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李
漁
の
戯
曲
と
そ
の
評
価

岡

晴

夫

李
漁
と
い
う
劇
作
家
の
、
独
自
な
立
場
や
主
張
、
あ
る
い
は
そ
の
作
品
に
見
う
け
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
際
立
っ
た
特
徴
等
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
拙
稿
『
劇
作
家
と
し
て
の
李
笠
翁
』
に
お
い
て
私
な
り
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
そ
う
し
た
彼

の
戯
曲
を
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
認
識
し
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
と
お
も

う

い
っ
た
い
中
国
の
戯
曲
史
上
、
李
漁
ほ
ど
そ
の
評
価
が
人
に
よ
り
見
か
た
に
よ
っ
て
ぶ
れ
を
示
す
作
家
は
、

ほ
か
に
見
当
ら
な
い
。
そ
れ

は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
彼
の
戯
曲
が
従
来
の
尋
常
一
般
の
そ
れ
と
は
、

ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
ち
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
し
て
や
、
そ

の
平
生
の
ま
と
も
な
ら
ざ
る
性
向
や
非
文
人
的
な
生
き
方
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
に
も
影
響
を
与
え
か
ね
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
話
し
は
こ
み
入
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
過
去
に
お
け
る
評
価
の
詳
細
に
つ
い
て
、

い
ま
こ
こ
で
ふ
れ
る
つ
も
り

は
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
最
大
公
約
数
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
結
局
そ
の
作
品
に
は
肯
定
す
べ
き
面
と
否
定
す
べ
き
面
と
の
両
面
が
、
明
ら

か
に
同
時
に
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（

2
v
 

例
え
ば
青
木
正
児
氏
は
、
『
風
事
誤
』
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
一
一
百
う
。
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其
の
関
目
布
置
の
工
み
に
し
て
、
針
線
の
密
な
る
と
、
賓
白
の
呑
吐
宜
し
き
を
得
た
る
と
は
首
に
其
の
長
技
と
し
て
之
を
称
す
る
に
足

る
べ
き
も
、
根
本
的
立
意
の
児
戯
に
類
す
る
と
趣
味
の
低
級
な
る
と
は
、
遂
に
吾
人
を
し
て
憶
需
た
ら
し
む
。
曲
辞
本
色
を
用
ひ
て
平

明
を
旨
と
せ
る
は
固
り
可
な
れ
ど
、
往
々
積
一
襲
の
語
を
出
し
て
脳
内
ら
ざ
る
は
大
い
に
雅
意
を
損
せ
り
。
要
す
る
に
此
劇
は
：
：
・
：
：
畢
寛

一
つ
の
風
情
劇
を
滑
稽
を
以
て
撹
乱
せ
る
に
過
ぎ
ず
、
遂
に
悪
趣
に
堕
せ
り
。

ま
た
、
『
奈
何
天
』
に
つ
い
て
は
、
「
其
奇
想
柏
や
誇
張
に
過
ぐ
る
の
嫌
ひ
無
き
に
非
ず
と
難
も
：
・
：
：
：
喜
劇
と
し
て
は
首
に
上
乗
」
と
の

べ
て
い
る
。

い
ま
私
が
右
に
引
い
た
の
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
れ
ら
の
評
語
の
当
否
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
李
漁

の
戯
曲
に
対
す
る
評
価
に
は
、
往
々
に
し
て
肯
定
面
と
否
定
面
と
が
同
時
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
を
、

ま
ず
指
摘
し
て
お
き
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た
い
か
ら
で
あ
る
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
大
き
な
権
威
と
影
響
力
を
も
っ
青
木
正
児
氏
の
そ
れ
は
、
例
と
し
て
示
す
の
に
格
好
で
あ
る
と
も

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
確
か
に
他
の
多
く
の
論
者
も
、
李
漁
の
戯
曲
の
評
価
に
関
し
て
は
、

い
わ
ば
そ
う
し
た
相
い
背
反
す
る
二

つ
の
面
の
中
聞
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
せ
つ
つ
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
そ
れ
ぞ
れ
重
点
を
お
く
立
場
を
と
る
こ
と
を
、
常
と
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（

3
）
 

例
え
ば
、
鄭
振
鐸
氏
は
か
な
り
冷
淡
な
否
定
的
態
度
で
、

「
彼
は
人
の
鼻
を
明
か
そ
う
と
す
る
性
分
で
、
そ
の
伝
奇
の
構
成
が
往
々
に
し

て
奇
抜
巧
妙
な
る
点
は
、
と
て
も
人
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
時
に
作
為
の
度
が
過
ぎ
る
の
で
あ
る
」
と
の
ベ
、
そ
れ
が
「
不
愉
快
」

求
め
す
ぎ
て
、

だ
と
し
、
最
も
作
為
が
少
な
く
て
自
然
に
近
い
の
が
『
比
目
魚
』
で
あ
る
が
、
「
『
凪
求
鳳
』
『
巧
団
円
』
等
に
至
っ
て
は
、
巧
を
求
め
新
を

一
方
、
概
し
て
肯
定
的
立
場
に
立
つ
の
が
劉
大
木
山
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が

つ
い
に
邪
道
に
陥
っ
て
い
る
」
と
評
定
す
る
。

実
際
に
舞
台
に
の
せ
て
大
き
な
効
果
を
生
ず
る
点
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
な
お
そ
の
作
品
内
容
は
「
凡
俗
に
流
れ
て
い
る
」
と
す
る
。



と
こ
ろ
で
、
私
が
い
ま
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
し
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
の
否
定
的
消
極
的
評
価
の
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を

と
り
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
わ
く
｜
｜
趣
味
が
低
級
、

つ
ま
り
悪
趣
味
で
あ
る
。
雅
意
を
欠
い
て
卑

俗
で
あ
る
。
奇
想
が
誇
張
に
過
ぎ
る
。
寄
を
街
い
作
為
に
過
ぎ
る
、
云
々
：
：
・
。

で
は
、
こ
う
し
た
評
価
を
く
だ
す
判
断
の
基
準
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
批
判
の
内
容
の
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
の
面
に
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
戯
曲
と
い
う
も
の
は
、
文
雅
・
高
尚
・
上
品
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
筋
立
は
で
き
る
だ
け
自
然
で
節

度
を
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
認
識
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
こ
の
国
に
伝
統
的
な
、
雅
を
尊
び
俗
を
否
定
す
る
文
人
感
覚
・
読
書
人
趣
味
の

そ
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
価
値
判
断
・
評
価
の
基
準
を
も
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
李
漁
の
戯
曲
が
そ
の
基
準
の
わ
く
の
中
に
お
さ
ま
る
は
ず
が
な

判
の
的
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
実
は
苦
心
の

（
と
い
う
よ
り
も
お
そ
ら
く
彼
自
身
は
面
白
が
っ
て
）
意
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
先
に
引
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い
の
は
、
こ
れ
ま
た
至
極
く
当
然
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
李
漁
に
し
て
み
れ
ば
、
逆
に
、
そ
う
し
た
基
準
の
わ
く
か
ら
は
み
出
る
部
分
、
批

い
た
鄭
振
鐸
氏
の
言
の
ご
と
く
、
彼
は
ま
さ
し
く
何
と
か
し
て
「
人
の
鼻
を
明
か
そ
う
と
す
る
性
分
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

一
面
た
し
か
に

そ
れ
は
「
悪
趣
味
・
卑
俗
」
で
あ
り
「
誇
張
や
作
為
に
過
ぎ
る
」
と
い
っ
て
よ
い
当
て
込
み
を
、
こ
と
さ
ら
に
意
識
的
に
ね
ら
っ
た
の
で
あ

っ
た
。と

い
う
の
は
、
す
で
に
先
の
拙
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
後
ろ
め
た
き
を
抱
く
中
国
文
人
の
伝
統

的
な
感
覚
や
、
雅
を
尊
び
俗
を
否
む
文
学
伝
統
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
強
く
否
定
し
無
視
す
る
自
由
な
発
想
に
立
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
実

は
こ
の
作
家
の
本
領
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
李
漁
の
、
従
来
と
は
異
っ
た
発
想
の
上
に
立
つ
戯
曲
は
、
こ
の
国
の
戯
曲
演
劇
史
上
、
単
な
る
異
色
で
ユ
ニ
ー
ク



な
、
あ
る
い
は
い
わ
ば
H

鬼
子
μ

的
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
作
家
の
立
場
・
本
領
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
注
目
し
評
価
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
も
中
国
と
い
う
地
域
の
わ
く
に

閉
じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
視
野
を
拡
げ
て
世
界
の
演
劇
史
を
な
が
め
て
み
る
な
ら
ば
、

ち
ょ
う
ど
李
漁
の
そ
れ
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
演
劇

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

が
、
時
期
的
に
も
十
七
世
紀
を
中
心
に
し
て
各
国
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
し
か
に
客
観
的
な
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で

い
わ
ゆ
る
H

バ
ロ
ッ
ク
的
発
想
H

の
演
劇
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
バ
ロ
ッ
ク
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
も
と
H

不
整
形
の
真
珠
H

を
意
味
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
語
源
を
発
し
、
本
来
H

異
様
な
H

H

＊コ
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テ
ゴ
テ
し
た
μ

と
い
う
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
言
葉
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
現
代
で
は
、
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流

行
し
た
諸
芸
術
を
、

ル
ネ
サ
ン
ス
な
い
し
は
古
典
主
義
と
は
違
っ
た
感
覚
・
発
想
を
も
っ
芸
術
様
式
と
し
て
総
括
し
、
評
価
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

い
ま
、
演
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
に
の
み
限
っ
て
、
そ
の
主
だ
っ
た
も
の
を
具
体
的
に
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、

イ
タ
リ
ア
の
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ラ

ル
テ
、

ロ
l
。
へ
・
デ
・
べ

l
ガ
（
一
五
六
二
l

一
六
三
三
）

に
よ
っ
て
開
花
し
、

カ
ル
デ
ロ
ン
・
デ
・
ラ
・
パ
ル
カ
（
一
六

O
O
i八
二

よ
っ
て
完
成
し
た
い
わ
ゆ
る
H

黄
金
世
紀
H

の
ス
ペ
イ
ン
劇
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

（
一
五
六
四
l

一
六
一
六
）
を
頂
点
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
、
グ
リ
ュ
フ
ィ
ウ
ス

（
一
六
一
六
l
六
四
）
を
代
表
と
す
る
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ン
・
ロ
ト
ル

i

こ
六
O
九

の
初
期
の
作
品
等
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
・
バ
ロ
ッ
ク
、
そ
れ
に
わ
が
国
の
歌
舞
伎

ー
五

O）

お
よ
び
コ
ル
ネ
イ
ユ

（
一
六

O
四
l
八
六
）

・
：
：
：
：
等
々
で
あ
る
。



こ
れ
ら
の
演
劇
に
共
通
す
る
特
徴
は
な
に
か
。
伊
藤
洋
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

バ
ロ
ッ
ク
演
劇
と
は
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の
効
果
を
常
に
考
え
、
空
想
力
を
発
揮
し
て
異
常
で
激
烈
な
言
葉
、
場
面
を
作
り
、
喜

劇
調
と
悲
劇
調
の
対
照
、
あ
る
一
場
面
の
強
調
、
多
様
性
、
意
外
性
を
重
視
し
、
視
覚
に
訴
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
反
対
に
古
典

演
劇
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
高
貴
壮
大
を
考
え
、
効
果
は
軽
蔑
し
、
礼
節
を
重
ん
じ
る
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
単
一
性
の
規
則
遵
守
が
生
ま

れ
る
。

「
バ
ロ
ッ
ク
」
も
国
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
風
土
性
、
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
底
を
流
れ
て
い
る

も
の
は
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
ず
何
よ
り
も
真
先
に
、
娯
楽
性
が
優
位
を
し
め
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
は
、
時
と
所
と
筋
の
単
一
性
を
説
く
「
三
単

会
二
致
・
ゴ
一
統
一
と
も
い
う
）

の
法
則
」
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
自
由
な
作
劇
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法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
本
理
念
と
す
る
古
典
主
義
演
劇
と
は
、
明
ら
か
に
正
反
対
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

ロ
l
。
へ
・
デ
・
ベ

l
ガ
は
可
現
代
新
戯
曲
作
法
』
ご
六

O
九）

の
な
か
で
、
新
し
い
戯
曲
は
こ
う
し
た
法
則
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
な

い
こ
と
を
主
張
し
て
「
私
が
喜
劇
を
書
く
と
き
に
は
：
：
：
・
：
た
だ
大
衆
の
喝
采
を
博
す
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
た
作
法
に
従
っ
て
書
く
の
で
あ

（

8
）
 

る
。
何
と
な
れ
ば
、
観
衆
は
金
を
払
っ
て
見
物
に
く
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
趣
味
に
合
う
よ
う
に
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
語
る
の
が
よ
い
」
と
い

い
、
変
化
き
わ
ま
り
な
い
筋
立
の
お
も
し
ろ
さ
と
趣
向
を
ね
ら
っ
た
恋
愛
喜
劇
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
カ
ル
デ
ロ
ン
劇
の
中

心
思
想
と
な
っ
た
。

こ
の
ベ

l
ガ
の
演
劇
観
は
、
実
は
わ
が
歌
舞
伎
の
立
場
と
そ
の
ま
ま
あ
い
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
坂
田
藤
十
郎
が
「
歌
舞
伎

芝
居
は
な
ぐ
さ
み
に
見
物
す
る
も
の
な
れ
ば
、
随
分
物
毎
花
美
に
あ
り
た
し
」
と
い
い
、
中
村
伝
七
が
「
見
物
衆
は
一
日
の
保
養
に
来
る
な

れ
ば
、
内
の
苦
労
を
わ
す
れ
さ
せ
る
や
う
に
作
る
が
よ
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。



そ
し
て
こ
う
し
た
考
え
こ
そ
、
実
は
ま
た
李
漁
の
立
場
で
も
あ
っ
た
。
芝
居
は
も
と
も
と
憂
さ
晴
ら
し
な
の
だ
、
見
物
衆
に
金
を
払
わ
せ

て
お
い
て
悲
し
ま
せ
る
法
は
な
い
、
み
ん
な
に
笑
っ
て
も
ら
う
の
が
自
分
の
芝
居
だ
ー
ー
ー
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
観
衆
本
位
・
娯
楽
本
位
を

作
劇
の
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
の
で
あ
る
。

右
三
者
が
そ
の
作
劇
精
神
に
お
い
て
、
期
せ
ず
し
て
同
一
基
盤
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ま
ず
興
味
深
い
事
実
と
し
て
注
目
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
立
場
と
は
逆
に
、
「
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の
効
果
」
を
む
し
ろ
「
軽
蔑
」
す
る
の
が
古
典
主
義
の
立
場
で
あ
っ

た
。
理
性
や
秩
序
・
節
度
を
尊
ん
で
、
筋
は
合
理
的
に
運
び
、
内
容
は
お
の
ず
と
道
徳
的
で
あ
り
、
端
正
簡
素
な
趣
き
の
舞
台
を
つ
く
る
。

極
力
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
排
し
、
高
尚
・
典
雅
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
大
衆
に
訴
え
ず
に
む
し
ろ
教
養
あ
る
人
々
を
対
象
と
す

る
も
の
、
具
体
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
に
発
し
て
、
十
七
世
紀
ラ
シ

l
ヌ

（
一
六
三
九
l
九
九
）

に
よ
っ
て
ピ
l
ク
に
達
す
る
フ
ラ
ン
ス
古
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典
主
義
演
劇
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
方
、
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
は
、
自
由
奔
放
な
想
像
力
を
駆
使
し
、
流
動
的
で
複
雑
な
変
化
に
と
ん
だ
舞
台
を
展
開
し
、
時
に
そ
れ
が
過
度
に

わ
た
り
不
合
理
に
陥
っ
て
も
意
に
介
さ
な
い
。
歌
や
踊
り
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
要
素
、
視
聴
覚
効
果
を
重
視
し
、
特
定
の
人

々
を
対
象
と
せ
ず
に
一
般
庶
民
の
演
劇
を
目
指
す
。
一
一
一
口
う
な
れ
ば
、

H

静
的
・
理
性
的
・
文
学
的
H

な
演
劇
で
あ
る
古
典
主
義
に
対
し
て
、

こ
ち
ら
は
、

H

発
散
的
・
感
覚
的
・
見
世
物
的
H

で
観
客
の
喜
ぶ
よ
う
な
演
出
を
多
彩
に
や
っ
て
み
せ
る
演
劇
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
口

（ロ）

従
っ
て
、
小
場
瀬
卓
三
氏
の
一
一
一
口
う
ご
と
く
、

「
千
変
万
化
す
る
筋
と
そ
の
筋
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
せ
場
を
も
っ
」
パ

ロ
ッ
ク
演
劇
は
、

「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
を
使
っ
て
局
面
の
多
い
劇
を
見
せ
よ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
外
性
・
偶
然
・
人

物
の
す
り
替
え
・
変
装
・
勘
違
い
・
偽
手
紙
・
劇
中
劇
・
奇
蹟
・
狂
気
・
残
虐
・
殺
し
・
濡
れ
場
、
あ
る
い
は
神
仏
や
亡
霊
・
秘
薬
・
魔
法



な
ど
超
自
然
超
現
実
的
な
も
の
の
活
躍
：
：
：
等
、
こ
う
し
た
趣
向
を
重
要
作
意
と
し
た
芝
居
づ
く
り
を
す
る
こ
と
を
も
っ
て
特
徴
と
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
西
洋
に
お
け
る
こ
う
し
た
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
の
諸
々
の
特
性
を
、
李
漁
の
そ
れ
が
す
べ
て
備
え
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

も
と
よ
り
そ
れ
は
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
が
、

し
か
し
、
彼
の
劇
作
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
が
、
基
本
的
に
は
、
こ

れ
ら
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
点
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
李
漁
の
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
ー
ー
そ
の
作
劇
精
神
が
ま
ず
第
一
に
娯
楽
性
の
強
調
に
あ
る
こ
と
。
従

っ
て
「
唱
」
と
同
等
に
「
科
白
」
を
重
視
し
、
あ
く
ま
で
も
上
演
さ
れ
て
面
白
い
も
の
を
目
指
し
て
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
効
果
を
狙
っ
た
こ

と
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
劇
全
体
の
構
成
に
留
意
し
、
こ
れ
を
こ
と
さ
ら
作
為
的
人
工
的
に
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
意
図
し
て
、
局
面
趣

向
の
斬
新
奇
抜
に
特
別
意
を
用
い
る
口
す
な
わ
ち
、
意
外
や
偶
然
・
勘
違
い
・
変
装
・
変
身
・
劇
中
劇
・
ど
ん
で
ん
返
し
等
々
を
重
要
作
意

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
世
界
演
劇
の
レ
ベ
ル
か
ら
み
れ
ば
H

発
散
的
・
感
覚
的
・
見
世
物
的
H

で
観
客
の
喜
ぶ
よ
う
な
演
出
を
多
彩
に
や
っ
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と
し
て
、
こ
れ
に
よ
る
筋
立
の
面
白
さ
、
変
化
の
面
白
さ
を
ね
ら
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

て
み
せ
る
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
の
系
脈
に
属
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
一
応
、
李
漁
の
戯
曲
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
局
面
趣
向
の
点
に
つ
い
て
、
ご
く
大
ま
か
な
検
証
を
試
み

た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
く
バ
ロ
ッ
ク
的
演
劇
と
さ
れ
る
シ
工
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
（
と
く
に
喜
劇
）
と
、
そ
の
劇
的
趣
向
の
面
で
は

多
く
の
類
似
点
を
見
出
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
趣
向
と
は
い
え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
彼
の
独
創
で
は
な
く
、

ロ
ー
マ
・
イ
タ
リ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
等
の
長
い
喜
劇
守
つ
く
り
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
（
こ
の
点
李
漁
の
場
合
も
先
行
作
品
の
趣
向
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、

の
ち
に
ふ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
）

要
す
る
に
、
人
間
の
営
み
と
し
て
の
演
劇
行
為
に
お
い
て
、
芝
居
づ
く
り
喜
劇
マ
つ
く
り
の
手
の
う
ち
は
、
だ
い
た
い
東
西
相
い
似
た
様
相



を
示
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
先
の
拙
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

「
戯
場
の
関
目
は
、
全
く
奇
を

出
し
相
を
変
じ
て
、
人
を
し
て
能
く
懸
擬
せ
し
め
ざ
ら
し
む
る
に
在
り
」
と
し
て
、
観
衆
の
意
表
に
出
る
よ
う
な
奇
抜
な
局
面
趣
向
に
よ
っ

て
興
味
と
サ
ス
ペ
ン
ス
を
ひ
き
起
す
こ
と
を
、
李
漁
は
芝
居
づ
く
り
の
要
諦
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
局
面
趣
向
の
な
か
で
も
「
・
：
：
：
：
パ
ロ
ッ
グ
文
学
を
特
色
づ
け
る
の
は
、
人
物
の
す
り
替
え
、
変
装
、
勘
違
い

ハ臼〉

一
一
一
一
口
で
い
え
ば
錯
覚
の
乱
用
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
李
漁
の
戯
曲
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

生
守
々
、

〈
勘
違
い
〉
〈
人
違
い
〉
に
よ
っ
て
話
が
最
後
ま
で
も
つ
れ
て
ゆ
く
面
白
さ
の
上
に
成
り
立
つ
の
が
『
風
事
誤
』
で
あ
っ
た
。
秀
才
の
韓
世

勲
（
生
）
が
凧
に
書
い
た
詩
が
、

た
ま
た
ま
佳
人
の
淑
娼
（
日
一
）
の
手
に
落
ち
る
と
い
う
〈
偶
然
〉
の
趣
向
に
始
ま
り
、

い
ろ
い
ろ
と
事
が
運
ん

で
、
あ
る
夜
世
勲
が
、
友
人
で
劣
才
の
戚
友
先
（
副
浄
）

に
な
り
済
ま
し
て

（
〈
変
装
V
の
趣
向
の
う
ち
に
入
る
で
あ
ろ
う
）
こ
っ
そ
り
淑

て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
友
先
と
愛
知
が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
愛
知
も
世
勲
を
友
先
と
思
い
違
え
て
い
た
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
な
悶

一 回 一

焔
に
会
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
実
は
そ
れ
が
醜
女
の
愛
娼
（
丑
）
で
あ
っ
た
た
め
に
驚
い
て
逃
げ
だ
し
、
淑
娼
を
醜
女
で
あ
る
と
八
誤
認
V
し

着
が
ひ
き
起
さ
れ
る
。

一
方
周
囲
の
者
は
、
何
と
か
し
て
世
勲
に
淑
射
を
妻
あ
わ
そ
う
と
す
る
が
、
世
勲
は
勘
違
い
を
し
て
い
る
の
で
全
く

と
り
あ
わ
ず
、
結
局
強
引
に
婚
礼
を
挙
げ
さ
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
夜
は
つ
い
に
花
嫁
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
：
：
：
と
い
う
ふ
う
に
、
話
は

あ
れ
こ
れ
と
も
つ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
間
違
い
の
喜
劇
』
、
が
、

い
わ
ば
こ
れ
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
｜
｜
双
子
同
志
の
兄
弟
に
さ
ら
に
双
子
同

志
の
下
僕
を
つ
け
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
一
家
離
散
し
た
の
ち
、
再
び
こ
の
二
組
の
主
従
が
偶
然
出
合
っ
た
と
き
に
は
、

ま
っ
た
く
瓜
二
つ
の
た

め
、
周
囲
の
人
々
を
も
大
混
乱
に
ま
き
込
ん
で
ゆ
く
、

と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
二
組
の
双
生
児
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

八
人
違

い
V
の
混
乱
と
お
か
し
き
、
が
何
倍
に
も
増
幅
さ
れ
る
効
果
を
あ
げ
て
お
り
、

し
か
も
最
後
は
、
離
散
し
て
い
た
父
親
や
母
親
ま
で
一
堂
に
会



し

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
大
団
円
と
な
る
。

人
違
い
に
よ
っ
て
笑
い
を
う
み
出
す
と
い
う
趣
向
の
点
で
は
、
右
の
二
作
は
共
通
す
る
が
、

た
だ
単
純
に
筋
書
だ
け
を
比
較
し
て
み
る
な

ら
ば
、
二
組
の
双
生
児
（
顔
か
た
ち
名
前
だ
け
で
な
く
、
身
な
り
ま
で
全
く
同
じ
で
あ
る
！
）

に
よ
る
ト
リ
ッ
ク
を
根
底
に
す
え
て
い
る

『
間
違
い
の
喜
劇
』
の
方
が
、
む
し
ろ
『
風
事
誤
』
よ
り
も
数
倍
あ
ざ
と
く
て
、
当
て
込
み
が
い
っ
そ
う
卑
近
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
一
種
の
あ
ざ
と
き
ゃ
、
卑
近
な
当
て
込
み
を
狙
う
の
が
、
バ
ロ
ッ
ク
的
演
劇
に
共
通
す
る
一
特
徴
だ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
点
『
十
二
夜
』
に
し
て
も
同
様
で
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
双
子
の
兄
妹
（
セ
パ
ス
チ
ャ
ン
と
ヴ
ァ
イ
オ
ラ
）
が
い

て
、
妹
の
方
が
H

男
装
H

し
て
い
る
た
め
に
話
が
い
ろ
い
ろ
や
や
こ
し
く
な
る
と
い
う
、
構
造
的
に
は
八
人
違
い
〉
が
ひ
き
起
す
恋
愛
喜
劇

と
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
双
子
に
よ
る
ト
リ
ッ
ク
に
相
い
通
ず
る
趣
向
が
、
『
玉
掻
頭
』
の
伯
々
（
旦
）
と
淑
芳
（
小
日
一
）
で
あ
ろ
う
。
彼
女
ら
二
人
は
、
全
く

偶
然
に
も
容
貌
が
〈
瓜
二
つ

V
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
淑
芳
は
間
違
わ
れ
て
宮
中
に
送
り
こ
ま
れ
た
り
、
倍
々
の
方
も

淑
芳
の
父
親
か
ら
初
め
自
分
の
娘
と
間
違
わ
れ
た
り
す
る
が
、

い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
趣
向
を
劇
中
に
と
り
入
れ
た
と
こ
ろ
が
、

し
か
し
こ
の
趣
向
に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の
派
手
な
笑
い
や
混
乱
が
生
ず
る
と

ハ
M）

い
か
に
も
李
漁
ら
し
い
と
い
え
よ
う
。
も
う
一
つ
『
比
目

魚
』
に
も
〈
瓜
二
つ
〉
の
趣
向
、
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
に
の
べ
る
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
人
違
い
〉
の
技
法
の
一
つ
に
考
え
ら
れ
る
の
が
〈
変
装
・
変
身
〉
で
、
な
か
で
も
著
し
い
の
は
劇
中
の
女
性
が
〈
男
装
〉
す

る
趣
向
で
あ
る
。
先
の
『
十
二
夜
』
の
ヴ
ァ
イ
オ
ラ
、

『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
の
ロ
ザ
リ
ン
ド
、

『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
ポ
l
シ
ャ
と
ネ

リ
ッ
サ
等
々
、

い
わ
ば
こ
れ
ら
は
喜
劇
づ
く
り
の
手
の
う
ち
で
も
最
も
目
立
つ
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

『
意
中
縁
』
に
お
い
て
李
漁
は
、
前
半
と
後
半
の
二
度
に
わ
た
っ
て
林
天
素
（
小
旦
）
に
男
装
さ
せ
、
劇
を
面
白
く
す
る
た
め
の
重
要
な
役



を
に
な
わ
せ
て
い
る
。
特
に
第
二
十
八
働
「
証
綱
」
は
後
半
最
大
の
ヤ
マ
場
で
、
男
装
し
た
天
素
が
楊
雲
友
（
旦
）
の
も
と
を
訪
れ
、
彼
女
よ

り
テ
ス
ト
を
う
け
て
見
事
パ
ス
し
た
の
ち
合
雷
式
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
女
性
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
て
一
悶
着
お
き
た
も
の
の
、

と

ど
真
相
を
明
か
さ
れ
て
ま
る
く
収
ま
る
、

と
い
う
顛
末
が
演
じ
ら
れ
る
。
雲
友
の
〈
誤
解
V
を
解
い
て
彼
女
を
理
想
の
男
性
に
添
わ
せ
る
た

め
の
策
略
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
や
り
く
ち
が
い
か
に
も
作
為
的
で
お
芝
居
じ
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

変
装
の
趣
向
の
一
種
に
、
あ
る
人
物
が
も
と
は
誰
そ
れ
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
途
中
か
ら
名
前
も
身
分
も
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
場
合
が
あ
る
。
『
巧
団
円
』
で
、
曹
小
姐
（
日
一
）
の
養
父
で
医
者
の
曹
玉
宇
（
小
生
）
は
、
も
と
の
名
を
挑
器
汝
と
い
い
、

か
つ
て
仕
官

し
て
高
位
に
あ
っ
た
が
時
世
を
逃
れ
て
名
を
改
め
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
後
半
に
は
探
し
出
さ
れ
て
兵
部
侍
郎
の
職
を
拝
し
、
賊
の

征
討
に
当
る
。

『
比
目
魚
』
で
は
、
投
水
し
た
謹
楚
玉
（
生
）
と
劉
貌
姑
（
日
一
）
が
一
隠
居
の
莫
漁
翁
（
小
生
）
に
救
わ
れ
る
が
、
彼
は
も
と
慕
容
介
と
い
い
、
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劇
賊
山
大
王
（
副
浄
）
の
乱
を
平
げ
た
の
ち
名
を
変
え
て
余
生
を
楽
し
む
者
で
あ
っ
た
。
山
大
王
は
そ
の
後
、
慕
容
介
と
容
貌
が
〈
瓜
二
つ
〉

の
者
を
さ
が
し
出
し
て
、
に
せ
も
の
を
仕
立
て
あ
げ
こ
れ
を
利
用
し
て
猛
威
を
ふ
る
っ
た
た
め
、
後
に
ほ
ん
も
の
の
方
が
捕
え
ら
れ
て
云
々

サ
デ
プ
ロ
ッ
ト

・
：
と
い
う
ふ
う
な
、
副
筋
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
歌
舞
伎
で
は
、
「
本
朝
二
十
四
孝
』
の
花
造
り
の
表
作
が
実
は

武
田
勝
頼
で
、

『
助
六
』
が
実
は
曽
我
五
郎
の
仮
り
の
姿
で
あ
る
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
こ
の
八
変
身
〉
の
か
ら
く
り
が
頻
繁
に
つ
か
わ
れ
て

い
る
点
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

『
憐
香
伴
』
で
は
、
石
堅
（
生
）
は
わ
け
あ
っ
て
沼
姓
を
名
乗
り
、
名
も
石
と
改
め
て
い
た
が
、
劇
の
後
半
で
は
郷
里
へ
帰
っ
て
も
と
の
姓

名
に
復
す
る
。

つ
ま
り
、
沼
石
と
石
堅
と
が
実
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
か
ら
く
り
が
、
こ
の
芝
居
の
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
彼
の
妻
の
雲
隻
（
旦
）
も
、
未
婚
の
女
と
称
し
本
身
を
偽
っ
て
相
手
方
の
家
に
乗
り
込
む
。
い
ず
れ
も
八
変
身
〉
の
趣
向
が
凝
ら



さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
八
劇
中
劇
〉
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
十
種
曲
中
で
は
『
比
目
魚
』
が
、
第
十
五
駒
と
第
二
十
八
駒
の
前
後
二
度
に
わ
た
る
八
劇
中
劇
〉

を
重
要
作
意
と
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。
劇
中
劇
的
な
場
面
は
、
従
来
他
の
戯
曲
の
な
か
に
も
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

い
ず
れ
の
場
合
も
単
な
る
息
ぬ
き
と
し
て
の

H

挿
演
μ

の
域
を
出
る
こ
と
が
な
い
と
言

ら
が
劇
中
に
占
め
る
意
味
合
い
は
き
わ
め
て
軽
く
、

っ
て
よ
い
。
も
し
そ
れ
ら
の
場
面
を
削
除
し
た
と
し
て
も
、
劇
そ
の
も
の
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
〈
劇

中
劇
V
と
い
う
趣
向
を
活
か
す
べ
く
意
図
し
、
そ
の
趣
向
の
面
白
さ
の
上
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
が
「
比
目
魚
』
な
の
で
あ
り
、
李
漁
自

ハ
叩
山
）

は
っ
き
り
別
物
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
後
半
に

身
こ
の
劇
中
劇
と
他
の
劇
に
見
ら
れ
る
H

挿
演
H

と
を
、

は
、
先
に
の
ベ
た
〈
瓜
二
つ
〉
の
慕
容
介
に
よ
る
サ
ブ
プ
ロ
ッ
ト
が
か
ら
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
前
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
鄭
振
鐸
氏
は
『
比
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目
魚
』
を
も
っ
て
十
種
曲
中
も
っ
と
も
作
為
の
少
な
い
作
と
す
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
作
者
な
ら
で
は
の
独
自
の
趣
向
が
凝
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

（げ）

〈
：
：
：
ご
っ
こ
の
場
V
と
い
う
の
も
、
劇
中
劇
の
一
種
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
口
『
憐
香
伴
』
第
十
働
で
雲
隻
（
旦
）
と
語
花

（
小
旦
）
は
、

い
っ
そ
の
こ
と
来
世
で
は
夫
婦
に
な
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
雲
隻
は
夫
の
衣
巾
を
身
に
つ
け
て
新
郎
を
装
い
、
語

花
を
新
婦
に
見
立
て
て
夫
婦
の
礼
を
行
い

H

祝
言
ご
っ
こ
μ

を
す
る
の
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
虚
構
の
世
界
で
あ
る
劇
の
な
か
に
、
さ
ら
に
最

構
の
場
を
設
定
す
る
わ
け
で
、
要
す
る
に
こ
の
作
者
に
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
遊
ぼ
う
と
す
る
気
分
｜
｜
遊
び
の
精
神
ー
ー
が
ひ
と
一
倍
匹

盛
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
神
仏
や
亡
霊
・
秘
薬
・
魔
法
：
：
：
と
い
っ
た
超
自
然
超
現
実
的
な
も
の
を
活
躍
さ
せ
る
趣
向
（
奇
蹟
も
こ
の
中
に
入
れ
て
よ
か
ろ

う
）
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

ほ
ん
ら
い
中
国
の
演
劇
に
は
こ
れ
ら
の
要
素
が
自
由
に
入
り
こ
ん
で
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
李
漁
は
む



し
ろ
芝
居
の
内
容
が
荒
唐
怪
異
に
わ
た
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
彼
の
い
う
荒
唐
怪
異
と
は
、

亡
霊
妖
怪
の
類
い
を
指
し
て

い
る
よ
う
で
、
神
仏
は
こ
の
中
に
入
っ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
『
国
求
鳳
』
の
文
日
日
星
君
・
朱
衣
使
者
、

『
奈
何
天
』
の
三
官
大
帝
・
変

形
使
者
、
『
憐
香
伴
』
の
釈
迦
牟
尼
や
菩
薩
た
ち
、

ま
た
『
比
目
魚
』
や
『
屋
中
楼
』
等
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
役
割
を
に
な
っ
て
登
場
し
て
く

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
息
ぬ
き
の
武
場
等
に
み
ら
れ
る
派
手
な
趣
向
、
あ
る
い
は
異
類
の
も
の
を
さ
か
ん
に
登
場
さ
せ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
場
面
等
は
、

作
者
の
考
え
る
荒
唐
怪
異
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
こ
と
さ
ら
念
入
り
に
腕
を
ふ
る
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
場
面
で

は
、
畑
を
放
っ
た
り
（
『
屋
中
楼
』
第
五
・
六
駒
、
『
憐
香
伴
』
第
十
一
働
）
、
火
畑
や
ら
砲
戸
を
発
し
た
り
し
て

（
『
比
目
魚
』
第
八
齢
、

『
風
箸
誤
』
第
二
十
三
駒
）
、
明
ら
か
に
一
種
の
ケ
レ
ン
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
秘
薬
〉
の
趣
向
は
ど
う
か
。
『
巧
団
円
』
第
十
五
働
で
、
賊
将
（
副
浄
）
に
捕
え
ら
れ
た
曹
小
姐
（
旦
）
が
危
う
く
操
を
全
う
す
る
こ
と

は

ず

ハ

四

〉

が
で
き
た
の
は
、
下
痢
に
用
い
ら
れ
劇
毒
が
あ
る
と
い
う
巴
豆
の
薬
効
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
超
現
実
的
な
秘
薬
で
は
な
く
、
い
か
に
も
本
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当
め
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ミ
ソ
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
特
殊
な
薬
を
用
い
る
と
い
う
趣
向
に
よ
っ
て
、
例
の
と
お
り
こ
の
作
者
得
意

の
、
卑
狼
な
が
ら
も
抱
腹
絶
倒
の
滑
稽
場
と
い
う
局
面
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
奇
蹟
V
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
す
で
に
前
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
が
『
奈
何
天
』
の
例
に
も
う
一
度
注
目
し
た
い
。
こ
の
劇
は
パ
ケ

モ
ノ
的
な
醜
男
で
あ
る
主
人
公
（
こ
う
い
う
奇
異
な
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
バ
ロ
ッ
ク
的
で
あ
る
）
が
、
劇
の
終
り
に
は
す
ば
ら

し
い
美
男
子
に
〈
変
身
V
す
る
と
い
う
奇
蹟
、
そ
の
〈
ど
ん
で
ん
返
し
〉
の
面
白
さ
を
作
為
的
に
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
中
国

劇
に
奇
蹟
が
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
話
が
逆
転
す
る
面
白
さ
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
と
さ
ら

意
図
さ
れ
綿
密
に
計
算
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
例
は
、
お
そ
ら
く
ほ
か
に
あ
る
ま
い
。

つ
ま
り
、
芝
居
を
い
か
に
面
白
く
す
る
か
と
い
う
一
点
に



向
っ
て
作
者
の
意
が
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
八
奇
蹟
〉
の
趣
向
も
そ
の
目
的
の
た
め
に
捻
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

八
偶
然
〉
や
八
奇
遇
〉
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
『
巧
団
円
』
は
、
主
人
公
の
挑
継
（
生
）
と
、
幼
い
頃
に
別
れ
た
き
り
の
両
親

お
よ
び
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
許
嫁
の
女
と
を
、

い
か
に
巧
み
に

H

奇
遇
H

せ
し
め
る
か
、
そ
の
た
め
に
立
て
た
趣
向
の
奇
抜
さ
を
も
と
に

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
惹
き
お
こ
さ
れ
る
ド
ラ
マ
の
面
白
さ
、
見
せ
場
や
ま
場
を
ね
ら
っ
た
芝
居
で
あ
っ
た
。
同
様
の
テ
l
マ
を
あ
つ
か
っ
た

た
と
え
ば
沈
鯨
の
『
双
珠
記
』
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
出
合
い
の
多
く
は
、
た
だ
単
な
る
通
り
一
遍
の
偶
然
で
あ
り
偶
合
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
口
そ
も
そ
も
伝
奇
の
異
名
を
も
っ
南
戯
で
は
、
人
生
の
奇
事
を
描
こ
う
と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
多
く
の
偶
然
に
よ
っ
て
運

ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
李
漁
の
場
合
非
常
に
か
ら
く
り
的
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
概
し
て
そ
れ
ら
は
無
雑
作
で
、
曲
の
な
い
あ

作
に
、

っ
け
ら
か
ん
と
し
た
偶
然
だ
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
お
よ
そ
李
漁
が
ひ
ね
り
出
す
よ
う
な
変
化
の
あ
る
面
白
み
と
は
、
そ
の
趣
き
を
異
に
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し
て
い
る
点
を
、
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

以
上
李
漁
と
い
う
作
家
が
作
劇
す
る
に
当
っ
て
は
、
新
奇
な
趣
向
と
巧
み
な
筋
立
と
を
い
か
に
重
視
し
優
先
さ
せ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
そ
の
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
指
摘
し
て
み
た
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
つ
ね
に
局
面
趣
向
の
斬
新
奇
抜
に
意
を
用
い
る
の
は
、
要
す
る
に
あ
の

手
こ
の
手
を
つ
か
っ
て
変
化
に
と
ん
だ
見
せ
場
を
つ
く
り
、
芝
居
を
よ
り
面
白
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
典
型
的
中
国
的
な
パ
ロ

ッ
ク
的
発
想
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
南
戯
と
い
う
戯
曲
形
態
は
、
そ
の
構
成
・
内
容
に
つ
い
て
み
た
と
き
、

ほ
ん
ら
い
明
ら
か
に
非
古
典
主
義
的
な
い
し
は
パ
ロ



ッ
ク
的
だ
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ー
ー
ま
ず
そ
の
楽
劇
的
性
格
と
三
単
一
な
ど
に
よ
ら
ぬ
作
劇
法
、
多
く
の
偶
然
性
の
上
に
成
り
立

つ
波
淵
万
丈
の
ス
ト
ー
リ
ー
、

め
ま
ぐ
る
し
い
場
面
転
換
と
、
悲
劇
調
と
喜
劇
調
の
混
交
、
独
自
や
傍
白
の
頻
用
、
神
仏
や
亡
霊
・
夢
な
ど

超
自
然
超
現
実
的
な
も
の
の
活
躍
：
：
：
等
々
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
バ
ロ
ッ
ク
的
演
劇
の
特
性
を
一
不
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
作
者
の
作
劇
精
神
お
よ
び
言
語
表
現
の
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
大
よ
そ
非
パ
ロ
ッ
グ
的

な
い
し
は
古
典
主
義
的
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

明
代
は
周
知
の
ご
と
く
、
そ
の
作
者
の
多
く
が
社
会
的
地
位
も
高
い
文
人
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
戯
曲
が
著
し
く
文

人
趣
味
化
し
貴
族
化
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
「
戯
曲
」
は
す
な
わ
ち
正
統
文
学
た
る
「
詩
詞
」
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
、
作
者
の
詞
藻
が
関
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
詩
文
制
作
の
余
技
と
し
て
も
、
筆
を
そ
め
る
だ
け
の
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
元
末
明
初
の
『
琵
琶
記
』
に
始
ま
り
、
『
香
嚢
記
』
『
抗
紗
記
』
等
を
経
て
万
暦
期
の
湯
顕
祖
『
還
魂
記
』
に
い
た
っ
て
ピ
l

へ
と
続
く
そ
の
主
た
る
流
れ
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
作
者
た
ち
の
作
劇

ク
に
達
し

さ
ら
に
清
朝
康
照
年
間
の
『
長
生
殿
』

『
桃
花
扇
』
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精
神
が
ま
ず
第
一
に
H

娯
楽
性
の
強
調
H

に
あ
っ
た
と
は
、
到
底
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
が
主
と
し
て
意
を
注
ぎ
追

求
し
た
の
は
、
自
ら
の
古
典
的
教
養
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、
言
語
の
美
で
あ
っ
た
。
特
に
南
戯
の
最
盛
期
で
あ
る
嘉
靖
万
暦
年
間
に
は
、

せ
り
ふ
の
部
分
ま
で
四
六
餅
健
文
で
書
か
れ
た
作
品
が
現
れ
、
美
文
化
の
傾
向
が
著
し
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
実
際
に
上
演
さ
れ
て
効
果

テ
キ
ス
ト

の
あ
が
る
演
劇
の
台
本
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
詩
文
と
同
等
の
価
値
を
も
っ
文
学
作
品
と
し
て
の
戯
曲
を
書
こ
う
と
し

た
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
意
識
が
総
じ
て
強
か
っ
た
、

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
一
般
大
衆
を
そ
の
対
象
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
ま

ず
同
じ
文
人
仲
間
ど
う
し
の
教
養
あ
る
人
び
と
を
念
頭
に
入
れ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
作
品
が
、
概
し
て
多
い
。

も
ち
ろ
ん
、
作
家
に
よ
り
ま
た
個
々
の
作
品
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
例
え
ば
『
六
十



種
曲
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
南
戯
の
作
品
群
の
性
格
を
、
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
な
が
ら
も
こ
の
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
南
戯
の
も
つ
特
性
は
当
然
非
バ
ロ
ッ
ク
的
な
い
し
は
古
典
主
義
的
方
向
に
あ
り
、
李
漁
の
よ
う
な

平
易
明
解
で
娯
楽
を
事
と
す
る
通
俗
な
演
劇
ー
ー
ー
そ
れ
は
よ
り
発
散
的
で
快
活
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
み
ち
た
芝
居
で
あ
る
ー
ー
に
く
ら
べ
る

と
、
両
者
の
聞
に
は
か
な
り
大
き
な
懸
隔
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
李
漁
の
こ
の
よ
う
な
、
特
に
劇
的
局
面
趣
向
に
意
を
用
い
て
こ
と
さ
ら
ス
ト
ー
リ
ー
に
捻
り
を
加
え
面
白
く
し
よ
う
と
図
る
傾

向
は
、
実
は
明
末
期
に
お
い
て
一
部
の
作
品
に
か
な
り
明
瞭
な
か
た
ち
で
見
え
始
め
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
活
文
若
（
一
五
八
八
｜

の
『
西
国
記
』
は
主
人
公

の
〈
思
い
違
い

V
の
上
に
成
り
た
つ
ド
ラ
マ
、
ま
た
『
緑
牡
丹
』
は
〈
詩
の
代
作
・
思
い
違
い
・
変
装
〉
等
を
重
要
作
意
と
し
て
い
る
し
、

一
六
三
八
）

の
『
花
娃
嫌
』
は
〈
変
装
・
人
違
い
・
身
代
り
〉
等
の
趣
向
を
用
い
、
呉
病
（
？

l

一
六
四
七
）
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哀
子
令
（
一
五
九
二
｜
一
六
七

O
）
『
西
楼
記
』
で
は
〈
間
違
い
・
誤
解
・
誤
報
・
身
代
り
・
す
れ
違
い
〉
な
ど
に
よ
っ
て
起
伏
波
欄
に
と

ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー
を
展
開
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
こ
の
傾
向
が
著
し
く
際
立
っ
て
い
る
の
が
、
院
大
鍛
（
一
五
八
七

7
1
一
六
四
六
）
の
『
燕
子
笠
』
と
『
春
燈
謎
』
で
あ
り
、
清

の
葉
堂
は
「
：
：
：
笠
翁
の
悪
礼
此
よ
り
濫
錫
す
」
と
論
断
し
た
。
『
燕
子
笠
』
は
、
燕
の
く
わ
与
え
て
き
た
詞
築
を
機
縁
に
一
才
子
が
二
佳
人

を
得
る
に
い
た
る
物
語
で
、
湯
顕
祖
を
学
ん
だ
曲
辞
の
典
一
蹴
さ
を
も
っ
て
し
で
も
名
高
い
が
、
青
木
正
児
氏
は
「
勿
論
李
漁
の
諸
作
の
俗
悪

（お〉

な
る
に
比
す
れ
ば
類
を
同
く
せ
ず
と
難
も
、
小
細
工
を
以
っ
て
看
者
を
喜
ば
し
め
ん
と
欲
す
る
風
は
遂
に
李
漁
と
同
弊
に
陥
れ
り
」
と
評
す

る
。
ま
た
、
『
春
燈
謎
（
十
錯
認
）
』
は
、
才
子
の
兄
弟
が
佳
人
の
姉
妹
と
そ
れ
ぞ
れ
結
ぼ
れ
る
に
い
た
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
、

つ
ご
う
十
回
に

お
よ
ぶ
間
違
い

（
ま
た
意
外
）

の
曲
折
を
設
け
た
も
の
で
、
李
漁
以
前
の
作
で
は
最
も
そ
の
バ
ロ
ッ
ク
性
の
顕
著
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ



る
院
大
銭
は
周
知
の
ご
と
く
、
官
官
派
の
貌
忠
賢
に
く
み
し
た
と
し
て
甚
だ
評
判
の
よ
か
ら
ぬ
人
物
で
あ
る
が
、

し
か
し
劇
作
家
と
し
て

て
よ
く
似
て
お
り
、

は
、
自
分
の
家
に
す
ぐ
れ
た
戯
班
を
お
き
自
作
の
芝
居
を
自
ら
指
導
し
て
上
演
さ
せ
る
と
い
う
実
際
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
李
漁
と
き
わ
め

（担）

一
般
の
文
人
作
家
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
当
時
、
実
際
に
彼
の
家
で
そ
れ
ら
の
芝
居
を
見
た
と
い
う
張
岱
は
、
そ
の
出
色
の
で
き
ば
え
に
つ
い
て
た
い
へ
ん
率
直
に
賞
讃
し

て
い
る

（
『
陶
庵
夢
憶
』
巻
八
）
。
こ
れ
に
よ
る
と
そ
の
演
ず
る
脚
本
に
は
「
一
字
二
子
の
筆
の
運
び
に
あ
ら
ゆ
る
苦
心
が
に
じ
み
出
て
」
お

り
、
ま
た
「
大
道
具
小
道
具
や
装
束
は
み
な
微
細
な
点
ま
で
気
を
く
ば
っ
て
」
あ
っ
て
、

ハお》

る
」
と
い
う
。
芝
居
通
で
あ
り
見
巧
者
で
も
あ
る
張
岱
の
言
だ
け
に
、
そ
の
評
価
は
十
分
信
を
お
く
に
足
り
る
と
お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ

「
極
め
て
斬
新
で
、

旧
套
を
脱
し
た
も
の
で
あ

ち
、
あ
く
ま
で
も
実
演
用
の
脚
本
と
し
て
書
か
れ
、

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
要
素
も
盛
り
こ
ん
で
す
ぐ
れ
た
効
果
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
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わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
李
漁
と
は
そ
の
作
風
に
お
い
て
最
も
深
い
血
縁
関
係
に
あ
る
先
輩
作
家
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
先
輩
作
家
た
ち
の
戯
曲
は
、
李
漁
の
作
品
と
く
ら
べ
て
み
た
と
き
、
な
お
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
る
も
の
が
あ

る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
彼
ら
が
劇
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
こ
と
さ
ら
作
為
的
に
面
白
さ
を
求
め
よ
う
と
す
る
風
を
見
せ
な
が
ら
も
、

言
語
表
現
の
面
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
、
伝
統
的
な
文
人
の
作
と
し
て
の
格
調
の
高
さ
や
文
学
的
香
気
を
失
う
ま
い
と
す
る
姿
勢
を
保
つ

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
総
じ
て
文
人
趣
味
的
な
雰
囲
気
が
な
お
色
濃
く
保
持
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
李
漁
の
そ

れ
で
は
言
語
表
現
を
も
含
め
て
戯
曲
全
体
の
も
ち
味
が
、
ず
っ
と
通
俗
に
く
だ
け
て
い
る

（
あ
る
い
は
吹
っ
切
れ
て
い
る
）

の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
劇
的
趣
向
を
重
要
作
意
と
す
る
作
品
が
明
末
期
に
お
い
て
現
れ
は
じ
め
た
こ
と
、

し
か
も
そ
れ
が
呉
煩
や
院
大
銭
と
い
っ



た
、
こ
の
期
の
代
表
的
な
作
者
の
作
に
見
う
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
十
分
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
傾
向
や
流
れ

を
ひ
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
俗
的
な
レ
ベ
ル
で
い
っ
そ
う
明
確
な
か
た
ち
に
し
た
の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
李
漁
の
戯
曲
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
お
も
わ
れ
る
。

四

な
お
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

た
だ
単
に
通
俗
・
卑
近
な
芝
居
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
当
時
民
間
に
は
無
教
養
な

一
般
庶
民
を
対
象
と
す
る
も
っ
と
卑
俗
で
蕪
雑
な
、
そ
れ
だ
け
に
野
性
的
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
演
劇
ー
ー
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
的
な
も
の
｜
｜

（部）

が
存
在
し
て
い
た
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
ら
の
内
容
は
そ
の
卑
俗
さ
ゆ
え
に
、
ほ
と
ん
ど
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と

『
風
李
誤
』
末
尾
に
附
さ
れ
た
撲
斎
主
人
総
評
に
よ
れ
ば
、
「
：
：
：
近
来
牛
鬼
蛇
神
の
劇
、
宇
内
に
充
塞
し
、
慶
賀
誠
集
の
家
を
し
て
終

- 67-

が
な
か
っ
た
。

日
鬼
を
見
、
怪
に
遇
わ
し
む
。
謂
え
ら
く
此
に
非
ず
ん
ば
人
を
快
れ
し
め
観
聴
す
る
に
足
ら
ず
と
」
と
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
妖
怪
変
化
の
践
属

す
る
芝
居
が
た
い
へ
ん
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
朱
素
臣
撰
『
秦
楼
月
』
巻
末
に
は
李
漁
自
身
が
評
を
よ
せ
て
お
り
、
そ
の
構
成
の
巧
み
で
あ
る
こ
と
を
ほ
め
て
の
ち
、

更

に
妙
な
る
は
一
線
到
底
し
一
気
話
す
が
如
く
、
時
劇
新
本
の
女
扮
男
装
・
神
頑
鬼
験
の
通
套
を
作
す
に
似
ざ
る
に
在
り
」
と
し
て
い
る
。

》つ

ま
り
当
時
新
作
の
脚
本
に
は
、
劇
中
の
女
性
が
男
装
す
る
趣
向
の
も
の
、
鬼
神
妖
怪
が
舞
台
を
跳
梁
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
文
字
通
り
蕪
雑
で
非
構
成
的
な
芝
居
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
李
漁
は
、

た
ぶ
ん
一
方
で
は
、
そ
の
種
の
多



く
の
芝
居
を
も
念
頭
に
お
い
て
、
彼
の
戯
曲
論
（
『
閑
情
偶
寄
』
所
収
「
詞
曲
部
」
「
演
習
部
」
）
を
書
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
ま
た
疑
い
な

い
。
彼
が
そ
の
戯
曲
論
で
詞
采
や
音
律
よ
り
も
ま
ず
劇
の
構
成
の
問
題
を
第
一
に
論
じ
た
の
は
、

一
つ
に
は
、
そ
う
し
た
蕪
雑
な
芝
居
が
あ

ま
り
に
も
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
長
編
形
式
の
南
戯
で
は
、
短
編
の
雑
劇
に
く
ら
べ
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
格
段
に
複
雑
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
観
衆
も
ま
た

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
面
白
さ
を
求
め
楽
し
も
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
お
そ
ら
く
当
時
流
行
の
通
俗
小
説
の
影
響
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
そ
の
た
め
に
頭
緒
が
み
だ
り
に
繁
っ
て
筋
の
一
貫
性
が
保
て
ず
、
煩
雑
散
慢
な
構
成
に
な
り
や
す
か
っ
た
こ
と

は
、
す
で
に
李
漁
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
南
戯
の
も
つ
大
き
な
欠
陥
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
当
時
の
新
作
の
戯
曲
が
、

し

ず
れ
も
つ
く
り
方
が
非
常
に
い
い
加
減
で
、
既
成
の
作
品
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
勝
手
に
一
段
、
ず
つ
割
い
て
き
て
適
当
に
継
ぎ
は
ぎ
し
て
で（幻〉

っ
ち
上
げ
て
お
り
、
劇
中
人
物
の
名
前
が
新
し
い
だ
け
で
あ
っ
て
到
底
H

新
作
μ

と
は
い
え
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る

が
、
た
し
か
に
実
情
は
そ
れ
に
近
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
劇
的
構
成
に
関
す
る
論
義
は
、

ま
ず
劇
の
テ
l
マ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
（
立
主
脳
）
、
題
材
に
つ
い
て
は

陳
腐
・
千
篇
一
律
で
あ
る
こ
と
を
排
し

（
脱
案
旧
）
、
筋
の
は
こ
び
を
綿
密
に
し
て

（
密
針
綾
）
、
事
件
の
素
材
を
整
理
し
す
っ
き
り
さ
せ
る

こ
と

ま
た
荒
唐
無
稽
を
廃
す
る
（
戒
荒
唐
）
な
ど
、
ど
れ
も
す
べ
て
然
る
べ
き
立
派
な
見
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
戯
曲
に
対
し
て
秩
序
性
を
求
め
、
構
成
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
明
ら
か
に

（
減
頭
緒
）
、

李
漁
は
、
古
典
主
義
的
な
秩
序
や
節
度
を
尊
ぶ
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
文
人
的
読
書
人
的
な
感
覚

・
発
想
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
も
そ
も
高
雅
端
正
な
趣
き
を
尊
重
し
理
性
や
節
度
を
尊
ぶ
の
が
、
文
人
ま
た
読
書
人
と
よ
ば
れ
る
人

び
と
で
あ
り
、
彼
ら
は
本
来
的
に
バ
ロ
ッ
ク
的
な
る
も
の
を
忌
避
し
排
そ
う
と
す
る
側
に
在
る
か
ら
で
あ
る
。



李
漁
と
て
も
、
そ
の
点
も
ち
ろ
ん
文
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
が
好
ん
だ
佐
調
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
優
雅
な
る
昆
腔
で

あ
っ
て
、
「
予
、
生
平
最
も
℃
陽
・
四
平
等
の
劇
を
悪
み
、
見
れ
ば
則
ち
趨
り
て
之
を
避
く
（
音
律
第
三
）
」
と
い
っ
て
い
る
し
、
ま
た
「
凡

そ
伝
奇
を
作
る
に
は
、

宜
し
く
方
言
を
頻
用
し
人
を
し
て
解
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
少
用
方
言
）
」
と
し
て
、

脚
本
中
に
蘇
州
方
言
が
ひ

ん
ば
ん
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
強
く
異
を
称
え
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
感
覚
や
主
張
は
、

た
し
か
に
俗
を
否
定
す
る
伝
統
的
な
文
人
意

識
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
戯
曲
は
わ
か
り
や
す
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
「
一
味
顕
浅
に
し
て
分
別
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
日
に
粗
俗
に

流
れ
、

文
人
の
筆
た
る
を
求
め
て
得
べ
か
ら
ず
（
戒
浮
詑
）
」
と
し
て
、

ど
う
け

は
い
け
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
「
戯
文
中
の
花
面
の
挿
科
は
、
動
も
す
る
と
浮
邪
の
事
に
及
ぶ
（
戒
淫
賓
と
と
し
て
f
注
襲
H

に
わ
た
る
こ

「
科
語
の
妙
は
俗
に
近
き
に
在
り
、
而
し
て
忌
む
所
の
者
も
又
太
だ
俗
な
る
に
在
り
。
俗
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち

ど
こ
ま
で
も
H

文
人
の
筆
H

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
卑
俗
で
あ
っ
て

と
を
強
く
戒
め
る
と
同
時
に
、

- 69ー

腐
儒
の
談
に
類
し
、
太
だ
俗
な
れ
ば
即
ち
文
人
の
筆
に
非
ず
（
忌
俗
悪
）
」
と
し
て
H

俗
悪
μ

に
な
る
こ
と
の
忌
む
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
項
目
を
立
て
て
論
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
同
様
の
立
場
か
ら
の
主
張
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
彼
の
実
作
に
お
い
て
は
、
ど
う
だ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
と
も
す
る
と
文
人
の
筆
に
あ

る
ま
じ
き
淫
襲
・
俗
悪
な
風
が
あ
る
と
し
て
、
批
難
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
理
論
と
実
際
と
で
は
、
明
ら
か
に
く
い
違
っ
て
い
る
と
言
え

ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
晩
年
の
著
述
で
あ
る
戯
曲
論
で
は
、

か
く
あ
り
た
い
と
い
う
建
前
と
し
て
の
文
人
意
識
が
、
時
に
強
く
前
面
に
お

し
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
表
現
に
は
い
ろ
い
ろ
所
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
点
実
作
の
『
十
種
曲
』
に
は
、
作
者
の
資
質
や
性
情
・
感
覚
等
が
そ
の
ま
ま
直
裁
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
抑
え
よ
う
も

な
く
本
音
が
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



『
西
堂
曲
版
』
で
名
高
い
友
人
の
尤
伺
へ
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｜
｜

御
大
作
を
拝
見
し
ま
す
に
、

い
ず
れ
も
最
上
級
の
出
来
ば
え
で
あ
り
ま
す
。
私
の
作
品
は
卑
俗
で
あ
る
の
が
そ
の
地
色
で
し
て
、
な
か

な
か
格
調
高
く
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
も
し
そ
う
で
き
た
と
し
て
も
、

一
般
う
け
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
気
遣
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
つ

（
初
）

ま
り
H

た
く
さ
ん
瞭
脂
を
買
っ
て
牡
丹
を
画
く
（
こ
と
さ
ら
い
ろ
い
ろ
な
手
を
使
っ
て
派
手
に
や
っ
て
み
せ
る

γ
わ
け
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
相
手
の
作
を
も
ち
上
げ
て
自
ら
を
卑
下
し
謙
遜
し
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
同
時
に
、
き
わ
め
て
素
直
に
本
心

あ
る
。

を
語
っ
て
い
る
点
も
見
落
せ
な
い
。
自
ら
の
作
風
の
い
か
ん
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
彼
自
身
が
最
も
よ
く
こ
れ
を
承
知
し
て
い
る
の
で

い
わ
ゆ
る
文
人
趣
味
的
な
高
雅
な
趣
き
の
戯
曲
を
つ
く
る
よ
り
も
、
娯
楽
本
位
の
通
俗
な
芝
居
づ
く
り
を
目
指
し
た
の
で

つ
ま
り
、

あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
う
し
た
李
漁
の
戯
曲
が
、
世
界
の
演
劇
ま
た
演
劇
一
般
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
み
た
と
き
、

い
わ
ゆ
る
バ
ロ
ッ
ク
的
発
想
の
演
劇
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と
し
て
あ
る
客
観
的
な
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
典
型
的
中
国
的
な
あ
ら
わ
れ
の
一
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
「
：
：
：
古
典
主
義
的
基
準
か
ら
は
、
同
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
劇
や
、

（
却
）

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
は
無
秩
序
き
わ
ま
る
野
卑
低
俗
の
芝
居
と
し
て
批
難
さ
れ
た
」
と
い
う
。
あ
る
い
は
李
漁
の
戯
曲
も
、
い
わ
ば
こ
れ
と

あ
い
似
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
、
従
来
批
難
さ
れ
て
き
た
と
一
一
一
一
口
え
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。

（
却
）

い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ル
メ
イ
ド
・
プ
レ
イ
的
な
技
巧
が
勝
っ
た
作
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か

そ
れ
ら
は
確
か
に
、

し
な
が
ら
明
清
南
戯
史
上
に
お
い
て
、
演
劇
が
本
来
も
っ
て
い
る
通
俗
性
ー
ー
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
面
白
さ
、

か
ら
く
り
の
面
白
さ
ー
ー

を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
、
も
つ
ば
ら
こ
れ
に
意
を
注
い
だ
作
家
と
し
て
、
彼
の
存
在
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し



て
、
そ
う
し
た
面
白
さ
を
ひ
ね
り
出
す
作
劇
上
の
技
巧
、
ま
た
そ
れ
を
多
彩
に
や
っ
て
の
け
た
才
能
に
対
し
て
は
、
も
っ
と
積
極
的
に
然
る

ベ
き
評
価
を
あ
た
え
て
よ
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
従
来
の
よ
う
に
、

た
だ
単
に
そ
の
通
俗
性
の
故
を
も
っ
て
こ
れ
を
低
く

は
な
は
だ
妥
当
を
欠
い
た
見
方
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

評
価
す
る
こ
と
は
、

注（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

6 

『
喜
文
研
究
』
第
四
十
二
号
。

『
支
那
近
世
戯
曲
史
』
（
弘
文
堂
）
五
二
五
頁
。

『
挿
図
本
中
国
文
学
史
』
（
作
家
出
版
社
）
第
六
十
四
章
。

『
中
国
文
学
発
展
史
』
（
中
華
書
局
）
第
三
十
一
章
。

河
竹
登
志
夫
氏
『
演
劇
概
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
第
二
章
4
参
照
。
氏
は
、
演
劇
の
基
本
的
発
想
と
し
て
は
「
東
西
を
通
じ
、
大
別
し
て
相

反
す
る
二
つ
の
極
に
ふ
る
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
「
古
典
主
義
的
発
想
」
の
演
劇
と
「
バ
ロ
ッ
ク
的
発
想
」
の
演
劇
と
を
も
っ
て

「
演
劇
あ
る
い
は
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
！
の
H

双
極
H

的
発
想
」
と
す
る
興
味
深
い
説
を
提
示
し
て
い
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
お
よ
び
わ
が
歌
舞
伎
を
バ
ロ
ッ
ク
劇
脈
に
位
置
づ
け
る
に
つ
い
て
は
、
河
竹
設
志
夫
氏
『
正
・
続
比
較
演
劇
学
』
（
南
窓
社
）

に
詳
し
い
。

『
フ
ラ
ン
ス
文
学
講
座
4
巻
、
演
劇
』
（
大
修
館
）
亜
バ
ロ
ッ
ク
と
演
劇
。

飯
塚
友
一
郎
氏
『
演
劇
学
序
説
』
（
雄
山
閣
）
上
巻
六
九
頁
。

『
賢
外
集
』
（
『
役
者
論
一
語
』
所
収
。
河
竹
登
志
夫
氏
『
演
劇
概
論
』
一

O
二
頁
参
照
ぃ
）

『
歌
舞
伎
雑
談
』
（
郡
司
正
勝
氏
『
か
ぶ
き
の
美
学
』
三
五
頁
参
照
。
）

拙
稿
『
劇
作
家
と
し
て
の
李
笠
翁
』
参
照
。

『
バ
ロ
ッ
ク
と
古
典
主
義
』
（
白
水
社
）
第
二
章
。

小
場
瀬
卓
三
氏
前
掲
書
、
三
三
頁
。
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（叩）
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小
説
で
は
『
十
二
楼
』
中
の
「
合
影
楼
」
の
珍
生
と
玉
川
州
、
『
無
声
戯
』
中
の
第
四
回
「
失
千
金
福
因
禍
至
」
の
秦
世
良
と
秦
世
芳
が
、
そ
れ
ぞ

れ
〈
瓜
二
つ

V
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
で
は
『
夏
の
夜
の
夢
』
終
幕
の
「
ピ
ラ
マ
ス
と
シ
ス
ピ
の
物
語
」
や
『
恋
の
骨
折
損
』
終
幕
第
二
場
の
「
九
英
傑
」
そ
の

他
、
こ
の
趣
向
は
非
常
に
多
い
。

「
戯
中
串
戯
、
殊
覚
可
献
、
而
優
人
慣
増
此
種
、
其
腔
必
殺
℃
陽
：
：
：
」
（
出
羽
阿
部
・
脱
套
第
五
「
科
諸
悪
習
」
）

例
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
で
は
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
第
四
幕
第
一
場
の
H

恋
人
ご
っ
こ
の
場
ヘ
『
へ
ン
リ
l
四
世
第
一
部
』
第
二
幕
第
四

場
H

王
の
説
教
ご
っ
こ
の
場
μ

そ
の
他
が
想
起
さ
れ
る
。

『
夏
の
夜
の
夢
』
で
妖
精
バ
ッ
ク
が
使
う
恋
の
妙
薬
。
『
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
で
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
飲
む
秘
薬
そ
の
他
。
歌
舞
伎
で
も
『
朝

顔
日
記
』
で
盲
の
深
雪
が
飲
む
秘
薬
。
『
合
邦
』
や
『
妹
背
山
』
に
お
け
る
特
定
の
女
の
血
の
も
つ
効
力
等
。

『
十
二
楼
』
中
の
「
帰
正
楼
」
で
盗
人
の
貝
戎
が
、
ま
た
『
無
戸
戯
』
第
五
回
「
女
陳
平
計
生
七
出
」
で
は
二
娘
が
、
や
は
り
〈
巴
豆
V
を
用
い

て
危
地
を
脱
し
て
い
る
。
こ
れ
を
使
う
の
は
作
者
得
意
の
手
法
だ
っ
た
ら
し
い
。

〈
ど
ん
で
ん
返
し
〉
の
面
白
さ
を
狙
っ
た
も
の
に
小
説
で
は
『
無
戸
戯
』
の
第
四
回
、
ま
た
第
七
回
の
ま
く
ら
等
が
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
に
は
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
H

人
肉
裁
判
の
場
μ

が
あ
る
ほ
か
、
歌
舞
伎
で
は
『
千
本
桜
』
す
し
ゃ
で
の
権
太
、
『
合
邦
』
の
玉

手
御
前
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
H

手
負
い
の
述
懐
H

に
よ
っ
て
ド
ラ
マ
の
様
相
が
一
変
す
る
例
は
た
い
へ
ん
多
い
。

李
漁
は
「
五
日
子
近
劇
中
、
取
其
俗
而
不
俗
者
、
『
還
魂
』
而
外
、
則
有
『
集
花
』
五
種
、
皆
文
人
最
妙
之
筆
也
。
（
忌
俗
悪
）
」
と
し
て
、
特
に
呉

畑
の
『
架
花
五
種
』
を
賞
讃
し
て
い
る
。

『
納
書
撤
曲
譜
』
続
巻
三
。

前
掲
書
、
四
七
二
一
良
。
な
お
、
同
氏
は
『
春
燈
謎
』
に
対
し
て
は
「
李
漁
の
『
風
等
誤
』
は
此
派
に
出
で
た
る
存
劇
の
傑
作
に
し
て
、
此
記
の
如

く
甚
だ
し
か
ら
ざ
る
も
、
梢
ほ
且
つ
悪
詰
た
る
を
免
れ
ず
、
況
ん
や
『
十
錯
認
』
の
甚
し
き
を
や
」
と
酷
評
す
る
。

た
だ
し
、
両
者
が
こ
の
点
よ
く
似
て
い
る
と
は
い
え
、
阪
大
銭
が
こ
れ
に
よ
っ
て
白
ら
の
才
筆
を
振
る
う
と
同
時
に
、
お
な
じ
文
人
仲
間
同
志
の

社
交
上
の
具
と
し
た
の
に
対
し
て
、
李
漁
の
場
合
に
は
、
自
ら
の
生
活
の
も
と
で
の
一
部
を
こ
こ
か
ら
得
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
誰
が
見
て
も
楽
し
い
芝
居
寺
つ
く
り
を
彼
が
目
指
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
こ
う
し
た
極
め
て
現
実
的
な
生
活
面
か
ら
の
要
求
が

あ
っ
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
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引
用
文
は
、
松
枝
茂
夫
氏
訳
『
陶
庵
夢
憶
』
（
岩
波
文
庫
）
に
よ
る
。

田
仲
一
成
氏
『
中
園
祭
杷
演
劇
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
第
二
篇
第
二
章
第
三
節
は
、
こ
う
し
た
演
劇
の
一
斑
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

例
え
ば
明
末
期
、
『
西
廟
記
』
の
場
合
「
西
廟
記
原
本
か
ら
は
ず
れ
た
淫
械
シ

l
ン
」
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
明
末
、
所
江
嘉
普
の
人

陳
竜
正
は
当
時
の
包
頭
人
の
運
営
す
る
迎
神
費
会
に
は
「
劫
盗
殺
人
」
の
演
目
が
多
い
と
評
し
て
い
る
。
武
闘
場
面
に
は
し
ば
し
ば
「
殺
人
」
の

シ
l
ン
が
含
ま
れ
て
い
た
し
、
水
詩
伝
や
包
公
案
で
は
、
盗
賊
の
活
躍
す
る
場
面
も
少
な
く
な
か
っ
た
：
：
；
」
と
い
う
。

五
日
観
近
日
之
新
劇
、
非
新
劇
也
、
皆
老
僧
砕
補
之
納
衣
、
医
士
合
成
之
湯
薬
。
取
衆
劇
之
所
有
、
彼
訓
一
段
、
此
割
一
段
、
合
同
成
之
、
即
是
一

種
伝
奇
、
但
有
耳
所
未
聞
之
姓
名
、
従
無
目
不
経
見
之
事
実
。
（
脱
案
旧
）

原
文
：
歴
観
大
作
、
皆
硝
最
上
一
乗
。
弟
則
巴
人
下
里
、
是
其
本
色
、
非
止
調
不
能
高
、
即
使
能
高
亦
憂
寡
和
、
所
謂
多
買
胴
脂
絵
牡
丹
也
。

（
『
李
笠
翁
一
家
言
』
巻
三
「
復
尤
展
成
先
後
五
札
之
五
」
）

河
竹
登
志
夫
氏
『
比
較
演
劇
学
』
六
十
頁
。

バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ウ
が
、
ユ
ジ
ェ

l
ヌ
・
ス
ク
リ
l
ブ
（
一
七
九
一

i
一
八
六
一
）
等
の
ド
ラ
マ
に
対
す
る
悪
口
と
し
て
用
い
た
言
葉
。
筋
は

巧
妙
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
内
特
の
な
い
空
疏
な
ド
ラ
マ
の
意
。
菅
原
太
郎
氏
『
西
洋
演
劇
史
』
（
演
劇
出
版
社
）
七
二
八
頁
参
照
。
な
お
、

ほ
と
ん
ど
画
一
的
に
才
子
佳
人
の
悲
歓
離
合
・
再
会
同
円
の
さ
ま
を
描
く
南
戯
は
、
筋
立
の
而
で
は
本
来
的
に
そ
う
し
た
傾
向
を
も
っ
と
一
一
一
日
っ
て

よ
い
。
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