
け
止
め
、
こ
れ
に
応
え
る
形
で
た
だ
ち
に「
貞
操

問
題
」
を
投
稿
し
、
さ
ら
に
は
中
国
女
性
の
自
立
の
必
要
性
を
説
い
て
「
米
国
の
婦
人
」
を
著
し
た
。

胡
適
が
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
で
言
論
活
動
を
進
め
て
い
た
時
期
、
中
国
社
会
を
と
り
ま
く
政
治
情
勢
は
急
速
に
推
移
し
た
。
胡
適
は

『
新
青
年
』
に
関
わ
る
人
々
と
共
に
五
四
運
動
と
そ
の
後
の
体
制
の
変
化
に
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
同
時
に
彼
は
個
人
的
な
生
活

に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
転
機
を
経
験
し
た
。
す
な
わ
ち
帰
国
後
ま
も
な
く
母
の
決
め
た
許
婚
江
冬
秀
と
結
婚
し
た
こ
と
、
ま
た
五
四
運

動
開
始
の
直
前
に
長
男
祖
望
が
誕
生
し
父
親
と
な
っ
た
こ
と
は
、
胡
適
が
中
国
の
家
族
関
係
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
。

一
九
一
九
年
七
月
、『
毎
週
評
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
短
編
小
説
「
あ
る
問
題
」
は
、
経
済
的
困
窮
を
解
決
で
き
ず
理
想
と
現
実
の
矛
盾

に
苦
し
む
若
い
知
識
人
を
主
人
公
と
す
る
作
品
と
し
て
書
か
れ
、
胡
適
は
作
品
の
中
で
現
実
に
多
く
の
知
識
人
が
抱
え
る
問
題
を
正
面

か
ら
取
り
上
げ
た
。
し
か
し
、
現
実
生
活
と
文
学
者
と
し
て
の
理
想
の
両
立
と
い
う
課
題
に
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

胡
適
は
こ
の
問
い
に
答
え
を
示
せ
ぬ
ま
ま
、
つ
づ
い
て
翌
週
の『
毎
週
評
論
』に「
我
が
息
子
」を
発
表
し
た
。
同
作
に
お
い
て
胡
適
は
、

子
は
「
父
の
孝
子
」
と
な
る
前
に
ま
ず
堂
々
と
自
立
し
た
一
人
の
人
間
に
な
る
べ
き
こ
と
を
鋭
い
口
調
で
要
求
し
た
。「
米
国
の
婦
人
」
が

五
四
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自
立
し
た
人
間
と
し
て
社
会
的
活
動
を
お
こ
な
う
米
国
女
性
を
例
に
中
国
女
性
の
自
立
を
説
く
意
味
を
持
っ
た
の
に
次
い
で
、「
我
が
息

子
」
は
胡
適
に
と
っ
て
次
世
代
の
中
国
人
の
自
立
を
提
言
す
る
作
品
と
な
っ
た
。

本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
我
が
息
子
」
は
胡
適
が
米
国
留
学
中
か
ら
帰
国
後
の
文
筆
活
動
の
中
で
、
民
国
前
期
の
知
識
人
と
し
て
中

国
社
会
の
近
代
化
の
た
め
に
い
か
な
る
立
場
を
取
る
べ
き
か
試
行
錯
誤
を
経
た
末
に
到
達
し
た
、
ひ
と
つ
の
帰
着
点
を
示
す
作
品
で

あ
っ
た
。
だ
が
ま
た
視
点
を
変
え
れ
ば
「
我
が
息
子
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
中
国
の
儒
教
主
義
と
伝
統
的
な
家
庭
制
度
に
つ
い
て

批
判
を
繰
り
返
し
て
き
た
胡
適
が
、
父
親
と
し
て
子
と
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
く
か
と
い
う
課
題
を
初
め
て
直
視
し
て
書
か
れ
た

作
品
で
も
あ
る
。
五
四
時
期
の
革
新
的
な
男
性
知
識
人
た
ち
は
家
庭
問
題
を
語
る
に
当
た
っ
て
、
男
性
と
同
等
の
教
育
を
受
け
る
機
会
を

与
え
ら
れ
ず
、「
家
」
の
中
に
の
み
存
在
を
許
さ
れ
、
社
会
的
な
活
動
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
女
性
の
解
放
を
提
唱
す
る
こ
と
を
一
つ
の

テ
ー
マ
と
し
た
。
こ
れ
は
五
四
青
年
の
中
に
生
じ
た
、
よ
り
強
く
抑
圧
さ
れ
近
代
化
の
流
れ
か
ら
よ
り
遠
い
と
こ
ろ
位
置
す
る
女
性
を
解

放
し
な
け
れ
ば
中
国
の
発
展
は
な
い
と
い
う
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
五
四
青
年
た
ち
は
、
結
婚
後
父
親
と
な
っ
て
現

実
の
「
子
」
に
向
き
合
っ
た
時
に
、
父
と
し
て
い
か
に
し
て
子
に
接
す
る
か
と
い
う
問
題
を
初
め
て
自
覚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
胡
適
の
み

な
ら
ず
、
同
時
期
に
た
と
え
ば
魯
迅
３９

な
ど
か
ら
も
発
せ
ら
れ
た
「
父
と
は
何
か
」
と
い
う
論
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た

い
。

１

本
稿
で
用
い
た
胡
適
の
著
作
並
び
に
関
連
資
料
、
ま
た
本
稿
で
取
り
上
げ
た
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
胡
適
作
品
集
』
全
３７
巻
（
遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六
）、『
胡
適
全
集
』（
季
羨
林
主
編

安
徽
教
育
出
版
社

二
〇
〇
三
）、『
胡
適
之
先
生

年
譜
長
編
初
稿
』（
胡
頌
平
編
著

聯
経
出
版
事
業
公
司

中
華
民
国
七
九
年
）、『
胡
適
日
記

全
編
』（
曹
伯
言
整
理

安
徽
教
育
出
版
社

二
〇
〇
一
）
山
口
榮
『
胡
適
思
想
の
研
究
』（
言
叢
社

二
〇
〇
〇
）、
張
競
『
近
代
中
国
と
「
恋
愛
」
の
発
見
』（
岩
波
書
店

一
九
九
五
）、

野
村
浩
一
『
近
代
中
国
の
思
想
世
界
』（
岩
波
書
店

一
九
九
〇
）、
耿
雲
志
編
『
胡
適
評
伝
』（
上
海
古
籍
出
版
社

一
九
九
九
）、
胡
明
『
胡

―１８２ ―
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適
伝
論
』
人
民
文
学
出
版
社

一
九
九
七
）。

２

「
文
学
改
良
芻
義
」『
新
青
年
』
第
２
巻
５
号

一
九
一
七
年
一
月
。

３
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」『
新
青
年
』
４
巻
４
号

一
九
一
八
年
四
月
。

４
「
易
卜
生
主
義
」『
新
青
年
』
第
４
巻
６
号

一
九
一
八
年
六
月
。

５
「
美
国
的
婦
人
」『
新
青
年
』
第
５
巻
３
号

一
九
一
八
年
九
月
。

６
「
貞
操
問
題
」『
新
青
年
』
５
巻
１
号

一
九
一
八
年
七
月
。

７
「
帰
国
雑
感
」『
新
青
年
』
４
巻
１
号

一
九
一
八
年
一
月
。

８
『
胡
適
日
記

全
編
』
第
２
巻

一
九
一
六
年
八
月
二
一
日
「
一
四
、
文
学
革
命
八
条
件
」。

９
「
文
学
改
良
芻
義
」。

１０
「
逼
上
梁
山
―
―
文
学
革
命
的
開
始
」（
胡
適
作
品
集
１
『
四
十
自
述
』
遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六
）
１０１
〜
１０４
頁
。

１１
「
建
設
的
文
学
革
命
論
」。

１２

同
右
。

１３

同
右
。

１４

同
右
。

１５

同
右
。

１６

同
右
。

１７

通
信
欄
「
論
文
学
改
革
的
進
行
程
序
」
の
項
『
新
青
年
』
第
４
巻
５
号

一
九
一
八
年
五
月
。

１８
「
易
卜
生
主
義
」。

１９

同
右
。

２０

同
右
。

２１

拙
稿
「
胡
適
と
江
冬
秀
―
民
国
時
期
一
知
識
人
の
家
」
関
西
中
国
女
性
史
研
究
会
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
み
た
中
国
の
家
と
女
』（
東
方
書
店

二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

２２

周
作
人
「
貞
操
論
」『
新
青
年
』
第
４
巻
５
号

一
九
一
八
年
五
月
。
与
謝
野
晶
子
作
「
貞
操
は
道
徳
以
上
に
尊
貴
で
あ
る
」
は
一
九
一
六
年
四

五
六
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月
東
京
天
弦
堂
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
人
及
び
女
と
し
て
』
の
中
の
一
篇
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
周
作
人
が
「
貞
操
論
」
を
翻
訳
発
表
し
た

経
緯
と
そ
の
内
容
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
胡
適
の
反
応
、
及
び
当
時
の
中
国
の
恋
愛
観
の
諸
相
に
つ
い
は
、
前
掲
張
競
『
近
代
中
国
と
「
恋
愛
」

の
発
見
』
第
四
章
「
東
か
ら
来
た
『
西
洋
』
―
与
謝
野
晶
子
の
貞
操
論
と
自
由
恋
愛
」
参
照
。

２３
「
貞
操
論
」『
新
青
年
』。

２４

前
掲
張
競
『
近
代
中
国
の
「
恋
愛
」
の
発
見
』
第
四
章
参
照
。

２５
「
貞
操
問
題
」。

２６
「
美
国
的
婦
人
」。

２７
「
終
身
大
事
」『
新
青
年
』
第
６
巻
３
号

一
九
一
九
年
三
月
。「
終
身
大
事
」
の
内
容
及
び
こ
の
作
品
が
『
新
青
年
』
に
掲
載
さ
れ
た
経
緯
に
つ

い
て
は
、
以
下
の
研
究
に
詳
し
い
。
伊
月
知
子
「
胡
適
の
覚
醒
『
遊
戯
的
喜
劇

終
身
大
事
―
―
一
九
一
〇
〜
一
九
二
〇
年
代
の
思
想
変
遷
の

軌
跡
』『
人
文
論
叢
』
愛
媛
大
学
人
文
学
会
一
九
九
九
年
、
清
水
賢
一
郎
「
ノ
ー
ラ
、
自
動
車
に
乗
る
―
―
胡
適
「
終
身
大
事
」
を
読
む
」『
東

洋
文
化
』
７７
号
一
九
九
七
年
。

２８
「
一
個
問
題
」『
毎
週
評
論
』第
３２
期

一
九
一
九
年
七
月
二
七
日
。『
胡
適
作
品
集
６

貞
操
問
題
』（
遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六
年
）所
収
。

２９
「
我
的
児
子
」『
毎
週
評
論
』
第
３３
期

一
九
一
九
年
八
月
三
日

同
作
品
は
後
に
『
胡
適
作
品
集
２７

嘗
試
集
』（
遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六

年
）
所
収
。

３０
『
毎
週
評
論
』
と
胡
適
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
野
村
浩
一
前
掲
書
第
四
章
「『
新
青
年
』
の
世
界
と
五
四
運
動
」
参
照
。

３１
「
多
研
究
些
問
題
、
少
談
些
�
主
義
�」『
毎
週
評
論
』
第
３１
期

一
九
一
九
年
七
月
二
〇
日
。

３２

野
村
浩
一
前
掲
書
２２６
〜
２２７
頁
。

３３
「
一
個
問
題
」。

３４
「
我
的
児
子
」。

３５
『
嘗
試
集
』
は
前
掲
遠
流
出
版
公
司
『
胡
適
作
品
集
２７

嘗
試
集
』
等
を
参
照
。
ま
た
『
嘗
試
集
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
山
口
榮
「
胡
適
の
『
嘗

試
集
』」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
人
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
２

二
〇
〇
四
を
参
照
。

３６

胡
適
の
作
品
「
不
朽
」
お
よ
び
彼
の
主
張
す
る
「
無
後
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
胡
明
「�
無
後
�
与
�
不
朽
�
―
―
試
論
五
四
時
期
胡
適
的
社
会

倫
理
観
」『
学
習
与
探
求
』
総
第
９６
期

一
九
九
五
参
照
。
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３７
「
我
的
児
子
」『
毎
週
評
論
』
第
３４
期

一
九
一
九
年
八
月
一
〇
日
、
後
に
『
胡
適
作
品
集
６

貞
操
問
題
』（
遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六
年
）

所
収
。

３８

胡
適
は
解
決
困
難
な
課
題
や
、
容
易
に
改
変
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
況
を
題
材
に
創
作
を
す
る
場
合
、
通
常
読
み
手
の
想
定
し
な
い
視
点
か

ら
問
題
を
提
起
す
る
と
い
う
手
法
を
繰
り
返
し
使
っ
た
。
一
九
二
八
年
、
胡
適
が
本
来
気
の
進
ま
ぬ
ま
ま
結
婚
し
た
妻
江
冬
秀
の
内
助
を
詠
っ

た
「
先
人
墓
銘
」（
胡
適
作
品
集
２８
『
後
嘗
試
集
』
所
収

遠
流
出
版
公
司

一
九
八
六
）、
女
性
解
放
運
動
の
実
践
方
法
を
述
べ
て
持
論
を
記

し
た
「
女
子
解
放
当
从
女
子
解
放
做
起
」（『
星
期
評
論
』
第
８
号
一
九
一
九
年
七
月
二
七
日
、『
胡
適
全
集
』
第
２１
巻
安
徽
教
育
出
版
社
二
〇
〇

三
所
収
）
な
ど
に
も
、
こ
う
し
た
胡
適
の
特
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

３９

魯
迅
「
我
�
現
在
怎
�
做
父
�
」『
新
青
年
』
第
６
巻
６
号

一
九
一
九
年
一
一
月
。

五
八
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