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一

　「
湖
南
の
扇
」
は
大
正
十
年
の
中
国
旅
行
の
見
聞
を
材
料
に
し
て
、
大
正

十
五
（
一
九
二
六
）
年
一
月
に
『
中
央
公
論
』
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
小
説
で

あ
り
、
芥
川
の
中
国
旅
行
か
ら
四
年
余
の
歳
月
を
経
て
後
の
作
品
で
あ
る
。
作

品
の
名
前
は
そ
の
ま
ま
芥
川
の
第
八
番
目
の
、
生
前
最
後
の
短
編
集
『
湖
南
の

扇
（
１
）

』
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
。
主
要
登
場
人
物
は
僕
・
譚
永
年
・
玉
蘭
・

含
芳
で
あ
る
。
典
拠
は
メ
リ
メ
「
コ
ロ
ン
バ
」「
カ
ル
メ
ン
」、
佐
藤
春
夫
の
「
女

誡
扇
綺
譚
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
草
稿
が
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集

（
２
）

』
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
今
ま
で
の
先
行
研
究
は
す
で
に
一
定
の
蓄
積
が
あ
る

が
、
そ
の
殆
ど
が
ヒ
ロ
イ
ン
玉
蘭
を
「
負
け
ぬ
気
の
強
い
」「
情
熱
に
富
ん
だ
」

湖
南
人
と
し
て
捉
え
、
或
い
は
、
当
時
の
湖
南
の
混
沌
た
る
社
会
情
勢
、
革
命

の
雰
囲
気
を
反
映
し
た
作
品
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
塚
谷
周
次

（
３
）

は

「「
湖
南
の
扇
」
論
考
―
―
芥
川
竜
之
介
晩
年
の
位
相
―
―
」
と
い
う
論
文
の

中
で
、「
こ
の
地
で
目
撃
し
た
最
大
の
も
の
は
、
何
よ
り
も
こ
の
地
方
の
革
命

的
雰
囲
気
な
の
で
あ
っ
た
。」
と
し
て
、
湖
南
の
「
革
命
的
雰
囲
気
」
を
指
摘

し
た
。
渡
辺
芳
紀

（
４
）

の
「
第
八
短
編
集
『
湖
南
の
扇
』」
は
玉
蘭
の
「
心
意
気
」

と
芥
川
の
晩
年
の
位
相
と
の
関
連
性
に
焦
点
を
お
き
、「「〈
わ
た
し
は
喜
ん
で

わ
た
し
の
愛
す
る
…
…
黄
老
爺
の
血
を
味
は
ひ
ま
す
〉
と
い
う
、〈
負
け
ぬ
気

の
強
い
〉〈
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南
の
民
〉
玉
蘭
の
心
意
気
を
味
わ
う
べ
き
で
あ

「
湖
南
の
扇
」
論
―
―
黄
六
一
を
糸
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要
旨　
「
湖
南
の
扇
」
は
芥
川
の
第
八
番
目
の
、
生
前
最
後
の
短
編
集
『
湖
南
の
扇
』
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
作
品
で
、
芥
川
の
晩
年
に
お
け
る
重
要
な
作
品

で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
解
読
さ
れ
て
き
た
が
、
登
場
人
物
の
３
人
の
女
性
、
含
芳
、
林
大
嬌
、
玉
蘭
の
人
物
造
型
と
土
匪
の
黄
六
一

の
関
係
が
依
然
と
し
て
わ
か
り
に
く
い
。
黄
六
一
は
女
性
た
ち
と
の
関
わ
り
を
示
す
大
切
な
人
物
で
あ
る
た
め
、
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
題

名
と
も
な
っ
て
い
る
「
扇
」
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
作
品
に
お
け
る
女
性
３
人
と
黄
六
一
の
人
物
造
型
、
及
び
、
扇
の

象
徴
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
来
る
、
こ
の
小
説
の
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
作
品
を
都
市
空
間
の
中
に
還
元
し
、

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
を
分
析
す
る
方
法
を
採
る
。
同
時
に
、「
湖
南
の
扇
」
の
象
徴
性
は
、
登
場
す
る
含
芳
と
歴
史
性
と
を
結
び
つ
け
る
視
点
か
ら
究

明
し
て
行
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

湖
南
の
扇　

黄
六
一　

革
命
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ろ
う
」
と
指
摘
し
、
こ
れ
は
「
心
身
と
も
に
弱
っ
て
い
た
芥
川
が
一
つ
の
あ
こ

が
れ
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
神
田
由
美

子
（
５
）

は「
湖
南
の
扇
」の
真
の
主モ
チ
ー
フ題

を
、「
作
中
に
散
り
ば
め
た
幾
つ
か
の
謎
に
よ
っ

て
、
芥
川
が
激
動
の
中
国
と
い
う
異
国
を
通
し
て
知
っ
た
、
現
実
の
不
気
味
さ

を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
し
、
作
品
の
テ
ー
マ
が
謎
の
中
に
あ
る
と
指
摘
し

た
。
溝
部
優
実
子

（
６
）

は
「
扇
」
の
解
読
に
中
心
を
お
き
、「「
扇
」
へ
の
態
度
は
、

含
芳
の
「
扇
」
の
意
味
性
を
読
み
解
く
意
志
の
欠
如
、
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
て

い
る
ド
ラ
マ
へ
の
無
関
心
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
し
、「
長
沙
の
「
小
事
件
」

に
は
、
当
時
の
中
華
民
国
の
社
会
情
勢
に
か
か
わ
る
深
層
が
、
抱
え
込
ま
れ
て

い
た
可
能
性
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
中
国
人

研
究
者
の
施
小
煒

（
７
）

と
単
援
朝
（
８
）

は
「
湖
南
の
扇
」
と
魯
迅
と
の
関
連
性
か
ら
、〈
人

血
饅
頭
〉（
魯
迅
）
と
〈
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
〉（「
湖
南
の
扇
」）
を
比
較
し
な
が

ら
論
を
展
開
し
た
。
ほ
か
に
、
近
年
の
も
の
と
し
て
、
劉
耕
毓

（
９
）

の
「「
湖
南
の
扇
」

論
―
―
中
国
革
命
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
と
い
う
論
文
は
作
品
を
中
国

革
命
と
の
関
連
に
中
心
を
お
い
て
解
読
し
た
。

　
以
上
を
見
て
き
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
は
い
ろ
い
ろ
な
方
向
か
ら
論
を
な
さ

れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
登
場
人
物
の
３
人
の
女
性
、
含
芳
、
林
大
嬌
、
玉
蘭

の
人
物
造
型
と
土
匪
の
黄
六
一
の
関
係
が
依
然
と
し
て
わ
か
り
に
く
い
。
そ
し

て
黄
六
一
の
人
物
造
型
も
わ
か
り
に
く
い
が
、
女
性
た
ち
と
の
関
わ
り
を
示
す

大
切
な
人
物
で
あ
る
た
め
、
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
も
う
一
つ

の
問
題
は
「
扇
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。「
湖
南
の
扇
」
は
湖
南
に
や
っ
て

来
て
、
芸
妓
の
館
で
過
ご
し
た
時
間
を
描
き
、
ま
た
船
で
戻
る
と
い
う
短
編
で

あ
る
。
一
見
旅
行
記
風
の
小
説
で
あ
る
が
、
構
成
上
、「
起
」
と
「
結
」
の
部

分
で
、「
扇
」
が
二
度
登
場
し
、
こ
の
作
品
の
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
「
湖
南
の
扇
」
の
「
扇
」
が

何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
作
品
を
深

く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
女
性
３
人
と
黄
六
一
の
人
物
造
型
、
及
び
、

扇
の
象
徴
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
来
る
、
こ
の
小

説
の
テ
ー
マ
を
追
求
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
本
稿
は
作
品
を
都
市
空
間
の
中
に
還
元
し
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
場
人

物
を
分
析
す
る
方
法
を
採
る
。
同
時
に
、「
湖
南
の
扇
」
の
象
徴
性
は
、
登
場

す
る
含
芳
と
歴
史
性
と
を
結
び
つ
け
る
視
点
か
ら
究
明
し
て
行
く
。

二

　
芥
川
の
訪
中
時
の
一
九
二
一
年
は
ち
ょ
う
ど
中
国
軍
閥
割
拠
の
時
代
に
あ
っ

た
。
全
国
の
主
な
軍
閥
は
皖
系
軍
閥
、
直
系
軍
閥
、
奉
系
軍
閥
、
晋
绥
系
軍
閥
、

桂
系
軍
閥
な
ど
が
あ
る
が
、湖
南
に
は
湘
系
軍
閥
と
言
わ
れ
る
軍
閥
が
あ
っ
た
。

湘
系
軍
閥
の
代
表
人
物
と
し
て
、
湯
芗
銘
、
唐
生
智
、
譚
延
闿
、
何
鍵
、
趙
恒

惕
、
程
潜
な
ど
が
い
た
。
辛
亥
革
命
以
後
、
湖
南
は
南
北
の
軍
閥
た
ち
の
勢
力

を
争
う
戦
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
一
八
年

ま
で
の
南
北
戦
争
、
そ
の
後
の
譚
延
闿
と
趙
恒
惕
と
の
間
の
譚
趙
戦
争
、
趙
恒

惕
と
呉
佩
孚
と
の
間
の
湘
鄂
戦
争
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
連
年
の
戦
火
は
湖
南
の

民
人
を
苦
し
め
た
。
こ
の
よ
う
に
苦
し
め
ら
れ
た
湖
南
人
は
い
ろ
い
ろ
な
運
動

を
起
こ
し
て
自
分
自
身
を
救
お
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
辛
亥
革
命

（
一
九
一
一
）、
二
十
一
か
条
反
対
運
動
（
一
九
一
五
）、
五
四
運
動
を
声
援
す

る
五
七
運
動
（
一
九
一
九
）
な
ど
の
運
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。
湖
南
の
こ
の
よ
う

な
社
会
情
勢
の
下
、
芥
川
は
湖
南
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
四
年

後
、
湖
南
旅
行
の
産
物
と
し
て
「
湖
南
の
扇
」
が
書
か
れ
た
。
作
品
の
冒
頭
に
、

以
下
の
よ
う
な
書
き
出
し
が
あ
る
。
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広
東
に
生
ま
れ
た
孫
逸
仙
等
を
除
け
ば
、目
ぼ
し
い
支
那
の
革
命
家
は
、

―
―
黄
興
、
蔡
鍔
、
宋
教
仁
等
は
い
ず
れ
も
湖
南
に
生
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
勿
論
曾
国
藩
や
張
之
洞
の
感
化
に
も
よ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

の
感
化
を
説
明
す
る
為
に
は
や
は
り
湖
南
の
民
自
身
の
負
け
ぬ
気
の
強
い

こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
は
湖
南
へ
旅
行
し
た
時
、
偶
然
ち
よ

つ
と
小
説
じ
み
た
下
の
小
事
件
に
遭
遇
し
た
。
こ
の
小
事
件
も
こ
と
に
よ

る
と
、
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南
の
民
の
面
目
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
か
も
知

れ
な
い
。

　
右
の
引
用
文
の
前
の
二
行
を
読
む
と
、
芥
川
と
思
わ
れ
る
「
僕
」
は
湖
南
省

の
革
命
情
勢
が
敏
感
に
感
じ
取
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、「
目
ぼ
し
い

支
那
の
革
命
家
」
の
「
感
化
」
を
受
け
た
湖
南
人
を
説
明
す
る
た
め
に
、「
僕
」

が
湖
南
で
遭
遇
し
た
「
小
事
件
」
を
挙
げ
た
。
こ
こ
ま
で
読
め
ば
、
読
者
は
当

然
「
小
事
件
」
を
革
命
家
に
関
係
し
て
い
る
事
件
と
し
て
想
像
す
る
。
し
か
し
、

後
の
文
章
を
読
む
と
、「
小
事
件
」
は
革
命
家
で
は
な
く
、
土
匪
に
関
す
る
話

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
設
定
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
革
命
家
と

土
匪
の
話
は
同
じ
次
元
の
話
で
は
な
い
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
ど

う
解
消
す
る
か
は
作
品
を
読
み
解
く
鍵
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
革
命
家
と
土
匪

の
矛
盾
を
解
消
す
る
に
は
、
土
匪
の
黄
六
一
に
は
革
命
家
の
性
質
を
持
っ
て
い

る
か
ど
う
か
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、「
小
事
件
」

の
き
っ
か
け
と
な
る
人
物
黄
六
一
の
人
物
造
型
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
ず
、
譚
永
年
の
話
の
中
に
出
て
く
る
黄
六
一
を
次
に
挙
げ
る
。

　
　
① 

そ
の
仲
間
の
頭
目
は
黄
六
一
と
言
っ
て
ね
。
―
―
あ
あ
、
そ
い
つ
も
斬

ら
れ
た
ん
だ
。
―
―
こ
れ
が
又
右
の
手
に
は
小
銃
を
持
ち
、
左
の
手
に

は
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
一
時
に
二
人
射
殺
す
と
言
う
、
湖
南
で
も
評
判

の
悪
党
だ
っ
た
ん
だ
が
ね
。
…
…

　
　
② 

黄
の
平
生
密
輸
入
者
た
ち
に
黄
老
爺
と
呼
ば
れ
て
い
た
話
、
又
湘
譚
の

或
商
人
か
ら
三
千
元
を
強
奪
し
た
話
、
又
腿
に
弾
丸
を
受
け
た
樊
阿
七

と
言
う
副
頭
目
を
肩
に
蘆
林
譚
を
泳
ぎ
越
し
た
話
、
又
岳
州
の
或
山
道

に
十
二
人
の
歩
兵
を
射
倒
し
た
話

　
　
③ 

そ
い
つ
は
殺
人
擄
人
百
十
七
件
と
言
う
ん
だ
か
ら
ね

　
　
④ 

黄
な
ど
は
知
れ
た
も
の
さ
。
何
し
ろ
前
清
の
末
年
に
い
た
強
盗
蔡
な
ど

と
言
う
や
つ
は
月
収
一
万
元
を
越
し
て
い
た
ん
だ
か
ら
ね
。
こ
い
つ
は

上
海
の
租
界
の
外
に
堂
々
た
る
洋
館
を
構
え
て
い
た
も
ん
だ
。
細
君
は

勿
論
、
妾
ま
で
も
、
…
…

　
右
の
文
か
ら
、
黄
六
一
と
い
う
人
物
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
①
で
は
、
黄
は
斬
首
さ
れ
た
土
匪
の
頭
目
で
あ
り
、
す
ご
い
業
を
持
っ
て

い
る
「
評
判
の
悪
党
」
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
。
②
で
は
、
黄
の
悪
行
が
羅

列
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
悪
行
ば
か
り
で
は
な
い
。

特
に
樊
阿
七
を
救
出
す
る
話
は
義
侠
の
行
為
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
ま
た
、

「
十
二
人
の
歩
兵
を
射
倒
し
た
」
話
か
ら
は
、
黄
は
反
政
府
側
の
人
間
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
反
政
府
側
と
い
う
情
報
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

③
で
は
、
殺
人
擄
人
の
件
数
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
が
語
ら
れ
て

い
な
い
。
例
え
ば
ど
ん
な
人
間
を
殺
し
た
の
か
、
ど
ん
な
人
を
攫
っ
た
の
か
。

④
か
ら
は
、
黄
に
も
妾
が
い
る
こ
と
を
暗
示
し
、
玉
蘭
の
出
場
の
伏
線
を
張
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
譚
か
ら
こ
の
よ
う
な
黄
六
一
の
話
を
聞
い
た
「
僕
」

の
反
応
は
ど
ん
な
も
の
か
。
関
係
部
分
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。
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⑤ 

幸
い
血
の
匂
よ
り
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
色
彩
に
富
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

　
　
⑥ 

譚
は
殆
ど
黄
六
一
を
崇
拝
し
て
い
る
の
か
と
思
う
位
、
熱
心
に
そ
ん
な

こ
と
を
話
し
つ
づ
け
た
。

　
　
⑦ 

僕
も
勿
論
僕
自
身
に
何
の
損
害
も
受
け
な
い
限
り
、
決
し
て
土
匪
は
嫌

い
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
い
ず
れ
も
大
差
の
な
い
武
勇
談
ば
か
り
聞
か

せ
ら
れ
る
の
に
は
多
少
の
退
屈
を
感
じ
出
し
た
。

　
　
⑧
土
匪
も
洒
落
れ
た
も
ん
だ
ね
。 

（
傍
線
引
用
者
　
以
下
同
）

　
右
の「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」「
崇
拝
」「
嫌
い
で
は
な
か
っ
た
」「
武
勇
談
」「
洒

落
れ
た
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
、「
僕
」
は
黄
六
一
と
い
う
土
匪
に
悪
い
イ
メ
ー

ジ
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
は
、
黄
六
一
は
反

政
府
側
の
人
間
で
は
あ
る
が
、
革
命
家
で
あ
る
手
が
か
り
が
見
つ
か
ら
な
い
。

す
る
と
、
革
命
家
と
土
匪
の
矛
盾
が
依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、

黄
六
一
に
は
革
命
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
次
に
見
て
い
く
。

　
青
柳
達
雄
は
「
芥
川
龍
之
介
と
近
代
中
国
（
承
前
）」
の
中
で
、「
土
匪
」
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

　
中
国
に
お
け
る
歴
史
社
会
的
な
用
語
と
し
て
は
、「
匪
」
と
は
、「
官
に

対
す
る
者
」（
魯
迅
「
堅
壁
清
野
主
義
」1

9
2
6
.1

『
新
女
性
』）
と
し
て
あ

り
、「
後
世
、
革
命
者
と
称
さ
れ
た
人
で
も
、
そ
の
運
動
の
中
で
「
匪
」

と
し
て
葬
ら
れ
た
例
は
文
字
通
り
無
数
で
あ
る
。（
中
略
）

　
　 

　「
土
匪
」
は
、
官
僚
や
地
方
の
地
主
な
ど
に
対
し
て
強
い
反
感
を
持
っ

て
い
た
か
ら
、「
財
産
の
平
均
」
と
い
う
こ
と
を
「
極
め
て
卑
近
な
要
求
」

と
し
て
身
に
つ
け
、
そ
れ
が
「
土
匪
群
の
共
産
主
義
へ
の
流
れ
込
み
を
可

能
な
ら
し
め
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
日
、
中
国
紅
軍
が
最
初
に
湖
南
、

江
西
省
境
地
方
に
拠
っ
て
い
た
頃
に
は
、
そ
の
地
方
の
「
土
匪
」
の
合
流

が
見
ら
れ
た
と
い
う
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

 

（『
関
東
学
園
大
学
紀
要
』
第
十
六
集
　
一
九
八
八
・
十
二
）

　
右
の
文
を
読
め
ば
分
か
る
が
、
中
国
の
「
土
匪
」
は
「
官
に
対
す
る
者
」
で

あ
り
、「
革
命
者
と
称
さ
れ
た
」
人
が
「
匪
」
と
し
て
葬
ら
れ
た
例
は
「
無
数
」

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、「
土
匪
」
と
称
さ
れ
た
黄
六
一
に
も
革
命
性

が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
溝
部
優
美
子
（
前
出
）
も

指
摘
し
て
い
る
。
溝
部
は
「「
匪
」
が
強
大
に
な
る
要
素
で
あ
る
と
い
う
、
情

報
網
を
握
る
「
密
輸
入
者
」
の
加
入
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、「
侠
」
の
気
風

を
有
し
、
明
ら
か
に
反
体
制
の
行
動
を
と
っ
て
い
た
武
装
集
団
で
あ
っ
た
こ
と

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
黄
六
一
の
率
い
る
集
団
は
、
単
な
る
無

頼
の
武
装
集
団
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。」
と
、
黄
六
一
の
率
い
る
集

団
は
「「
侠
」
の
気
風
を
有
し
」
て
お
り
、「
単
な
る
無
頼
の
武
装
集
団
で
は
な

か
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
井
上
紅
梅
の
一
九
二
三
年

に
出
版
さ
れ
た
『
匪
徒
』
と
い
う
本
か
ら
も
こ
の
点
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
以
下
に
関
係
部
分
を
挙
げ
る
。

　
　 

　
爰
に
明
く
な
い
政
府
と
闇
い
政
府
と
あ
つ
て
、
明
く
な
い
政
府
は
軍
人

と
文
人
が
支
配
し
闇
い
政
府
は
泥
棒
と
乞
食
が
支
配
し
て
ゐ
る
。
此
間
に

介
在
し
て
雙
方
か
ら
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
支
那
の
民
人
で
あ
る
。
彼

等
が
生
命
財
産
の
安
全
を
計
る
に
は
、
先
づ
金
力
を
以
て
明
く
な
い
政
府

に
依
る
か
、
或
は
腕
力
を
以
て
闇
い
政
府
に
奔
る
か
、
孰
れ
か
の
道
を
撰

ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
書
は
其
闇
い
方
の
説
明
で
あ
る
。

 

（「
解
題
」
日
本
堂
書
店
　
一
九
二
三
・
一
）
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こ
の
解
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
中
国
に
は
「
明
く
な
い
政
府
」

と
「
闇
い
政
府
」
が
あ
る
。
お
金
を
持
っ
て
い
る
「
民
人
」
は
「
明
く
な
い
政

府
」
へ
、「
腕
力
」
が
あ
る
「
民
人
」
は
「
闇
い
政
府
」
へ
と
奔
る
。「
土
匪
」

と
い
う
言
葉
は
往
々
に
し
て
「
明
く
な
い
政
府
」
が
「
闇
い
政
府
」
の
人
た
ち

に
対
す
る
蔑
称
で
あ
る
。
ま
た
、
土
匪
の
組
織
で
あ
る
幇
派
は
革
命
党
と
同
じ

く
反
政
府
の
組
織
と
し
て
、
必
ず
し
も
革
命
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
劉
耕

毓
の
考
察

）
（1
（

に
よ
る
と
、
芥
川
も
『
匪
徒
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
黄
六
一
の

名
前
も
『
匪
徒
』
に
出
て
く
る
匪
徒
の
首
領
黄
四
籟
王
と
藍
六
一
の
組
み
合
わ

せ
で
あ
る
と
い
う
。
芥
川
が
『
匪
徒
』
を
読
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
黄
六
一
の
身

分
設
定
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
当
時
の
革
命
団
体
は
し

ば
し
ば
幇
派
の
力
を
借
り
た
り
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
湖
南
の
扇
」
の
冒
頭
に

出
て
く
る
宋
教
仁
は
『
匪
徒
』
の
第
一
章
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
青
幇
」
の
力

を
借
り
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
関
係
部
分
を
以
下
に
挙
げ
る
。

　
　 

　
革
命
の
名
士
宋
教
仁
、
陳
其
美
両
氏
が
青
幇
の
力
を
籍
り
て
成
功
し
、

後
ち
青
幇
の
手
に
依
つ
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
如
何
に
彼
等
の

社
会
的
勢
力
の
偉
大
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。 

（『
匪
徒
』「
青
幇
」）

　
実
は
宋
教
仁
、
陳
其
美
だ
け
で
な
く
、
中
国
共
産
党
も
積
極
的
に
土
匪
の
一

部
を
党
内
に
引
っ
張
ろ
う
と
し
た
。『
中
共
中
央
文
献
選
集
』（
第
一
冊
）
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　 

　
遊
民
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
（
兵
、
匪
、
秘
密
党
人
ら
）
は
破
産
し

た
農
民
や
手
工
業
者
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
指
導
の
下

で
あ
れ
ば
、
民
族
革
命
運
動
の
中
で
か
な
り
役
に
立
つ
の
で
あ
る
。

 

（
中
共
中
央
党
校
出
版
　
一
九
九
〇
）

　
以
上
を
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
の
歴
史
上
、「
匪
」
は
単
な
る
悪
事
を
働

く
集
団
で
は
な
く
、
反
政
府
側
の
組
織
と
い
う
政
治
的
な
一
面
も
同
時
に
持
っ

て
い
る
。
芥
川
の
愛
読
書
の
一
つ
で
あ
る
『
水
滸
伝
』
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

特
に
当
時
の
湖
南
の
社
会
情
況
を
考
え
る
と
、
土
匪
の
黄
六
一
も
「
目
ぼ
し
い

支
那
の
革
命
家
は
、
―
―
黄
興
、
蔡
鍔
、
宋
教
仁
」
の
感
化
を
受
け
た
可
能
性

も
共
産
党
内
に
引
っ
張
ら
れ
た
可
能
性
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
可
能
性
は
後
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
る
玉
蘭
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
。三

　
先
行
研
究
か
ら
も
分
か
る
こ
と
だ
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
玉
蘭
は
「
湖
南
の
扇
」
に

お
い
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
玉
蘭
の
人
物
造
型
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
作

品
を
読
み
解
く
上
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
玉
蘭
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は

こ
こ
で
も
ま
ず
、
譚
永
年
が
語
る
玉
蘭
を
見
て
い
く
。
次
に
本
文
か
ら
関
係
部

分
を
挙
げ
る
。

　
　
⑨
あ
の
女
は
黄
の
情
婦
だ
つ
た
ん
だ
。

　
　
⑩ 

玉
蘭
と
言
う
芸
者
で
ね
、
あ
れ
で
も
黄
の
生
き
て
い
た
時
に
は
中
々
幅

を
利
か
し
て
い
た
も
ん
だ
よ

　
　
⑪ 

譚
は
玉
蘭
の
来
た
の
を
見
る
と
、
又
僕
を
そ
つ
ち
の
け
に
彼
女
に
愛
嬌

を
ふ
り
ま
き
出
し
た
。

　
　
⑫ 

譚
は
大
声
に
笑
つ
て
か
ら
、
今
度
は
林
大
嬌
へ
ビ
ス
ケ
ツ
ト
の
一
片
を

勧
め
よ
う
と
し
た
。
林
大
嬌
は
ち
ょ
つ
と
顔
を
し
か
め
、
斜
め
に
彼
の
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手
を
押
し
戻
し
た
。彼
は
同
じ
常
談
を
何
人
か
の
芸
者
と
繰
り
返
し
た
。

が
、
そ
の
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
、
や
は
り
愛
想
の
好
い
顔
を
し
た
ま

ま
、身
動
き
も
し
な
い
玉
蘭
の
前
へ
褐
色
の
一
片
を
突
き
つ
け
て
い
た
。

　
右
の
⑨
か
ら
譚
は
玉
蘭
の
身
分
を
明
か
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
⑩
は
譚
の
玉
蘭
へ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
特
に
「
黄
の
生
き
て
い
た
時

に
は
中
々
幅
を
利
か
し
て
い
た
」
と
い
う
描
写
は
ひ
と
つ
の
伏
線
と
し
て
機
能

し
て
お
り
、
現
在
の
玉
蘭
の
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
。
⑪
か
ら
は
譚
が
玉
蘭
に

示
す
関
心
は
並
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑫
は
譚
と
玉
蘭
の
関
係

性
が
示
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
譚
の
玉
蘭
へ
の
敵
意
は
言
葉
の
分
か
ら
な
い

「
僕
」
で
さ
え
分
か
っ
て
い
た
ほ
ど
だ
。
そ
の
原
因
を
推
測
す
る
と
、
や
は
り

「
長
沙
に
も
少
な
い
金
持
の
子
」
の
譚
は
「
軍
人
と
文
人
が
支
配
」（『
匪
徒
』

前
出
）
す
る
「
明
く
な
い
政
府
」（
同
右
）
側
の
人
間
で
、
一
方
、
玉
蘭
は
「
闇

い
政
府
」（
同
右
）
側
の
人
間
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
る
か
ら
だ
。
二
つ
の
陣
営

に
属
し
て
い
る
人
間
は
互
い
に
敵
意
を
持
っ
て
い
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ
る
。

ま
し
て
、
黄
六
一
は
反
政
府
側
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
譚
は
黄
の
血
を

染
み
込
ま
せ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
で
玉
蘭
の
意
志
表
明
を
求
め
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
も
し
、
玉
蘭
が
そ
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
る
の
を
拒
否
す
れ
ば
、
彼
女
は

黄
の
斬
首
後
に
、
陣
営
を
変
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
譚
か
ら
聞
い
た
玉
蘭
の
話
と
「
僕
」
自
身
が
見
た
玉
蘭
に
よ
っ
て
「
僕
」

の
中
で
構
築
さ
れ
た
玉
蘭
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
ん
な
も
の
か
。
次
に
本
文
か
ら
関

係
部
分
を
挙
げ
て
分
析
す
る
。

　
　
⑬ 

そ
の
感
化
を
説
明
す
る
為
に
は
や
は
り
湖
南
の
民
自
身
の
負
け
ぬ
気
の

強
い
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
は
湖
南
へ
旅
行
し
た
時
、
偶

然
ち
よ
つ
と
小
説
じ
み
た
下
の
小
事
件
に
遭
遇
し
た
。
こ
の
小
事
件
も

こ
と
に
よ
る
と
、
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南
の
民
の
面
目
を
示
す
こ
と
に
な

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
⑭ 

顋
の
四
角
い
彼
女
の
顔
は
唯
目
の
大
き
い
と
言
ふ
以
外
に
格
別
美
し
い

と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
。
が
、
彼
女
の
前
髪
や
薄
い
黄
色
の
夏
衣
裳
の

川
風
に
波
を
打
つ
て
ゐ
る
の
は
遠
目
に
も
綺
麗
に
違
ひ
な
か
つ
た
。

　
　
⑮ 

あ
の
女
は
黄
の
情
婦
だ
つ
た
ん
だ
よ
。

　
　
⑯ 

彼
女
は
外
光
に
眺
め
る
よ
り
も
幾
分
か
は
美
し
い
の
に
違
ひ
な
か
つ

た
。
少
な
く
と
も
彼
女
の
笑
ふ
度
に
エ
ナ
メ
ル
の
や
う
に
歯
の
光
る
の

は
見
事
だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
し
か
し
僕
は
そ
の
歯
並
み
に
お

の
づ
か
ら
栗
鼠
を
思
ひ
出
し
た
。
栗
鼠
は
今
で
も
不
相
変
、
赤
い
更
紗

の
布
を
下
げ
た
硝
子
窓
に
近
い
鳥
籠
の
中
に
二
匹
と
も
滑
ら
か
に
上
下

し
て
ゐ
た
。　
　
　
　
　

　
　
⑰ 

す
る
と
玉
蘭
は
譚
の
顔
を
み
つ
め
、
二
こ
と
三
こ
と
と
問
答
を
し
た
。

そ
れ
か
ら
ビ
ス
ケ
ツ
ト
を
受
け
取
つ
た
後
、
彼
女
を
見
守
つ
た
一
座
を

相
手
に
早
口
に
何
か
し
ゃ
べ
り
出
し
た
。（
中
略
）
玉
蘭
は
譚
の
言
葉

の
中
に
い
つ
か
も
う
美
し
い
歯
に
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
一
片
を
噛
み
は
じ
め

て
い
た
。

　
右
の
⑬
か
ら
「
僕
」
は
小
事
件
の
主
人
公
玉
蘭
を
「
負
け
ぬ
気
の
強
い
」「
情

熱
に
富
ん
だ
」
湖
南
人
と
し
て
認
識
し
、
好
意
を
示
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

⑭
か
ら
は
「
僕
」
の
玉
蘭
へ
の
第
一
印
象
は
「
格
別
美
し
い
と
は
思
は
れ
な
か

つ
た
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
⑮
は
も
っ
と
も
重
要
な
箇
所
で
、
玉
蘭

の
身
分
は
黄
六
一
の
情
婦
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
⑯
で
は
、
妓
館
で
「
僕
」
と
玉

蘭
の
再
会
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
黄
六
一
が
斬
首
さ
れ
た
た
め
、
玉
蘭
は
黄
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の
情
婦
で
あ
る
身
分
を
失
く
し
た
。
し
か
し
、
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
る
身
分
を

喪
失
し
た
玉
蘭
（
栗
鼠
）
は
物
語
上
の
重
大
の
意
味
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
つ

ま
り
、
革
命
性
を
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
革
命
性
を
失
く
し

て
し
ま
え
ば
、
玉
蘭
は
た
だ
の
芸
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、「
小

事
件
」
は
無
意
味
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
な
の
で
、
玉
蘭
は
黄
の
情

婦
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
黄
が
死
ん
だ
後
、
彼
女
は
ど

う
や
っ
て
自
分
の
黄
の
情
婦
で
あ
る
身
分
を
奪
還
す
る
の
か
、
そ
れ
は
⑰
に

よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。⑰
か
ら
は
、玉
蘭
が
黄
の
血
を
染
み
込
ま
せ
た
ビ
ス
ケ
ッ

ト
を
食
べ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。こ
れ
は
意
地
を
張
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

黄
の
情
婦
で
あ
る
身
分
を
奪
還
す
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
玉
蘭
は
一
見
し
て

「
小
事
件
」
の
主
人
公
の
よ
う
だ
が
、
実
際
、「
小
事
件
」
の
潜
在
的
な
主
人

公
は
ほ
か
で
は
な
く
、
黄
六
一
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
玉
蘭
は
最
後
ま
で
黄

六
一
の
情
婦
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
玉
蘭
を
よ

り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
て
み
る
。

一
つ
は
「
情
婦
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
栗
鼠
」
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
「
情
婦
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
る
こ
と
は
黄
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
玉
蘭
の
持
っ
て
い
る
革
命
性
を
仄
め
か
す
反
政
府
側
の
人
間
と
し
て
の

「
負
け
ぬ
気
の
強
い
」「
情
熱
に
富
ん
だ
」
特
質
を
ど
う
解
読
す
れ
ば
い
い
か
。

や
は
り
芥
川
は
肯
定
的
に
中
国
の
新
時
代
の
動
き
を
読
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
勿

論
そ
の
新
時
代
の
動
き
に
は
、
当
時
の
中
国
人
の
反
日
運
動
も
含
ま
れ
て
い
る

）
（（
（

。

　
次
は
「
栗
鼠
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
前
に
挙
げ
た
本
文
を
読
め
ば
分
か
る
が
、「
栗
鼠
」
は
玉
蘭
の
暗
示
で
あ
る
。

「
栗
鼠
」
は
「
赤
い
更
紗
の
布
を
下
げ
た
硝
子
窓
に
近
い
鳥
籠
の
中
」
に
い
る

の
だ
が
、
こ
こ
の
「
赤
い
更
紗
」
は
色
の
暗
示
で
あ
り
、「
赤
化
―
―
共
産
党

と
の
関
わ
り
」（
溝
部
優
美
子
）
が
あ
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
栗
鼠
は
鳥
籠
の
中
に
い
る
自
由
を
失
っ
た
存
在
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

自
由
が
な
く
て
も
「
栗
鼠
」
は
常
に
動
い
て
い
る
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ

て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
栗
鼠
」
に
は
自
分
の
武
器
も
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
栗
鼠
の
歯
で
あ
る
。

　
右
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
玉
蘭
は
革
命
性
を
持
っ
て
い
る
黄
六
一
の
仲

間
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
自
由
が
失
わ
れ
た
今
で
も
「
栗
鼠
」
的
な

動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川
は
こ

の
よ
う
な
玉
蘭
に
「
負
け
ぬ
気
の
強
い
」「
情
熱
に
富
ん
だ
」
と
い
う
特
質
を

見
出
し
た
。

四

　「
湖
南
の
扇
」に
お
い
て
、含
芳
も
玉
蘭
と
同
じ
ぐ
ら
い
重
要
な
人
物
で
あ
る
。

そ
の
重
要
性
は
主
に
彼
女
の
持
っ
て
い
る
「
扇
」
に
現
れ
て
い
る
。
前
述
し
た

こ
と
だ
が
、「
扇
」
が
本
文
の
「
起
」
と
「
結
」
の
部
分
に
二
度
登
場
し
、
作

品
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

扇
を
持
っ
て
い
る
含
芳
の
人
物
造
型
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
「
扇
」
の
意
味

を
読
み
解
く
こ
と
は
切
り
離
し
て
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
作
業
で
あ
る
た

め
、こ
こ
で
は
本
文
中
の
含
芳
と
扇
の
関
係
部
分
を
一
緒
に
挙
げ
て
分
析
す
る
。

　
　
⑱ 

僕
は
桟
橋
の
向
う
に
、
―
―
枝
の
つ
ま
つ
た
葉
柳
の
下
に
一
人
の
支
那

美
人
を
発
見
し
た
。
彼
女
は
水
色
の
夏
衣
裳
の
胸
に
メ
ダ
ル
か
何
か
を

ぶ
ら
下
げ
た
、
い
か
に
も
子
供
ら
し
い
女
だ
つ
た
。
僕
の
目
は
あ
る
い

は
そ
れ
だ
け
で
も
彼
女
に
惹
か
れ
た
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
が
、
彼
女

は
そ
の
上
に
高
い
甲
板
を
見
上
げ
た
ま
ま
、
紅
の
濃
い
口
も
と
に
微
笑
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を
浮
か
べ
、
誰
か
に
合
い
図
で
も
す
る
よ
う
に
半
開
き
の
扇
を
か
ざ
し

て
い
た
。
…
…

　
　
⑲ 
僕
は
京
調
の
党
馬
や
西
皮
調
の
汾
河
湾
よ
り
も
僕
の
左
に
坐
つ
た
芸
者

に
遥
か
に
興
味
を
感
じ
て
い
た
。

　
　
　 

　
僕
の
左
に
坐
つ
た
の
は
僕
の
お
と
と
い
沅
江
丸
の
上
か
ら
僅
か
に
一

瞥
し
た
支
那
美
人
だ
つ
た
。
彼
女
は
水
色
の
夏
衣
裳
の
胸
に
不
相
変
メ

ダ
ル
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
。
が
、
間
近
に
来
た
の
を
見
る
と
、
た
と
い

病
的
な
弱
々
し
さ
は
あ
つ
て
も
、
存
外
う
い
う
い
し
い
と
こ
ろ
は
な
か

つ
た
。
僕
は
彼
女
の
横
顔
を
見
な
が
ら
、
い
つ
か
日
か
げ
の
土
に
育
つ

た
、
小
さ
い
球
根
を
考
え
た
り
し
て
い
た
。

　
　
⑳ 「
こ
の
人
の
言
葉
は
綺
麗
だ
ね
。R
の
音
な
ど
は
仏
蘭
西
人
の
よ
う
だ
」

　
　
　「
う
ん
、
そ
の
人
は
北
京
生
ま
れ
だ
か
ら
。」

　
　
� 

僕
等
の
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
含
芳
自
身
に
も
わ
か
つ
た
ら
し
か
つ

た
。
彼
女
は
現
に
僕
の
顔
へ
時
々
素
早
い
目
を
や
り
な
が
ら
、
早
口
に

譚
と
問
答
を
し
出
し
た
。（
中
略
）

　
　
　 

　
譚
は
こ
う
言
う
通
訳
を
し
た
後
、
も
う
一
度
含
芳
へ
話
し
か
け
た
。

が
、
彼
女
は
頬
笑
ん
だ
き
り
、
子
供
の
よ
う
に
い
や
い
や
を
し
て
い
た
。

　
　
� 「
ふ
ん
、
ど
う
し
て
も
白
状
し
な
い
。
誰
の
出
迎
え
に
行
つ
た
と
尋
い

て
い
る
ん
だ
が
。
…
…

　
　
　 

　
す
る
と
突
然
林
大
嬌
は
持
つ
て
い
た
巻
煙
草
に
含
芳
を
指
さ
し
、
嘲

る
よ
う
に
何
か
言
い
放
つ
た
。
含
む
は
確
か
に
は
つ
と
し
た
と
見
え
、

い
き
な
り
僕
の
膝
を
抑
え
る
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
や
つ
と
微
笑
し
た

と
思
う
と
、
す
ぐ
に
又
一
こ
と
言
い
返
し
た
。
僕
は
勿
論
こ
の
芝
居
に
、

―
―
或
は
こ
の
芝
居
の
か
げ
に
な
つ
た
、
存
外
深
い
ら
し
い
彼
等
の
敵

意
に
好
奇
心
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
　
� 

僕
は
こ
う
言
う
説
明
を
聞
い
て
も
、
未
だ
に
顔
を
見
せ
な
い
玉
蘭
は
勿

論
、
彼
女
の
友
だ
ち
の
含
芳
に
も
格
別
気
の
毒
と
は
思
わ
な
か
つ
た
。

け
れ
ど
も
含
芳
の
顔
を
見
た
時
、
理
智
的
に
は
彼
女
の
心
も
ち
を
可
也

は
つ
き
り
と
了
解
し
た
。
彼
女
は
耳
環
を
震
わ
せ
な
が
ら
、
テ
エ
ブ
ル

の
か
げ
に
な
つ
た
膝
の
上
に
手
巾
を
結
ん
だ
り
解
い
た
り
し
て
い
た
。

　
　
� 

含
芳
の
立
ち
か
か
る
の
を
見
る
と
、
殆
ど
憐
み
を
乞
う
よ
う
に
何
か
笑

つ
た
り
し
ゃ
べ
つ
た
り
し
た
。の
み
な
ら
ず
し
ま
い
に
は
片
手
を
挙
げ
、

正
面
の
僕
を
指
さ
し
た
り
し
た
。
含
芳
は
ち
ょ
つ
と
た
め
ら
つ
た
後
、

も
う
一
度
や
つ
と
微
笑
を
浮
か
べ
、
テ
エ
ブ
ル
の
前
に
腰
を
下
し
た
。

僕
は
大
い
に
可
愛
か
つ
た
か
ら
、
一
座
の
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
そ

つ
と
彼
女
の
手
を
握
つ
て
い
て
や
つ
た
。

　
　
� 

僕
は
こ
う
言
う
話
の
中
に
玉
蘭
の
来
た
の
に
気
づ
い
て
い
た
。
彼
女
は

鴇
婦
と
立
ち
話
を
し
た
後
、
含
芳
の
隣
に
腰
を
下
ろ
し
た
。

　
　
� 

僕
は
体
の
震
え
る
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
僕
の
膝
を
抑
え
た
含
芳
の
手

の
震
え
る
の
だ
つ
た
。

　
　
本
文
か
ら
の
引
用
が
長
い
が
、
右
の
文
か
ら
以
下
の
点
が
確
認
で
き
る
。

　
　
○ 「
僕
」
は
「
子
供
ら
し
い
」
含
芳
に
惹
か
れ
た
。（
⑱
参
照
）

　
　
○ 

含
芳
は
半
開
き
の
「
扇
」
を
持
っ
て
い
て
、
い
か
に
も
古
典
的
な
雰
囲

気
を
有
し
て
い
る
「
美
人
」
で
あ
る
。（
⑱
参
照
）

　
　
○ 「
僕
」
は
含
芳
を
「
日
か
げ
の
土
に
育
つ
た
、
小
さ
い
球
根
」
の
よ
う

に
思
っ
た
。（
⑲
参
照
）

　
　
○ 
含
芳
は
北
京
生
ま
れ
で
あ
る
。（
⑳
参
照
）

　
　
○ 

含
芳
は
子
供
の
よ
う
に
単
純
で
忍
耐
強
い
人
で
あ
る
。（
�
�
�
�
参
照
）

　
　
○ 「
僕
」
は
含
芳
が
「
大
い
に
可
愛
か
つ
た
」。（
�
参
照
）
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○ 

譚
と
林
大
嬌
は
含
芳
に
敵
意
を
抱
い
て
い
る
。（
�
参
照
）

　
　
○ 

含
芳
は
玉
蘭
の
友
だ
ち
で
あ
る
。（
�
�
参
照
）

　
右
の
文
か
ら
分
か
る
が
、「
僕
」
は
含
芳
に
か
な
り
好
意
的
で
あ
る
。
そ
の

原
因
を
推
測
し
て
み
る
と
、
子
供
ら
し
い
、
古
典
的
で
、
北
京
生
ま
れ
、
忍
耐

強
さ
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。芥
川
は
北
京
が
好
き

）
（1
（

で
、

北
京
生
ま
れ
の
古
風
な
含
芳
に
は
好
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な

い
。
こ
こ
の
含
芳
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
上
海
遊
記
」
の
「
南
国
の
美
人
」
の
花
宝

玉
の
イ
メ
ー
ジ

）
（1
（

と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
上
海
遊
記
」
に
お
い
て
、
芥

川
は
古
典
的
で
、
堅
忍
さ
を
持
っ
て
い
る
花
宝
玉
を
か
な
り
好
意
的
に
描
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
含
芳
と
花
宝
玉
か
ら
芥
川
の
中
国
人
女
性
に
対
す
る

好
み
が
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
含
芳
の
人
物
造
型
を
よ
り
よ
く
理
解
す

る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
「
玉
蘭
の
仲
間
」「
球
根
」「
扇
」
と
い
う
三
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
挙
げ
て
み
る
。

・
玉
蘭
の
仲
間

　
含
芳
は
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
る
玉
蘭
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
意
味
が

大
き
い
。
先
述
の
通
り
、
黄
六
一
は
単
な
る
土
匪
で
は
な
く
、
革
命
性
も
持
ち

合
わ
せ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
黄
六
一
の
情
婦
と
し
て
、
玉
蘭
も
当
然
同
じ
立

場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
玉
蘭
の
仲
間
で
あ
る
た
め
、
含
芳
も
黄
と
同
じ
陣
営

に
い
る
人
間
だ
と
想
像
で
き
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
反
対
側
の
陣
営
に
い
る
譚

と
林
大
嬌
に
敵
意
が
抱
か
れ
た
の
だ
。

・
球
根

　「
鳥
籠
の
中
」
で
「
滑
ら
か
に
上
下
」
す
る
栗
鼠
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
玉
蘭

と
違
い
、
含
芳
は
「
日
か
げ
の
土
に
育
つ
た
、
小
さ
い
球
根
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
栗
鼠
」
の
動
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
、「
球
根
」
と
い
う

植
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
二
項
対
立
構
図
で
あ
る
。
動
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
満
ち
て
、
常
に
動
い
て
い
る
の
に
対
し
、
植
物
的
イ
メ
ー
ジ
は
無
害

で
、
静
か
で
可
愛
ら
し
い
。
も
し
、
動
物
的
イ
メ
ー
ジ
は
近
代
的
な
革
命
都
市

の
湖
南
を
代
表
す
る
玉
蘭
で
あ
れ
ば
、
植
物
的
イ
メ
ー
ジ
は
古
典
的
な
中
国
を

代
表
す
る
含
芳
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
球
根
」
は
こ
の
対
比
を
出
す
た
め
に

使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

・
扇

　
　
� 

彼
女
は
そ
の
上
に
高
い
甲
板
を
見
上
げ
た
ま
ま
、
紅
の
濃
い
口
も
と
に

微
笑
を
浮
か
べ
、
誰
か
に
合
い
図
で
も
す
る
よ
う
に
半
開
き
の
扇
を
か

ざ
し
て
い
た
。
…
…

　
　
� 

僕
は
食
事
を
す
ま
せ
た
後
、
薄
暗
い
船
室
の
電
燈
の
下
に
僕
の
滞
在
費

を
計
算
し
だ
し
た
。
僕
の
目
の
前
に
は
扇
が
一
本
、
二
尺
に
足
り
な
い

机
の
外
へ
桃
色
の
流
蘇
を
垂
ら
し
て
い
た
。
こ
の
扇
は
僕
の
こ
こ
へ
来

る
前
に
誰
か
の
置
き
忘
れ
て
行
つ
た
も
の
だ
つ
た
。

　
右
の
文
が
示
し
た
よ
う
に
、「
扇
」
の
登
場
場
面
は
小
説
の
最
初
と
最
後
に

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
僕
」
が
長
沙
に
着
い
た
直
後
と
長
沙
を
立
つ
日
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
で
小
説
を
貫
い
た
「
扇
」
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
小
説
の
半

ば
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
扇
」
を
持
っ
て
い
る
人
物
は

含
芳
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
説
の
最
後
に
出
て
く
る
扇
は
誰
の
も
の
な
の
か
は

明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
�
の
「
桃
色
の
流
蘇
」
と
い
う
文
面
か
ら
推
測

す
る
と
、
女
性
の
持
ち
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
こ
を
小
説
の

冒
頭
部
分
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
恐
ら
く
含
芳
の
持
ち
物
で
あ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
含
芳
の
扇
が
船
室
の
中
に
置
き
忘
れ
た
か
と
い
う
問
題

が
出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
藤
井
省
三
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
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　“
我
”
离
开
长
沙
时
在
房
间
里
发
现
了
一
把
“
扇
”，
可
能
是
妓
女
给
“
我
”

留
作
纪
念
的
，
但
“
扇
”
的
主
人
所
代
表
的
北
京
式
的
“
支
那
情
趣
”
在

革
命
地
湖
南
的
激
情
面
前
已
然
无
力
形
成
文
学
主
题
。
这
是
芥
川
本
人
对

“
支
那
情
趣
”
的
诀
别
。（「
僕
は
長
沙
を
立
つ
時
、
船
室
に
あ
る
「
扇
」

の
存
在
に
気
づ
い
た
。
妓
女
の
「
僕
」
へ
の
記
念
品
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、「
扇
」
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
北
京
式
の
「
支
那
趣
味
」

は
革
命
地
で
あ
る
湖
南
の
「
情
熱
」
を
前
に
し
て
、
す
で
に
文
学
上
の
主

題
と
し
て
成
り
立
て
な
い
。
こ
れ
は
芥
川
自
身
の
「
支
那
趣
味
」
へ
の
決

別
を
意
味
し
て
い
る
。」（「
芥
川
龍
之
介
「
湖
南
の
扇
」
と
佐
藤
春
夫
「
女

诫
扇
绮
谭
」」『
北
京

：

都
市
想
像
と
文
化
記
憶
』
陳
平
原
・
王
徳
威
編
　

北
京
大
学
出
版
社
　
二
〇
〇
五
年
　
筆
者
訳
）

　
確
か
に
、「
扇
」
は
古
典
中
国
、
し
い
て
は
芥
川
の
「
支
那
趣
味
」
を
表
す

小
道
具
で
あ
る
こ
と
を
否
め
な
い
。
し
か
し
、
船
室
に
置
き
忘
れ
た
「
扇
」
は

芥
川
の
「
支
那
趣
味
」
へ
の
決
別
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、

「
僕
」
は
船
室
の
「
扇
」
を
も
ら
っ
て
、
日
本
に
持
ち
帰
る
か
も
し
れ
な
い
か

ら
だ
。「
僕
」
の
含
芳
へ
の
態
度
か
ら
推
測
す
る
と
、
む
し
ろ
こ
の
可
能
性
が

大
き
い
と
言
え
る
。
こ
れ
は
や
は
り
長
沙
と
い
う
都
市
に
古
典
の
中
国
が
も
う

存
在
し
な
い
、
古
典
的
な
中
国
は
「
僕
」
の
よ
う
な
日
本
人
旅
行
者
の
心
の
中

に
し
か
存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

五

　
芥
川
が
湖
南
省
の
首
府
長
沙
を
訪
れ
た
の
は
、
一
九
二
一
年
五
月
二
十
九
日

か
ら
六
月
一
日
ま
で
の
三
泊
四
日
で
あ
る
。
旅
行
後
の
芥
川
は
「
雑
信
一
束
」

の
中
で
、
長
沙
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

六
　
長
沙

　
　 

　
往
来
に
死
刑
の
行
わ
れ
る
町
。
チ
フ
ス
や
マ
ラ
リ
ア
の
流
行
す
る
町
、

水
の
音
の
聞
こ
え
る
町
、
夜
に
な
つ
て
も
敷
石
の
上
に
ま
だ
暑
さ
の
い
き

れ
る
町
、
鶏
さ
え
僕
を
脅
す
よ
う
に
「
ア
ク
タ
ガ
ワ
サ
ア
ン
！
」
と
鬨
を

つ
く
る
町
、
…
…

　「
新
思
想
」「
死
刑
」「
チ
フ
ス
や
マ
ラ
リ
ア
」
な
ど
の
言
葉
は
当
時
の
湖
南

を
理
解
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。「
新
思
想
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
文
化

の
先
頭
に
立
つ
長
沙
の
イ
メ
ー
ジ

）
（1
（

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。「
死
刑
」
は

当
時
の
湖
南
政
府
と
反
政
府
側
（
革
命
者
・
土
匪
）
と
の
軋
轢
が
暗
示
さ
れ
る

言
葉
で
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
で
明
記
さ
れ
る
「
チ
フ
ス
や
マ
ラ
リ
ア
」
か
ら
近
代

の
西
洋
が
連
想
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
当
時
の
混
乱
し
た
長
沙

の
社
会
情
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
湖
南
の
扇
」
に
お
い
て
、
芥
川
は
「
僕
」

が
遭
遇
し
た
「
小
事
件
」
に
よ
っ
て
湖
南
の
社
会
情
勢
を
日
本
社
会
に
伝
え
よ

う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
土
地
で
生
き
て
い
る
革
命
性
を
持
っ
て
い

る
黄
六
一
の
情
婦
で
あ
る
玉
蘭
、
玉
蘭
の
仲
間
で
あ
る
古
典
的
な
含
芳
へ
、
好

意
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

　
芥
川
が
、
こ
の
よ
う
な
玉
蘭
と
含
芳
を
描
い
た
こ
と
は
、
彼
の
旅
行
中
の
中

国
人
女
性
、
ひ
い
て
は
、
当
時
の
中
国
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
現
わ
れ
で
あ

る
と
言
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
湖
南
の
扇
」
は
近
代
に
な
り
つ
つ
湖
南
の

社
会
情
勢
を
表
し
た
一
方
、
こ
の
作
品
を
「
将
軍
」（「
改
造
」
第
四
巻
第
一
号

一
九
二
二
・
一
・
一
）
や
「
桃
太
郎
」（「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
二
八
号
　

一
九
二
四
・
七
・
一
）
と
い
っ
た
作
品
の
続
篇
と
し
て
、
芥
川
の
帝
国
主
義
侵
略

者
へ
の
抗
議
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
も
提
示
で
き
よ
う
。
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「湖南の扇」論（王）

※
本
文
の
引
用
は
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
全
二
十
四
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
五
～

一
九
九
八
）
に
拠
る
。

※
本
文
は
「
第
50
回
教
育
部
留
学
归
国
人
员
科
研
启
动
基
金
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

中
間
報
告
で
あ
る
。

注
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
文
芸
春
秋
社
　
一
九
二
七
・
六

（
２
）
山
梨
県
立
文
学
館
　
一
九
九
三
・
十
一
・
三

（
３
）『
日
本
文
学
』
一
九
七
二
・
十
一

（
４
）『
国
文
学
』
一
九
七
七
・
三

（
５
）「
芥
川
龍
之
介
『
湖
南
の
扇
』」『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
七
・
十
二

（
６
）「『
湖
南
の
扇
』
―
―
含
芳
の
「
扇
」
を
糸
口
と
し
て
」『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』
文

学
部
　
一
九
九
九
・
三

（
７
）
施
小
煒
は
「
小
説
中
で
大
き
な
役
目
を
担
う
〈
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
〉
と
い
う
小
道
具

の
源
」
を
「
魯
迅
の
〈
人
血
饅
頭
〉
に
行
き
つ
く
」
と
し
、
そ
し
て
、「
そ
の
〈
人
血
ビ

ス
ケ
ッ
ト
〉
を
か
じ
る
、
湖
南
人
と
し
て
の
「
玉
蘭
」
の
「
片
意
地
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

訪
中
準
備
の
た
め
に
目
を
通
し
た
『
湖
南
』
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
」
と
、
玉
蘭
の
「
片

意
地
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
芥
川
が
読
ん
だ
『
湖
南
』
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。（『
国
文

学
研
究
』
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
一
一
七
集
　
一
九
九
五
・
十
）

（
８
）
単
援
朝
は
「
芥
川
龍
之
介
「
湖
南
の
扇
」
の
虚
と
実
―
―
魯
迅
の
「
薬
」
を
も
視
野

に
入
れ
て
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、「
彼
（
芥
川
）
に
と
っ
て
玉
蘭
の
よ
う
な
「
情
熱
に

富
ん
だ
湖
南
の
民
」
が
生
活
す
る
中
国
は
、
単
に
完
璧
な
「
趣
味
」
性
の
裡
に
鋭
く
把

握
さ
れ
た
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
対
象
、
な
い
し
は
「
不
自
然
な
障
碍
を
避
け
る
為
」
の

方
法
と
し
て
の
「
異
国
」
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
美
し
い
も
の
と
野
蛮
な
も
の
、

現
実
と
非
現
実
が
常
に
混
在
す
る
不
思
議
な
土
地
、
た
く
ま
し
い
行
動
力
、
生
命
力
へ

の
憧
憬
が
託
さ
れ
た
絶
望
的
な
〈
救
済
〉
の
場
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
末
期
の
眼
で
見
た

現
実
の
中
国
で
あ
り
な
が
ら
自
分
の
中
の
中
国
で
も
あ
る
」
と
玉
蘭
像
に
晩
年
の
芥
川

を
重
ね
た
の
で
あ
る
。

 

（『
日
本
研
究
』
第
二
十
四
集
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
　
二
〇
〇
二
・
二
）

（
９
）『
九
大
日
文
』
九
州
大
学
日
本
語
文
学
会
　
二
〇
一
〇
・
三

（
10
）
劉
耕
毓
は
「「
湖
南
の
扇
」
論
―
―
中
国
革
命
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
同
注

９
）
に
お
い
て
、
黄
六
一
の
名
前
は
井
上
紅
梅
の
『
匪
徒
』
に
出
て
く
る
匪
徒
の
首
領

黄
四
籟
王
と
藍
六
一
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
次
に
『
匪
徒
』
の
「
泥

幇
」
の
「
馬
賊
譚
」
か
ら
そ
の
関
係
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
　 

　
蓋
し
一
幇
は
一
千
乃
至
五
百
の
人
数
で
各
首
領
が
あ
つ
た
。
そ
の
首
領
は
衆
人
に

推
擧
さ
れ
た
者
で
必
ず
人
を
驚
か
す
業
を
持
つ
て
ゐ
た
。

　
　 

　
鑚
天
燕
子
は
山
嶺
を
越
ゆ
る
こ
と
飛
ぶ
が
如
く
、
法
螺
も
交
じ
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う

が
一
日
八
百
里
を
走
る
と
い
ふ
代
物
で
あ
る
。

　
　 

　
黄
四
籟
王
は
馬
上
に
銃
を
取
り
百
歩
の
距
離
で
人
の
左
眼
を
撃
ち
其
仆
れ
る
を
待

た
ず
し
て
右
眼
を
射
る
と
い
ふ
達
人
で
あ
る
。

　
　 

　
托
什
套
、
燕
翼
子
は
孰
れ
も
百
歩
の
外
で
二
梃
の
銃
を
取
り
百
發
百
中
。

　
　 

　
独
眼
龍
は
擲
彈
を
握
つ
て
飛
走
し
百
發
百
中
、爆
聲
あ
つ
て
姿
を
見
ず
と
い
ふ
早
業
。

　
　
　
藍
六
一
は
重
さ
五
百
斤
の
物
を
片
手
で
上
げ
る
ほ
ど
の
強
力
。

　
　 

　
以
上
の
如
く
首
領
は
孰
れ
も
非
凡
の
豪
傑
で
部
下
と
甘
苦
を
共
に
し
贓
物
の
分
配

を
公
平
に
し
て
少
し
も
多
く
取
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
部
下
は
首
領
を
父
母
の
よ
う

に
思
ひ
、
難
あ
れ
ば
身
を
捨
て
ゝ
救
ひ
、
其
指
揮
は
一
と
し
て
聽
従
し
な
い
こ
と
は

な
い
。 

（
傍
線
引
用
者
　
以
下
同
）

　 

　
右
の
文
か
ら
、
黄
六
一
の
名
前
は
こ
こ
を
参
照
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
黄
六
一
の
業
も
右
か
ら
参
考
し
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
黄

六
一
の
「
右
の
手
に
は
小
銃
を
持
ち
、
左
の
手
に
は
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
一
時
に
二
人

射
殺
す
」
と
い
う
業
は
右
の
黄
四
籟
王
の
「
馬
上
に
銃
を
取
り
百
歩
の
距
離
で
人
の
左

眼
を
撃
ち
其
仆
れ
る
」
と
い
う
業
に
似
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
黄
六
一
の
武
勇
談
に
出

て
い
る
「
樊
阿
七
」
の
名
前
も
同
じ
『
匪
徒
』
の
「
泥
幇
」
か
ら
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。

以
下
関
係
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
　
此
男
は
樊
川
生
ま
れ
の
劉
阿
七
と
い
ふ
者
で
老
漢
と
は
豫
ね
て
師
弟
の
間
柄
で
あ
る
。

 

（「
泥
幇
」「
缸
の
中
の
瓢
」）

　
　 

　
名
捕
樊
七
は
今
度
其
筋
の
命
令
に
依
り
或
る
重
大
事
件
を
探
索
す
る
と
い
ふ
噂
が

あ
つ
た
。

 

（「
泥
幇
」「
針
吹
く
女
」）

　
　
こ
の
よ
う
に
、
芥
川
は
『
匪
徒
』
を
読
ん
だ
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）「
雑
信
一
束
」（『
支
那
遊
記
』
改
造
社
　
一
九
二
五
年
十
一
月
）
の
「
学
校
」
に
、「
女

学
生
は
皆
排
日
の
為
に
鉛
筆
や
何
か
を
使
は
な
い
か
ら
、
机
の
上
に
筆
硯
を
具
へ
、
幾

何
や
代
数
を
や
つ
て
ゐ
る
始
末
だ
。
次
手
に
寄
宿
舎
も
一
見
し
た
い
と
思
ひ
、
通
訳
の

少
年
に
掛
け
合
つ
て
貰
ふ
と
、
教
師
愈
仏
頂
面
を
し
て
曰
、「
そ
れ
は
お
断
り
申
し
ま
す
。
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先
達
も
こ
こ
の
寄
宿
舎
へ
は
兵
卒
が
五
六
人
闖
入
し
、
強
姦
事
件
を
惹
き
起
し
た
後
で

す
か
ら
！
」」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
江
口
渙
は
『
わ
が
文
学
半
生
記
』（
日
本

図
書
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八
九
・
十
）
に
お
い
て
、
芥
川
が
自
分
に
述
べ
た
長
沙
師
範
学
校

参
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

　
　 

　
女
学
生
た
ち
は
日
本
が
帝
国
主
義
的
侵
略
を
や
め
る
ま
で
は
断
じ
て
こ
の
運
動
は

や
め
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
決
意
と
闘
志
の
は
げ
し
さ
を
実
際
に
見
た
と
き
、

芥
川
は
も
う
少
し
で
涙
が
出
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
感
動
に
打
た
れ
た
、
と
い
っ
て
い

た
。「
中
国
人
と
い
う
民
族
は
全
く
た
い
し
た
民
族
だ
ね
。
い
ま
に
見
た
ま
え
。
い
ま

に
、
君
。
中
国
は
た
い
し
た
国
に
な
る
よ
。」

　
　
　
こ
の
話
の
あ
と
で
芥
川
は
感
慨
ぶ
か
い
表
情
と
と
も
に
こ
う
つ
け
加
え
た
。

（
12
）
周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
が
一
九
二
一
年
の
中
国
旅
行
の
中
で
一
番
気
に
入
っ
た
都
市

は
北
京
で
あ
る
。
青
柳
達
雄
は
「「
支
那
遊
記
」
の
中
で
、
北
京
の
芥
川
だ
け
は
生
き
生

き
と
し
て
い
る
。（
中
略
）
支
那
服
を
着
こ
ん
で
毎
日
北
京
の
街
を
「
東
奔
西
走
し
て
」

い
る
芥
川
の
様
子
が
、
い
か
に
も
楽
し
げ
に
見
え
る
の
は
政
治
向
き
の
話
で
な
く
、
画

や
書
や
芝
居
と
い
っ
た
芸
術
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（「
芥
川
龍
之
介
と

近
代
中
国
序
説
（
承
前
）」「
関
東
学
園
大
学
紀
要
」
第
十
六
号
　
一
九
八
八
・
十
二
）
と

述
べ
た
。
芥
川
が
北
京
が
好
き
に
な
っ
た
の
は
、
芸
術
へ
の
陶
酔
を
北
京
か
ら
得
た
た

め
だ
と
い
え
る
。
北
京
は
芥
川
が
中
国
に
わ
た
る
前
に
憧
れ
て
い
た
古
典
の
中
国
で
あ

る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
芥
川
が
北
京
生
ま
れ
で
、
し
か
も
古

典
的
な
美
人
で
あ
る
含
芳
に
好
意
を
示
す
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

（
13
）
花
宝
玉
が
「
南
国
の
美
人
」
に
描
か
れ
て
い
る
中
で
重
要
な
部
分
を
次
に
引
用
す
る
。

　
　 

　
そ
の
時
に
も
う
林
黛
玉
の
跡
に
、
新
に
来
た
芸
者
が
坐
つ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
色
の

白
い
、
小
造
り
な
、
御
嬢
様
じ
み
た
美
人
で
あ
る
。
宝
尽
し
の
模
様
を
織
つ
た
、
薄

紫
の
緞
子
の
衣
裳
に
、
水
晶
の
耳
環
を
下
げ
て
ゐ
る
の
も
、
一
層
こ
の
妓
の
品
の
好

さ
を
助
け
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
い
。
早
速
名
前
を
尋
ね
て
見
た
ら
、
花
宝
玉
と
云
ふ

返
事
が
あ
つ
た
。
花
宝
玉
、
―
―
こ
の
美
人
が
こ
の
名
を
発
音
す
る
の
は
宛
然
た
る

鳩
の
啼
き
声
で
あ
る
。
私
は
巻
煙
草
を
と
つ
て
や
り
な
が
ら
、「
布
穀
催
春
種
」
と
云

ふ
杜
少
倰
の
詩
を
思
ひ
出
し
た
。（
中
略
）

　
　 

　
其
処
の
電
燈
の
下
に
は
、
あ
の
優
し
い
花
宝
玉
が
、
で
つ
ぷ
り
肥
つ
た
阿
姨
と
一

し
ょ
に
、
晩
餐
の
食
卓
を
囲
ん
で
ゐ
た
。
食
卓
に
は
皿
が
二
枚
し
か
な
い
。
そ
の
又

一
つ
は
菜
ば
か
り
で
あ
る
。
花
宝
玉
は
そ
れ
で
も
熱
心
に
、
茶
碗
と
箸
を
使
つ
て
ゐ

る
ら
し
い
。
私
は
思
は
ず
微
笑
し
た
。
小
有
天
に
来
て
ゐ
た
花
宝
玉
は
、
成
程
南
国

の
美
人
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
花
宝
玉
は
、
―
―
菜
根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
花
宝

玉
は
、
蕩
児
の
玩
弄
に
任
す
べ
き
美
人
以
上
の
何
物
か
で
あ
る
。
私
は
こ
の
時
支
那

の
女
に
、
初
め
て
女
ら
し
い
親
し
み
を
感
じ
た
。

　 

　
芥
川
は
「
小
有
天
」
の
花
宝
玉
を
好
意
的
に
描
い
た
。「
小
有
天
」
で
「
林
黛
玉
の
跡

に
」
来
た
「
芸
者
」
は
花
宝
玉
で
あ
る
。
花
宝
玉
は
「
品
の
好
」
い
「
御
嬢
様
じ
み
た

美
人
」
で
、「
杜
少
倰
の
詩
」
を
思
い
出
さ
せ
る
名
を
持
つ
「
芸
者
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

芥
川
は
「
菜
根
を
嚙
ん
で
ゐ
る
花
宝
玉
」
に
「
蕩
児
の
玩
弄
に
任
す
べ
き
美
人
以
上
の

何
物
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
芥
川
が
彼
女
に
形
象
し
た
の
は
中
国
の
古
典

に
現
れ
る
「
美
」
と
、
中
国
庶
民
が
持
つ
素
朴
さ
と
堅
忍
さ
で
あ
ろ
う
。「
菜
根
を
嚙
」

む
花
宝
玉
は
す
で
に
単
な
る
「
芸
者
」
で
は
な
く
、
中
国
の
「
美
人
」
を
代
表
で
き
る

人
物
で
あ
る
と
言
え
る
。「
古
典
的
」「
堅
忍
さ
」
を
有
す
る
彼
女
は
含
芳
と
相
通
ず
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
14
）
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
、
湖
南
の
新
思
潮
運
動
が
数
多
く
あ
っ
た
。

主
に
維
新
運
動
、
留
日
運
動
、
共
産
党
思
想
の
流
行
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
芥
川
の
訪

中
時
に
は
特
に
留
日
学
生
た
ち
が
主
導
す
る
各
種
の
運
動
が
あ
っ
た
。
黎
躍
進
の
「
二
十

世
紀
前
半
湖
南
留
日
運
動
及
び
そ
の
特
徴
」（「
文
史
博
覧
・
理
論
」
二
〇
〇
五
年
六
月
）

に
よ
る
と
、
二
十
世
紀
前
半
の
湖
南
省
の
留
日
学
生
の
人
数
は
全
国
各
省
の
中
で
前
十

位
に
入
れ
る
ほ
ど
多
か
っ
た
。（
な
お
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
中
国

全
国
留
日
学
生
人
数
に
関
し
て
、『
中
国
人
日
本
留
学
史
』（
実
藤
秀
恵
　
三
聯
書
店
　

一
九
八
三
年
）、『
近
代
中
国
留
学
生
』（
李
喜
所
　
人
民
出
版
社
　
一
九
八
七
年
）、『
中

国
留
学
生
大
辞
典
』（
周
棉
編
　
南
京
大
学
出
版
社
　
一
九
九
九
年
）『
清
末
浙
江
と
日
本
』

（
呂
順
長
　
上
海
古
籍
出
版
社
　
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
の
文
献
が
参
考
で
き
る
。）
そ
の

た
め
、
留
日
学
生
が
主
導
し
た
運
動
、
或
い
は
参
加
し
た
運
動
も
多
数
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

自
立
軍
蜂
起（
一
九
〇
〇
）、
萍
・
浏
・
醴
蜂
起
（
一
九
〇
六
）、
広
州
黄
花
岡
蜂
起

（
一
九
一
一
）、
辛
亥
革
命
（
一
九
一
一
）、
二
十
一
か
条
反
対
運
動
（
一
九
一
五
）、

五
四
運
動
を
声
援
す
る
五
七
運
動
（
一
九
一
九
）
な
ど
が
あ
る
。
ほ
か
に
留
日
学
生
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
機
関
誌
も
多
数
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
湘
路
警
鐘
』『
遊
学
訳
編
』『
二
十
世

紀
の
支
那
』『
洞
庭
波
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。


