
十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳

︱
武
田
泰
淳
﹃
中
国
忍
者
伝

十
三
妹
﹄
に
お
け
る
転
倒
し
た
白
話

︱藤

原

崇

雅

一

先
行
論
の
整
理
と
本
稿
の
目
的

武
田
泰
淳
﹃
中
国
忍
者
伝

十
三
妹
﹄︵
以
下
﹃
十
三
妹
﹄
と
略
す
︶
は
︑

一
九
六
五
年
七
月
一
二
日
か
ら
一
二
月
二
八
日
に
か
け
︑﹃
朝
日
新
聞
﹄
夕
刊

紙
上
に
芹
沢
銈
介
の
挿
絵
つ
き
で
連
載
さ
れ
︑
翌
年
︑
朝
日
新
聞
社
か
ら
単
行

本
化
さ
れ
た
︒﹁
忍
者
伝
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
多
彩
な
術
を
使
う
十
三
妹
や
白

玉
堂
が
剣
を
交
え
る
痛
快
な
忍
法
小
説
で
あ
る
︒
連
載
直
前
の
﹃
朝
日
新
聞
﹄

夕
刊
︵
一
九
六
五
・
七
・
六
︶
に
掲
げ
ら
れ
た
予
告
﹁
次
の
夕
刊
小
説
﹂
で
︑

作
者
が
﹁﹁
児
女
英
雄
伝
﹂﹁
三
侠
五
義
﹂﹁
儒
林
外
史
﹂
そ
の
他
︑
利
用
で
き

る
古
典
の
エ
キ
ス
は
何
で
も
好
き
勝
手
に
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
︑
自
由
に
合
成

酒
を
つ
く
り
出
し
た
い
﹂
述
べ
る
よ
う
に
︑
本
作
は
中
国
古
典
を
典
拠
と
し
て

創
作
さ
れ
た
︒
創
作
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
︑
武
田
百
合
子
に
よ
る
解
説
﹁
思

い
出
す
こ
と
﹂︵﹃
芹
沢
銈
介
全
集
﹄
第
四
巻
︑
一
九
八
一
︑
中
央
公
論
社
︶
は
︑

﹁
こ
の
仕
事
で
難
渋
し
て
い
る
夫
の
姿
は
憶
え
て
い
な
い
﹂
と
回
想
し
て
お
り
︑

愛
好
す
る
中
国
文
学
の
翻
案
を
︑
作
家
自
身
楽
し
ん
で
作
業
し
て
い
た
よ
う
だ
︒

本
作
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
中
国
文
学
研
究
者
に
よ
っ
て
同
時
代
評
が
書
か
れ
て

い
る
︒
た
と
え
ば
︑
村
松
暎
﹁
武
田
泰
淳
著

十
三
妹
﹂
︵﹃
図
書
新
聞
﹄
一
九

六
六
・
七
・
二
三
︶
は
︑
﹁
原
作
の
中
国
講
釈
流
の
お
っ
と
り
ト
ボ
ケ
た
ユ
ー

モ
ア
を
︵
中
略
︶
作
者
自
身
の
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑
駒
田

信
二
﹁
武
田
泰
淳
﹃
十
三
妹
﹄﹂
︵
﹃
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
一
九
六
六
・
七
・
三
︶

も
︑
中
国
古
典
の
特
徴
で
あ
る
﹁
話
術
の
巧
み
さ
﹂
を
近
代
小
説
に
流
用
し
た

﹁
武
田
氏
の
こ
の
手
法
﹂
が
﹁
堂
に
い
っ
て
い
る
﹂
と
感
心
す
る
︒
こ
の
評
価

は
引
き
継
が
れ
︑
典
拠
で
あ
る
白
話
小
説
を
収
録
し
た
立
間
祥
介
訳
﹃
中
国
古

典
文
学
大
系
﹄
第
四
七
巻
︵
一
九
七
一
︑
平
凡
社
︶
の
松
枝
茂
夫
﹁
解
説
﹂
で

は
︑﹁
清
朝
の
長
篇
小
説
か
ら
人
物
や
背
景
を
借
り
来
た
っ
て
武
田
流
に
一
ひ

ね
り
も
二
ひ
ね
り
も
三
ひ
ね
り
も
し
た
も
の
﹂
と
︑
わ
ざ
わ
ざ
紙
幅
が
割
か
れ

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳

二
九



る
こ
と
に
な
っ
た
︒
膨
大
な
分
量
を
誇
る
清
末
の
文
芸
︑
そ
れ
を
三
篇
無
理
な

く
接
合
し
た
手
腕
は
︑
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
た
︒

先
行
論
で
も
︑
中
国
文
学
と
の
影
響
関
係
が
考
察
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑

小
嶋
知
善
﹁
武
田
泰
淳
﹃
十
三
妹
﹄
論
﹂︵﹃
目
白
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀

要
﹄
二
〇
〇
二
・
一
二
︶
は
︑﹁
作
家
の
自
由
な
想
像
力
を
飛
翔
さ
せ
て
︑
読

者
を
楽
し
ま
せ
る
工
夫
を
十
分
に
凝
ら
し
た
作
品
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る
し
︑
郭

偉
﹁
武
田
泰
淳
と
胡
適
﹂︵﹃
立
命
館
言
語
文
化
研
究
﹄
二
〇
〇
五
・
二
︶
は
︑

﹁
素
材
の
選
択
か
ら
構
成
ま
で
胡
適
の
研
究
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
︑
あ
る
い

は
刺
激
を
受
け
て
い
た
﹂
と
︑
泰
淳
が
胡
適
の
史
観
に
馴
染
ん
で
い
た
こ
と
を

創
作
の
動
機
と
し
て
特
定
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
最
近
公
に
さ
れ
た
宮
澤
隆
義

﹁
帝
国
と
忍
び
た
ち
﹂︵﹃
Ｇ
︱

Ｗ
︱

Ｇ
﹄
二
〇
一
八
・
五
︶
は
︑
同
時
代
に
忍
法

ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
論
を
展
開
し
て
い
る
︒﹁
性
的
差
異
の

﹁
ア
ン
フ
ォ
ル
ム
﹂﹂
が
︑﹁﹁
忍
者
﹂
た
ち
の
遭
遇
と
闘
争
の
中
か
ら
集
団
的
か

つ
実
践
的
に
生
成
し
て
く
る
﹂
と
す
る
宮
澤
論
は
︑
国
家
に
よ
る
支
配
に
包
摂

さ
れ
な
い
新
た
な
政
治
的
領
域
と
し
て
︑
忍
者
た
ち
の
空
間
を
読
ん
で
い
る
︒

同
時
代
言
説
と
の
比
較
の
な
か
か
ら
︑
批
評
性
を
析
出
し
た
こ
の
論
は
︑
研
究

史
に
お
い
て
特
別
な
地
位
を
占
め
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
以
上
の
論
は
基
本
的
な
作
業
と
い
え
る
︑
典
拠
と
の
比
較
を
精
緻

に
行
っ
て
い
な
い
︒
初
刊
の
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
も
︑﹁﹁
児
女
英
雄
伝
﹂﹁
儒
林

外
史
﹂
の
二
長
篇
は
平
凡
社
の
﹁
中
国
古
典
文
学
全
集
﹂
に
︑
わ
か
り
や
す
い

訳
文
で
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
﹁
十
三
妹
﹂
と
そ
れ
ら
の
訳
文
を
読

み
あ
わ
せ
て
下
さ
れ
ば
︑
私
の
︵
中
略
︶
悪
戯
を
理
解
し
︑
か
つ
許
し
て
い
た

だ
け
る
と
思
う
﹂
と
あ
る
︒
新
聞
掲
載
時
の
初
出
時
で
あ
れ
ば
︑
熱
心
な
読
者

は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
単
行
本
を
購
入
し
再
読
す
る
ほ
ど
の
読
者
で
あ

れ
ば
︑
典
拠
と
の
差
異
に
注
意
を
払
い
つ
つ
読
む
よ
う
な
行
為
も
可
能
で
あ
る
︒

泰
淳
が
そ
う
考
え
た
の
な
ら
︑
き
ち
ん
と
典
拠
比
較
を
行
う
べ
き
だ
︒
ま
た
︑

本
作
と
比
較
可
能
な
資
料
は
︑
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
︒
初
刊
﹁
あ
と
が
き
﹂
で

泰
淳
は
︑﹁
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
長
篇
﹁
紅
岩
﹂
︑
そ
の
映
画
化
さ

れ
た
﹁
不
屈
の
人
人マ

マ

﹂
に
は
︑
あ
き
ら
か
に
忍
者
的
要
素
が
活
用
さ
れ
て
い

る
﹂
と
︑
中
国
現
代
文
学
に
言
及
し
て
い
る
︒
こ
の
発
言
を
踏
ま
え
る
と
﹃
十

三
妹
﹄
が
︑
中
国
現
代
文
学
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
作
品
と
考
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
本
稿
で
は
︑
白
話
小
説
が
い
か
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
い
る
の

か
を
詳
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑﹃
紅
岩
﹄
の
主
題
と
﹃
十
三
妹
﹄
を
比
較
す
る

こ
と
で
︑
泰
淳
の
中
国
現
代
文
学
に
対
す
る
姿
勢
を
析
出
し
た
い
︒
で
は
ま
ず
︑

典
拠
受
容
の
大
体
を
整
理
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
述
を
は
じ
め
る
︒

二

︿
や
や
こ
し
い
話
﹀
の
声
な
き
女
性

﹃
十
三
妹
﹄
は
三
百
年
ほ
ど
昔
の
大
清
国
︑
北
京
や
杭
州
を
舞
台
に
繰
り
広

げ
ら
れ
る
中
国
忍
者
伝
で
あ
る
︒
張
金
鳳
と
と
も
に
安
家
の
夫
人
で
あ
る
何
玉

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳

三
〇



鳳
は
十
三
妹
と
い
う
別
名
を
持
つ
忍
者
で
あ
り
︑
安
老
爺
に
着
せ
ら
れ
た
濡
れ

衣
を
払
う
た
め
に
旅
へ
出
た
安
公
子
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
︒
前
節
で
確
認
し
た
よ

う
に
︑
本
作
は
⑴
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄︑
⑵
﹃
三
侠
五
義
﹄︑
⑶
﹃
儒
林
外
史
﹄
の

三
作
品
を
融
通
無
碍
に
接
合
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒
作
者
は
⑴
が
文
康
︵
燕
北

閒
人
︶︑
⑵
が
石
玉
崑
︑
⑶
が
呉
敬
梓
だ
と
さ
れ
︑
⑴
と
⑵
は
清
朝
道
光
年
間

︵
一
八
二
一
～
一
八
五
〇
︶︑
⑶
は
清
朝
雍
正
年
間
末
期
か
ら
乾
隆
年
間
初
頭

︵
一
七
四
〇
～
五
〇
年
頃
︶
の
成
立
で
あ
る
︒
⑴
は
女
侠
で
あ
っ
た
十
三
妹
が

安
公
子
を
補
佐
し
︑
最
終
的
に
安
家
に
輿
入
れ
す
る
武
侠
小
説
︑
⑵
は
包
公
と

呼
ば
れ
る
裁
判
官
が
武
侠
た
ち
を
抱
え
つ
つ
︑
襄
王
と
い
う
勢
力
と
対
抗
し
て

い
く
公
案
小
説
と
武
侠
小
説
が
接
合
さ
れ
た
も
の
︑
⑶
は
科
挙
制
度
に
落
ち
こ

ぼ
れ
た
人
々
が
偶
然
に
出
会
い
つ
つ
そ
の
挿
話
が
語
ら
れ
る
諷
刺
小
説
で
あ
る①

︒

本
作
は
︑
大
部
分
が
典
拠
に
基
づ
い
て
形
象
さ
れ
て
い
る
︒
章
ご
と
で
腑
分

け
す
る
と
︑
第
一
章
︿
首
の
は
な
し
﹀
は
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄︑
第
二
章
︿
や
や

こ
し
い
話
﹀
は
﹃
三
侠
五
義
﹄﹃
儒
林
外
史
﹄︑
第
三
章
︿
旅
の
話
﹀
は
﹃
児
女

英
雄
伝
﹄﹃
三
侠
五
義
﹄︑
第
四
章
︿
放
浪
の
話
﹀
は
三
作
品
す
べ
て
︑
第
五
章

︿
ね
ず
み
の
話
﹀
は
﹃
三
侠
五
義
﹄︑
第
六
章
︿
受
験
前
の
話
﹀
は
﹃
三
侠
五

義
﹄﹃
儒
林
外
史
﹄︑
第
七
章
︿
試
験
場
の
話
﹀
は
﹃
儒
林
外
史
﹄
に
拠
っ
て
お

り
︑
第
八
章
︿
そ
の
後
の
話
﹀
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
創
作
で
あ
る
︒

ま
た
︑
典
拠
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
は
︑
全
体
を
三
つ
の
部
分
に
整
理
で
き

る
︒
一
つ
め
は
︿
首
の
は
な
し
﹀
か
ら
︿
放
浪
の
話
﹀
ま
で
で
︑
こ
の
部
分
は

﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
に
お
け
る
公
子
の
旅
を
基
調
と
し
つ
つ
︑﹃
三
侠
五
義
﹄﹃
儒

林
外
史
﹄
の
印
象
的
な
挿
話
が
盛
り
込
ま
れ
︑
物
語
は
厚
み
を
増
し
て
い
る
︒

二
つ
め
は
︿
ね
ず
み
の
話
﹀
か
ら
︿
試
験
場
の
話
﹀
ま
で
で
︑
こ
の
部
分
は

﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
を
基
調
と
せ
ず
︑
﹃
三
侠
五
義
﹄
﹃
儒
林
外
史
﹄
の
挿
話
に
十

三
妹
や
公
子
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
物
語
が
書
き
継
が
れ
る
︒
三
つ
め
は
︿
そ

の
後
の
話
﹀
で
︑
そ
れ
ま
で
登
場
し
た
人
物
が
北
京
で
一
堂
に
会
す
る
︒

人
物
ご
と
の
典
拠
を
示
せ
ば
︑
十
三
妹
︵
何
玉
鳳
︶
︑
公
子
や
張
金
鳳
な
ど

安
家
の
人
々
︑
金
満
少
年
は
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
の
登
場
人
物
で
あ
り
︑
白
玉
堂

︵
錦
毛
鼠
︶
ら
五
義
賊
︑
包
公
と
襄
王
︑
趙
虎
と
展
昭
と
い
っ
た
侠
客
︑
杭
州

の
柳
家
の
人
々
︑
︿
や
や
こ
し
い
話
﹀
で
十
三
妹
が
語
る
人
物
は
﹃
三
侠
五
義
﹄

の
登
場
人
物
で
あ
り
︑
馬
老
人
︑
方
博
士
︑
︿
や
や
こ
し
い
話
﹀
で
老
爺
が
語

る
人
物
は
﹃
儒
林
外
史
﹄
の
登
場
人
物
で
あ
る
︒
田
中
芳
樹
が
中
公
文
庫
の

﹁
解
説
﹂︵﹃
十
三
妹
﹄
二
〇
〇
二
︑
中
央
公
論
新
社
︶
で
︑﹁
源
義
経
と
坂
本
龍

馬
が
ひ
と
つ
の
作
品
中
で
共
演
す
る
よ
う
な
も
の
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
典
拠

を
接
合
し
た
結
果
実
現
し
た
の
は
︑
本
来
交
わ
る
こ
と
の
な
い
人
物
た
ち
の
出

会
い
で
あ
る
︒
武
侠
た
ち
の
中
で
一
番
強
い
の
は
誰
な
の
か
︑
本
作
を
通
じ
て

読
者
は
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
十
三
妹
や
白

玉
堂
が
包
公
の
宝
物
を
め
ぐ
っ
て
戦
う
場
面
で
は
︑
﹁
白
玉
堂
は
︑
斜
め
ざ
ま

に
剣
を
刺
し
入
れ
て
︑﹁
垂
花
の
勢
い
﹂
を
示
し
た
﹂
︑﹁
彼
女
の
方
は
﹁
推
窓

挿
月
の
勢
い
﹂
で
︑
対
抗
し
た
﹂
︵︿
ね
ず
み
の
話
﹀

一
五
︶
と
︑
互
い
の
必

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳

三
一



殺
剣
を
出
し
合
う
︒
こ
の
場
面
は
︑
田
中
の
よ
う
な
読
者
の
期
待
に
十
分
応
え

て
い
る
︒

ま
た
︑
泰
淳
は
武
侠
の
力
を
誇
張
し
て
描
い
て
も
い
る
︒︿
ね
ず
み
の
話
﹀

第
一
五
回
に
お
け
る
戦
い
の
場
面
の
挿
絵
を
見
る
と
︑
十
三
妹
た
ち
は
空
に
浮

い
て
お
り
︑
ま
た
﹁
一
面
に
星
を
撒
き
ち
ら
し
た
空
︒
青
黒
い
︑
そ
の
夜
空
の

ど
こ
か
で
︑
流
れ
星
が
白
熱
の
光
の
筋
を
ひ
ら
め
か
せ
︑
一
呼
吸
も
せ
ぬ
う
ち

に
消
え
失
せ
る
﹂︵︿
ね
ず
み
の
話
﹀

一
四
︶
と
あ
る
︒
彼
ら
は
フ
ワ
リ
フ
ワ

リ
と
︑
戦
闘
を
行
っ
て
い
る
︒﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
に
お
い
て
最
も
派
手
な
戦
闘

が
行
わ
れ
る
の
は
︑
能
仁
寺
に
て
悪
僧
ら
を
倒
す
章
回
︵
第
六
回
︶
だ
が
︑
こ

こ
で
十
三
妹
は
︑
軽
や
か
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
も
の
の
︑
浮
遊
術
ま
で
身
に

着
け
て
は
い
な
い
︒
敵
は
︑
僧
で
あ
る
設
定
も
手
伝
っ
て
少
林
拳
を
繰
り
出
す

の
だ
が
︑
十
三
妹
は
﹁
連
環
進
歩
鴛
鴦
拐
﹂
と
い
う
連
続
廻
し
蹴
り
︑
拳
法
で

応
対
し
て
い
る
︒
ま
た
白
玉
堂
も
︑
身
の
こ
な
し
は
か
な
り
軽
や
か
で
あ
る
も

の
の
︑
自
分
そ
っ
く
り
の
皮
ぶ
く
ろ
を
出
現
さ
せ
︑
相
手
を
だ
ま
す
な
ど
の
奇

計
を
得
意
と
す
る
ば
か
り
で
︑
本
作
に
描
か
れ
て
い
る
ほ
ど
の
術
を
身
に
つ
け

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
本
作
に
お
い
て
は
︑
単
に
武
侠
た

ち
を
出
合
わ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
戦
闘
の
方
式
も
︑

よ
り
目
新
し
い
も
の
へ
と
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
る
こ
と
で
︑
読
者
の
興
味
に
応
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
泰
淳
の
工
夫
は
以
上
に
留
ま
ら
な
い
︒
第
二
章
に
お
い
て
︑
十
三

妹
が
奇
妙
な
話
を
開
陳
す
る
場
面
が
設
け
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
家
の
没
落
に

よ
っ
て
身
売
り
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
売
ら
れ
た
先
か
ら
逃
げ
出
し
た
た
め
に
︑
別

の
男
性
か
ら
辱
め
を
受
け
た
上
で
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︑
極
め
て
悲
惨
な
状
況
の

女
性
を
め
ぐ
る
挿
話
が
追
加
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
こ
の
よ
う
な
挿
話
の
追
加

は
︑
人
物
の
出
会
わ
せ
や
戦
闘
の
方
法
と
い
っ
た
︑
読
者
の
興
味
を
ひ
く
工
夫

と
は
ま
た
別
種
の
︑
批
評
的
読
解
を
可
能
に
す
る
操
作
と
推
定
で
き
る
︒

竹
内
栄
美
子
﹁
﹁
抒
情
﹂
的
物
語
の
否
定
﹂
︵﹃
批
評
精
神
の
か
た
ち
﹄
二
〇

〇
五
︑
Ｅ
Ｄ
Ｉ
︶
が
︑﹁
女
性
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
も
の
は
多
く
︑
泰
淳

の
女
性
の
描
き
方
に
定
評
が
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
﹂
と
分
析

す
る
よ
う
に
︑
泰
淳
は
女
性
形
象
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
作
家
で
あ
り
︑﹁
も
の

喰
う
女
﹂︵﹃
玄
想
﹄
一
九
四
八
・
一
〇
︶
︑﹁
女
の
国
籍
﹂
︵﹃
小
説
新
潮
﹄
一
九

五
一
・
一
〇
︶︑
﹃
秋
風
秋
雨
人
を
愁
殺
す
﹄︵
﹃
展
望
﹄
一
九
六
七
・
四
～
九
に

断
続
的
に
連
載
︶
な
ど
の
︑
女
性
が
主
人
公
に
据
え
ら
れ
た
小
説
を
多
く
発
表

し
た
︒﹁
作
家
を
救
ふ
も
の
﹂︵
﹃
女
性
線
﹄
一
九
四
八
・
八
︶
と
い
う
評
論
で

は
︑﹁
も
し
も
女
を
甘
く
し
か
と
り
あ
つ
か
へ
な
い
な
ら
︑
そ
の
作
家
は
甘
い

の
だ
し
︑
表
面
的
に
し
か
と
り
あ
つ
か
え
な
い
な
ら
︑
そ
の
作
家
は
何
を
書
い

て
も
表
面
的
に
し
か
対
象
を
つ
か
み
得
な
い
﹂
と
も
述
べ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
主

人
公
ほ
か
多
く
の
印
象
的
な
女
性
が
登
場
す
る
﹃
十
三
妹
﹄
に
お
い
て
も
︑
人

物
形
象
に
あ
た
っ
て
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
︒
本
作

は
長
編
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
創
作
さ
れ
て
お
り
︑
典
拠
と
の
す
べ
て
の
影
響
関
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係
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
が
︑
こ
こ
か
ら
は
白
話
小
説
が
書
き
換
え
ら
れ
た
箇

所
の
う
ち
︑
特
に
女
性
形
象
に
関
連
す
る
部
分
を
考
察
し
て
い
く
︒

泥
棒
を
見
事
︑
十
三
妹
が
撃
退
し
た
こ
と
を
受
け
︑
安
家
で
は
宴
会
が
開
か

れ
る
︒
典
拠
中
こ
の
場
面
は
そ
も
そ
も
な
い
︒
泥
棒
侵
入
の
場
面
は
﹃
児
女
英

雄
伝
﹄
第
三
一
回
に
拠
る
も
の
だ
が
︑
撃
退
し
た
あ
と
は
﹁
鄧
九
公
は
残
っ
て

安
老
爺
と
腰
掛
け
︑
荸
薺
棗
児
酒

ピ
ー
チ
ー
ツ
ア
オ
ル
チ
ウ

を
持
っ
て
こ
さ
せ
て
︑﹁
き
の
う
は
た
っ
ぷ

り
飲
ん
だ
で
ナ
︑
ぜ
ひ
一
献
ゆ
か
に
ゃ
ア
！
﹂②

﹂︵
第
三
二
回
︶
と
あ
る
よ
う
に
︑

安
家
に
逗
留
す
る
十
三
妹
の
育
て
の
親
・
鄧
九
公
と
安
老
爺
と
の
二
人
だ
け
の

会
食
と
な
る
︒
し
か
し
本
作
で
は
︑
全
員
参
加
し
て
の
﹁
う
ち
う
ち
の
集
い
﹂

︵︿
や
や
こ
し
い
話
﹀

四
︶
が
開
催
さ
れ
る
の
だ
︒

そ
こ
で
は
︑
張
金
鳳
が
十
三
妹
に
何
か
話
す
よ
う
促
す
︒
ふ
だ
ん
は
多
く
を

語
ら
な
い
十
三
妹
だ
っ
た
が
︑
せ
っ
か
く
の
機
会
と
あ
る
事
件
の
話
を
す
る
︒

開
陳
さ
れ
た
の
は
︑
幾
件
も
の
殺
人
事
件
の
話
題
で
あ
っ
た
︒
こ
の
話
は
か
な

り
入
り
組
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
韓
少
年
と
老
い
た
母
に
起
き
た
災
難
が
ひ
と
ま

ず
の
発
端
で
あ
る
︒
科
挙
合
格
を
目
指
す
韓
は
︑
極
貧
に
あ
え
ぎ
つ
つ
読
書
生

活
を
送
っ
て
い
た
︒
ボ
ロ
家
に
深
夜
︑
火
の
よ
う
に
赤
い
靴
を
履
き
︑
ネ
ギ
の

よ
う
な
緑
色
の
上
衣
を
来
た
男
が
入
っ
て
く
る
︒
翌
日
も
男
が
や
っ
て
き
た
た

め
︑
韓
が
﹁
お
母
さ
ん
﹂
と
叫
ぶ
と
︑
母
親
は
諫
め
つ
つ
も
息
子
を
い
た
わ
る
︒

導
か
れ
る
よ
う
に
床
の
下
を
調
べ
る
と
︑
宝
物
の
入
っ
た
箱
を
発
見
す
る
︒
宝

箱
の
な
か
は
金
や
白
い
銀
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
︒
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し

た
韓
は
︑
バ
チ
が
当
た
ら
な
い
よ
う
明
神
様
に
豚
の
頭
を
供
え
る
こ
と
に
す
る
︒

さ
っ
そ
く
精
肉
店
に
行
き
購
う
が
帰
り
道
︑
警
官
に
質
問
さ
れ
袋
を
開
け
て
み

る
と
︑
な
か
に
は
血
だ
ら
け
の
女
の
首
が
入
っ
て
い
た
︒

こ
の
出
来
事
を
端
緒
に
︑
男
性
二
人
と
女
性
一
人
の
殺
人
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
明

ら
か
に
な
っ
て
い
く
︒
こ
の
話
は
﹃
三
侠
五
義
﹄
第
一
〇
︑
一
一
回
よ
り
抜

粋
・
接
合
さ
れ
た
も
の
だ
︒
典
拠
に
お
い
て
包
公
は
︑
部
下
を
密
偵
と
し
て
派

遣
し
て
事
件
を
解
決
し
て
い
く
が
︑
こ
の
事
件
も
そ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
重
要
な
こ
と
は
こ
の
挿
話
に
︑
過
剰
な
性
的
欲
望
を
抱
い
た

男
性
に
よ
る
︑
女
性
に
対
す
る
事
件
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
︒

あ
の
晩
︑
彼
の
家
へ
錦
娘
と
よ
ぶ
若
い
女
が
逃
げ
こ
ん
で
き
た
の
だ
そ
う

で
︒
か
ど
わ
か
さ
れ
て
女
郎
屋
に
売
り
と
ば
さ
れ
る
婦
女
子
の
多
い
こ
と

は
︑
皆
さ
ん
御
承
知
の
と
お
り
︒
金
力
と
権
力
に
ま
か
せ
て
︑
か
弱
い
女

を
買
い
占
め
︑
妾
に
す
る
イ
ヤ
な
大
官
が
︑
こ
れ
ま
た
多
い
︒
錦
娘
も
︑

あ
る
大
官
に
買
い
と
ら
れ
︑
む
り
や
り
服
従
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
ま
し
た

が
︑
巧
み
に
相
手
に
酒
を
す
す
め
泥
酔
さ
せ
︑
や
っ
と
脱
出
し
て
豚
こ
ろ

し
の
家
へ
駈
け
こ
ん
だ
わ
け
で
︒
／
彼
女
を
か
く
ま
っ
て
や
っ
た
鄭
が
︑

よ
く
よ
く
眺
め
れ
ば
︑
心
が
と
ろ
け
そ
う
な
色
気
の
あ
る
女
︑
そ
の
上
︑

か
ん
ざ
し
や
衣
類
が
高
価
な
品
な
の
で
︑
大
官
の
か
わ
り
に
お
れ
様
が
と

手
を
出
し
ま
し
た
が
︑
女
は
泣
き
さ
わ
い
で
抵
抗
す
る③

︒

︵
︿
や
や
こ
し
い
話
﹀

一
二
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報
告
さ
れ
る
の
は
︑
錦
娘
と
い
う
女
性
へ
の
暴
力
で
あ
る
︒
清
朝
で
は
大
官

と
一
般
民
衆
の
あ
い
だ
に
︑
想
像
を
上
回
る
格
差
が
存
し
て
い
る
︒
一
般
民
衆

は
生
き
る
た
め
︑
娘
を
身
売
り
に
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒
た
だ
し
彼
女
は
抵
抗

を
試
み
︑
大
官
か
ら
逃
げ
る
︒
し
か
し
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
︑
も
う
ひ
と
つ

の
暴
力
︑
鄭
に
よ
る
辱
め
で
あ
っ
た
︒
逃
げ
込
ん
だ
は
ず
の
精
肉
店
で
彼
女
は

辱
め
ら
れ
︑
豚
を
切
る
包
丁
で
首
を
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

付
言
し
て
お
く
べ
き
は
︑
錦
娘
に
対
す
る
暴
力
が
話
の
や
や
こ
し
さ
を
解
き

ほ
ぐ
し
た
あ
と
明
ら
か
に
な
る
︑
見
え
に
く
い
次
元
で
作
動
し
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
︒
事
件
は
︑
他
の
男
性
二
人
の
死
体
の
謎
を
解
い
た
結
果
︑
よ
う
や
く
発

覚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
包
公
と
い
う
知
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
︑
事
件
は
気

づ
か
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
し
︑
こ
の
出
来
事
は
永
久
に
明
ら
か
に
な
ら
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
︑
本
作
で
は
同
様
の
事
件
が
︑
決
し
て
珍
し
い

事
象
で
は
な
い
こ
と
も
読
者
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
︒﹁
か
ど
わ
か
さ
れ
て

女
郎
屋
に
売
り
と
ば
さ
れ
る
婦
女
子
の
多
い
こ
と
は
︑
皆
さ
ん
御
承
知
の
と
お

り
﹂︵︿
や
や
こ
し
い
話
﹀

一
二
︶
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
犯
さ
れ
よ
う
が
汚
さ
れ

よ
う
が
︑
生
き
の
び
る
方
を
え
ら
ん
だ
女
性
が
多
す
ぎ
る
く
ら
い
多
か
っ
た
﹂

︵︿
旅
の
話
﹀

一
︶
の
で
あ
る
︒
錦
娘
は
抵
抗
を
試
み
た
た
め
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
︑
抵
抗
せ
ず
泣
き
寝
入
り
し
た
女
性
た
ち
を
含
め
る
と
︑
弱
い
立
場
に

対
す
る
暴
力
は
︑
清
朝
に
お
い
て
蔓
延
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
︒

こ
こ
で
ま
で
く
れ
ば
︑﹃
三
侠
五
義
﹄
が
接
合
さ
れ
た
意
味
は
明
ら
か
で
あ

る
︒
世
相
が
乱
れ
︑
女
性
へ
の
暴
力
が
見
え
に
く
い
次
元
に
ま
で
日
常
化
し
て

い
る
作
品
世
界
を
形
成
す
る
た
め
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
侠
客
が
義
憤
を
発
揮
す

る
た
め
︑
武
侠
小
説
に
お
い
て
世
相
の
乱
れ
は
あ
る
程
度
︑
物
語
の
前
提
と
な

っ
て
い
る
︒﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
で
も
第
五
回
か
ら
第
六
回
に
か
け
て
︑
悪
僧
た

ち
が
公
子
を
襲
う
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
す
で
に
世
の
中
は
荒
れ

て
い
る
︒
本
作
は
そ
う
し
た
う
え
に
︑
女
性
の
抑
圧
を
め
ぐ
る
挿
話
を
さ
ら
に

接
合
し
︑
さ
ら
な
る
乱
れ
を
書
き
込
ん
で
い
る
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
泰
淳
は
︑

過
去
の
中
国
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ
て
︑
典
拠
で
あ
る
白
話
小

説
か
ら
抑
圧
さ
れ
た
女
性
に
関
す
る
挿
話
を
多
く
接
合
す
る
こ
と
で
︑
女
性
が

生
き
に
く
い
時
期
と
し
て
物
語
内
の
時
間
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
作
中
時
間
の
特
質
は
︑
単
に
女
性
が
抑
圧
さ
れ
て
い

る
状
況
の
告
発
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
次
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
︑
抑

圧
さ
れ
た
女
性
た
ち
が
形
作
る
あ
る
種
の
期
待
︑
そ
の
力
学
を
問
題
と
す
る
こ

と
が
︑
本
作
に
お
い
て
探
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
︒

三
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錦
娘
の
事
件
を
は
じ
め
︑
本
作
で
は
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
に
は
な
い
︑
女
性
を

め
ぐ
る
挿
話
が
他
の
典
拠
か
ら
多
く
接
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒︿
受

験
前
の
話
﹀
第
六
回
で
︑
公
子
の
逗
留
す
る
柳
家
で
の
出
来
事
も
そ
う
で
あ
る
︒

女
中
で
あ
る
繍
紅
は
︑
墓
を
暴
き
財
宝
を
得
よ
う
と
す
る
男
に
よ
っ
て
︑
い
と

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳
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も
簡
単
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
挿
話
は
︑﹃
三
侠
五
義
﹄
第
三
五
︑
三
六

回
に
拠
っ
て
形
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
旅
行
中
の
公
子
が
美
人
局
に

か
ど
わ
か
さ
れ
る
挿
話
で
も
︑
自
ら
身
を
投
げ
る
女
性
が
登
場
し
て
い
る
︒
美

人
局
の
片
棒
を
担
い
だ
こ
と
が
露
見
し
た
女
性
は
︑
大
河
に
身
を
投
げ
る
︒

｢お
前
︑
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
つ
も
り
だ
い
︒
お
前
の
亭
主
は
︑
お
前
が

も
ど
っ
て
き
た
ら
河
ん
中
に
蹴
落
し
て
や
る
と
ぬ
か
し
て
る
ん
だ
ぜ
｣
／

船
頭
は
︑
た
く
ま
し
い
毛
ず
ね
を
叩
き
な
が
ら
︑
少
女
に
問
い
か
け
る
︒

／
｢あ
あ
ッ
︒
あ
あ
ッ
｣／
両
手
を
拝
む
よ
う
に
胸
の
前
で
あ
わ
せ
︑
両
眼

を
つ
り
あ
げ
た
哀
れ
な
少
女
は
︑
呪
う
よ
う
に
祈
る
よ
う
に
︑
絹
を
裂
く

よ
う
な
か
ん
高
い
声
で
叫
ぶ
︒
／
｢あ
あ
ッ
︑
十
三
妹
さ
ま
︑
お
助
け
下

さ
い
︒
世
界
中
の
男
な
ん
か
︑
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
え
！
｣
／
船
室
を
走

り
出
た
彼
女
は
︑
河
へ
身
を
投
げ
た
︒︵︿
放
浪
の
話
﹀

一
八
︶

九
江
に
向
か
う
船
上
の
公
子
に
︑
夜
︑
蘇
州
美
人
が
別
の
船
を
横
付
け
に
し

て
く
る
︒
彼
女
は
泥
棒
な
わ
け
だ
が
︑
世
慣
れ
ぬ
公
子
は
騙
さ
れ
て
し
ま
う
︒

こ
れ
は
︑
も
と
も
と
﹃
儒
林
外
史
﹄
第
五
一
回
に
お
い
て
糸
を
買
い
つ
け
る
商

人
が
美
人
局
に
遭
う
挿
話
で
あ
っ
た
が
︑
本
作
は
そ
の
被
害
者
を
商
人
で
は
な

く
公
子
に
変
更
し
て
接
合
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
被
害
者
だ
け
で
な
く
︑
悪
事
が

発
覚
し
た
後
の
蘇
州
美
人
の
行
動
も
︑
本
作
に
と
り
込
ま
れ
る
さ
い
に
変
更
が

施
さ
れ
て
い
る
︒
典
拠
に
お
い
て
は
︑﹁
女
は
み
ん
な
が
見
ま
も
っ
て
い
る
な

か
で
︑
服
を
ま
と
い
︑
立
ち
上
が
っ
て
コ
ツ
ン
コ
ツ
ン
と
叩
頭
し
︑
間
抜
け
亭

主
と
い
っ
し
ょ
に
恥
ず
か
し
さ
で
顔
を
ま
っ
か
に
し
な
が
ら
船
を
下
り
て
行
っ

た④

﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹃
儒
林
外
史
﹄
に
お
い
て
美
人
局
の
夫
婦
は
︑
ま
た
一

緒
に
な
る
︒
し
か
し
︑
本
作
に
お
け
る
夫
は
︑﹁
お
前
が
も
ど
っ
て
き
た
ら
河

ん
中
に
蹴
落
し
て
や
る
﹂
︵
︿
放
浪
の
話
﹀

一
八
︶
と
言
い
放
ち
︑
妻
を
見
捨

て
て
し
ま
う
︒
結
果
的
に
︑
彼
女
は
一
人
で
河
に
身
投
げ
す
る
こ
と
と
な
る
の

だ
︒問

い
詰
め
た
結
果
︑
夫
妻
で
そ
の
責
任
を
背
負
う
の
で
は
な
く
︑
妻
に
だ
け

責
任
が
転
嫁
さ
れ
る
改
変
に
よ
っ
て
︑
彼
女
の
悲
惨
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
︒

そ
し
て
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
︑﹁
十
三
妹
さ
ま
﹂
の
名
が
︑
妻
の
口
か

ら
飛
び
出
し
て
い
る
こ
と
だ
︒
北
京
の
安
家
で
生
活
し
て
い
た
十
三
妹
と
︑
蘇

州
で
暮
ら
す
こ
の
妻
の
接
見
は
想
定
し
づ
ら
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
口
か
ら

そ
の
名
は
飛
び
出
し
た
︒
十
三
妹
と
い
う
名
は
現
在
︑
実
在
の
何
玉
鳳
そ
の
人

の
指
し
示
し
を
超
え
た
記
号
的
価
値
を
持
ち
始
め
て
い
る
︒﹁
裸
少
女
が
口
走

る
﹁
十
三
妹
﹂
と
は
︑
も
と
よ
り
空
想
的
︑
象
徴
的
な
女
神
の
名
前
み
た
い
な

も
の
﹂︵︿
放
浪
の
話
﹀

一
六
︶
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

十
三
妹

シ
ー
サ
ン
メ
イ

と
い
う
名
前
に
は
も
と
も
と
︑
石シ
ー

と
い
う
士
族
の
三サ
ン

番
目
の
妹
子

メ

イ

ツ

︵
い
も
う
と
︑
女
の
子
︶
と
い
う
︑
家
系
内
の
位
置
を
示
す
程
度
の
意
味
し
か

な
か
っ
た⑤

︒
し
か
し
︑
忍
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
ろ
︑﹁
十
﹂
が
同
音
の

﹁
石
﹂
に
と
っ
て
替
わ
る
︒
十
三
妹
の
語
は
︑
見
た
こ
と
は
な
く
と
も
民
衆
に

支
持
さ
れ
る
︑
特
別
な
名
と
し
て
通
用
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒
彼
女
は
現
在
︑

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳
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五



安
家
に
輿
入
れ
し
た
が
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
名
の
力
は
衰
え
て
お
ら
ず
︑
こ
の

妻
の
口
か
ら
も
そ
の
名
は
発
音
さ
れ
た
︒﹁
世
界
中
の
男
な
ん
か
︑
み
ん
な
死

ん
で
し
ま
え
！
﹂
と
叫
ぶ
女
性
は
︑
自
ら
の
代
理
と
し
て
男
性
社
会
に
対
峙
す

る
存
在
の
登
場
を
期
待
し
て
お
り
︑
十
三
妹
は
そ
の
期
待
の
拠
点
と
し
て
流
通

す
る
記
号
な
の
だ
︒
こ
の
よ
う
な
名
の
流
通
は
︑
ま
た
杭
州
の
場
面
で
も
確
認

で
き
る
︒

﹁
あ
の
﹃
烏
盆
﹄
で
す
が
ね
︒︵
中
略
︶
ア
レ
は
喜
劇
で
は
あ
る
が
︑
便
器

に
さ
れ
ち
ま
っ
た
男
の
悲
劇
で
も
あ
り
ま
さ
あ
ね
︒
／
旧
劇
も
︑
現
代
モ

ノ
も
︑
お
好
み
に
応
じ
て
見
せ
る
の
が
商
売
︑
出
し
物
に
選
り
ご
の
み
は

し
て
い
ま
せ
ん
が
︑
ど
う
も
近
ご
ろ
は
男
が
女
み
た
い
に
意
く
じ
が
な
く

な
っ
て
る
か
ら
︑
多
少
︑
武
ば
っ
た
モ
ノ
も
や
り
た
く
な
る
﹂︵
中
略
︶

﹁
そ
こ
で
私
な
ん
ぞ
は
︑
こ
こ
ら
で
十
三
妹
を
芝
居
に
し
く
ん
だ
ら
︑
気

持
が
サ
ッ
パ
リ
す
る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
﹂︵
中
略
︶﹁
私
ら
に
し
て

み
り
ゃ
あ
︑
芝
居
の
見
物
衆
が
見
た
が
っ
て
い
る
人
物
︒
そ
れ
が
つ
ま
り

実
在
の
人
物
︒
実
物
な
ん
か
生
死
の
ほ
ど
も
わ
か
ら
な
く
て
も
︑
う
わ
さ

の
女
︑
物
語
の
女
︑
そ
れ
こ
そ
普
通
の
女
よ
り
も
︑
も
っ
と
ホ
ン
モ
ノ
の

女
な
ん
で
す
か
ら
ね
え
﹂︵︿
受
験
前
の
話
﹀

五
～
六
︶

公
子
は
世
慣
れ
ぬ
読
書
人
で
あ
る
︒
杭
州
に
漂
着
し
た
彼
は
︑
文
海
楼
と
い

う
書
肆
に
身
を
寄
せ
︑
糊
口
を
凌
ぐ
︒
文
海
楼
の
挿
話
は
基
本
的
に
︑﹃
儒
林

外
史
﹄
第
一
三
回
に
拠
っ
て
い
る
が
︑
劇
団
と
公
子
が
出
会
う
と
い
う
設
定
は

本
作
に
独
自
で
あ
る
︒
一
文
無
し
と
な
っ
た
公
子
に
劇
団
員
が
近
づ
い
て
く
る
︒

公
子
を
団
員
に
し
よ
う
と
す
る
団
長
は
︑
飯
を
お
ご
り
演
目
に
つ
い
て
解
説
を

は
じ
め
る
︒
団
長
に
よ
れ
ば
︑
以
前
は
﹁
烏
盆
﹂
が
民
衆
に
受
け
て
い
た
︒
こ

れ
は
﹃
三
侠
五
義
﹄
第
五
回
に
記
さ
れ
る
著
名
な
公
案
で
︑
陶
器
で
出
来
た
お

ま
る
に
練
り
込
ま
れ
た
男
の
話
で
あ
る
︒
お
ま
る
が
裁
判
所
に
入
る
の
を
怖
が

っ
た
り
︑
白
砂
の
う
え
で
陳
情
し
た
り
す
る
喜
劇
だ
︒
た
だ
し
︑
団
長
い
わ
く

﹁
烏
盆
﹂
は
民
衆
の
好
み
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒
世
間
が
健
康
な
と
き
は
︑

お
ま
る
を
男
を
民
衆
は
笑
う
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
現
在
︑
世
間
そ
の
も
の

が
健
康
で
な
く
︑
男
た
ち
は
意
く
じ
が
な
い
︒
弱
っ
た
民
衆
は
︑
自
分
自
身
の

こ
と
の
よ
う
に
感
じ
る
た
め
︑
も
は
や
お
ま
る
を
笑
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

そ
こ
で
︑﹁
烏
盆
﹂
に
替
わ
り
上
演
が
検
討
さ
れ
る
の
が
︑
十
三
妹
の
物
語

で
あ
る
︒
す
で
に
霊
隠
寺
で
の
白
玉
堂
と
の
一
戦
が
世
間
に
聴
こ
え
て
お
り
︑

そ
の
名
は
杭
州
で
も
知
れ
て
い
た
︒
白
玉
堂
と
渡
り
合
い
︑
包
公
の
宝
を
守
っ

た
女
侠
︒
意
く
じ
を
喪
失
し
た
民
衆
は
︑
代
わ
り
に
す
か
っ
と
さ
せ
て
く
れ
る

強
力
な
人
物
を
求
め
︑
見
物
し
た
が
っ
て
い
る
︒
動
員
を
あ
て
こ
む
劇
団
に
と

っ
て
は
︑
実
際
に
い
る
か
ど
う
か
不
明
で
も
︑
民
衆
の
期
待
に
応
え
て
く
れ
る

彼
女
こ
そ
が
︑﹁
ホ
ン
モ
ノ
の
女
﹂
な
の
だ
︒﹁
女
み
た
い
に
﹂
な
っ
た
民
衆
は
︑

弱
り
き
っ
た
自
分
た
ち
の
代
わ
り
に
悪
に
対
峙
す
る
存
在
を
求
め
て
お
り
︑
十

三
妹
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
々
が
待
望
す
る
存
在
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
る
︒

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳
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た
だ
し
︑
民
衆
が
期
待
を
寄
せ
る
存
在
と
し
て
の
十
三
妹
︑
そ
の
名
の
流
通

は
彼
女
自
身
に
と
っ
て
好
ま
し
い
事
態
で
は
な
い
よ
う
だ
︒
そ
れ
は
︑
十
三
妹

を
め
ぐ
っ
て
︑
世
間
の
期
待
と
彼
女
自
身
の
想
い
が
少
し
ず
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
読
み
と
れ
る
︒﹁
十
三
妹
が
︑
安
家
の
第
二
夫
人
に
な
っ
て
か
ら
も
︑
ほ
ん

の
時
た
ま
で
は
あ
る
が
︑
ひ
と
り
だ
け
家
内
の
に
ぎ
や
か
さ
か
ら
は
な
れ
︑
食

卓
に
向
か
っ
た
ま
ま
︑
別
の
世
界
に
沈
み
こ
ん
だ
よ
う
に
し
て
︑
他
人
に
は
わ

か
ら
ぬ
思
案
に
ふ
け
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
﹂︵︿
旅
の
話
﹀

二
︶︒
思
い
返
せ

ば
安
家
の
宴
席
の
場
面
で
も
︑﹁
も
と
も
と
十
三
妹
は
︑
自
分
の
過
去
を
語
り

た
が
ら
な
か
っ
た
︒
わ
が
身
の
現
在
や
未
来
に
つ
い
て
も
︑
話
す
の
を
好
ま
な

か
っ
た
﹂︵︿
や
や
こ
し
い
話
﹀

四
︶
と
︑
彼
女
が
自
身
に
つ
い
て
語
る
の
を

好
ま
な
い
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
本
作
の
語
り
手
は
︑
彼
女
の
心
情

に
安
易
に
介
入
せ
ず
︑
暗
い
も
の
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

人
物
の
心
理
を
叙
述
す
る
際
の
慎
重
さ
は
︑
本
作
に
お
い
て
独
自
に
確
認
さ

れ
る
点
で
あ
る
︒
白
話
小
説
に
つ
い
て
丸
山
浩
明
﹁
明
清
小
説
話
術
形
態
小

考
﹂︵﹃
明
清
章
回
小
説
研
究
﹄
二
〇
〇
三
︑
汲
古
書
院
︶
が
︑﹁﹃
児
女
英
雄

伝
﹄
で
は
︵
中
略
︶
話
の
展
開
を
細
か
く
検
証
す
る
が
如
く
作
者
が
自
分
で
注

を
加
え
る
よ
う
に
話
を
挿
入
す
る
場
合
が
非
常
に
多
い
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑

白
話
小
説
の
語
り
手
は
講
談
師
を
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
︑
即
興
か
つ
過
剰
な
口

ぶ
り
に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
内
面
を
よ
く
説
明
で
き
る
特
徴
を
備
え
る
︒
た
と

え
ば
︑﹁
姑
娘
は
天
動
性
を
好
み
静
を
好
ま
ぬ
気
性
で
︑
静
か
に
仏
に
仕
え
よ

う
と
い
う
心
は
後
天
的
な
も
の
で
す
か
ら
︑
先
天
的
な
激
し
い
気
性
を
ど
う
し

て
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う⑥

﹂
︵
第
二
四
回
︶
と
い
う
よ
う
に
︒﹃
十
三

妹
﹄
で
も
︑
語
り
手
が
顔
を
出
し
内
容
が
注
釈
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
︑
そ

れ
は
同
時
代
評
で
秀
逸
と
さ
れ
た
点
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
十
三
妹
の
心
理

に
限
っ
て
言
え
ば
︑
講
談
的
な
語
り
は
意
図
的
に
失
調
さ
せ
ら
れ
て
い
る
︒

で
は
な
ぜ
本
作
中
︑
十
三
妹
の
心
理
が
十
分
に
語
り
得
な
い
対
象
と
し
て
形

象
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
周
囲
の
人
の
考
え
が
︑
彼
女
の
心
理

を
捉
え
る
こ
と
の
困
難
さ
を
表
現
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ぎ
の
引
用
は
︑

白
玉
堂
と
十
三
妹
が
物
語
終
盤
で
交
わ
し
た
セ
リ
フ
で
あ
る
︒

﹁
で
も
︑
私
を
ね
ら
っ
て
ど
う
な
る
と
い
う
の
︒︵
中
略
︶
女
の
私
に
︑
何

が
で
き
る
と
い
う
の
｣
／
と
言
う
︑
十
三
妹
の
声
に
は
か
ぎ
り
な
い
悲
し

み
が
こ
も
っ
て
い
た
︒
／
｢
あ
ん
た
は
︑
女
じ
ゃ
な
い
よ
︒
十
三
妹
な
ん

だ
﹂︵
中
略
︶﹁
私
は
︑
平
凡
な
女
で
す
｣／
｢
そ
う
な
り
た
が
っ
て
い
る
だ

け
さ
︒
だ
が
︑
お
前
さ
ん
は
︑
ど
う
し
た
っ
て
十
三
妹
で
な
く
ち
ゃ
い
ら

れ
な
い
の
さ
｣／
｢
偶
然
に
︑
私
が
男
の
首
を
切
り
と
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
︑

私
を
特
別
の
女
︑
女
以
外
の
女
と
考
え
な
い
で
ち
ょ
う
だ
い
﹂

︵
︿
そ
の
後
の
話
﹀

一
四
)

白
玉
堂
は
︑
人
々
の
期
待
を
背
負
っ
た
十
三
妹
で
あ
る
事
実
を
︑
彼
女
に
突

き
つ
け
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
彼
女
は
平
凡
な
女
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
よ
っ
て
拒
否
す
る
︒
物
語
冒
頭
で
は
︑﹁
今
で
は
︑
得
意
の
弾
弓
︵
い
し
ゆ

十
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た
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み
︶
や
剣
を
手
に
と
る
こ
と
も
な
﹂
く
﹁
現
在
の
と
こ
ろ
︑
夫
は
彼
女
を
愛
し
︑

彼
女
も
夫
を
愛
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
で
さ
し
つ
か
え
は
な
い
﹂︵︿
首
の

は
な
し
﹀

三
︶
と
あ
り
︑
彼
女
が
支
配
階
級
の
貞
淑
な
妻
と
な
り
︑
自
身
で

も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
︒
と
す
る
と
白
玉
堂
へ
の

返
答
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
﹁
女
﹂
の
語
も
︑
十
三
妹
の
現
在
の
状
況
と
捉
え
て

差
し
支
え
な
い
︒
彼
女
は
自
身
の
こ
と
を
︑
忍
者
と
し
て
の
十
三
妹
で
は
な
く
︑

貞
淑
で
平
凡
な
妻
と
し
て
同
定
し
つ
つ
︑
過
去
の
名
を
棄
て
た
安
家
の
第
二
夫

人
︑
何
玉
鳳
と
し
て
生
き
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
の
不
可
能
を
白
玉
堂
は
告
げ
る
︒
抑
圧
さ
れ
た
女
性
た
ち
や
︑

意
く
じ
の
な
く
な
っ
た
民
衆
か
ら
十
三
妹
の
名
は
︑
篤
い
支
持
を
獲
得
し
つ
つ

あ
る
︒
彼
女
の
平
凡
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
は
︑
流
通
す
る
名
を
通
じ
て
か

き
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
︒
本
作
で
は
︑
共
同
体
に
お
い
て
人
々
の
期
待
が
集

積
す
る
こ
と
で
︑
女
性
主
体
が
強
制
的
に
成
型
さ
れ
て
し
ま
う
力
学
が
構
造
化

さ
れ
て
い
る
︒
主
体
は
ふ
つ
う
肯
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
語
と
し
て
理
解
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
主
体
の
類
型
が
︑
周
囲
か
ら
押
し
付
け
ら
れ

た
場
合
︑
人
間
の
自
由
の
心
情
は
切
り
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
家

庭
に
あ
り
た
い
何
玉
鳳
を
︑
勇
敢
な
十
三
妹
と
し
て
み
な
す
周
囲
の
期
待
は
︑

彼
女
に
と
っ
て
よ
い
も
の
と
し
て
は
働
か
な
い
︒

四

﹃
紅
岩
﹄
に
お
け
る
抗
日
女
性
表
象

こ
こ
ま
で
︑
本
作
が
人
々
の
期
待
を
契
機
と
し
て
︑
女
性
主
体
を
創
出
す
る

力
学
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
き
た
︒
泰
淳
は
︑
典
拠
か
ら
女
性
に
関

す
る
挿
話
の
接
合
を
多
く
行
い
︑
独
自
の
物
語
を
成
型
し
た
︒
こ
う
し
た
操
作

の
結
果
︑
書
か
れ
た
本
作
の
プ
ロ
ッ
ト
は
︑
ち
ょ
う
ど
主
要
典
拠
﹃
児
女
英
雄

伝
﹄
の
プ
ロ
ッ
ト
を
︑
転
倒
さ
せ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
白

話
小
説
の
研
究
者
で
あ
る
王
徳
威
﹁
空
虚
な
正
義
﹂
︵
神
谷
ま
り
子
ほ
か
訳

﹃
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
﹄
二
〇
一
七
︑
東
方
書
店
︶
は
︑
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄

を
分
析
す
る
際
︑
章
回
に
し
て
第
二
六
回
︑
第
一
夫
人
で
あ
る
張
金
鳳
が
十
三

妹
を
説
き
伏
せ
︑
安
家
に
嫁
ぐ
こ
と
を
納
得
さ
せ
た
場
面
に
注
目
し
て
い
る
︒

こ
の
第
二
十
六
回
の
二
人
の
女
性
た
ち
の
議
論
を
描
い
た
部
分
こ
そ
︑
作

者
の
社
会
に
お
け
る
想
像
力
が
頂
点
を
迎
え
た
瞬
間
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

能
仁
寺
の
場
面
は
暴
力
の
要
素
を
多
く
含
む
が
︑
こ
の
回
も
同
様
に
様
々

な
暴
力
︑
す
な
わ
ち
生
活
様
式
の
衝
突
︑
概
念
に
よ
る
拘
束
︑
そ
し
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
解
放
と
い
う
暴
力
が
︑
描
か
れ
て
い
る
︒
何
玉
鳳
は

そ
れ
ま
で
疑
っ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
価
値
観
を
再
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
︑
強
い
葛
藤
に
襲
わ
れ
る
︒
︵
中
略
︶
彼
女
の
転
向
は
︑︵
中
略
︶
彼
女

を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
た
め
の
︑
啓
示
の
ド
ラ
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
に
お
い
て
﹁
自
分
の
縁
談
だ
け
は
︑
ど
ん
な
に
︑
英
雄
だ
︑

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
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豪
傑
だ
︑
と
い
っ
て
も
︑
天
命
の
ま
ま
に
︑
母
親
の
懐
に
だ
き
と
ら
れ
︑
母
親

の
す
る
な
り
に
な
る
ほ
か
な
い
ん
で
す⑦

﹂
と
い
う
張
金
鳳
の
こ
と
ば
を
十
三
妹

は
受
け
入
れ
る
︒
こ
の
受
け
入
れ
を
︑
王
徳
威
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
暴
力

と
し
て
意
味
づ
け
る
︒
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
︑
結
婚
に
よ
る
両
親
や
先
祖
へ
の

孝
養
で
あ
り
︑
自
由
な
生
活
を
し
て
い
た
彼
女
は
善
意
に
満
ち
た
張
金
鳳
や
安

家
の
人
々
に
よ
っ
て
巧
妙
に
︑
貞
淑
な
妻
と
し
て
主
体
化
さ
れ
て
し
ま
う
︒
王

徳
威
は
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
を
︑
自
由
で
あ
っ
た
人
間
が
貞
淑
な
妻
と
し
て
︑
強

制
的
に
主
体
化
さ
れ
る
物
語
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
見
解
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
十
三
妹
﹄
の
プ
ロ
ッ
ト
は
典
拠
の
そ
れ
を
ち

ょ
う
ど
転
倒
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
︒
本
作
は
︑
家
庭
の
妻
と
し
て
あ

り
た
い
人
物
が
︑
期
待
の
力
学
に
よ
り
民
衆
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
主
体
化

さ
れ
る
物
語
な
の
で
あ
る
︒
典
拠
に
お
い
て
彼
女
が
十
三
妹
か
ら
何
玉
鳳
に
な

る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
本
作
に
お
い
て
彼
女
は
何
玉
鳳
か
ら
十
三
妹
に
な
る
︒
泰

淳
は
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
を
︑
女
性
の
主
体
化
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
読
み
と
っ

た
う
え
で
︑
そ
れ
を
反
転
さ
せ
る
べ
く
﹃
三
侠
五
義
﹄
や
﹃
儒
林
外
史
﹄
に
お

け
る
抑
圧
さ
れ
た
女
性
の
挿
話
を
接
合
し
︑
小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
を
成
型
し
た
の

だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
部
分
的
に
十
三
妹
を
め
ぐ
る
語
り
を
失
調
さ
せ
る
こ
と
で
︑

女
性
を
主
体
化
す
る
力
学
が
︑
期
待
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
彼

女
の
立
場
を
強
制
的
に
表
象
し
︑
声
を
簒
奪
し
て
し
ま
う
こ
と
を
問
題
化
し
た
︒

﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
と
い
う
典
拠
に
改
変
を
施
す
こ
と
で
︑
も
と
の
プ
ロ
ッ
ト
と

反
対
の
論
理
が
構
造
化
さ
れ
た
作
品
︑
そ
れ
が
本
作
な
の
で
あ
る
︒

郭
偉
﹁
武
田
泰
淳
の
肉
筆
稿
﹁
城
隍
廟
附
近
﹂
そ
の
他
と
︑
裏
面
の
﹃
児
女

英
雄
伝
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
二
〇
一
八
・
三
︶
が
︑﹁
上
海
時
代

の
草
稿
﹁
城
隍
廟
附
近
﹂
の
裏
面
に
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
か
ら
の
抄
録
が
あ
る
﹂

と
述
べ
る
よ
う
に
︑
泰
淳
は
早
く
か
ら
十
三
妹
の
物
語
に
親
し
ん
で
い
た
︒
一

九
四
八
年
一
〇
月
の
時
点
で
︑
文
芸
誌
﹃
八
雲
﹄
に
﹁
女
賊
の
哲
学
﹂
と
い
う

物
語
を
発
表
し
て
も
い
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
︑
時
を
経
た
一
九
六
五
年
に
十
三

妹
へ
の
関
心
が
再
び
高
ま
っ
た
の
は
︑
同
時
代
に
忍
法
ブ
ー
ム
が
起
き
て
お
り
︑

武
侠
が
日
本
に
お
け
る
忍
者
と
近
親
性
の
あ
る
形
象
と
し
て
再
発
見
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
初
刊
﹁
あ
と
が
き
﹂
の
言
及
を
踏
ま
え
る
と
︑
中

国
現
代
小
説
が
日
本
に
お
い
て
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
︑
本
作
の
内
容
に
影
響

を
与
え
た
事
象
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

羅
広
斌
と
楊
益
言
に
よ
っ
て
共
同
執
筆
さ
れ
た
﹃
紅
岩
﹄
は
︑
中
華
人
民
共

和
国
成
立
直
前
の
時
期
に
お
け
る
︑
国
民
党
根
拠
地
重
慶
に
あ
っ
た
収
容
施
設

で
の
︑
共
産
党
員
た
ち
に
よ
る
獄
中
闘
争
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
︒
一
九
六

一
年
の
中
国
青
年
出
版
社
版
な
ど
複
数
の
単
行
本
が
発
行
さ
れ
︑
当
時
と
し
て

は
建
国
後
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
︒﹁
か
い
せ
つ
﹂︵
共
同
映
画
株
式

会
社
宣
伝
課
編
﹃
不
屈
の
人
び
と
︽
紅
岩
︾﹄
一
九
六
六
︑
東
明
宣
伝
企
画
︶

に
よ
れ
ば
︑﹁
中
国
で
は
︑
す
で
に
五
百
万
部
を
売
り
つ
く
し
︑
新
劇
︑
伝
統

劇
︑
オ
ペ
ラ
に
も
な
﹂
り
︑﹁
日
本
で
も
こ
の
小
説
﹁
紅
岩
﹂
が
︑
六
三
年
︑
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新
日
本
出
版
社
か
ら
三
好
一
訳
で
出
版
さ
れ
る
や
︑
た
ち
ど
こ
ろ
に
数
十
万
部

を
売
り
﹂
あ
げ
た
︒
映
画
化
さ
れ
た
作
品
は
﹁
不
屈
の
人
び
と
﹂︹
原
題
：﹁
烈

火
中
永
生
﹂︺
と
し
て
国
内
で
も
公
開
さ
れ
︑
そ
れ
も
相
ま
っ
て
日
本
で
も
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
化
し
た
︒

こ
の
作
品
で
は
︑
一
部
の
裏
切
り
者
を
除
い
て
︑
獄
中
闘
争
に
あ
た
る
登
場

人
物
に
︑
共
産
党
員
と
し
て
の
理
想
的
な
像
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ

し
︑
そ
の
よ
う
な
形
象
が
男
女
の
区
別
な
し
に
な
さ
れ
た
結
果
︑
家
庭
人
と
し

て
あ
り
た
い
女
性
が
理
想
的
革
命
家
と
し
て
主
体
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
機

制
を
有
し
て
い
る
︒
成
崗
と
江
雪
琴
と
い
う
人
物
同
士
の
会
話
を
検
討
し
て
み

よ
う
︒
幹
部
で
あ
る
成
崗
は
︑
工
作
に
お
け
る
女
性
の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
︒﹁
ぼ
く
は
あ
る
人
た
ち
は
恋
愛
し
︑
結
婚
す
る
と
︑
す
ぐ
に
く
だ
ら
ぬ

小
さ
な
“
家
庭
”
の
な
か
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
う
の
を
見
て
き
ま
し
た
︒
ち
っ

ぽ
け
な
憐
れ
む
べ
き
“
暖
か
さ
”
と
“
幸
福
”
が
簡
単
に
革
命
と
理
想
に
と
っ

て
か
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
⁝
⁝
﹂︒
彼
は
家
庭
生
活
の
優
先
が
︑
革
命
を
阻

害
し
て
し
ま
う
こ
と
を
打
ち
明
け
る
︒
対
し
て
︑
江
雪
琴
は
家
庭
の
問
題
が
革

命
の
下
位
に
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
︒﹁
あ
な
た
の
話
も
す
べ
て
正
し
い
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
﹂︑﹁
あ
た
し
に
は
可
愛
い
子
ど
も
が
い
る
わ
︒
で
も
彼
は

あ
た
し
の
仕
事
の
邪
魔
を
し
た
り
し
な
い
こ
と
よ
！⑧

﹂︵
第
三
章
︶
と
の
言
は
︑

革
命
と
家
庭
を
両
立
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
意
見
は
彼
女
自
身
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
︒
共
産
党
勢
力
の

拡
大
に
伴
い
︑
国
民
党
は
捕
虜
の
虐
殺
政
策
を
推
し
進
め
た
︒
中
米
合
作
所
の

う
ち
︑
入
れ
ば
二
度
と
戻
れ
な
い
白
公
館
行
が
決
ま
る
が
︑
彼
女
は
﹁
も
し
共

産
主
義
の
理
想
の
た
め
に
犠
牲
が
必
要
な
時
は
︑
わ
た
し
た
ち
は
︑
誰
で
も
が
︑

顔
色
一
つ
変
え
ず
︑
呼
吸
も
乱
さ
ず
に
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
し
︑

ま
た
こ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
﹂︵
二
五
章
︶
と
述
べ
︑
進
ん
で
犠
牲

と
な
る
︒
行
動
は
同
志
か
ら
﹁
わ
れ
わ
れ
は
江
雪
琴
の
言
葉
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
︒
嵐
の
前
で
も
︑
恐
れ
る
こ
と
な
く
︑
前
進
を
つ
づ
け
る
︒
試
練
の
ま
え

で
も
︑
顔
色
を
変
え
ず
︑
呼
吸
も
乱
さ
な
い
！⑨

﹂
︵
二
六
章
︶
と
力
強
く
肯
定

さ
れ
る
︒
成
崗
と
の
対
話
を
踏
ま
え
る
と
︑
彼
女
は
家
庭
に
対
す
る
愛
情
が
革

命
に
も
劣
ら
な
い
重
要
性
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
は
ず
だ
︒
し
か
し
︑
結
局
子

を
残
し
て
犠
牲
と
な
る
選
択
を
︑
彼
女
自
身
が
選
び
と
り
︑
ま
た
他
の
同
志
に

よ
る
肯
定
を
通
じ
て
︑
そ
の
選
択
が
正
し
い
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
︒
小
説

は
︑
家
庭
人
で
い
た
い
人
物
を
抗
日
女
性
と
し
て
主
体
化
し
︑
家
庭
が
革
命
よ

り
優
先
度
の
低
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
︑
巧
妙
に
正
当
化
す
る
で
あ
る
︒

﹃
紅
岩
﹄
は
抗
日
女
性
の
理
想
像
を
提
示
す
る
が
︑
そ
の
影
で
家
庭
を
二
次

的
な
問
題
と
し
て
し
ま
う
小
説
で
あ
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
十
三
妹
﹄

と
﹃
紅
岩
﹄
の
共
通
点
と
相
違
点
は
以
下
の
よ
う
に
素
描
で
き
る
︒﹃
十
三
妹
﹄

と
﹃
紅
岩
﹄
と
は
︑
女
性
が
不
平
等
な
社
会
に
対
峙
し
て
い
く
存
在
と
し
て
描

き
出
さ
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
女
性
を
共
産
党
員
と
し
て
主
体

化
す
る
に
あ
た
っ
て
︑﹃
紅
岩
﹄
が
反
省
の
な
い
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹃
十

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳
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三
妹
﹄
は
女
性
の
主
体
化
が
︑
た
と
え
積
極
的
な
価
値
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ

て
も
︑
彼
女
自
身
の
声
を
簒
奪
し
て
し
ま
う
可
能
性
に
意
識
的
で
あ
る
点
で
相

違
し
て
い
る
︒
作
家
は
︑
中
国
現
代
文
学
の
陥
穽
を
見
通
し
た
う
え
で
︑
自
ら

の
小
説
に
お
け
る
登
場
人
物
形
象
に
︑
そ
の
陥
穽
を
批
評
で
き
る
要
素
を
盛
り

込
み
つ
つ
小
説
を
制
作
し
た
︒
泰
淳
は
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
︑
共
産
党
の

公
式
主
義
的
な
文
学
に
批
判
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

伝
統
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
︑
社
会
的
不
均
衡
を
告

げ
知
ら
せ
る
存
在
と
し
て
再
生
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

注①

三
作
品
の
書
誌
的
事
項
に
関
し
て
は
︑
常
石
茂
﹁
解
説
﹂︵
奥
野
信
太
郎
ほ
か
訳

﹃
中
国
古
典
文
学
全
集
﹄
第
二
九
巻
︑
一
九
六
〇
︑
平
凡
社
︶︑
鳥
居
久
靖
﹁
解
説
﹂

︵
同
訳
﹃
中
国
古
典
文
学
大
系
﹄
第
四
八
巻
︑
一
九
七
〇
︑
平
凡
社
︶︑
稲
田
孝
﹁
解

説
﹂︵
同
訳
﹃
中
国
古
典
文
学
全
集
﹄
第
二
三
巻
︑
一
九
六
〇
︑
平
凡
社
︶
を
参
照

し
た
︒

②

原
文
﹁
鄧
九
公
這
裏
便
合
安
老
爺
坐
下
︐
又
要
了
壺
荸
薺
棗
児
酒
︐
説

：﹃
昨
日

喝
多
了
︐
必
得
投
一
投
︒﹄﹂︒
な
お
︑
泰
淳
が
ど
の
刊
本
を
参
照
し
た
の
か
明
ら
か

に
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
多
く
出
回
る
亜
東
図
書
館
本
を
使
用
し
て
比
較
を
行
っ
た
︒

書
誌
は
以
下
の
通
り
︒
文
康
﹃
児
女
英
雄
伝
﹄︵
一
九
二
〇
︑
亜
東
図
書
館
︶︑
石
玉

崑
﹃
三
侠
五
義
﹄︵
一
九
二
五
︑
亜
東
図
書
館
︶︑
呉
敬
梓
﹃
儒
林
外
史
﹄︵
一
九
二

二
改
版
本
︑
亜
東
図
書
館
︶︒

③

原
文
﹁
他
説

：﹁
名
叫
錦
娘
︒
只
因
身
遭
拐
騙
売
入
煙
花
︐
我
是
良
家
女
子
不
肯

依
従
︒
後
来
有
蒋
太
守
之
子
倚
仗
豪
勢
多
許
金
帛
︐
要
買
我
為
妾
；
我
便
仮
意
慇
懃

逓
酒
献
媚
︐
将
太
守
之
子
潅
得
大
酔
︐
得
便
脱
逃
出
来
︒
﹂
小
人
見
他
美
貌
︐
又
是

満
頭
珠
翠
︐
不
覚
邪
心
頓
起
︒
誰
知
女
子
譲
叫
不
従
﹂︵
第
一
一
回
︶︒
邦
訳
﹁
彼
女

は
﹁
名
を
錦
娘
と
言
い
ま
す
︒
騙
さ
れ
て
女
郎
屋
に
売
ら
れ
る
よ
う
な
目
に
遭
う
と

こ
ろ
で
し
た
が
︑
良
家
の
娘
で
あ
る
私
は
そ
れ
を
承
知
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
の
あ

と
蒋
太
守
の
息
子
が
権
勢
を
笠
に
着
て
多
く
の
お
金
で
私
を
妾
に
し
よ
う
と
し
ま
し

た
︒
私
は
慇
懃
な
ふ
り
を
し
て
︑
酒
を
注
い
で
媚
を
売
り
︑
ど
う
に
か
注
い
だ
酒
に

太
守
の
息
子
を
酔
わ
せ
︑
逃
げ
出
し
て
き
ま
し
た
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒
私
め
は
彼
女

の
美
貌
と
︑
ま
た
頭
に
装
飾
品
が
い
っ
ぱ
い
付
い
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
不
覚
に
も

よ
こ
し
ま
な
心
を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
女
が
叫
び
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
誰

が
知
る
で
し
ょ
う
﹂
︒
な
お
︑
﹃
十
三
妹
﹄
で
彼
女
を
妾
に
し
た
の
は
大
官
だ
と
さ
れ

る
が
︑
典
拠
で
は
大
官
の
息
子
に
よ
る
行
い
と
な
っ
て
い
る
︒

④

原
文
﹁
衆
人
見
着
那
婦
人
穿
了
衣
服
︐
起
来
又
磕
了
両
個
頭
︐
同
烏
亀
満
面
羞
愧

下
船
去
了
﹂︒

⑤

﹃
児
女
英
雄
伝
﹄
第
八
回
︑
公
子
が
﹁
姑
娘
︑
あ
な
た
の
呼
び
名
は
︑
九
ジ
ユ
ウ

十シ
ー

の

﹃
十シ
ー

﹄
の
字
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
と
も
︑
金チ
ン

石シ
ー

の
﹃
石シ
ー

﹄
の
字
な
ん
で
し
ょ

う
か
？
﹂︹
姑
娘
︑
你
這
称
呼
是
九
十
的
﹁
十
﹂
字
？
還
是
金
石
的
﹁
石
﹂
字
？
︺

と
尋
ね
る
と
︑
十
三
妹
は
﹁
わ
た
し
も
良
家
の
娘
な
ん
で
す
﹂︹
我
也
是
個
好
人
家

的
児
女
︺
と
眼
を
紅
く
す
る
︒

⑥

原
文
﹁
只
是
他
天
生
的
那
好
動
不
好
静
的
性
児
︐
仗
着
後
天
這
片
心
怎
生
扭
得
過

先
天
的
性
児
去
﹂︒

⑦

原
文
﹁
自
己
的
婚
姻
了
︐
甚
麼
叫
英
雄
呀
︐
豪
傑
呀
︐
只
有
聴
天
由
命
︐
一
跤
跌

在
娘
懐
裏
︐
由
娘
去
怎
麼
好
︐
怎
麼
好
﹂
︒

⑧

原
文
﹁
我
見
一
些
人
︐
恋
愛
︑
結
婚
︐
很
快
就
掉
進
庸
俗
窄
小
的
$
家
庭
%
中
去

了
︐
一
点
可
怜
的
$
温
暖
%
和
$
幸
福
%
︐
軽
易
地
代
替
了
革
命
和
理
想
⁝
⁝
﹂︑

﹁
你
的
話
也
不
全
対
﹂
︑﹁
我
有
個
可
愛
的
孩
子
︐
他
併
没
有
妨
碍
我
的
工
作
呀
！
﹂︒

引
用
に
あ
た
っ
て
本
稿
で
は
︑
最
初
期
の
単
行
本
で
あ
る
羅
広
斌
ほ
か
﹃
紅
岩
﹄

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳
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︵
一
九
六
一
︑
中
国
青
年
出
版
社
︶
を
参
照
し
た
︒

⑨

原
文
﹁
如
果
需
要
為
共
産
主
義
的
理
想
而
犠
牲
︐
我
們
毎
一
個
人
︐
都
応
該
︑
也

可
以
做
到

︱
顔
不
変
色
︐
心
不
跳
﹂︑﹁
我
們
都
記
住
江
姐
的
話
︐
在
風
険
面
前
︐

決
不
退
縮
︐
一
往
直
前
；
在
考
験
面
前
︐
顔
不
変
色
︐
心
不
跳
！
﹂︒

︹
付
記
︺

泰
淳
の
文
章
の
引
用
は
初
出
に
拠
っ
た
︒
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
︑
ル
ビ
や

参
考
資
料
の
副
題
は
適
宜
省
略
し
た
︒
引
用
文
中
の
︵
中
略
︶︑
／
(改
行
︶︑

︹

︺︵
注
記
︶
は
藤
原
に
よ
る
︒
典
拠
邦
訳
に
関
し
て
は
奥
野
信
太
郎
ほ
か
訳

﹃
中
国
古
典
文
学
全
集
﹄
第
二
九
巻
︵
一
九
六
〇
︑
平
凡
社
︶︑
奥
野
信
太
郎
ほ

か
訳
﹃
中
国
古
典
文
学
全
集
﹄
第
三
〇
巻
︵
一
九
六
〇
︑
平
凡
社
︶︑
鳥
居
久

靖
訳
﹃
中
国
古
典
文
学
大
系
﹄
第
四
八
巻
︵
一
九
七
〇
︑
平
凡
社
︶︑
稲
田
孝

訳
﹃
中
国
古
典
文
学
全
集
﹄
第
二
三
巻
︵
一
九
六
〇
︑
平
凡
社
︶
を
参
照
し
た

が
︑
三
冊
目
の
み
抄
訳
の
た
め
︑
引
用
箇
所
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
は
稿
者

訳
で
補
っ
た
︒﹃
紅
岩
﹄
の
邦
訳
に
関
し
て
は
︑
羅
広
斌
・
楊
益
言
︑
三
好
一

訳
﹃
紅
岩
﹄
上
中
下
巻
︵
一
九
六
三
︑
新
日
本
出
版
社
︶
を
参
照
し
た
︒
そ
の

他
の
中
国
語
文
献
の
邦
訳
は
︑
論
者
に
よ
る
︒
な
お
本
稿
は
︑
第
二
七
回
占
領

開
拓
期
文
化
研
究
会
︵
二
〇
一
八
年
一
月
二
一
日
︑
於
立
命
館
大
学
︶
で
の
口

頭
発
表
を
経
て
作
成
し
た
︒
各
席
上
で
ご
指
導
頂
い
た
方
々
に
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
る
︒

十
三
妹
に
さ
れ
た
何
玉
鳳
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二


