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翻
訳

楊
絳
「
陳
衡
哲
女
史
を
偲
ぶ
」

櫻
庭
ゆ
み
子
訳

は
じ
め
に

二
〇
一
六
年
に
一
〇
四
歳
で
世
を
去
っ
た
稀
代
の
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
楊
絳
は
、
晩
年
に
最
愛
の
一
人
娘（

（
（

を
病
で
失
い
、
そ
の
翌
年
に
文

学
の
導
き
手
で
も
あ
り
人
生
の
伴
侶
で
も
あ
っ
た
夫
銭
鍾
書（

（
（

を
亡
く
す
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
が
、
深
い
悲
し
み
の
中
で
も
決
し

て
筆
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
続
け
た
。
そ
う
し
て
書
か
れ
た
作
品
の
中
に
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
直
前
に
知
り
合

っ
た
陳
衡］

（
［

哲（
3
（

、
任
鴻］

（
［

雋（
4
（

夫
婦
を
哀
惜
の
情
を
込
め
て
追
憶
す
る
一
篇
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
先
の
見
え
な
い
状
況
下
に
あ
っ
て
大
陸
に
残
る
か
否
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
知
識
人
た
ち
の
様
相
が
、
些
細
で
具
体
的
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
克
明
に
描
き
出
さ
れ
、
そ
の
後
狂
い
を
生
じ
た
制
度
に
翻
弄
さ
れ
る
彼
ら
を
文
字
の
中
で
見
事
に
よ
み
が
え
ら

せ
て
い
る
。
大
切
な
人
々
が
歴
史
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
て
忘
却
さ
れ
ぬ
よ
う
記
憶
の
再
現
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
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人
間
が
人
間
た
る
所
以
で
あ
る
記
憶
を
消
失
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
今
日
へ
と
つ
な
が
る
時
の
流
れ
に
据
え
置
い
て
伝
え
る
べ
き
真
実

を
伝
え
る
。
気
の
置
け
な
い
仲
で
あ
っ
た
存
在
へ
の
情
の
発
露
と
同
時
に
、
常
に
起
こ
り
う
る
社
会
の
ゆ
が
み
を
指
摘
し
歴
史
の
教
訓

と
す
る
批
判
精
神
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
見
事
な
一
篇
で
あ
る
。

作
家
楊
絳
に
最
後
ま
で
付
き
添
い
世
話
役
を
務
め
た
呉
学
昭
女
史
の
許
可
を
得
て
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

尚
、
底
本
に
は
『
雑
憶
與
雑
写　

一
九
九
二
―
二
〇
一
三
』（
生
活
・
讀
書
・
新
知　

三
聯
書
店
、
二
〇
一
五
年
四
月
（
所
収
の
「
懐

念
陳
衡
哲
」
を
使
用
し
た
。

「
陳
衡
哲
女
史
を
偲
ぶ
」

私
が
初
め
て
陳
衡
哲
女
史
に
お
会
い
し
た
の
は
一
九
四
九
年
、
儲
安
平
さ
ん（

5
（

の
お
宅
で
だ
っ
た
。
儲
安
平
さ
ん
は
任
鴻
雋
、
陳
衡
哲

ご
夫
妻
が
上
海
に
移
っ
て
こ
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
自
宅
に
宴
の
席
を
設
け
て
客
を
招
き
、
ご
夫
妻
を
歓
迎
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
儲
さ
ん
は
す
で
に
離
婚
し
、
ホ
ス
ト
役
の
女
性
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
も
て
な
し
側
と
し
て
私
を
招
き
、
女

性
客
の
相
手
を
補
佐
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
わ
け
だ
っ
た
。
鍾
書
が
す
で
に
私
に
代
わ
っ
て
承
諾
し
て
い
た
。

鍾
書
は
当
時
中
央
図
書
館（

6
（

の
英
文
編
集
長
を
務
め
て
お
り
、
毎
月
必
ず
南
京
に
仕
事
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
儲
安

平
さ
ん
が
任
、
陳
ご
夫
婦
の
た
め
に
酒
宴
を
設
け
た
そ
の
日
は
あ
い
に
く
南
京
に
行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
夕
食
前
に
上
海
に
戻
っ
て
く
る

の
は
無
理
だ
っ
た
。
儲
さ
ん
の
お
宅
は
共
同
租
界
に
あ
り
、
私
た
ち
の
住
ま
い（

7
（

は
フ
ラ
ン
ス
租
界
だ
っ
た
の
で
、
遠
い
だ
け
で
な
く
交

通
の
便
も
悪
い
。
し
か
も
私
は
社
交
が
苦
手
で
、
一
人
で
の
お
呼
ば
れ
は
気
が
引
け
て
な
ら
な
か
っ
た
。
鍾
書
が
出
か
け
る
前
に
、

「
行
き
た
く
な
く
な
っ
た
わ
。
行
か
な
く
て
も
い
い
か
し
ら
？
」
と
相
談
を
持
ち
掛
け
る
と
、
鍾
書
は
ち
ょ
っ
と
考
え
「
行
く
べ
き
だ
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ね
」
と
答
え
た
。
鍾
書
が
「
行
く
べ
き
」
と
い
う
時
、
私
は
大
抵
聞
き
入
れ
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
そ
れ
で
覚
悟
を
決
め
一
人
で
お
招

き
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
路
面
バ
ス
に
も
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
三
輪
車（

8
（

に
乗
り
換
え
て
儲
さ
ん
宅
ま
で
乗
り
付
け
た
。

そ
の
晩
の
宴
席
は
二
つ
の
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
が
し
つ
ら
え
て
あ
り
、
多
く
の
客
が
来
て
い
た
。
大
多
数
の
顔
は
見
覚
え
が
あ
っ
た
。

し
か
し
私
は
社
交
辞
令
が
言
え
ず
、
見
知
ら
ぬ
人
に
は
し
り
込
み
す
る
し
、
名
前
も
覚
え
ら
れ
な
い
の
で
、
誰
が
い
た
の
か
そ
の
名
前

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
王
雲
吾
氏（

9
（

が
い
ら
し
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
席
上
し
ば
し
ば
上
海
語
で
「
私
、
雲
吾
が
」
と
声
を
張
り

上
げ
て
お
ら
れ
た
か
ら
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
劉
大
傑
氏（

（1
（

も
。
儲
安
平
氏
が
陳
衡
哲
女
史
に
私
を
紹
介
し
た
時
、
劉
氏
は
「
な
ん
て

こ
っ
た
、
き
ょ
う
銭
鍾
書
が
来
ら
れ
な
い
な
ん
て
、
惜
し
い
惜
し
い
。
彼
ら
二
人
こ
そ
本
当
の
才
子
佳
人
な
の
に
」
と
地
団
駄
踏
ん
で

悔
し
が
っ
た
。

私
は
「
佳
人
」
と
称
さ
れ
る
に
値
し
な
い
し
、
第
一
こ
ん
な
言
い
草
も
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
た
だ
横
で
守
っ
て
く
れ
る
鍾
書
が

い
な
い
か
ら
に
は
自
分
で
踏
ん
張
る
し
か
な
い
。
そ
れ
で
と
っ
さ
に
「
陳
先
生
は
才
子
佳
人
を
一
身
に
備
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

ね
」
と
答
え
た
。

陳
衡
哲
女
史
は
眼
鏡
の
奥
に
美
し
い
瞳
を
お
持
ち
で
、
そ
れ
は
す
ぐ
目
に
つ
い
た
。
私
の
言
葉
を
耳
に
し
た
と
た
ん
、
彼
女
が
、
傍

ら
に
立
っ
た
上
品
な
す
ら
り
と
背
の
高
い
男
性
と
視
線
を
交
わ
し
た
の
で
、
そ
の
方
が
任
先
生
に
違
い
な
い
と
わ
か
っ
た
。
女
史
の
眼

の
奥
の
笑
い
が
任
先
生
の
口
元
に
伝
わ
っ
た
の
が
見
え
、
内
心
少
々
慌
て
て
自
問
し
た
。「
見
当
違
い
の
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
だ

ろ
う
か
？　

こ
の
才
子
を
無
視
す
る
失
礼
を
し
で
か
し
た
か
？　

で
も
才
子
だ
っ
て
才
子
を
娶
っ
た
っ
て
い
い
は
ず
」。
私
は
真
っ
赤

に
な
っ
て
任
先
生
と
も
握
手
を
交
わ
し
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
日
の
女
性
客
は
全
部
で
三
人
だ
っ
た
。
一
人
は
私
、
そ
し
て
陳
衡
哲
女
史
と
ほ
か
に
も
う
一ひ

と
か
た方

が
黄
郛
夫
人（

（（
（

だ
っ
た
。
お
二
人

は
あ
き
ら
か
に
昔
な
じ
み
の
よ
う
で
あ
る
。
皆
が
席
に
着
く
と
、
お
二
人
は
並
ん
で
私
の
向
か
い
側
の
席
に
座
り
、
私
は
ド
ア
と
向
き
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合
う
席
に
座
っ
た
。
別
の
テ
ー
ブ
ル
は
部
屋
の
奥
に
し
つ
ら
え
て
あ
っ
た
。
そ
の
テ
ー
ブ
ル
か
ら
は
「
私
、
雲
吾
は
」
と
い
う
大
き
な

声
が
頻
繁
に
耳
に
届
く
。
ホ
ス
ト
と
任
先
生
は
い
ず
れ
も
そ
ち
ら
の
テ
ー
ブ
ル
に
お
り
、
議
論
す
る
声
に
混
ざ
っ
て
時
お
り
笑
い
が
お

こ
っ
た
。
私
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
で
は
女
性
客
の
た
め
か
幾
分
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た
。
多
分
に
私
が
も
て
な
す
こ
と
が
不
得
手
だ
っ
た
た
め

だ
が
、
そ
れ
で
こ
ち
ら
側
は
向
こ
う
側
ほ
ど
に
ぎ
や
か
で
は
な
く
、
大
声
で
し
ゃ
べ
っ
た
り
笑
っ
た
り
す
る
者
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
近

く
の
人
と
小
声
で
言
葉
を
交
わ
す
程
度
だ
っ
た
。

私
は
陳
衡
哲
女
史
が
食
べ
る
ふ
り
を
し
て
、
目
の
前
の
器
を
見
つ
め
な
が
ら
、
手
に
箸
を
持
っ
て
、
肘
で
そ
っ
と
黄
夫
人
を
つ
つ
い

た
の
を
目
に
し
た
。
小
声
で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
だ
が
、
話
を
し
て
い
る
感
じ
で
は
な
い
。
一
つ
の
文
字
を
発
す
る
と
、
少
し
間
を
置

い
て
ま
た
一
つ
文
字
が
出
て
く
る
。
二
寸
ほ
ど
の
言
葉
を
一
尺
ま
で
引
き
延
ば
し
、
二
音
節
ご
と
に
間
隔
を
一
寸
か
二
寸
置
く
。
ま
る

で
一
つ
一
つ
の
文
字
が
独
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
。
私
は
つ
な
げ
て
み
た
。
こ
う
言
っ
て
い
た
。「
ね
え
見
て
、
彼
女
誰
か
に
似
て

い
な
い
？
」
黄
郛
夫
人
は
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
の
向
こ
う
か
ら
私
に
何
度
か
目
を
走
ら
せ
た
。
そ
し
て
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
に
「
似
て
る
！　

似
て
る
！　

そ
っ
く
り
よ
！
」
と
続
け
ざ
ま
に
声
を
上
げ
た
。
私
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
い
る
の
だ
。
そ
知
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
し

か
な
か
っ
た
。
た
だ
彼
女
た
ち
の
視
線
が
時
々
私
の
視
線
と
ぶ
つ
か
っ
た
時
は
、
軽
く
微
笑
み
返
し
た
。

宴
会
が
お
開
き
に
な
っ
て
か
ら
、
黄
郛
夫
人
が
テ
ー
ブ
ル
を
回
っ
て
き
て
私
の
手
を
取
り
こ
う
切
り
出
し
た
。「
あ
な
た
、
私
の
妹

と
そ
っ
く
り
な
の
よ
！
」
私
は
ど
う
答
え
て
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
か
な
り
気
づ
ま
り
だ
っ
た
。
す
か
さ
ず
黄
郛
人
が
続
け
た
。「
で

も
ね
、
妹
は
私
み
た
い
ん
じ
ゃ
全
く
な
い
の
。
と
っ
て
も
美
人
よ
」。
黄
夫
人
は
き
ち
ん
と
し
て
い
る
が
鷹
揚
で
あ
る
。
髪
を
引
っ
詰

め
に
し
化
粧
っ
気
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
品
格
が
あ
っ
た
。
私
は
彼
女
に
こ
う
言
わ
れ
て
ま
す
ま
す
き
ま
り
が
悪
く
な
っ
た
。
美
人
で

な
く
と
も
美
人
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
似
て
い
る
か
否
か
も
自
分
で
ど
う
の
こ
う
の
で
き
る
も
の
で
も

な
い
。
幸
い
に
陳
衡
哲
女
史
が
す
ぐ
や
っ
て
き
て
私
を
脇
に
引
き
寄
せ
、
三
人
が
寄
り
添
う
よ
う
に
座
っ
た
の
で
、
何
は
ば
か
る
こ
と
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な
く
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
ほ
と
ん
ど
は
お
二
人
が
質
問
し
て
私
は
答
え
る
だ
け
だ
っ
た
。

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
に
清
華
大
学
に
移
る
と
、
張
奚
若
夫
人（

（1
（

が
す
ぐ
に
打
ち
解
け
、
私
が
彼
女
の
親
友
と
と
て
も
良
く
似
て
い

る
、
外
見
も
話
し
方
も
似
て
い
て
、
性
格
も
似
て
い
る
、
と
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
彼
女
と
懇
意
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
親
友
に
つ
い
て

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
黄
郛
夫
人
の
妹
で
、
夭
逝
し
た
才
女
だ
っ
た
と
い
う
。
黄
郛
夫
人
が
親
し
く
私
の
手
を
取
っ
た
の
は
、
亡
き

妹
の
面
影
を
見
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。『
紅
楼
夢
』
の
「
五
児
が
勘
違
い
の
愛
を
受
け
る（

（1
（

」
で
あ
る
。

黄
郛
夫
人
は
、
私
を
家
ま
で
送
る
か
ら
、
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
彼
女
は
黒
の
真
新
し
い
セ
ダ
ン
に
乗
っ
て
い
た

―
当
時
乗
用

車
に
乗
っ
て
く
る
客
は
少
な
か
っ
た
。
陳
衡
哲
女
史
も
、
送
る
か
ら
、
と
お
っ
し
ゃ
る
。
任
鴻
雋
先
生
が
住
所
を
調
べ
る
と
、
任
先
生

の
車
に
送
っ
て
も
ら
う
の
が
道
な
り
で
都
合
が
い
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
で
私
は
そ
の
緑
の
中
古
車
で
家
ま
で
送
っ
て
い
た
だ
い

た
。
黄
郛
夫
人
は
一
度
私
を
家
に
迎
え
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。
彼
女
が
住
ん
で
い
た
の
は
庭
付
き
の
洋
館
で
あ
る
。
屋
敷
の
正
面
は
壁

一
面
に
白
い
バ
ラ
が
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
彼
女
は
私
に
露
の
つ
い
た
白
薔
薇
を
両
手
い
っ
ぱ
い
贈
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
す
る

と
、
私
が
初
め
て
陳
衡
哲
先
生
に
お
会
い
し
た
の
は
バ
ラ
が
咲
き
誇
る
春
の
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

抗
日
戦
争
が
勝
利
に
終
わ
り
、
鍾
書
は
中
央
図
書
館
に
正
式
の
職
を
得
、
さ
ら
に
上
海
曁
南
大
学（

（1
（

で
教
授
兼
「
英
国
文
化
叢
書（

（1
（

」
の

編
集
委
員
に
就
任
し
た
。
鍾
書
は
「
英
国
文
化
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
任
鴻
雋
先
生
に
ご
専
門
分
野
の
小
冊
子
を
翻
訳
し
て
い
た
だ
こ

う
と
、
任
先
生
の
ご
自
宅
に
直
接
訪
問
す
る
こ
と
に
し
た
。
私
も
鍾
書
と
一
緒
に
行
き
、
車
で
送
っ
て
も
ら
っ
た
お
礼
を
述
べ
た
。
二

日
後
ご
夫
婦
が
そ
ろ
っ
て
私
た
ち
の
家
を
訪
問
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
た
ち
の
住
ま
い
は
当
時
蒲
石
路
蒲
園（

（1
（

に
あ
り
、
近
く
に
有
名
な

点
心
の
店
が
あ
っ
た
。
そ
こ
の
鶏
肉
の
包
子
は
特
に
人
気
が
あ
っ
た
。
皮
が
ふ
ん
わ
り
し
て
肉
汁
が
た
っ
ぷ
り
あ
り
、
餡
も
き
め
細
か

く
ほ
ど
よ
い
味
付
け
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
お
手
伝
い
さ
ん
に
も
て
な
し
用
に
買
っ
て
来
て
も
ら
っ
た
。
任
先
生
は
大
変
ご
満
悦
だ
っ
た
。

そ
の
後
ま
も
な
く
陳
先
生
が
私
た
ち
を
お
茶
に
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
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二
人
は
貝
当
路
に
あ
る
貝
当
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト（

（1
（

に
住
ん
で
お
ら
れ
た
。
互
い
の
家
は
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
お
ら
ず
、
交
通
の
便
が
と
り

わ
け
良
か
っ
た
。
う
ち
の
戸
口
を
出
て
少
し
歩
い
た
と
こ
ろ
に
路
面
バ
ス
の
停
留
場
が
あ
る
。
路
面
バ
ス
は
混
ま
な
い
。
バ
ス
停
を
三

か
所
ほ
ど
経
て
下
車
し
、
そ
れ
か
ら
少
し
歩
く
と
先
方
に
つ
い
た
。
私
た
ち
は
厚
手
の
タ
オ
ル
を
二
枚
持
参
し
、
点
心
舗
で
蒸せ

い
ろ
う籠

か
ら

出
た
て
の
鶏
肉
包
子
を
買
い
、
そ
れ
を
二
重
に
し
た
タ
オ
ル
で
包
み
あ
ち
ら
の
お
宅
ま
で
運
ぶ
と
、
包
子
は
ま
だ
冷
め
ず
、
熱
々
だ
っ

た
。
任
先
生
は
鶏
肉
包
子
を
相
変
わ
ら
ず
賞
賛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

当
時
、
私
た
ち
の
娘
は
す
で
に
病
が
癒
え
て
学
校
に
通
っ
て
い
た
し
、
家
に
は
お
手
伝
い
さ
ん
が
い
た
。
私
は
震
旦
女
子
文
理
学
院（

（1
（

で
、
二
、
三
科
目
を
担
当
し
て
お
り
、
日
々
の
暮
ら
し
は
ぐ
ん
と
楽
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
数
年
間
は
疲
労
困
憊
だ

っ
た
。
非
常
勤
講
師
を
い
く
つ
か
こ
な
し
、
授
業
の
ほ
か
に
家
庭
教
師
を
し
、
残
り
の
時
間
を
執
筆
業
に
あ
て
、
そ
の
う
え
台
所
の
は

し
た
め
役
も
担
当
。
疲
労
が
病
を
引
き
起
こ
し
、
毎
日
三
時
か
四
時
に
な
る
と
微
熱
が
出
て
、
体
重
も
毎
月
の
よ
う
に
一
ポ
ン
ド
ず
つ

減
っ
て
い
っ
た
。
疲
れ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
が
、
医
者
は
原
因
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
生
来
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
た
ち
で
、

暇
な
時
で
も
本
を
見
な
が
ら
セ
ー
タ
ー
を
編
む
。
両
手
が
自
動
化
し
た
機
械
の
如
く
動
く
。
け
れ
ど
も
微
熱
が
毎
日
続
い
て
ぐ
っ
た
り

し
、
読
書
も
編
み
物
も
す
る
気
が
し
な
か
っ
た
。
父
が
す
で
に
逝
き（

（1
（

、
以
前
の
よ
う
に
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
父
の
も
と
で
姉
や
妹
た
ち
と
談

笑
す
る
こ
と
も
も
う
か
な
わ
な
か
っ
た
。
鍾
書
は
仕
事
で
忙
し
く
、
暇
が
あ
れ
ば
読
書
に
勤
し
ん
で
い
た
。
ち
ょ
う
ど
『
宋
詩
紀
事（

11
（

』

を
読
ん
で
い
て
、
よ
く
近
く
の
合
衆
図
書
館（

1（
（

に
も
調
べ
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
邪
魔
を
し
た
く
な
か
っ
た
。

折
よ
く
、
任
鴻
雋
先
生
も
陳
衡
哲
女
史
よ
り
忙
し
く
さ
れ
て
い
た
、
陳
衡
哲
女
史
の
ほ
う
は
ち
ょ
う
ど
ト
イ
ン
ビ
ー］

3
［

の
西
洋
史
四
巻

本
を
ひ
も
と
き
、
第
三
巻
目
の
後
半
ま
で
読
み
進
ま
れ
て
い
た
が
、
視
力
が
衰
え
て
い
る
た
め
、
毎
日
四
時
半
に
目
を
休
め
る
た
め
の

休
憩
を
と
ら
れ
た
。
そ
れ
で
よ
く
私
た
ち
を
お
茶
に
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
。（「T

ea

を
飲
み
に
」
と
称
さ
れ
る
の
だ
が
、
実
際
は
い
つ

も
コ
ー
ヒ
ー
だ
っ
た
（
淹
れ
て
い
た
だ
く
コ
ー
ヒ
ー
は
濃
厚
で
香
り
が
あ
り
、
私
に
は
と
て
も
お
い
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
鍾
書
と
私
は
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途
中
つ
い
で
に
蒸
籠
か
ら
出
た
て
の
鶏
肉
包
子
を
一
蒸
籠
分
買
い
求
め
、
タ
オ
ル
に
く
る
ん
で
持
っ
て
行
っ
た
。
任
先
生
は
い
つ
も
と

て
も
愛
で
ら
れ
た
。
鍾
書
は
任
先
生
と
馬
が
合
い
、
私
は
陳
衡
哲
女
史
と
馬
が
合
っ
た
。
何
回
か
「T

ea

」
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
鍾
書
が
一
人
で
訪
問
し
て
み
た
ら
と
励
ま
す
の
で
、
私
も
喜
ん
で
伺
う
こ
と
に
し
た
。
と
い
う
の
も
任
先
生
は
仕
事
を
中
断
し
て

も
て
な
し
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
、
鍾
書
も
ま
た
仕
事
を
置
い
て
私
に
付
き
合
っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
分
か
っ
た
か
ら
だ
。
私
と
陳
衡

哲
女
史
と
言
え
ば
、「T

ea
」
で
顔
を
合
わ
せ
る
ほ
か
に
も
、
手
紙
で
も
電
話
で
も
や
り
取
り
を
し
た
。
一
人
で
伺
う
と
き
に
任
先
生

が
ご
在
宅
な
ら
ば
、
先
生
の
た
め
に
鶏
肉
包
子
を
携
え
て
い
っ
た
。
で
も
先
生
の
お
仕
事
を
邪
魔
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ご
夫
妻
の

応
接
間
は
そ
れ
な
り
の
広
さ
が
あ
り
、
東
側
半
分
が
任
先
生
が
仕
事
を
な
さ
る
場
所
で
、
西
側
は
寝
室
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
私
は
陳

衡
哲
女
史
と
よ
く
客
間
の
西
側
の
寝
室
側
の
近
く
で
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
。

任
先
生
へ
の
お
土
産
に
は
鶏
肉
包
子
の
持
参
が
習
慣
と
な
っ
た
。
鍾
書
は
よ
く
「
一
騎
の
紅こ

う
じ
ん塵

妃ひ

子し

笑
う（

11
（

」
と
冷
や
か
し
た
。
任
先

生
は
鶏
肉
包
子
を
召
し
あ
が
る
う
ち
に
ま
す
ま
す
魅
入
ら
れ
、
や
み
つ
き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
と
陳
衡
哲
女
史
の
ほ
う
は
鶏
肉
包

子
に
は
そ
れ
ほ
ど
惹
か
れ
な
か
っ
た
。

陳
衡
哲
女
史
を
、
私
は
面
と
向
か
っ
て
は
陳
先
生
と
呼
び
、
手
紙
で
は
莎
菲
先
生
、
我
が
家
で
は
陳
衡
哲
と
呼
ん
で
い
た
。
彼
女
は

私
に
「
二
姐
」
と
呼
ば
せ
た
が
っ
た
。
弟
さ
ん
の
陳
益
（
謙
受
（
が
私
の
幼
馴
染
み
の
蒋
恩
鈿（

11
（

と
結
婚
し
て
い
た
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も

陳
益
は
私
を
年
上
格
と
み
な
し
て
い
た
。
彼
の
一
番
上
の
姉
の
長
男
の
嫁
を
私
が
五
姑
と
呼
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。（
胡
適
『
四
十

自
述（

11
（

』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
楊
志
洵
先
生（

11
（

の
こ
と
を
私
は
景
叔
公
と
呼
ん
で
い
た
。
五
姑
は
叔
公
の
娘
だ
っ
た
（。
当
時
陳
衡
哲
女
史

の
年
齢
を
私
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
年
長
者
の
は
ず
だ
と
は
思
っ
て
い
た
。
近
頃
彼
女
に
関
す
る
伝
記
を
読
ん
で
知
っ
た
の
だ
が
、

私
よ
り
二
十
歳
も
年
上
だ
っ
た
。
そ
ん
な
に
年
が
上
だ
と
は
少
し
も
感
じ
な
か
っ
た
し
、
彼
女
に
も
偉
そ
う
な
そ
ぶ
り
は
全
く
な
か
っ

た
。
私
た
ち
は
と
て
も
馬
が
合
い
何
で
も
話
し
た
。
女
史
は
私
と
一
緒
の
時
に
若
返
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
接
し
た
の
は
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若
々
し
い
陳
衡
哲
だ
っ
た
。

話
が
彼
女
と
同
輩
の
女
子
留
学
生
に
及
ん
だ
時
は
、
た
だ
「
私
た
ち
は
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
た
だ
け
よ
。
あ
の
当
時
高
等
教
育
を
受

け
た
女
子
学
生
は
本
当
に
少
な
か
っ
た
か
ら
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
る
だ
け
だ
っ
た
。
私
は
「
五
児
」
が
間
違
っ
て
愛
さ
れ
る
、
と
い
う
わ

け
で
も
な
く
、
親
族
間
の
年
上
年
下
と
い
っ
た
関
係
で
も
な
く
、
ふ
い
に
出
会
っ
た
友
人
の
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。

女
史
は
以
前
私
に
『
小
雨
点（

11
（

』
を
送
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
彼
女
の
幾
首
か
の
旧
詩
の
ほ
う
を
さ
ら
に
気
に
入
っ
て
い

て
、
前
に
読
ん
だ
時
に
、
彼
女
を
聡
明
で
か
わ
い
ら
し
い
と
感
じ
た
も
の
だ
。
以
前
胡
適
に
宛
て
た
手
紙
の
中
の
言
葉
、「
你
不
先
生

我
，
我
不
先
生
你；

你
若
先
生
我
，
我
必
先
生
你
（
あ
な
た
が
私
を
先
生
と
言
わ
ぬ
な
ら
、
私
も
貴
方
を
先
生
と
言
わ
な
い
。
も
し
先

生
と
言
う
な
ら
私
も
絶
対
に
先
生
と
言
わ
な
く
ち
ゃ
（（

11
（

」
こ
れ
も
気
に
入
っ
て
い
る
。
と
て
も
セ
ン
ス
が
い
い
。
私
は
身
の
程
知
ら
ず

に
も
自
分
の
二
冊
の
戯
曲（

11
（

を
お
渡
し
し
て
批
評
を
仰
い
だ
。
彼
女
は
読
ん
だ
後
に
、「
鏡
を
見
て
書
い
た
も
の
で
は
な
い
わ
ね
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
た
。
二
冊
は
ず
っ
と
彼
女
の
化
粧
台
の
上
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

私
は
ご
夫
婦
の
常
連
で
、
お
二
人
は
私
を
客
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
お
宅
に
伺
う
と
、
二
人
が
ち
ょ
う
ど
喧
嘩
の
最
中

だ
っ
た
。
陳
先
生
が
そ
の
痩
せ
て
小
さ
な
体
を
張
っ
て
「
大
」
の
字
を
作
っ
て
い
る
。
両
足
を
広
げ
て
ふ
ん
ば
り
、
両
手
は
左
右
に
目

い
っ
ぱ
い
広
げ
て
寝
室
の
ド
ア
を
ふ
さ
ぎ
、
任
先
生
を
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
任
先
生
は
背
を
丸
め
て
「
虎
が
伏
せ
る
」
格

好
で
、
脇
か
ら
突
破
し
よ
う
と
試
み
る
が
成
功
し
な
い
。
陳
先
生
は
勝
ち
を
お
さ
め
て
ご
満
悦
、
茶
目
っ
気
た
っ
ぷ
り
に
笑
っ
た
。
負

け
を
喫
し
た
任
先
生
も
ひ
た
す
ら
笑
っ
て
い
た
。
私
も
一
緒
に
な
っ
て
笑
っ
た
。
二
人
は
私
が
い
る
こ
と
を
全
く
気
に
し
な
か
っ
た
し
、

私
も
き
ま
り
悪
さ
を
感
じ
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
。

よ
く
自
慢
気
に
「
私
の
友
人
の
某
某
は
」
と
い
う
人
物
が
、
私
と
鍾
書
に
「
昨
晩
陳
衡
哲
家
で
夕
食
を
取
り
夜
更
け
ま
で
語
り
合
っ

て
、
そ
れ
で
彼
ら
の
客
間
の
ソ
フ
ァ
ー
で
一
晩
寝
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
翌
日
陳
衡
哲
女
史
に
会
っ
た
時
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に
確
認
し
て
み
た
。
す
る
と
陳
女
史
は
「
う
ち
の
こ
の
ソ
フ
ァ
ー
を
御
覧
な
さ
い
な
、
あ
の
人
が
眠
れ
る
と
思
う
？
」
と
答
え
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
晩
誰
も
夕
食
に
は
招
か
れ
て
い
な
い
。
彼
女
は
こ
の
話
を
任
先
生
に
話
し
、
二
人
で
笑
っ
て
い
た
。
私
も
大
い
に
見
識

を
積
ん
だ
の
だ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
陳
衡
哲
家
に
は
男
の
使
用
人
が
一
人
い
て
、
陳
女
史
は
「
わ
れ
ら
が
労
働
者
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
「
労
働
者
」
は
女

主
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
用
を
な
さ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
必
要
な
時
に
し
ば
し
ば
家
に
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
彼
女
が
お
茶
や
食
事
に
誰

か
を
呼
ぶ
時
は
よ
く
「
少
し
早
く
来
て
手
伝
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
私
を
誘
っ
た
。
あ
る
時
な
ど
は
真
剣
な
顔
で
早
め
に
来
る
よ
う
に

と
頼
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
私
の
任
務
は
、
魔
法
瓶
三
つ
を
床
か
ら
テ
ー
ブ
ル
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
だ
っ
た
。
魔
法
瓶
も
五
ポ
ン
ド
の
水

が
入
る
大
型
の
も
の
で
は
な
く
、
三
ポ
ン
ド
用
の
中
型
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
私
も
の
ち
に
老
い
て
か
ら
よ
う
や
く
高
齢
者
の
腕
力
の
弱

さ
を
悟
っ
た
。
中
型
の
魔
法
瓶
で
も
両
手
で
抱
え
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
陳
衡
哲
女
史
は
身
体
が
弱
く
、
両
手
で
も
支
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
第
に
周
囲
に
私
と
陳
衡
哲
女
史
の
友
情
が
知
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
上
海
に
は
婦
女
会
が
あ
り
、
会
員
は
す
べ
て
大
学
卒
業

生
だ
っ
た
。
婦
女
会
は
陳
衡
哲
女
史
に
西
洋
史
の
講
演
を
頼
も
う
と
し
、
会
長
が
わ
ざ
わ
ざ
私
に
講
演
の
お
願
い
を
し
て
く
れ
と
頼
み

に
来
た
。
陳
先
生
は
私
の
メ
ン
ツ
を
つ
ぶ
さ
ぬ
よ
う
に
婦
女
会
に
出
向
い
て
講
演
会
を
一
度
行
っ
て
く
れ
た
。
会
場
入
り
口
に
は
ト
イ

ン
ビ
ー
の
著
書
も
陳
列
し
て
あ
っ
た
。

そ
の
年
胡
適
氏
が
上
海
に
来
た
時
、
本
人
が
ま
だ
到
着
す
る
前
か
ら
任
家
の
客
間
に
は
胡
適
の
最
近
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
た
。
写
真

は
大
き
く
引
き
伸
ば
さ
れ
て
ガ
ラ
ス
を
は
め
込
ん
だ
額
縁
に
収
め
ら
れ
、
胡
適
と
い
う
二
文
字
の
横
に
は
一
本
の
赤
い
線
（
名
前
の
符

号
（
が
縦
に
引
か
れ
て
い
た
。
陳
衡
哲
女
史
は
私
に
「
全
く
遠
慮
会
釈
な
く
電
話
を
か
け
て
き
て
、
胡
適
が
着
い
た
か
ど
う
か
を
聞
く

の
よ
」
と
三
分
の
怒
り
を
込
め
て
私
に
言
っ
た
。
尋
ね
た
者
は
確
か
に
少
々
ぶ
し
つ
け
で
は
あ
る
。
た
だ
私
に
は
彼
女
の
心
情
が
理
解
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で
き
た
。「
其
の
実
と
て
も
う
れ
し
い
也
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
が
。
そ
う
言
っ
た
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
単
純
化
が
過
ぎ
た
。

胡
適
『
哲
学
史
大
綱（

11
（

』
は
高
校
と
大
学（

11
（

の
時
教
科
書
と
し
て
使
っ
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
「
胡
適
」
の
ご
高
名
は
耳
に
し
て
い
た
。
そ

れ
に
氏
は
、
父
と
我
が
家
の
親
し
い
友
人
と
よ
く
知
っ
た
間
柄
で
も
あ
っ
た
。
以
前
一
人
の
女
性
が
夫
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
夫
は
蘇
州
で
も
著
名
な
人
物
で
、
女
癖
が
悪
か
っ
た
。
胡
適
は
こ
の
女
性
の
境
遇
を

知
っ
て
不
公
平
だ
と
大
い
に
憤
り
、「
離
婚
だ
！　

魅
力
が
あ
る
う
ち
に
別
の
い
い
人
を
探
す
ん
だ
」
と
言
っ
た
の
だ
。
父
は
こ
の
言

を
子
ど
も
じ
み
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
女
性
を
私
も
何
度
か
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
が
、「
魅
力
が
あ
る
」
と
は
言
い
難
く
、
す
で
に

ふ
く
よ
か
に
な
り
す
ぎ
た
中
年
女
性
だ
っ
た
。「
魅
力
が
あ
る
う
ち
に
」
は
父
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
し
て
冗
談
の
種
に
し
た
も
の
だ

っ
た
。
私
は
こ
の
言
葉
を
言
っ
た
胡
適
氏
を
見
て
み
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。

あ
る
時
、
我
が
家
の
門
番
が
ロ
バ
四
頭
を
雇
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
胡
適
氏
が
蘇
州
に
き
て
父
を
表
敬
訪
問
し
た
い
と
い
う
こ
と

な
の
だ
が
、
我
が
家
の
二
人
の
叔
母（

1（
（

と
も
う
一
方
「
北
伐
」
に
参
加
し
た
女
校
長（

11
（

が
胡
適
氏
と
一
緒
に
ロ
バ
で
蘇
州
の
城
壁
周
遊
す
る

約
束
し
た
と
い
う
の
だ
。
ロ
バ
で
蘇
州
の
城
壁
を
め
ぐ
る
の
は
確
か
に
面
白
か
っ
た
。
私
は
徒
歩
で
城
壁
を
一
巡
り
し
た
こ
と
が
幾
度

と
な
く
あ
る
。
城
壁
内
外
は
城
河
が
流
れ
て
い
る
。
内
側
の
ほ
う
は
川
幅
が
狭
く
、
外
側
の
ほ
う
は
広
い
。
古
風
な
城
壁
の
上
を
歩
き
、

城
壁
内
外
の
全
く
異
な
る
景
色
を
愛
で
る
の
は
と
て
も
面
白
い
。
徒
歩
で
一
周
す
る
の
は
足
腰
が
強
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
型
の

ロ
バ
に
ま
た
が
っ
て
駆
け
足
で
城
壁
の
上
を
一
周
め
ぐ
る
の
は
わ
く
わ
く
す
る
体
験
に
違
い
な
か
っ
た
。

た
だ
蘇
州
は
保
守
的
な
町
で
あ
る
。
我
が
家
か
ら
胥
門
の
城
壁
ま
で
し
ば
ら
く
通
り
を
歩
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
通
り
で
は
男
性

で
も
ロ
バ
に
は
乗
ら
な
い
。
も
し
女
性
が
ロ
バ
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
ら
、
通
行
人
が
大
騒
ぎ
す
る
だ
ろ
う
。
我
が
叔
母

た
ち
と
「
北
伐
」
女
史
は
進
歩
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
三
人
の
進
歩
的
な
女
性
と
並
ん
で
蘇
州
の
街
並
み
を
ロ
バ
に
乗
っ
て
進
む

男
性
は
一
層
目
立
つ
こ
と
間
違
い
な
し
だ
っ
た
。
私
は
、
こ
の
胡
適
先
生
は
遊
び
心
が
あ
っ
て
、
こ
だ
わ
り
が
な
く
、
か
つ
気
概
に
あ
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ふ
れ
通
行
人
に
あ
ざ
笑
わ
ら
れ
る
の
を
も
の
と
も
し
な
い
人
な
の
だ
と
思
っ
た
。

我
が
家
の
門
番
は
あ
ら
か
じ
め
四
頭
の
ロ
バ
を
雇
い
、
早
朝
に
四
人
の
ロ
バ
引
き
が
柏

コ
ノ
テ
ガ
シ
ワ

樹
の
植
わ
っ
た
中
庭
で
待
っ
て
い
た
。
二

人
の
叔
母
と
二
人
の
客
人
は
そ
こ
で
ロ
バ
に
乗
っ
て
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
父
は
客
に
会
っ
た
後
、
庭
で
見
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

私
は
見
に
出
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
従
来
父
の
客
に
私
た
ち
が
会
う
こ
と
は
な
い
。
見
に
出
て
ゆ
く
の
は
憚は

ば
か

ら
れ
た
。

叔
母
と
客
た
ち
が
す
で
に
門
か
ら
出
発
し
父
も
部
屋
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
よ
う
や
く
「
深
窓
」
か
ら
出
て
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
見
渡
す
と
、

我
が
家
の
正
門
と
二
つ
の
中
庭
の
門
は
ま
だ
開
け
っ
広
げ
の
ま
ま
で
あ
る
。
胡
適
先
生
が
ロ
バ
に
乗
っ
て
い
る
姿
は
本
当
に
見
た
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
集
ま
っ
て
遊
び
に
出
か
け
た
人
々
が
一
緒
に
戻
っ
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
。
通
行
人
が
驚
愕
し
た
と
い
う
話
は
門
番
が

語
っ
た
か
、
あ
る
い
は
二
人
の
叔
母
が
帰
宅
後
に
語
っ
た
か
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

胡
適
氏
の
写
真
が
納
ま
っ
た
大
き
な
ガ
ラ
ス
付
き
額
は
任
家
の
客
間
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
近
い
壁
に
掛
け
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く

鍾
書
が
私
に
「
胡
適
氏
に
会
っ
た
よ
」
と
言
っ
た
。
鍾
書
は
よ
く
、
合
衆
図
書
館
に
調
べ
物
を
し
に
行
っ
て
い
た
。
胡
適
氏
は
幾
箱
も

の
書
籍
を
合
衆
図
書
館
の
二
階
に
保
管
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
氏
も
よ
く
こ
の
図
書
館
に
通
っ
て
い
た
。
鍾
書
が
胡
適
氏
と
ま
み
え
た

の
は
、
お
そ
ら
く
図
書
館
長
の
顧
廷
龍
氏
（
起
潜（

11
（

（
が
紹
介
し
た
の
だ
ろ
う
。
胡
適
氏
は
鍾
書
に
「
君
は
旧
詩
を
作
る
そ
う
だ
け
ど
、

僕
も
作
る
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
白
い
小
さ
な
紙
片
に
鉛
筆
で
近
作
を
書
き
つ
け
、「
墨
と
筆
で
書
い
て
あ
げ
て
も
い
い
よ
」
と
も
言

っ
た
と
い
う
。
私
は
そ
の
詩
の
お
し
ま
い
の
二
句
、「
几
支
無
用
筆
，
半
打
有
心
人
（
何
本
か
の
無
用
な
筆
、
半
ダ
ー
ス
の
心
あ
る

人
々
（」
と
だ
け
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
私
は
表
紙
が
紫
檀
の
宣
紙
の
冊
子
を
一
冊
持
っ
て
お
り
、
何
人
か
の
詩
人
か
ら
毛
筆
で
詩
を

書
い
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
私
だ
っ
た
ら
胡
適
氏
に
こ
う
い
っ
た
毛
筆
の
詩
を
書
い
て
も
ら
い
た
い
と
は
思
わ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ

の
胡
適
先
生
は
率
直
な
方
な
の
だ
ろ
う
。
相
手
が
自
分
の
書
を
欲
し
が
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
等
と
は
思
わ
な
い
の
だ
。
た
だ
、
氏
が

書
い
た
小
さ
な
紙
片
は
ず
っ
と
保
管
し
て
い
て
、「
文
化
大
革
命
」
の
時
に
よ
う
や
く
羅
家
倫
氏（

11
（

が
鍾
書
に
贈
っ
た
八
枚
の
太
っ
ち
ょ
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の
字
と
一
緒
に
処
分
し
た
の
だ
っ
た
。

陳
衡
哲
女
史
は
「
適
之
も
あ
な
た
の
脚
本
を
読
ん
で
ね
、『
鏡
を
見
て
書
い
た
も
の
で
は
な
い
』
と
言
っ
て
た
わ
。
あ
な
た
に
会
い

た
い
っ
て
」
と
仰
っ
た
。

「
鏡
を
見
て
書
い
た
」
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
何
を
指
し
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
尋

ね
な
か
っ
た
。
胡
適
氏
が
私
に
会
い
た
い
と
言
っ
た
と
い
う
の
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
本
当
に
会
っ
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

陳
衡
哲
女
史
が
提
案
さ
れ
た
。「
こ
う
し
ま
し
ょ
う
。
我
が
家
で
内
輪
のT

ea

を
や
り
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
方
お
二
人
と
私
た
ち
夫

婦
、
そ
れ
か
ら
適
之
と
で
」。
こ
う
し
て
陳
女
史
と
私
は
手
は
ず
を
整
え
た
。

私
と
鍾
書
は
い
つ
も
の
よ
う
に
蒸
し
た
て
の
鶏
肉
包
子
を
持
っ
て
任
家
に
赴
い
た
。
包
子
は
一
度
に
た
く
さ
ん
は
買
え
な
い
。
い
つ

で
も
大
勢
が
蒸
籠
か
ら
出
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
買
う
た
め
に
は
、
次
の
蒸
籠
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
私
た
ち
が
任
家
に
着
い
た
時
、
胡
適
氏
は
す
で
に
到
着
し
て
い
た
。
鍾
書
と
は
す
で
に
面
識
が
あ
っ
た
の
で
、
陳
衡
哲
女
史
は
私

を
紹
介
し
、
つ
い
で
に
「
今
日
は
飛
び
入
り
の
お
客
が
あ
る
の
よ
。
林
同
済
さ
ん（

11
（

とex-w
ife

（
前
の
妻
（。
適
之
が
来
る
っ
て
聞
い
て

会
い
に
来
る
っ
て
い
う
の
よ
。
少
し
遅
れ
て
来
て
、
挨
拶
だ
け
し
て
帰
る
わ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

誰
が
言
い
出
し
た
の
か
、
鶏
肉
包
子
が
ま
だ
熱
い
う
ち
に
食
べ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
陳
衡
哲
女
史
と
私
は
胃
が
弱
く
、
食

も
細
か
っ
た
。
私
が
持
参
し
た
包
子
は
大
し
た
量
で
は
な
く
、
私
も
陳
女
史
も
食
指
が
動
か
な
い
。
覚
え
て
い
る
の
は
、
殿
方
三
人
が

客
間
の
東
南
隅
に
置
か
れ
た
紫
檀
に
半
円
形
の
大
理
石
を
乗
せ
た
テ
ー
ブ
ル
の
傍
ら
に
立
っ
て
い
た
姿
だ
。
壁
に
寄
り
か
か
っ
た
り
、

窓
に
寄
り
か
か
っ
た
り
な
ど
し
て
、
立
っ
た
ま
ま
鶏
肉
包
子
を
ほ
お
ば
り
な
が
ら
談
笑
し
て
い
た
。
陳
衡
哲
女
史
は
客
間
の
こ
ち
ら
側

で
彼
ら
の
た
め
に
ゆ
っ
た
り
と
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
、
私
は
横
で
手
助
け
を
し
て
い
た
。
鶏
肉
包
子
を
食
べ
終
わ
っ
た
皆
が
コ
ー
ヒ
ー
を

飲
み
に
や
っ
て
来
た
。
こ
の
時
に
胡
適
氏
が
私
の
叔
父
や
叔
母
と
面
識
が
あ
り
、「
お
父
上
は
私
の
先
生
で
す
よ
」
云
々
と
言
っ
た
の
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で
あ
る
。

林
同
済
氏
は
以
前
に
離
婚
し
た
外
国
人
の
夫
人
を
伴
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
離
婚
し
た
夫
人
の
女
友
達
（
二
十
数
歳
の
ア
メ
リ
カ

人
の
女
の
子
（
と
一
緒
に
現
れ
た
。
そ
こ
で
皆
は
言
葉
を
英
語
に
切
り
替
え
た
。
胡
適
氏
が
、
ち
ょ
う
ど
い
ま
恐
妻
家
の
物
語
を
集
め

て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
言
っ
た
。
日
本
と
ド
イ
ツ
だ
け
は
こ
の
手
の
話
が
な
く
、「
恐
妻
家
の
話
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
女
性
の
権
力
は

実
際
は
男
性
に
劣
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
ん
だ
」
と
語
っ
た
。
こ
う
述
べ
た
の
が
林
同
済
氏
ら
の
客
が
い
る
時
だ
っ
た
か
、
そ
れ

と
も
客
た
ち
が
立
ち
去
っ
て
か
ら
だ
っ
た
か
は
っ
き
り
覚
え
て
い
な
い
。
思
い
出
す
の
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
鍾
書
が
い
な
い
か
ら
に
は
、

答
え
を
出
さ
ず
に
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
。
同
席
の
客
た
ち
は
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
、
形
ば
か
り
に
点
心
を
食
べ
、
し
ば
し
話
を
し
た

後
去
っ
て
い
っ
た
。

三
人
の
客
が
去
っ
た
後
、
残
っ
た
主
人
と
客
は
、
椅
子
を
ソ
フ
ァ
ー
の
近
く
に
引
き
寄
せ
丸
く
な
っ
て
座
り
、
ゆ
っ
た
り
く
つ
ろ
い

で
、
日
常
の
些
事
か
ら
、
チ
ト
ー（

11
（

や
ソ
連
の
こ
と
、
知
識
人
の
前
途
等
、
そ
れ
こ
そ
忌
憚
な
く
自
由
に
話
し
た
。

ご
く
最
近
の
事
で
い
え
ば
、
胡
適
氏
は
私
信
を
焼
却
処
分
し
た
こ
と
を
ひ
ど
く
悔
し
が
っ
て
い
た
。
特
に
そ
の
中
の
一
通
で
は
「
あ

な
た
の
学
生
×
×
×（

11
（

」
と
書
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。「
こ
の
手
紙
を
焼
い
た
の
は
惜
し
い
な
ん
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
氏
は

言
っ
て
い
た
。

当
時
五
人
は
三
つ
の
家
族
を
代
表
し
て
い
た
。
我
が
家
は
国
内
に
残
り
出
国
し
な
い
と
決
め
て
い
た
。
任
、
陳
の
お
二
人
は
出
国
し

な
い
方
向
に
傾
い
て
い
た
が
、
胡
適
氏
は
残
る
の
は
都
合
が
悪
か
っ
た
。
私
た
ち
は
任
、
陳
ご
夫
婦
と
親
密
で
、
お
二
人
は
胡
適
氏
と

も
親
密
な
旧
友
の
間
柄
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
局
面
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
口
に
出
し
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。
当
時
、
ソ
連
の

鉄
の
カ
ー
テ
ン
の
後
ろ
の
状
況
を
反
映
し
た
英
語
の
小
説
を
私
た
ち
は
大
方
読
ん
で
い
た（

11
（

。
知
識
人
が
今
後
ど
の
よ
う
な
運
命
に
直
面

す
る
の
か
が
私
た
ち
の
最
大
の
関
心
事
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
い
ず
れ
も
新
局
面
に
直
面
す
る
知
識
人
だ
っ
た
。
皆
は
寄
り
添
っ
て
語
り
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合
っ
た
。
真
剣
だ
っ
た
し
、
ま
た
親
密
で
も
あ
っ
た
。
ま
る
で
内
緒
話
を
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

そ
の
日
、
胡
適
氏
は
夜
の
宴
会
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
て
な
し
側
が
自
動
車
を
迎
え
に
よ
こ
し
た
。
胡
適
氏
は
慌
た
だ
し
く
立

ち
上
が
り
暇い

と
ま

を
告
げ
た
。
私
た
ち
も
皆
立
ち
上
が
っ
て
氏
を
送
る
。
任
先
生
と
鍾
書
が
戸
口
ま
で
付
き
添
い
、
陳
衡
哲
女
史
は
立
ち

上
が
っ
た
が
再
び
ソ
フ
ァ
ー
に
腰
か
け
た
。
そ
れ
で
私
も
一
緒
に
座
っ
て
い
た
。
胡
適
氏
は
、
片
手
に
帽
子
を
取
り
、
ド
ア
近
く
ま
で

行
っ
た
と
こ
ろ
で
も
う
一
度
戻
る
と
、
点
心
が
盛
っ
て
あ
る
皿
が
並
ん
だ
テ
ー
ブ
ル
に
近
づ
き
、
悪
戯
っ
ぽ
く
指
で
芝
麻
焼
餅
を
チ
ョ

ン
と
つ
つ
き
、
本
場
の
上
海
語
で
「『
蟹
殻
黄
』
ま
で
持
ち
出
し
て
く
る
と
は
ね
え
」
と
言
い
、
そ
の
あ
と
さ
っ
と
ド
ア
か
ら
出
て
い

っ
た
。
任
先
生
と
鍾
書
が
ド
ア
の
外
（
ド
ア
の
外
は
階
段
で
あ
る
（
ま
で
見
送
っ
た
。
陳
女
史
は
少
々
む
っ
と
し
て
、「
適
之
は

spoilt

（
甘
や
か
す
（
さ
れ
て
る
わ
。『
蟹
殻
黄
』
も
も
う
食
べ
ら
れ
や
し
な
い
」
と
私
に
言
っ
た
。

私
は
笑
っ
た
だ
け
で
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。「
蟹
殻
黄
」
は
サ
ク
サ
ク
し
て
香
ば
し
く
、
朝
食
と
し
て
は
申
し
分
な
い
。
け
れ
ど
も

お
茶
菓
子
に
は
確
か
に
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
大
き
な
芝
麻
焼
餅
を
誰
が
食
べ
る
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
わ
け
で
、
そ
の
皿
の

焼
餅
は
誰
も
手
を
付
け
な
い
ま
ま
そ
っ
く
り
残
っ
て
い
た
の
だ
。
で
も
私
に
は
胡
適
氏
が
わ
ざ
と
彼
女
を
怒
ら
せ
よ
う
と
や
っ
た
よ
う

に
思
え
る
。

鍾
書
が
任
先
生
に
付
き
添
っ
て
お
客
を
送
っ
て
戻
っ
て
く
る
と
、
私
も
二
枚
の
布
巾
を
た
た
み
鍾
書
と
一
緒
に
帰
途
に
つ
い
た
。
帰

宅
し
て
か
ら
「
胡
適
さ
ん
は
本
当
に
交
際
上
手
だ
わ
。
一
瞬
で
私
の
叔
父
や
叔
母
の
名
を
並
べ
立
て
る
な
ん
て
。『
あ
な
た
の
学
生
』

と
人
に
呼
ば
れ
る
の
を
気
に
し
て
る
の
ね
、
だ
か
ら
、
私
の
父
の
学
生
だ
と
自
分
で
仰
っ
た
わ
け
か
。
で
も
わ
た
し
は
お
父
様
が
、
胡

適
は
私
の
学
生
だ
と
い
う
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
け
ど
」
と
鍾
書
に
言
っ
た
。
鍾
書
は
胡
適
氏
に
代
わ
っ
て
説
明
し
て
く
れ
た
。
氏

は
私
の
こ
と
を
顧
廷
龍
先
生
に
訊
ね
、
顧
先
生
が
「
名
士
の
父
の
娘
、
す
な
わ
ち
老
圃
先
生（

11
（

の
お
嬢
さ
ん
で
銭
鍾
書
の
夫
人
で
あ
る
」

と
教
え
た
の
だ
と
。
私
は
、
あ
ら
か
じ
め
下
調
べ
を
す
る
の
も
ま
た
社
交
家
の
社
交
術
だ
と
思
っ
た
。
で
も
鍾
書
は
、
私
の
た
め
に
し
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ば
し
考
証
し
て
か
ら
、
胡
適
氏
は
み
だ
り
に
誰
か
を
「
先
生
」
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
、
で
も
私
の
父
が
「
私
の
学
生
で
あ
る
胡
適
」
と

は
絶
対
に
言
わ
な
い
だ
ろ
う
と
言
っ
た
の
だ
っ
た
。

長
ら
く
胡
適
と
い
う
著
名
な
そ
の
名
を
耳
に
し
、
時
に
家
族
の
間
で
話
題
に
も
の
ぼ
り
、
そ
し
て
か
つ
て
我
が
家
に
も
来
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
私
は
氏
に
と
て
も
会
っ
て
み
た
か
っ
た
。
だ
か
ら
今
回
の
茶
話
会
で
お
会
い
し
た
こ
と
は
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

胡
適
氏
の
ほ
う
は
、
多
く
の
人
と
会
っ
て
い
る
か
ら
、
私
た
ち
二
人
を
覚
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
親
友
や
旧
友
の
家
で
の
あ
あ
い

っ
た
「
他
人
に
口
外
す
べ
か
ら
ず（

11
（

」
の
談
話
の
席
で
は
、
胡
適
氏
は
発
言
が
最
も
多
か
っ
た
。
私
た
ち
は
会
話
に
加
わ
っ
た
も
の
の
、

口
数
は
少
な
く
、
多
く
は
聞
く
側
だ
っ
た
の
で
、
胡
適
氏
に
忘
れ
ら
れ
な
い
印
象
を
与
え
た
は
ず
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
鍾
書
は
胡

適
氏
の
送
別
会
に
も
参
加
し
た
。
列
席
者
に
は
鄭
振
鐸
氏（

1（
（

が
お
り
、
客
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
の
で
、
同
席
者
を
一
人
一
人
覚
え

る
の
は
難
し
い
。
唐
徳
鋼
氏（

11
（

の
記
録
に
よ
る
と
、
胡
適
氏
が
（
後
に
（
銭
鍾
書
の
『
宋
詩
選
註（

11
（

』
を
評
し
た
際
「
そ
の
人
（
銭
鍾
書
（

に
は
会
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
身
分
が
高
く
な
る
と
忘
れ
っ
ぽ
く
な
る
」
こ
と
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
け
れ
ど
も
胡
適
氏
は
同
時
に
「
大
陸
で
は
ち
ょ
う
ど
あ
の
人
（
銭
鍾
書
（
を
『
処
断
』
し
た
と
こ
ろ
だ
」
と
も
語
っ
た
と
い

う
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
私
は
胡
適
氏
は
決
し
て
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
自
分
は
岸
を
隔
て
て
い
る
か
ら
罵
ら
れ

て
も
無
視
す
れ
ば
い
い
、
け
れ
ど
も
大
陸
に
い
て
「
処
断
」
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
氏
が
私
た
ち
と
「T

ea

」
を
共
に
し
た
あ
の
晩
の

理
解
に
照
ら
せ
ば
、
と
て
も
厳
し
い
状
況
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氏
が
「
そ
の
人
に
会
っ
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
わ

ざ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
は
批
判
さ
れ
叩
か
れ
た
も
の
の
、「
処
断
」
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
。

あ
る
時
、
任
先
生
が
晩
に
宴
会
に
呼
ば
れ
て
陳
先
生
が
億
劫
が
っ
て
行
か
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
家
で
の
「
普
段
の

手
軽
な
食
事
」
に
私
を
誘
っ
た
。
私
た
ち
二
人
だ
け
で
あ
る
。
私
は
伺
っ
た
。
た
ぶ
ん
私
だ
け
が
彼
女
の
「
手
軽
な
食
事
」
に
招
い
て

も
ら
え
る
の
だ
と
思
う
が
、
本
当
に
「
手
軽
」
な
の
で
あ
る
。
二
人
と
も
小
食
だ
っ
た
か
ら
だ
。
私
は
小
ぶ
り
の
茶
碗
に
半
椀
ほ
ど
し
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か
ご
飯
を
盛
ら
な
い
。
お
か
ず
の
量
も
少
な
い
。
私
た
ち
二
人
は
食
べ
る
量
も
少
な
く
、
速
度
も
遅
い
。
け
れ
ど
も
話
は
盛
り
だ
く
さ

ん
だ
。
何
を
し
ゃ
べ
っ
た
の
か
今
で
は
思
い
出
せ
な
い
が
、
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
女
は
話
そ
う
と
し
て
や
め
、
ま
た
我
慢
で
き
ず

に
話
そ
う
と
し
た
。
秘
密
を
守
れ
る
？　

と
聞
い
て
き
た
。
守
れ
ま
す
、
と
答
え
る
と
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
か
ら
、
笑
っ
て
仰
っ
た
。

「
鍾
書
に
も
言
っ
ち
ゃ
だ
め
よ
、
い
い
？
」
私
は
ち
ょ
っ
と
考
え
て
か
ら
、「
は
い
」
と
答
え
た
。
そ
れ
で
彼
女
は
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。

帰
宅
す
る
と
鍾
書
が
ち
ょ
う
ど
待
っ
て
い
た
。「
陳
衡
哲
女
史
が
今
晩
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
ん
だ
け
ど
、
貴
方
に
も
し
ゃ
べ
っ

ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
。
約
束
し
た
わ
」
鍾
書
は
、
そ
う
だ
ね
、
と
言
っ
て
一
言
も
聞
か
な
か
っ
た
。
秘
密
な
の
で
、
私
は
心
の
奥
底
に

し
ま
い
込
ん
だ
。
多
く
の
年
月
が
経
ち
、
そ
の
ま
ま
し
ま
い
込
ん
で
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
覚
え
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
私
と
一
緒
に
食

事
を
し
て
秘
密
の
話
を
し
、
笑
い
あ
っ
た
あ
の
情
景
だ
け
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
の
八
月
、
鍾
書
と
私
は
清
華
大
学
か
ら
の
招
聘
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
。
空
気
が
変
わ
れ
ば
体
の
調
子
も
よ
く
な
る
か

も
し
れ
な
い
、
と
鍾
書
は
言
っ
た（

11
（

。
私
た
ち
は
八
月
の
末
に
上
海
を
発
っ
た
。
最
後
に
陳
衡
哲
家
で
参
加
し
た
夜
の
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、

丸
テ
ー
ブ
ル
い
っ
ぱ
い
の
客
が
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
血
圧
を
測
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
陳
女
史
は
医
者
に
血
圧
測
定
器
を
持

っ
て
き
て
も
ら
う
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
た
。
た
だ
医
者
は
忙
し
い
の
で
、
客
が
す
べ
て
帰
る
の
を
待
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
女
史
の

ほ
う
で
は
客
の
前
で
血
圧
を
測
る
の
は
憚
ら
れ
る
、
そ
れ
で
私
が
血
圧
測
定
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
特
別
に
医
者
に
来
て
も

ら
う
。
そ
し
て
私
が
測
る
時
に
つ
い
で
に
陳
女
史
も
測
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
手
筈
を
整
え
た
。

そ
の
晩
は
鍾
書
も
一
緒
に
パ
ー
テ
ィ
ー
に
臨
ん
だ

陳
先
生
の
血
圧
は
正
常
で
あ
っ
た
が
、
私
の
血
圧
が
予
想
外
に
高
か
っ
た
。
陳
先
生
は
私
に
、
菜
食
を
採
る
こ
と
、
で
も
完
全
な
菜

食
主
義
に
な
る
必
要
は
な
い
の
よ
、
と
何
度
も
言
い
含
め
た
。
そ
し
て
笑
い
な
が
ら
私
と
鍾
書
に
菜
食
主
義
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
話
し
て
く
れ
た
。
菜
食
を
提
唱
す
る
李
石
曽（

11
（

が
若
い
奥
さ
ん
に
も
菜
食
を
強
い
た
と
こ
ろ
が
、
若
奥
様
は
口
が
寂
し
く
て
た
ま
ら
ず（

11
（

、



201

楊絳「陳衡哲女史を偲ぶ」

仕
方
が
な
い
の
で
こ
っ
そ
り
他
の
家
ま
で
行
っ
て
肉
料
理
を
食
べ
た
と
い
う
。
李
石
曽
氏
は
圃
園
に
住
ん
で
い
た
が
、
そ
こ
は
我
が
家

の
す
ぐ
隣
で
あ
る
。
解
放
軍
が
河
を
渡
っ
て
く
る
前
に
彼
ら
一
家
は
引
っ
越
し
て
い
き
、
解
放
軍
が
そ
こ
に
進
駐
し
た
。

私
た
ち
が
清
華
に
着
い
た
後
、
私
は
陳
衡
哲
女
史
と
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
が
、
思
う
ま
ま
に
は
書
く
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。「
三
反
運
動
」（
当
時
「
入
浴
」
と
い
っ
た（

11
（

（
の
後
は
、
さ
ら
に
規
制
が
強
ま
り
、
ペ
ン
を
と
っ
て
も
ど
う
書
い
て

い
い
か
わ
か
ら
ず
、
言
葉
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
私
は
偽
れ
な
か
っ
た
し
、
い
い
加
減
に
取
り
繕
う
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
。
彼
女
に
何
が
言
え
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
か
な
り
無
理
し
て
彼
女
と
や
り
取
り
を
続
け
た
。

引
き
続
い
て
、
三
校
の
合
併
が
あ
り（

11
（

私
た
ち
は
清
華
大
学
か
ら
新
北
京
大
学
の
中
関
園
の
小
さ
な
平
屋
に
引
っ
越
し
た
。
鍾
書
は
当

時
、
市
内
に
出
向
し
て
毛
沢
東
選
集
の
翻
訳
作
業
に
当
た
っ
て
い
た
。
あ
る
日
任
鴻
雋
先
生
と
竺
可
楨
先
生（

11
（

が
銭
鍾
書
を
尋
ね
て
き
た
。

鍾
書
は
出
向
先
に
い
た
。
私
は
以
前
よ
く
任
先
生
の
お
宅
に
伺
っ
た
も
の
の
、
先
生
に
は
鶏
肉
包
子
を
持
っ
て
い
っ
た
だ
け
で
、
話
を

す
る
の
は
陳
衡
哲
女
史
と
だ
け
だ
っ
た
。
著
名
人
や
学
者
の
方
と
話
を
す
る
の
は
苦
手
だ
っ
た
。
そ
の
日
、
私
は
正
真
正
銘
の
主
婦
の

役
割
を
務
め
、
お
茶
を
差
し
上
げ
て
お
相
伴
に
座
り
、
二
言
三
言
言
葉
を
交
わ
す
と
何
も
言
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
鍾
書

は
待
っ
て
も
戻
り
よ
う
が
な
い
の
で
、
お
二
人
は
ほ
ど
な
く
し
て
暇
を
告
げ
ら
れ
た
。
私
は
終
始
申
し
訳
な
い
思
い
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
。
こ
れ
が
任
先
生
と
お
会
い
す
る
最
後
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
生
は
一
九
六
一
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
に
残
さ
れ
た

の
は
私
へ
の
お
褒
め
の
言
葉
と
し
て
の
任
先
生
の
毛
筆
の
書
だ
っ
た
。
ご
子
息
の
同
意
を
い
た
だ
い
て
コ
ピ
ー
を
取
り
こ
の
文
の
末
尾

に
添
え
て
あ
る
。
任
先
生
の
詩
集
が
早
く
世
に
出
る
こ
と
を
願
っ
て（

11
（

。

一
九
六
二
年
八
月
、
我
が
家
は
乾
面
胡
同
に
新
し
く
た
っ
た
宿
舎
に
移
っ
た
。
夏
鼐
先
生（

1（
（

と
私
た
ち
は
同
じ
棟
の
同
じ
階
段
だ
っ
た
。

一
、
二
年
過
ぎ
て
か
ら
だ
っ
た
と
思
う
が
、
夏
鼐
先
生
が
上
海
に
出
張
に
行
か
れ
て
戻
る
と
、
陳
衡
哲
先
生
か
ら
の
託

こ
と
づ
け

を
預
か
っ
て

い
る
と
仰
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
か
ら
の
最
後
の
手
紙
に
返
信
で
き
て
い
な
い
の
だ
が
、
近
ご
ろ
ほ
ぼ
失
明
状
態
に
あ
る
た
め
手
紙
が
書
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け
な
く
な
り
、
そ
れ
で
娘
に
代
筆
さ
せ
る
し
か
な
い
、
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。
ご
夫
婦
の
親
孝
行
な
お
嬢
さ
ん
、
任

以
書
女
史
が
わ
ざ
わ
ざ
米
国
か
ら
戻
っ
て
両
親
の
世
話
を

し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
私
は
そ
の
後
、
陳
衡
哲

女
史
と
一
、
二
度
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
た
。「
文
化
大

革
命
」
が
来
る
と
、
私
は
女
史
と
音
信
不
通
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
私
た
ち
が
「
流
浪
の
民
」
で
あ
っ
た（

11
（

一
九
七
六

年
一
月
に
、
新
聞
で
陳
衡
哲
女
史
の
訃
報
を
知
っ
た
。

私
が
陳
衡
哲
女
史
と
頻
繁
に
お
会
い
し
て
い
た
日
々
は

決
し
て
長
い
も
の
で
は
な
い
。
ほ
ん
の
数
か
月
、
半
年
に

も
満
た
な
い
。
な
ぜ
私
た
ち
の
間
で
、
大
変
な
時
期
の
手

紙
の
や
り
取
り
が
こ
ん
な
に
長
年
続
い
た
の
か
。
そ
れ
は

私
が
彼
女
の
こ
と
を
と
て
も
好
い
て
い
た
し
、
彼
女
も
私

を
好
い
て
い
た
か
ら
で
、
私
た
ち
の
間
に
は
確
か
に
、
忘

れ
が
た
い
友
情
が
あ
っ
た
の
だ
。
今
で
も
私
は
彼
女
の
こ

と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

二
〇
〇
二
年
三
月
二
十
日　

定
稿

任鴻雋の送った詩二首の画像
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原
注

［
（
］
陳
衡
哲
（
一
八
九
〇
―
一
九
七
六
（、
我
が
国
新
文
化
運
動
に
お
け
る
最
初
の
女
性
学
者
、
作
家
、
詩
人
、
散
文
家
。
文
の
ス
タ
イ
ル
は

恬
淡
と
し
て
時
に
鋭
く
厳
粛
な
風
格
が
あ
る
。

［
（
］
任
鴻
雋
（
一
八
八
六
―
一
九
六
一
（、
字
は
叔
永
、
中
国
近
代
科
学
事
業
の
提
唱
者
で
あ
り
、
各
面
で
組
織
化
を
行
い
、
中
国
科
学
社
の

創
立
者
の
一
人
と
し
て
長
き
に
亘
り
指
導
的
役
割
を
担
っ
た
。
晩
年
は
上
海
図
書
館
館
長
を
務
め
る
。

［
3
］
ト
イ
ン
ビ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
七
五
（、
英
国
歴
史
学
者
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
。
十
二
巻
の
大
著
『
歴
史
研
究
』
を
著
す
。

訳
注

（
（
（
銭
瑗
（
一
九
三
七
―
一
九
九
七
（
銭
鍾
書
・
楊
絳
夫
婦
の
一
人
娘
。
夫
婦
が
英
仏
留
学
中
に
英
国
で
生
ま
れ
る
。
北
京
師
範
大
学
英
文

系
教
授
。
脊
髄
癌
に
て
亡
く
な
る
。
娘
に
つ
い
て
楊
絳
の
回
想
録
『
我
们
仨
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
三；

邦
訳
『
別
れ
の
儀
式
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
三
（
で
そ
の
人
と
な
り
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

（
（
（
銭
鍾
書
（
一
九
一
〇
―
一
九
九
八
（
江
蘇
省
無
錫
出
身
。
作
家
、
文
学
研
究
者
。
一
九
三
三
年
清
華
大
学
外
文
系
卒
業
後
、
上
海
光
華

大
学
（
華
東
師
範
大
学
前
身
（
で
教
鞭
を
と
っ
た
の
ち
一
九
三
三
年
、
義
和
団
事
変
賠
償
金
奨
学
金
を
獲
得
、
楊
絳
と
結
婚
後
に
夫
婦
で

英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
パ
リ
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
留
学
、
一
九
三
八
年
帰
国
後
、
昆
明
の
西
南
連
合
大
学
に
赴
任
。
翌
年
、
父
、
銭
基

博
の
命
で
父
の
世
話
役
を
兼
ね
て
一
九
四
一
年
ま
で
湖
南
省
藍
田
国
立
師
範
大
学
英
文
系
主
任
と
し
て
教
鞭
を
と
る
。
こ
の
間
の
経
験
を

も
と
に
長
編
小
説
『
囲
城
』
が
書
か
れ
る
。
一
九
四
一
年
上
海
に
戻
り
、
震
旦
女
子
文
理
学
院
、
上
海
曁
南
大
学
な
ど
で
教
え
、
南
京
中

央
図
書
館
英
文
館
刊
『
書
林
季
刊
』
の
編
集
を
兼
任
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
、
家
族
と
も
ど
も
北
京
に
移
り
清
華
大
学
教
授
と
な

る
。
大
学
改
組
の
後
は
科
学
院
所
属
と
な
り
、
一
九
五
〇
年
よ
り
『
毛
沢
東
選
集
』
英
訳
委
員
会
委
員
と
し
て
翻
訳
作
業
に
従
事
。
文
化

大
革
命
が
始
ま
る
と
中
国
科
学
院
の
他
の
教
授
た
ち
と
と
も
に
河
南
省
の
幹
部
学
校
で
労
働
に
従
事
。
楊
絳
も
後
に
加
わ
る
。
一
九
七
二

年
に
夫
妻
で
北
京
に
戻
る
。
学
術
著
作
に
『
談
芸
録
』、『
宋
詩
選
注
』、『
管
錐
編
』
等
。

（
3
（
陳
衡
哲
（
一
八
九
〇
―
一
九
七
六
（
湖
南
省
衡
山
人
、
江
蘇
省
武
進
県
生
ま
れ
。
筆
名
莎
菲
、
英
文
表
記
はSophia	H

.Chen

。
義
和

団
事
変
賠
償
金
奨
学
生
の
最
初
の
女
子
学
生
の
一
人
と
し
て
米
国
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
大
学
に
て
英
文
学
を
、
後
シ
カ
ゴ
大
学
院
で
歴
史
学
を
お
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さ
め
修
士
号
取
得
。
留
学
に
至
る
ま
で
の
半
生
は
、
一
九
三
五
年
に
北
京
に
てChen	N

an-H
ua

の
署
名
で
刊
行
し
た‘A

utobiography 
of A

 Chinese Y
oung G

irlʼ

（
中
国
語
訳
は
『
陳
衡
哲
早
期
自
伝
』
馮
進
訳
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
六
（
に
て
詳
細
に
語
ら
れ

て
い
る
。
一
九
一
七
年
、
胡
適
が
、
白
話
を
提
唱
し
た
際
、
女
子
学
生
の
寮
生
活
を
会
話
体
で
つ
づ
っ
た
白
話
小
説
「
一
日
」
を
発
表
し
、

白
話
運
動
を
支
持
す
る
。
一
九
二
〇
年
帰
国
後
、
北
京
大
学
で
女
性
と
し
て
初
め
て
教
授
（
西
洋
史
（
に
迎
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
ア
メ
リ

カ
留
学
生
で
あ
っ
た
任
鴻
雋
と
結
婚
し
、
出
産
を
機
に
教
授
職
を
辞
し
、
以
後
文
筆
活
動
に
入
る
。
一
九
二
七
年
第
二
回
太
平
洋
問
題
調

査
会
（IPR
（
に
出
席
、
以
後
一
九
三
三
年
の
第
五
回
大
会
ま
で
毎
回
出
席
し
、
第
三
回
は
中
国
支
部
の
幹
事
と
し
て
英
文
論
文
集
の
編

集
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
集
の
邦
訳
、
石
田
幹
之
助
監
訳
『
支
那
文
化
論
叢
』（
生
活
社
、
一
九
四
二
（
で
は
、
竹
内
好
が
朱
經

農
「
教
育
」
と
曽
寶
蓀
「
支
那
の
婦
人
」
を
訳
し
て
い
る
。
女
性
問
題
、
教
育
問
題
を
中
心
に
果
敢
に
発
言
し
、
夫
任
鴻
雋
が
四
川
大
学

長
と
し
て
赴
任
し
た
四
川
で
は
、
地
元
の
体
制
及
び
人
々
の
思
想
の
保
守
性
を
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
で
騒
ぎ
と
な
り
、
四
川
を
去
り
北

京
（
北
平
（
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
日
本
軍
の
侵
略
を
避
け
、
上
海
、
廬
山
、
香
港
と
各
地
を
転
々
と
す
る
。
そ
の
後
長
女
の
任

以
都
（
一
九
二
一
―　

歴
史
学
者
・
中
国
近
代
社
会
経
済
史
専
門
。
彼
女
が
北
京
で
通
っ
た
培
華
女
学
校
は
林
徽
因
が
学
ん
で
い
る
。
参

照
「
林
徽
因
と
培
華
女
学
校
」『
近
代
中
国　

そ
の
表
象
と
現
実
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
六
（（
が
西
南
連
合
大
学
に
入
学
し
、
任
鴻
雋
も

中
央
研
究
院
の
総
幹
事
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
家
族
で
昆
明
に
移
る
。
そ
の
後
長
女
以
都
を
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
女
子
大
に
留
学
さ
せ
る
た
め
香

港
経
由
で
米
国
に
送
り
出
し
、
次
女
（
以
書
一
九
二
三
―
一
九
九
？
（
と
長
男
（
以
安
一
九
二
八
―
二
〇
一
四
、
地
質
学
者
（
を
香
港
の

学
校
に
入
学
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
真
珠
湾
攻
撃
に
遭
遇
す
る
。
こ
の
時
の
香
港
で
の
生
々
し
い
体
験
記
録
を
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
大
学
に
送
っ
て

い
る
。（
以
下
参
照
。Sophia	Chen	Zen,	 “I	saw

	W
ar	in	H

ongkong ”,	V
assar	Q

uarterly,	V
ol.X

X
X

,	N
o.5	(A

pril	5,	（944),	
pp.4-8.

邦
訳
は
「『
彼
女
た
ち
の
近
代
』『
彼
女
た
ち
の
こ
と
ば
』
陳
衡
哲　

そ
の
3
」（
一
九
四
六
年
、
中
華
教
育
基
金
の
事
務
処
理
の

た
め
に
任
鴻
雋
が
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
に
招
聘
さ
れ
る
に
伴
い
二
人
の
子
供
と
で
ア
メ
リ
カ
に
赴
き
、
任
鴻
雋
の
招
聘
期
間
が
終
わ

る
と
子
供
た
ち
は
米
国
に
残
し
、
一
九
四
七
年
中
国
に
戻
り
、
夫
婦
で
上
海
に
定
住
す
る
こ
と
に
決
め
る
。
楊
絳
の
こ
の
回
想
の
始
ま
り

で
「
上
海
に
移
っ
て
」
と
い
う
の
は
こ
の
時
の
こ
と
を
指
す
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
は
、
上
海
市
政
治
協
商
委
員
に
選
出
さ
れ
る

な
ど
す
る
が
、
目
を
患
い
、
ほ
ぼ
蟄
居
状
態
の
ま
ま
文
革
中
の
一
九
七
六
年
に
没
す
る
。
著
作
に
『
雨
点
』『
陳
衡
哲
散
文
集
』
高
等
中

学
教
科
書
『
西
洋
史
』
等
。
陳
衡
哲
に
つ
い
て
詳
細
は
以
下
を
参
照
。「『
彼
女
た
ち
』
の
近
代
、『
彼
女
た
ち
』
の
こ
と
ば　

陳
衡
哲
」

『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要　

中
国
研
究
』
第
三
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
（、
第
四
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
（、
第
七
号
（
二
〇
一
四
年
三
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月
（「『
陳
衡
哲
著
訳
目
録
』
付
解
題
お
よ
び
史
料
補
遺
」『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要　

中
国
研
究
』
第
八
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
（。

（
4
（
任
鴻
雋
（
一
八
八
六
―
一
九
六
一
（
字
は
叔
永
、
四
川
塾
江
県
出
身
。
科
挙
で
は
秀
才
と
な
る
。
重
慶
で
教
師
を
務
め
た
後
一
九
〇
九

―
一
一
年
高
等
工
業
学
校
に
て
応
用
化
学
を
学
び
、
辛
亥
革
命
直
前
に
帰
国
、
一
九
一
二
年
臨
時
総
統
府
で
孫
文
の
秘
書
を
務
め
る
。
天

津
『
民
意
報
』
の
編
集
長
を
務
め
、
一
九
一
三
年
米
国
留
学
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
に
て
化
学
と
物
理
学
を
お
さ
め
た
後
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

に
移
り
修
士
号
取
得
。
米
国
留
学
中
に
「
中
国
科
学
社
」
を
設
立
し
、
月
刊
『
科
学
』
を
創
刊
、
帰
国
後
留
学
生
仲
間
で
あ
っ
た
陳
衡
哲

と
結
婚
、
北
京
大
学
化
学
系
に
て
教
授
、「
教
育
部
専
門
教
育
司
長
。
後
上
海
商
務
印
書
館
編
集
者
、
国
立
東
南
大
学
（
南
京
大
学
前

身
（
に
て
副
校
長
、
後
中
華
教
育
文
化
基
金
理
事
会
理
事
等
を
経
て
一
九
三
五
年
よ
り
二
年
間
、
国
立
四
川
大
学
校
長
と
な
る
。
の
ち
中

央
研
究
院
化
学
研
究
所
所
長
、
中
華
教
育
文
化
基
金
理
事
会
理
事
等
を
歴
任
、
中
国
科
学
工
作
者
協
会
を
設
立
、
理
事
と
な
る
。
一
九
四

六
年
、
中
国
科
学
社
、
中
華
教
育
文
化
基
金
董
事
会
を
上
海
に
移
し
た
後
、
こ
の
基
金
会
の
業
務
で
ア
メ
リ
カ
側
と
折
衝
す
る
た
め
に
ワ

シ
ン
ト
ン
へ
一
家
で
渡
り
、
翌
年
上
海
に
戻
る
。
上
海
に
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
上
海
科
学
図
書
館
館
長
、
上
海
図
書
館
館
長
、
上

海
市
科
学
技
術
協
会
副
主
席
を
歴
任
。
一
九
六
一
年
上
海
に
て
病
没
。
著
作
集
『
科
学
救
国
之
夢
・
任
鴻
雋
文
存
』（
任
鴻
雋
著
、
樊
洪
業
、

張
久
春
編
集
、
上
海
科
学
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
（。

（
5
（
儲
安
平
（
一
九
〇
九
―
一
九
六
六
（　

江
蘇
省
宜
興
の
人
。
評
論
家
、
編
集
者
。
上
海
光
華
大
学
（
華
東
師
範
大
学
の
前
身
（
英
文
系
卒
。

一
九
三
三
年
よ
り
南
京
『
中
央
日
報
』
文
芸
・
学
術
欄
の
副
編
集
。
一
九
三
六
―
一
九
三
八
年
、
英
国
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
留
学
。
第
二
次

世
界
大
戦
勃
発
で
帰
国
、『
中
央
日
報
』
の
執
筆
県
編
集
に
携
わ
り
、
同
時
に
上
海
復
旦
大
学
教
授
、
中
央
政
治
学
院
研
究
員
な
ど
を
兼

任
。
後
、
重
慶
に
て
『
客
観
』
を
創
刊
、
一
九
四
六
年
上
海
に
て
『
観
察
』
半
月
刊
を
創
刊
、
社
長
兼
主
筆
と
な
る
。
楊
絳
は
儲
安
平
か

ら
請
わ
れ
て
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
散
文
「
世
界
公
民
」
か
ら
一
部
を
訳
し
、
題
名
を
「
髄
鉄
大
少
回
家
」
と
し
て
『
観
察
』
に
発
表
し
て

い
る
。
同
時
に
復
旦
大
学
教
授
を
兼
任
し
、
比
較
憲
法
、
政
治
学
な
ど
の
過
程
を
開
設
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
、
新
華
書
店
副
総

経
理
、
出
版
総
署
発
行
局
副
局
長
等
を
歴
任
。
一
九
五
四
年
、
九
三
学
社
（
科
学
技
術
専
門
家
よ
り
な
る
中
国
民
主
諸
党
派
の
一
つ
（
宣

伝
部
副
部
長
と
な
り
、
第
一
期
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表
に
選
出
さ
れ
る
。
一
九
五
七
年
『
光
明
日
報
』
編
集
長
に
就
任
。
一
九
五
七
年

『
光
明
日
報
』
に
発
表
し
た
『
毛
主
席
及
び
周
恩
来
総
理
に
向
け
て
の
い
く
つ
か
の
意
見
』
が
毛
沢
東
を
激
怒
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
「
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
階
級
右
派
分
子
」
と
さ
れ
、
文
化
大
革
命
初
期
に
迫
害
死
す
る
。
今
日
で
も
死
因
は
不
明
、
遺
体
も
行
方
知
れ
ず
、
名
誉
回
復
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も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
光
明
日
報
編
集
長
就
任
か
ら
そ
の
死
ま
で
、
章
詒
和
著
『
最
後
的
貴
族
』（
香
港O

xford	U
niversity	Press,

二
〇
〇
四
年；

邦
訳
『
嵐
を
生
き
た
中
国
知
識
人　
「
右
派
」
章
伯
鈞
を
め
ぐ
る
人
々
』（
の
第
二
章
に
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

注
も
主
に
こ
の
著
作
で
の
紹
介
を
基
に
し
て
い
る
。

（
6
（
一
九
三
三
年
国
民
政
府
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
。
一
九
五
二
年
、
一
九
二
七
年
に
、
江
南
図
書
館
を
引
き
継
い
だ
国
立
中
央
大
学
国
学

図
書
館
と
合
併
し
、
南
京
図
書
館
と
な
る
。
銭
鍾
書
は
、
一
九
四
六
年
六
月
か
ら
一
九
四
八
年
六
月
ま
で
国
立
中
央
図
書
館
英
文
館
刊
行

の
英
文
漢
学
季
刊
『
書
林
季
刊
』（Philobiblon

（
の
編
集
長
を
務
め
、
多
数
の
論
文
も
こ
の
雑
誌
に
発
表
し
て
い
る
。

（
7
（
上
海
の
住
ま
い
。
当
時
無
錫
か
ら
上
海
に
避
難
し
て
き
て
い
た
銭
鍾
書
の
家
族
は
辣
婓
德
路
609
号
（
現
在
の
復
興
中
路
573
号
（
に
、
蘇

州
か
ら
避
難
し
て
き
た
楊
絳
の
家
族
は
そ
こ
か
ら
徒
歩
で
十
分
ほ
ど
離
れ
た
蒲
石
路
の
一
画
に
住
み
、
夫
婦
は
基
本
的
に
は
楊
絳
の
家
族

の
方
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
銭
鍾
書
の
長
編
小
説
『
囲
城
』
が
書
か
れ
た
の
も
こ
の
住
ま
い
で
あ
る
。

（
8
（
車
夫
が
自
転
車
で
引
く
「
り
ん
タ
ク
」
の
こ
と
。

（
9
（
王
雲
吾
（
一
八
八
八
―
一
九
七
九
（
祖
籍
は
広
東
省
香
山
県
の
人
。
上
海
生
ま
れ
、
岫
廬
は
号
。
一
九
二
一
年
胡
適
の
推
薦
で
商
務
印

書
館
編
訳
所
長
と
な
る
。
一
九
三
〇
年
、
商
務
印
書
館
総
経
理
。「
四
角
号
碼
検
字
法
」
を
創
出
。『
百
科
小
叢
書
』『
万
有
文
庫
』『
中
国

文
化
史
叢
書
』『
大
学
叢
書
』
等
大
型
の
叢
書
刊
行
等
、
各
種
出
版
事
業
に
貢
献
す
る
。
一
九
四
〇
年
代
後
半
、
国
民
政
府
財
政
部
部
長

と
し
て
経
済
立
て
直
し
を
図
る
が
失
敗
し
辞
職
。
一
九
四
二
年
二
月
香
港
に
赴
い
た
後
台
湾
に
移
る
。
国
立
故
宮
博
物
館
理
事
長
、
台
湾

政
治
大
学
政
治
研
究
所
教
授
な
ど
を
歴
任
。
台
北
市
に
て
病
没
。

（
（0
（
劉
大
傑
（
一
九
〇
四
―
一
九
七
七
（
湖
南
省
岳
陽
県
生
ま
れ
。
作
家
、
翻
訳
家
。
早
稲
田
大
学
留
学
。
安
徽
大
学
、
四
川
大
学
な
ど
で

教
鞭
を
と
る
。
曁
南
大
學
文
学
院
院
長
、
復
旦
大
学
教
授
兼
中
文
系
主
任
、
中
国
作
家
協
会
上
海
分
会
副
主
席
、
第
四
期
全
国
人
民
代
表

大
会
代
表
、
第
四
期
政
治
協
商
会
全
国
委
員
会
委
員
等
を
歴
任
。『
収
穫
』『
文
学
評
論
』『
上
海
文
學
』
等
の
雑
誌
編
集
員
、
全
国
高
等

学
校
中
文
系
「
中
国
文
学
史
」
教
学
大
綱
の
制
定
に
参
与
。『
辞
海
』
等
編
集
。
著
作
に
『
中
国
文
学
批
評
史
』『
中
国
文
学
発
展
史
』
等
。

上
海
に
て
病
没
。

（
（（
（
沈
亦
雲
（
一
八
九
四
―
一
九
七
一
（。
浙
江
嘉
興
の
人
。
名
前
は
性
真
、
ま
た
は
景
英
。
天
津
北
洋
女
子
師
範
学
堂
で
学
ん
だ
後
、
蘇
州

景
海
女
学
似
て
英
語
を
学
ぶ
。
辛
亥
革
命
勃
発
時
に
仲
間
と
上
海
北
伐
女
子
敢
死
隊
を
結
成
す
る
。
そ
こ
で
滬
軍
都
督
府
参
謀
長
で
あ
っ

た
黄
郛
（
一
八
八
〇
―
一
九
三
六
（
と
知
り
合
い
結
婚
す
る
。
中
華
人
民
共
和
公
成
立
後
は
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
て
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没
す
る
。
著
書
に
『
亦
雲
回
憶
』（
口
述
記
録
（
が
あ
る
。
文
章
で
言
及
さ
れ
る
妹
と
は
、
二
番
目
の
妹
、
性
仁
（
一
八
九
五
―
一
九

四
（；

社
会
学
者
陶
孟
和
（
一
八
八
七
―
一
九
六
〇
（
夫
人
。
翻
訳
家
（
の
こ
と
か
？

（
（（
（
楊
景
任
（
一
八
九
八
？
―
一
九
？
？
（。
張
奚
若
（
一
八
八
九
―
一
九
七
三
（
が
上
海
に
て
同
郷
の
楊
西
堂
と
知
り
合
っ
た
際
、
楊
西
堂

が
張
渓
若
の
才
能
を
見
込
ん
で
娘
を
嫁
が
せ
た
と
い
う
。

（
（3
（『
紅
楼
夢
』
一
〇
九
回
「
芳
魂
を
放
ち
て
五
児
錯
愛
を
承
く
る
の
こ
と
」
宝
玉
が
付
き
人
と
し
て
き
た
丫
鬟
の
五
児
に
、
以
前
風
邪
を
ひ

き
亡
く
な
っ
た
晴
雯
の
面
影
を
見
て
、
思
わ
ず
そ
の
手
を
取
っ
た
場
面
を
指
す
。

（
（4
（
前
身
は
南
京
に
華
僑
の
学
生
受
け
入
れ
の
教
育
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
曁
南
学
堂
。
そ
の
後
幾
た
び
か
の
変
遷
を
経
て
一
九
一
八
年
、

上
海
に
て
国
立
曁
南
大
学
と
し
て
発
足
。
当
時
唯
一
の
華
僑
受
け
入
れ
大
学
と
な
る
。
日
中
戦
争
勃
発
で
上
海
の
共
同
租
界
地
に
移
転
、

そ
の
後
太
平
洋
戦
争
勃
発
で
福
建
に
移
転
。
一
九
四
六
年
再
び
上
海
に
戻
る
。
銭
鍾
書
が
教
壇
に
立
っ
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る
。
一
九

四
九
年
五
月
共
産
党
側
が
上
海
を
支
配
下
に
お
さ
め
大
学
接
収
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
学
部
に
よ
っ
て
復
旦
大
学
、
交
通
大
学
、
南
京
大
学

へ
と
改
組
さ
れ
る
。
一
九
五
八
年
広
州
に
て
再
建
。
現
在
は
華
僑
高
等
学
府
と
し
て
国
内
外
に
分
校
を
持
つ
重
点
大
学
と
な
っ
て
い
る
。

（
（5
（『
英
国
文
化
叢
書
』
全
十
二
冊
、
商
務
印
書
館
、
一
九
四
八
年
。
こ
の
叢
書
の
出
版
企
画
は
、
英
国
駐
華
使
館
の
責
任
の
下
に
、
英
国
文

化
委
員
会
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
英
国
の
文
化
を
紹
介
す
る
た
め
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
、
叢
書
の
出
版
の
た
め
に
「
英
国
文
化
叢
書

委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
朱
経
農
、
林
超
、
銭
鍾
書
、
蕭
乾
及
び
二
人
の
英
国
人
、G.H

edley,	H
.M

cA
leavy

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

社
会
科
学
、
文
学
、
美
術
、
経
済
、
教
育
な
ど
主
に
人
文
学
分
野
か
ら
十
二
冊
の
書
籍
を
選
び
、
十
二
人
の
翻
訳
者
が
一
冊
を
担
当
し
て

い
る
。
十
二
冊
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
：
章
元
善
訳
『
英
国
合
作
運
動
』（E.T

opham
	and	J.A

.H
ough.	T

he Co-operative 
M

ovem
ent in Britain.

（、
楊
絳
訳
『
一
九
三
九
年
以
来
英
国
散
文
作
品
』（J.H

ayw
ard.	Prose Literature Since 1939.

（、
任
鴻

雋
訳
『
現
代
科
学
発
明
談
』（Sir	W

illiam
	Bragg	and	others.	Science,	Lifts the V

eil.

（、
張
芝
聯
訳
『
英
国
大
学
』（Sir	E.

Barker.	British U
niversities.

（、
傅
雷
訳
『
英
国
絵
画
』（E.N

ew
ton.	British Paintings.

（、
卲
洵
美
訳
『
一
九
三
九
年
以
来
英
国

詩
』（S.Spender.	Poetry Since 1939.

（、
林
超
訳
『
英
国
土
地
及
其
利
用
』（L.D

udley	Stam
p.	T

he Land of Britain and 
H

ow
 It Is.

（、
李
国
鼎
訳
『
英
国
工
業
』（G.C.A

llen.	British Industry.
（、
全
増
嘏
訳
『
一
九
三
九
年
以
来
英
国
小
説
』（H

enry	
Reed.	T

he N
ovel Since 1939.

（、
張
駿
祥
訳
『
一
九
三
九
年
以
来
英
国
電
影
』（D

ilys	Pow
ell.	Film

s Since 1939.

（、
蒋
復
璁
訳
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『
英
国
図
書
館
』（L.R.M

cColvin	and	J.Revie.	British Libraries.

（、
王
承
緒
訳
『
英
国
教
育
』（H

.C.D
ent.	British E

ducation.

（。

以
上
参
考
：
謝
泳
『
銭
鍾
書
交
游
考
』（
九
州
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
（
他
。

（
（6
（
蒲
石
路
（Rue	Bourgeat

（
現
在
の
上
海
市
長
楽
路
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
の
呼
び
名
。
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
租
界
だ

っ
た
。
蒲
園
は
長
楽
路
五
七
〇
弄
に
位
置
す
る
十
二
棟
か
ら
な
る
洋
館
の
ア
パ
ー
ト
。

（
（7
（
貝
当
公
寓
（Petain	A

partm
ents

（。
以
前
の
貝
当
路
、
現
在
の
徐
滙
区
衡
山
路
七
〇
〇
号
に
あ
る
七
階
建
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の

ア
パ
ー
ト
。
一
九
三
四
年
に
建
造
。
二
〇
〇
五
年
上
海
市
優
秀
歴
史
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
（8
（
民
国
期
中
国
江
南
地
区
に
お
け
る
唯
一
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
女
子
大
学
。
文
学
院
と
理
学
院
を
併
せ
持
っ
た
。
一
九
三
七
年
、
上
海
フ
ラ

ン
ス
租
界
の
中
心
地
区
蒲
石
路
一
八
一
号
（
現
在
の
長
楽
路
向
明
中
学
及
び
滙
海
中
路
上
海
科
学
院
所
在
地
（
に
校
舎
建
立
。
組
織
上
は

震
旦
大
学
所
属
で
震
旦
大
学
校
長
胡
文
耀
と
常
務
理
事
は
米
国
人
（
才
爾
孟
（
が
兼
任
、
実
務
は
聖
心
会
修
道
女
院
長
が
管
理
。
一
九
五

一
年
震
旦
大
学
に
編
入
、
女
子
大
学
は
廃
止
さ
れ
る
。
震
旦
大
学
は
翌
年
全
国
高
等
院
校
院
系
改
組
の
際
に
復
旦
大
学
、
交
通
大
学
、
等

に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
震
旦
女
子
文
理
学
院
女
子
中
学
部
は
震
旦
大
学
付
属
中
学
と
合
併
し
向
明
中
学
と
な
り
現
在
に
至
る
。
楊
絳
の
父

親
楊
蔭
杭
が
一
九
四
〇
年
九
月
よ
り
震
旦
女
子
文
理
学
院
で
『
詩
教
』
を
教
え
て
い
た
が
、
翌
年
夏
、
上
海
に
立
ち
寄
り
太
平
洋
戦
争
勃

発
で
そ
れ
ま
で
教
え
て
い
た
湖
南
藍
田
学
院
に
戻
れ
な
く
な
っ
た
銭
鍾
書
に
譲
り
、
以
降
一
九
四
五
年
六
月
ま
で
銭
鍾
書
は
こ
の
大
学
で

英
語
を
担
当
。
一
九
四
六
年
銭
鍾
書
が
岐
南
大
学
教
授
と
な
っ
た
際
、
楊
絳
が
授
業
を
引
き
継
い
で
い
た
。
尚
、
こ
の
大
学
に
は
楊
絳
の

一
番
下
の
妹
楊
必
（
一
九
二
二
―
一
九
六
八
（。
サ
ッ
カ
レ
ー
『
虚
栄
の
市
』
中
国
語
題
名
『
名
利
場
』
を
翻
訳
（
が
英
文
系
で
学
ん
で

い
る
。

（
（9
（
楊
絳
の
父
楊
蔭
杭
（
一
八
七
八
―
一
九
四
五
（
に
つ
い
て
は
楊
絳
の
エ
ッ
セ
イ
「
回
憶
我
的
父
親
」（
一
九
八
三	;	

邦
訳
「
父
の
回
想
」

中
島
み
ど
り
訳
『
幹
校
六
記
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
（
に
詳
し
い
が
、
そ
の
死
に
状
況
に
つ
い
て
二
〇
〇
一
年
に
「
難
忘
的
一
天
」

と
題
し
た
文
章
を
書
き
、
愛
す
る
父
の
死
に
目
に
会
え
な
か
っ
た
悲
痛
な
思
い
を
描
い
て
い
る
。

（
（0
（
清
代
、
厲
鶚
の
編
纂
。
全
百
巻
。
宋
代
詩
人
三
千
八
百
十
二
人
の
思
惟
か
及
び
関
連
資
料
を
収
集
し
た
も
の
。
楊
絳
一
家
は
そ
の
後
一

九
四
九
年
に
北
京
、
清
華
大
学
に
移
り
、
銭
鍾
書
は
毛
沢
東
選
集
英
文
訳
編
集
委
員
と
し
て
の
任
務
を
終
え
た
後
、
宋
詩
選
註
（
一
九
五

八
年
刊
行
（
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
（（
（
日
中
戦
争
時
期
、
貴
重
な
書
物
、
典
籍
の
散
逸
を
防
ぐ
た
め
に
、
当
時
浙
江
興
行
銀
行
董
事
長
だ
っ
た
葉
景
葵
や
上
海
商
務
印
書
館
董
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事
長
の
張
元
済
ら
が
燕
京
図
書
館
中
文
采
訪
部
主
任
の
顧
延
龍
を
総
編
集
と
し
て
招
き
、
一
九
三
九
年
創
設
し
た
私
立
図
書
館
。
一
九
四

九
年
、
上
海
市
に
寄
贈
と
な
り
、
上
海
歴
史
文
献
図
書
館
と
な
る
。
一
九
五
八
年
、
上
海
図
書
館
に
合
併
さ
れ
る
。

（
（（
（
原
文
「
一
騎
紅
塵
妃
子
笑
」
唐
、
杜
牧
の
「
過
華
清
宮
絶
句
」
の
後
半
よ
り
引
用
。
詩
で
は
こ
の
句
の
後
に
「
無
人
知
是
茘
枝
来
」
と

続
く
。
大
意
は
「
砂
ぼ
こ
り
を
巻
き
上
げ
て
馳
せ
参
じ
る
一
騎
を
見
て
楊
貴
妃
が
に
っ
こ
り
微
笑
む
の
は
、
好
物
の
新
鮮
な
茘
枝
が
届
い

た
か
ら
だ
と
知
る
も
の
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
」。
こ
こ
で
は
鍾
書
が
楊
絳
の
こ
と
を
「
新
鮮
な
鶏
包
子
を
届
け
に
土
ぼ
こ
り
を
蹴

立
て
て
は
馳
せ
参
じ
る
」
と
か
ら
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
（3
（
蒋
恩
鈿
（
一
九
〇
八
―
一
九
七
五
（
江
蘇
省
太
倉
市
生
ま
れ
。
父
親
は
小
学
校
教
員
。
母
を
十
一
歳
で
な
く
す
が
、
継
母
の
支
援
を
得

て
蘇
州
新
華
女
中
で
学
ぶ
。
こ
こ
で
楊
絳
と
知
り
合
い
、
以
後
二
人
は
生
涯
の
友
と
な
る
。
新
華
女
中
を
卒
業
後
、
清
華
大
学
外
文
系

（
西
洋
文
学
（
に
進
み
、
銭
鍾
書
、
曹
禺
、
謝
氷
心
、
呉
晗
、
そ
の
妻
と
な
る
袁
震
ら
と
知
り
合
う
。
清
華
大
卒
業
後
に
師
範
大
学
な
ど

で
教
鞭
を
と
っ
た
あ
と
大
学
に
戻
り
、
助
教
と
学
監
を
務
め
る
。
一
九
三
七
年
、
清
華
大
学
時
代
に
知
り
合
っ
た
陳
謙
受
（
経
済
学
専

門
（
と
結
婚
す
る
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
、
華
僑
の
学
者
か
ら
バ
ラ
四
百
株
を
譲
り
受
け
た
こ
と
か
ら
そ
の
栽
培
と
研
究
に
従
事

し
、
園
芸
研
究
家
と
し
て
貢
献
す
る
。
一
九
七
五
年
、
医
療
事
故
で
死
亡
。
楊
絳
は
蘇
州
東
呉
大
学
か
ら
清
華
大
学
院
に
移
る
と
き
、
入

学
申
請
か
ら
宿
舎
の
手
配
ま
で
こ
の
友
に
助
け
ら
れ
る
。
楊
絳
の
回
想
録
に
は
彼
女
が
何
回
か
登
場
す
る
。

（
（4
（
胡
適
が
ア
メ
リ
カ
留
学
前
ま
で
の
半
生
を
つ
づ
っ
た
自
伝
。
一
九
三
〇
年
六
月
に
執
筆
開
始
、『
新
月
』
雑
誌
第
三
巻
第
一
号
（
一
九
三

一
年
三
月
（
か
ら
第
三
巻
三
、
四
、
七
、
十
号
、
第
四
巻
第
四
号
（
一
九
三
二
年
一
一
月
一
〇
日
（
に
計
六
篇
が
掲
載
さ
れ
る
。
の
ち
上

海
亜
東
図
書
館
よ
り
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
一
九
三
三
年
九
月
に
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。
吉
川
幸
次
郎
に
よ
る
邦
訳
（
創
元
支
那
叢

書
、
一
九
四
〇
（
が
あ
る
。

（
（5
（
楊
志
洵
（
？
―
？
（
字
は
景
蘇
、
江
蘇
無
錫
の
人
。
長
年
商
務
印
書
館
に
在
職
す
る
と
同
時
に
中
国
公
学
で
も
教
え
る
。
胡
適
の
自
伝

『
四
十
自
述
』
で
は
「
そ
の
学
術
思
想
と
教
え
に
生
涯
に
わ
た
り
恩
恵
を
受
け
た
」
と
あ
る
。
楊
絳
は
最
晩
年
の
エ
ッ
セ
イ
（
二
〇
一
三
（

「
憶
孩
時
―
三
姊
姊
是
我
“
人
生
的
啓
蒙
老
師
”」
で
も
こ
の
人
物
に
言
及
し
、「
族
叔
」（
曾
祖
父
の
兄
弟
の
孫
で
父
親
よ
り
年
下
の
親

族
（
で
あ
り
、「
胡
適
氏
の
先
生
で
あ
る
。
胡
適
氏
は
『
こ
の
先
生
を
知
っ
て
か
ら
勉
学
に
励
む
よ
う
に
な
っ
た
』
と
胡
適
の
言
を
引
き
、

楊
景
蘇
が
父
と
よ
く
一
緒
に
い
た
こ
と
、
父
と
は
友
人
で
も
あ
り
同
時
に
家
族
の
一
員
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
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（
（6
（
陳
衡
哲
が
過
去
雑
誌
等
に
発
表
し
た
十
編
の
短
編
か
ら
な
る
小
説
集
。
当
時
上
海
望
平
街
（
今
日
の
山
東
路
（
一
六
一
号
に
あ
っ
た
新

月
書
店
か
ら
一
九
二
七
年
四
月
刊
行
。
書
名
に
も
取
ら
れ
た
「
小
雨
点
」
は
雨
粒
の
小
冒
険
を
描
い
た
童
話
。
ま
た
、
お
さ
め
ら
れ
た
作

品
の
う
ち
、
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
大
学
で
の
寄
宿
舎
生
活
の
体
験
を
も
と
に
、
女
子
学
生
の
一
日
を
口
語
会
話
を
中
心
に
口
語
体
で
つ
づ
っ
た
小

説
『
一
日
』
は
一
九
一
七
年
五
月
『
留
美
学
生
季
報
』
に
発
表
さ
れ
た
中
国
に
お
け
る
早
期
白
話
体
小
説
。
魯
迅
の
「
狂
人
日
記
」
よ
り

少
し
早
い
発
表
と
な
る
。

（
（7
（
実
は
こ
れ
は
胡
適
の
言
。
胡
適
『
留
学
日
記
㈣
』（
胡
適
紀
念
館
授
権
遠
流
出
版
公
司
、
一
九
八
六
年
、
一
三
五
頁
（
一
九
一
六
年
十
一

月
一
日
付
に
「
寄
陳
衡
哲
女
士
」
と
し
て
以
下
の
詩
を
送
っ
た
と
あ
る
。
你
如
「
先
生
」
我/

我
也
「
先
生
」
你
。/

不
如
兩
免
免
了/

省
得
多
少
事
（
私
を
「
先
生
」
と
お
呼
び
に
な
る
な
ら
、
私
も
あ
な
た
を
「
先
生
」
と
お
呼
び
し
ま
す
。
い
っ
そ
互
い
に
や
め
て
し
ま
い

ま
し
ょ
う
、
面
倒
は
省
き
ま
し
ょ
う
よ
（。
こ
れ
は
、
ひ
と
月
前
発
行
の
『
留
美
学
生
季
報
』
十
月
号
に
陳
衡
哲
が
寄
稿
し
た
二
編
の
詩

に
任
鴻
雋
と
胡
適
が
感
心
し
て
三
者
間
で
手
紙
の
や
り
取
り
が
始
ま
っ
た
時
、
陳
衡
哲
が
胡
適
を
「
先
生
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
対
す
る
答

え
を
日
記
に
記
し
た
も
の
。
こ
の
後
は
、
胡
適
が
続
く
十
一
月
三
日
の
日
記
に
「
再
答
陳
女
士
」
と
題
し
て
「
陳
女
史
が
返
信
と
し
て
こ

の
よ
う
に
言
っ
て
き
た
、
と
以
下
の
よ
う
に
陳
衡
哲
の
返
信
を
記
し
て
い
る
。
所
謂
「
先
生
」
者
，「
密
斯
忒
」
云
也
。/

不
稱
你
「
先

生
」，
又
稱
你
什
麽
？/

不
過
若
照
了
，
名
從
主
人
理/

我
亦
不
應
該/

勉
强
「
先
生
」
你
。
但
我
亦
不
該
，
就
呼
你
大
名
。/

「
還
請
寄

信
人
，
下
次
寄
信
時
，
申
明
」
要
何
稱
（
い
わ
ゆ
る
「
先
生
」
と
は
「
ミ
ス
タ
ー
」
の
こ
と
。
あ
な
た
を
「
先
生
」
と
お
呼
び
し
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
？　

た
だ
考
え
て
み
た
ら
、
命
名
は
主
人
に
従
う
理
か
ら
言
っ
て
、
無
理
や
り
「
先
生
」
と
お
呼
び
す
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
で
、「
お
手
紙
の
主
に
お
願
い
し
た
い
の
で
す
が
、
こ
の
次
手
紙
を
お
送
り
く
だ
さ
る
と
き
は
、
ど
う
お
呼
び
し

た
ら
よ
い
か
明
示
し
て
」
く
だ
さ
い
ま
せ
（。
日
記
に
は
ひ
き
続
き
こ
の
手
紙
へ
の
胡
適
の
返
信
が
書
か
れ
て
い
る
。
尚
、
陳
衡
哲
夫
婦

と
胡
適
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
章
が
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
陳
平
原
「
那
些
譲
人
永
遠
感
懐
的
風
雅

―
任
鴻
雋
，
陳
衡
哲
以

及
“
我
的
朋
友
胡
適
之
”（『
書
城
』
二
〇
〇
八
年
第
四
期
（。

（
（8
（『
称
心
如
意
』（
世
界
出
版
社
、
一
九
四
四
（
と
『
弄
真
成
假
』（
世
界
出
版
社
、
一
九
四
五
（
を
指
す
。

（
（9
（
胡
適
の
博
士
論
文
「
中
国
古
代
哲
学
方
法
之
進
化
史
」
を
基
に
一
九
一
七
年
北
京
大
学
で
行
っ
た
中
国
哲
学
史
講
義
録
を
整
理
・
編
集

し
た
も
の
。
一
九
一
二
年
二
月
、
上
海
商
務
印
書
館
よ
り
刊
行
。
二
か
月
に
し
て
再
版
と
な
る
ほ
ど
読
ま
れ
た
と
い
う
。

（
30
（
楊
絳
が
通
っ
た
高
校
（“
高
中
”（
は
蘇
州
の
振
華
女
学
校
。
大
学
（
学
部
（
は
東
呉
大
学
。
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楊絳「陳衡哲女史を偲ぶ」

（
3（
（
二
人
の
叔
母
と
は
楊
絳
の
父
、
楊
蔭
杭
の
二
人
の
妹
、
楊
蔭
枌
と
楊
蔭
楡
を
指
す
。
二
人
と
も
婚
家
を
出
て
お
り
、
楊
絳
の
父
が
経
済

的
支
援
を
し
て
い
た
。
楊
絳
「
回
億
我
的
姑
母
」
に
よ
る
と
、
楊
蔭
枌
の
夫
だ
っ
た
裘
剣
岑
は
マ
コ
ー
レ
イ
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
」
を
訳
し

て
い
る
と
の
こ
と
。
楊
蔭
楡
（
一
八
八
四
―
一
九
三
八
（
は
「
女
師
大
事
件
」
の
当
事
者
、
北
京
女
子
師
範
大
学
校
長
。
そ
の
後
職
を
辞

し
蘇
州
に
戻
り
教
育
活
動
に
従
事
。
一
九
三
八
年
、
女
性
た
ち
へ
の
暴
行
へ
の
抗
議
を
し
た
こ
と
で
日
本
軍
か
ら
に
ら
ま
れ
、
一
九
三
八

年
日
本
兵
に
銃
殺
さ
れ
た
。

（
3（
（
誰
を
指
す
の
か
不
詳
。

（
33
（
顧
延
龍
（
一
九
〇
四
―
一
九
八
八
（
蘇
州
生
ま
れ
、
文
献
学
者
、
書
家
。
起
潜
は
字
。
一
九
三
九
年
上
海
合
同
図
書
館
総
幹
事
と
な
る
。

の
ち
曁
南
大
学
、
光
華
大
学
教
授
を
兼
任
。
一
九
四
九
年
以
降
、
上
海
文
献
図
書
館
長
、
続
く
上
海
図
書
館
長
を
務
め
、
同
時
に
華
東
師

範
大
学
教
授
を
兼
任
。
文
化
部
国
家
文
物
鑑
定
委
員
会
委
員
を
務
め
る
。

（
34
（
羅
家
倫
（
一
八
九
七
―
一
九
六
九
（
教
育
家
、
歴
史
学
者
。
一
九
二
〇
年
米
国
留
学
後
、
欧
州
に
遊
学
し
歴
史
学
及
び
国
際
関
係
を
学

ぶ
。
帰
国
後
北
伐
に
参
加
。
一
九
二
八
年
、
清
華
学
堂
か
ら
改
名
し
た
国
立
清
華
大
学
の
初
代
学
長
、
一
九
三
二
年
国
立
中
央
大
学
学
長

を
歴
任
。
一
九
四
七
年
国
民
政
府
に
よ
り
駐
印
特
命
全
権
大
使
を
任
ぜ
ら
れ
る
。
一
九
五
〇
年
イ
ン
ド
か
ら
台
湾
に
わ
た
り
、
中
華
民
国

総
統
府
国
策
顧
問
、
国
民
党
中
央
評
議
委
員
、
国
史
館
館
長
等
の
職
を
兼
任
、
歴
任
す
る
。
台
北
に
て
没
す
。

（
35
（
林
同
済
（
一
九
〇
六
―
一
九
八
〇
（
福
建
省
福
州
出
身
。
哲
学
者
。
一
九
二
六
年
清
華
大
学
卒
業
後
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
留
学
、
後
カ
ル

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
て
政
治
学
博
士
取
得
。
一
九
三
四
年
帰
国
後
、
天
津
南
開
大
学
政
治
学
教
授
、
日
中
戦
争
時
期
は
雲

南
大
学
文
学
院
院
長
、
復
旦
大
学
政
治
学
教
授
を
歴
任
。『
戦
国
策
』
雑
誌
を
刊
行
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
国
策
派
」
グ
ル
ー
プ
の
代
表
の
一

人
と
さ
れ
る
。
一
九
五
八
年
右
派
と
さ
れ
迫
害
を
受
け
る
。
一
九
七
九
年
名
誉
回
復
。
一
九
八
〇
年
、
学
術
講
演
で
米
国
に
招
か
れ
た
際
、

心
臓
発
作
で
倒
れ
、
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
て
没
す
。

（
36
（
チ
ト
ー
（
一
八
九
二
―
一
九
八
〇
（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
政
治
家
。

（
37
（
毛
沢
東
を
指
す
。
参
考
：「
陳
凱
「
毛
沢
東
寄
給
胡
適
的
明
信
片
」『
人
民
政
協
報
』（
二
〇
一
二
年
六
月
十
二
日
」。
谢
泳
「
毛
泽
东
是

不
是
胡
适
的
学
生
」http://w

w
w

.aisixiang.com
/data/（3934.htm

l

（
38
（
呉
学
昭
『
聴
楊
絳
談
往
事
』（
三
連
書
店
、
二
〇
〇
八
（
に
よ
る
と
楊
絳
・
銭
鍾
書
夫
婦
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
作
品
は
全
て
原
文
で
読
ん
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で
い
た
と
い
う
。

（
39
（
楊
絳
の
父
、
楊
蔭
杭
（
一
八
七
八
―
一
九
四
五
（
の
筆
名
。

（
40
（
原
文
「
不
足
為
外
人
道
」。『
桃
花
源
記
』
他
言
無
用
の
意
。

（
4（
（
鄭
振
鐸
（
一
八
九
八
―
一
九
五
八
（
福
建
長
楽
人
、
浙
江
温
州
生
ま
れ
。
文
学
史
家
。
字
は
西
諦
。

（
4（
（
唐
徳
剛
（
一
九
二
〇
―
二
〇
〇
九
（
安
徽
省
合
肥
生
ま
れ
。
歴
史
学
者
、
伝
記
作
家
。
国
立
中
央
大
学
に
て
歴
史
学
専
攻
、
一
九
四
八

年
ア
メ
リ
カ
留
学
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
東
ア
ジ
ア
図
書
館
長
、
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
立
大
学
教
授
な
ど
歴
任
。『
張
学
良
口
述
史
』『
胡
適

口
述
史
』『
顧
維
鈞
回
億
録
』
そ
の
他
多
数
の
口
述
史
を
書
き
記
す
。
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
没
す
る
。

（
43
（
初
版
は
一
九
五
八
年
九
月
、
人
民
文
学
出
版
社
よ
り
刊
行
。
そ
の
後
、
銭
鍾
書
本
人
に
よ
り
何
度
か
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
邦
訳
は

『
宋
詩
選
註
』（
全
四
冊
、
宋
代
詩
文
研
究
会
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
四
（。
第
一
巻
巻
頭
の
「
日
本
語
版
序
」
で
王
水
照
氏

が
「
小
川
環
樹
先
生
は
『
宋
代
文
学
史
は
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
多
く
の
部
分
が
書
き
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
』
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
（
京
都
大
学
『
中
国
文
学
報
』
第
一
〇
冊
、
一
九
五
九
（
が
、
こ
れ
は
と
て
も
重
み
の
あ
る
評
語
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
小
川
環
樹
氏
の
こ
の
評
価
に
よ
っ
て
批
判
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
の
が
食
い
止
め
ら
れ
た
と
い
う
。『
聴
楊
絳
談
往
事
』
二

八
四
頁
（
前
掲
注
38
（
で
は
、『
宋
詩
選
註
』
が
出
版
さ
れ
て
間
も
な
く
、
銭
鍾
書
は
資
産
階
級
の
視
点
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
が
、
銭

鍾
書
は
当
時
『
毛
沢
東
選
集
』
の
英
訳
の
た
め
に
市
の
中
心
地
区
に
出
向
か
ね
ば
な
ら
ず
、
批
判
大
会
は
い
つ
も
欠
席
裁
判
と
な
っ
た
こ

と
、
指
導
部
は
楊
絳
に
代
理
出
席
を
求
め
、
彼
女
が
皆
の
批
判
を
逐
一
ノ
ー
ト
に
記
録
し
鍾
書
の
代
わ
り
に
批
判
の
言
葉
を
浴
び
た
こ
と

が
説
明
さ
れ
、『
そ
の
後
日
本
漢
学
の
泰
斗
、
小
川
環
樹
先
生
の
前
述
の
評
価
が
伝
わ
り
、
た
ち
ま
ち
批
判
が
終
息
し
た
』
と
あ
る
。

（
44
（『
我
们
仨
』
に
、
当
時
楊
絳
が
体
調
を
崩
し
、
銭
鍾
書
が
大
変
心
配
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
45
（
李
石
曾
（
一
八
八
一
―
一
九
七
三
（
名
は
煜
瀛
、
石
曾
は
字
。
清
末
に
フ
ラ
ン
ス
留
学
し
、
菜
食
主
義
を
提
唱
し
、
一
九
一
九
年
パ
リ

近
郊
に
豆
腐
工
場
を
創
設
す
る
（
参
照
『
初
期
中
国
共
産
党
群
像
―
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
鄭
超
麟
回
憶
録
』
鄭
超
麟
著
、
長
堀
祐
造
・
三
好
仲

清
・
緒
形
康
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
（。
呉
稚
暉
ら
と
無
政
府
主
義
の
雑
誌
『
新
世
紀
』
を
創
刊
。「
留
仏
勤
工
倹
学
会
」
を
組
織
す
る
。

の
ち
北
京
大
学
教
授
、
北
平
大
学
校
長
と
な
る
。
国
民
党
内
で
は
右
派
、
蒋
介
石
に
協
力
、
台
北
に
没
す
。

（
46
（「
奥
様
は
口
が
寂
し
く
」
の
原
文
は
「
嘴
里
淡
出
鳥
来
」『
水
滸
伝
』
第
三
回
、
出
家
し
た
魯
智
深
が
肉
が
食
べ
た
く
て
言
っ
た
言
葉
。

三
か
月
も
肉
の
味
を
知
ら
ず
、
淡
（
す
な
わ
ち
（
蛋
（
卵
（
も
孵
化
し
て
鳥
に
な
っ
て
し
ま
う
、
の
意
味
か
ら
。
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（
47
（
一
九
五
一
年
十
一
月
に
始
ま
っ
た
、
共
産
党
幹
部
主
導
に
よ
る
、
党
員
幹
部
の
汚
職
、
浪
費
、
官
僚
主
義
に
反
対
す
る
大
衆
運
動
。
す

ぐ
後
に
五
反
運
動
（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
贈
賄
、
脱
税
、
国
家
資
材
の
横
領
、
手
抜
き
仕
事
と
材
料
の
ご
ま
か
し
、
国
家
経
済
情
報
の
窃

取
と
い
う
「
五
毒
」
に
反
対
す
る
（
が
続
き
、
一
九
五
二
年
八
月
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
官
僚
の
汚
職
不
敗
と
資
本
家
の
不
法
行
為
と
を
批

判
・
摘
発
す
る
政
治
運
動
だ
っ
た
が
、
結
果
的
に
民
族
資
本
や
私
営
工
商
業
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
、
以
後
の
社
会
主
義
化
を
決
定
づ
け

る
も
の
と
な
っ
た
。

（
48
（
一
九
五
二
年
高
等
教
育
機
関
が
再
編
成
さ
れ
、
清
華
大
学
は
文
、
法
、
理
、
農
の
四
学
院
を
北
京
大
学
に
移
し
、
建
築
、
土
木
、
水
利
、

機
械
製
造
、
動
力
機
械
、
電
機
の
六
科
学
を
持
つ
工
業
大
学
に
転
換
。
北
京
大
学
は
、
工
学
院
を
清
華
大
学
に
移
し
、
燕
京
大
学
の
文
、

法
、
理
科
の
学
科
な
ど
を
合
併
し
、
文
理
両
科
の
総
合
大
学
と
な
る
。
こ
こ
で
の
「
三
校
」
と
は
清
華
大
学
、
北
京
大
学
、
燕
京
大
学
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
49
（
竺
可
楨
（
一
八
九
〇
―
一
九
七
四
（
浙
江
省
紹
興
県
生
ま
れ
。
気
象
学
者
、
地
理
学
者
。

（
50
（
現
在
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
は
『
科
学
救
国
之
夢
』（
前
掲
注
4
（。
こ
の
ほ
か
夫
婦
の
書
信
集
と
し
て
『
任
鴻
雋
、
陳
衡
哲

家
書
』（
搶
救
民
間
家
書
項
目
組
委
員
会
編
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
七
（
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
5（
（
夏
鼐
（
一
九
一
〇
―
一
九
八
五
（
中
国
の
考
古
学
者
。
浙
江
省
温
州
生
ま
れ
。
清
華
大
学
歴
史
系
卒
業
後
、
英
国
留
学
、
ロ
ン
ド
ン
大

学
で
考
古
学
を
学
ぶ
。
中
国
社
会
科
学
院
副
院
長
を
経
て
一
九
六
六
年
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
所
長
と
な
る
。
多
数
の
重
要
な
発

掘
を
行
い
、
中
西
文
化
交
流
、
経
済
史
、
科
学
史
の
分
野
に
貢
献
す
る
。『
中
国
考
古
学
研
究
』『
中
国
文
明
の
起
源
』
等
邦
訳
が
出
て
い

る
。

（
5（
（
楊
絳
と
銭
鍾
書
夫
婦
が
幹
部
学
校
か
ら
北
京
の
自
宅
に
戻
っ
た
時
、「
革
命
的
大
衆
を
資
産
階
級
権
威
の
住
居
に
住
ま
わ
せ
る
」
措
置
の

も
と
に
別
の
家
族
と
同
居
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
こ
の
家
族
の
横
暴
さ
に
耐
え
か
ね
て
家
を
出
て
娘
、
銭
瑗
の
宿
舎
に
間
借
り
な
ど

し
て
過
ご
し
た
こ
と
を
指
す
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
「
回
憶
：
我
与
鍾
書
―
従
“
摻
沙
子
”
到
“
流
亡
”」（『
南
方
週
末
』（
一
九
九
九

年
十
一
月
十
九
日
（、
の
ち
「
従
“
摻
沙
子
”
到
“
流
亡
”」
の
題
名
で
『
従
丙
午
到
“
流
亡
”』
中
国
青
年
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
、

所
収
（
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
客
観
的
な
描
写
で
ほ
の
か
な
ユ
ー
モ
ア
も
漂
わ
せ
る
体
験
記
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
相
手
方
か
ら
の

反
論
な
ど
論
議
を
呼
ん
だ
。『
楊
絳
全
集
』（
全
九
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
八
月
（
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。


