
『山

記』

考

月

ー
そ
の
問
題
点
と
構
造
及
び
位
置

i

始

め

『
山
月
記
』
は
発
表
以
来
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
作
品

の
主
題
や
「
変
身
」
に
関
す
る
主
人
公
の
告
白
を
巡
っ
て
、
様
々
な
説
が
存
在
し
て
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
従
来
か
ら
の
問
題
点
で
あ
る
主
人
公
の
変
身
の
理
由
や
詩
作
の
姿

勢
に
関
し
て
私
見
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
『
山
月
記
』
の
構
造
を
手
掛
り
と
し
て
作
品
を
考
察
し
、

昭
和
十
四
J
十
六
年
の
、
い
わ
ゆ
る
中
期
中
島
の
文
学
活
動
と
、
当
時
の
彼
の
作
品
群
中
に
お

け
る
『
山
月
記
』
の
位
慌
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
山
月
記
』
は
短
篇
で
あ
り
、
そ
の
椛
浩
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
主
人
公
で
あ
る
李
徴
が

虎
に
変
身
す
る
前
と
後
で
、
作
品
が
二
分
で
き
る
。
作
品
の
桁
一
点
は
後
者
に
あ
り
、
そ
の
大
部

分
は
李
徴
の
哀
惨
へ
の
告
白
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
本
一
d

徴
は
挫
折
し
た
詩
人
で
あ
り
、
虎
に
変

身
し
た
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
李
徴
の
告
白
は
詩
業
と
変
身
に
関
し
て
展
開
し
て
い
る
と

一
一
一
同
っ
て
良
い
。

彼
の
告
白
の
中
で
先
ず
日
に
つ
く
の
は
、
人
間
が
虎
に
な
る
変
身
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
考

え
る
ま
で
も
な
く
、
虎
へ
の
変
身
は
不
合
理
の
極
み
で
あ
っ
て
、
変
身
の
理
由
を
説
明
す
る
事

は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
李
徴
は
理
由
を
述
べ
る
。
彼
の
述
べ
た
理
由
は
三
つ

あ
る
。
簡
単
に
言
う
と
、

ω「
さ
だ
め
」
説
、
例
「
性
情
」
説
、

ω「
非
人
間
性
」
説
で
あ

る
。
(
以
下
、
理
由

ω・
ω・
ωと
呼
ぶ
。
)

従
来
か
ら
、
多
く
の
論
者
は
こ
の
理
由

ω・
ωの
何
れ
か
に
変
身
の
理
由
を
求
め
て
お
り
、

論
争
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
れ
ら
の
理
由
が
正
当
な
変
身
の
理
由
と
て
し

藤

村

猛

当
を
得
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
か
と
言
っ
て
、
変
身
そ
の
も
の
や
李
徴
の
言
う
変
身
の
理
由

を
妄
想
だ
と
斥
け
る
の
も
短
絡
思
考
で
あ
る
。
変
身
と
い
う
不
合
理
は
と
も
か
く
、
李
徴
が
変

身
や
そ
の
理
由
を
受
け
入
れ
る
点
に
、
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
信
じ
る
点
に
こ
の
作
品
の
特
徴

が
あ
る
。
こ
こ
に
彼
の
性
格
が
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
事
態
、
拡
大
し
て
言
え
ば
、
彼

の
悲
劇
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
確
か
に
変
身
は
不
合
理
で
あ
る
が
、
こ
れ
ぬ
き

で
は
、
彼
の
告
白
は
独
り
善
が
り
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
彼
の
心
情
は
変
身
に
よ
る
「
出
口
な

し
」
の
状
況
設
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
を
高
め
て
い
る
。
変
身
に
よ
っ
て
、
人
間
と

し
て
の
、
詩
人
と
し
て
の
、
家
長
と
し
て
の
生
を
彼
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
否

定
を
強
制
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
不
幸
に
安
住
で
き
な
い
所
か
ら
、
告
白
は
生
じ
て
い
る
。

だ
が
、
彼
の
告
白
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
制
断
す
る
点
や
事
実
と
相

違
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
変
身
の
理
由
と
、
詩
人
と
し
て
成
功
し
な
か
っ
た
原
因
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
点
目
は
変
身
の
理
由
相
互
の
阻
断
で
あ
る
。
李
徴
は
初
め
に
、
「
さ
だ
め
」
と
い
う
不
可

解
事
(
理
由

ω)
で
変
身
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
は
、
変
身
と
い
う
事
実
を
認
め
る

「
あ
き
ら
め
」
と
い
う
べ
き
性
格
が
あ
る
。
だ
が
、
「
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の

を
大
人
し
く
受
取
っ
て
、
理
巾
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め

だ
。
」
(
傍
点
は
原
文
。
以
下
も
同
じ
)
と
思
い
つ
つ
も
、
理
由

ωや
ωを
考
え
出
す
。
こ
れ
ら

を
彼
は
変
身
の
理
由
と
し
て
信
じ
て
い
る
。
だ
が
、
「
さ
だ
め
」
を
全
的
に
信
じ
て
い
る
な
ら

ば
、
他
の
理
由
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
理
由

ωは
「
さ
だ
め
」
に
、
理
由

ω・
制
は

自
分
に
変
身
の
責
任
を
求
め
て
い
る
点
に
遠
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
由

ωと
理
由

ω・
ωは

同
じ
種
の
も
の
で
は
な
い
。

二
点
目
の
詩
作
に
関
す
る
事
実
と
の
相
違
は
、
変
身
の
理
由
相
互
の
阻
断
よ
り
も
は
っ
き
り

し
て
い
る
。
李
徴
は
言
う
、
「
才
能
の
不
足
を
暴
即
断
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
倶
と
、

刻
苦
を
欧
ふ
怠
惰
」
に
よ
っ
て
、
詩
人
と
し
て
成
功
で
き
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
才
能
に
で
は

。，“唱
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な
く
努
力
に
詩
人
と
し
て
の
成
否
が
か
か
っ
て
い
る
と
。
そ
れ
で
は
、
彼
は
自
ら
一
言
う
よ
う
に

詩
作
に
努
力
し
な
か
っ
た
の
か
。
確
か
に
、
伎
は
師
や
詩
友
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
こ
れ
は
努
力

の
放
来
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
官
吏
を
や
め
、
詩
作
に
専
念
す
る
為
に
山
に
閉
じ

込
も
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
悠
々
と
し
て
暮
ら
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
詩
作
と
生
活
の
苦

し
み
に
耐
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
容
貌
も
附
刻
と
な
り
、
肉
落
ち
骨
秀
で
、
限

光
の
み
徒
ら
に
畑
々
と
し
て
、
合
て
進
士
に
笠
第
し
た
頃
の
堕
頬
の
美
少
年
の
悌
は
、
何
庭
に

求
め
ゃ
う
も
な
い
」
程
に
な
る
。
こ
れ
は
「
ひ
た
す
ら
詩
作
に
耽
っ
た
」
結
果
で
な
く
て
何
で

あ
ろ
う
か
。
た
と
え
一
流
の
詩
は
で
き
ず
と
も
、
詩
作
の
努
力
は
認
め
ら
れ
よ
う
、
明
ら
か
に

彼
の
言
う
原
因
は
事
実
と
食
い
違
っ
て
い
る
。

何
故
、
こ
れ
ら
の
食
い
違
い
が
生
じ
た
の
か
。
李
倣
の
思
考
の
あ
い
ま
い
さ
か
。
そ
れ
と

も
、
作
品
の
あ
い
ま
い
さ
か
。
換
言
す
れ
ば
、
作
者
が
こ
の
食
い
違
い
を
作
り
出
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
、
作
者
の
意
図
と
は
別
に
生
じ
た
の
か
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
れ
を
考
え
る
為
に

も
、
変
身
と
詩
作
に
関
す
る
こ
つ
の
疑
問
|
|
何
故
、
李
徴
は
変
身
し
た
の
か
、
何
故
、
詩
業

に
挫
折
し
た
の
か
|
|
に
対
す
る
本
当
の
理
由
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、

詩
作
に
関
し
て
は
真
の
理
由
が
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
又
、
変
身
の
閉
山
由
の
方
も
、

李
徴
が
理
由
と
し
て
ど
れ
を
最
も
信
じ
て
い
た
か
を
探
る
事
は
で
き
よ
う
。

李
徴
は
三
つ
の
変
身
理
由
の
内
、
ど
れ
を
設
も
信
じ
て
い
た
か
。

告
白
の
流
れ
か
ら
考
え
る
と
、
一
見
-
理
由

ωの
よ
う
に
思
え
る
。
「
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事

も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
」
と
す
る
「
さ
だ
め
」
説
(
理
由

ω)
か
ら
、
「
何
故
こ
ん
な
運
命
に
な

っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
考
へ
や
う
に
依
れ
ば
、
閉
山
ひ
営
る
こ
と
が

全
然
な
い
で
も
な
い
」
と
し
て
、
「
性
情
」
説
(
理
由

ω)
を
述
べ
る
。
次
の
「
非
人
間
性
」

説
(
理
巾

ω)
は
自
明
的
な
調
子
で
語
ら
れ
る
。
し
か
も
、
突
発
的
で
冷
静
に
考
え
ら
れ
た
末

の
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
理
由

ωが
最
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ

が
、
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
理
由
の

正
当
性
で
は
な
く
、
李
徴
に
と
っ
て
の
重
さ
で
あ
る
。
そ
の
重
さ
を
測
る
第
一
の
方
法
と
し

て
、
理
由
を
述
べ
た
後
の
李
徴
の
態
度
を
見
て
み
る
。

変
身
の
理
由
と
、
そ
れ
を
述
べ
た
後
の
彼
の
態
度
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
次
の
事
に
気

付
く
。

ω
「
さ
だ
め
」
・

ω
「
性
的
」
・

ω
「
非
人
間
性
」
と
い
う
変
身
の
理
由
、
こ
れ
ら
は

一
見
-
独
立
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
突
は
そ
う
で
は
な
い
。
一
諦
め
よ
う
と
す
る
「
さ
だ
め
」
の

後
に
は
死
へ
の
不
安
が
、
猛
獣
だ
と
言
う
「
性
情
」
の
後
に
は
孤
独
の
悲
し
み
が
、
「
非
人
間

性
」
に
は
自
明
と
涙
が
伴
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
組
み
合
わ
せ
も
、
相
反
す
る
も
の
同
志
の
組

み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
李
徴
の
、
変
身
と
い
う
事
態
や
そ
の
理
由
へ
の
屈
折
し
た
心
情

|
|
信
じ
る
気
持
と
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
気
持
ー
ー
が
あ
る
。
こ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
、
李
徴
の
告
白
に
迫
力
が
生
じ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
し
、
一
二
つ
の
理
由
の
ど
れ
も
が

彼
を
苦
し
め
て
い
る
の
が
分
る
。
つ
ま
り
、
李
徴
の
述
べ
る
理
由
は
結
果
的
に
嘆
き
を
生
み
、

不
幸
を
実
感
さ
せ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
嘆
き
の
大
小
に
よ
っ
て
、
変
身
の
理
由
の
李
微
に
と
っ
て
の
置
さ
が
分
ろ

う
。
つ
ま
り
、
両
者
が
相
関
関
係
に
あ
る
点
に
着
目
し
て
、
ど
の
嘆
き
が
最
も
激
し
い
か
を
見

る
事
に
よ
っ
て
、
李
徴
が
最
も
信
じ
て
い
る
理
由
を
割
り
出
せ
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

三
つ
の
中
で
理
由

ωは
、
別
れ
の
直
前
で
残
り
時
間
が
少
な
い
に
し
て
も
、
嘆
き
の
場
面
が
ほ

と
ん
ど
な
い
し
、
直
後
に
は
理
由

ω・
ωの
嘆
き
と
比
べ
る
と
、
冷
静
で
理
性
的
な
実
惨
へ
の

忠
告
が
あ
る
。
以
上
の
事
を
考
え
る
と
、
理
由
仰
は
、

ωや
ωよ
り
も
、
李
徴
に
と
っ
て
は
軽

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
嘆
き
の
相
場
面
が
多
い
理
由

ωと
ωに
注

目
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
嘆
き
は
深
く
震
い
。
そ
し
て
、
質
的
に
も
丑
的
に
も

ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
で
は
ま
だ
一
つ
に
絞
り
切
れ
な
い
。

第
二
の
方
法
と
し
て
は
、
今
度
は
逆
に
、
変
身
の
理
由
を
述
べ
る
前
の
、
李
徴
の
亥
惨
へ
の

依
頼
か
ら
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
た
過
程
を
考
え
て
み
た
い
。

理
由

ωの
前
に
は
「
話
を
交
し
て
呉
れ
」
と
い
う
依
頼
が
、
恕
白
川
W

の
前
に
は
詩
業
の
伝
録

の
依
頼
が
、
理
由
刷
の
前
に
は
妥
子
の
保
諮
の
依
頼
が
あ
る
。
こ
の
依
頼
の
順
序
は
彼
の
切
望

の
強
さ
の
順
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
常
識
的
に
は
、
妻
子
・
詩
業
と
い
う
順
で
あ
ろ
う
が
、
李

徴
の
場
合
は
逆
で
あ
る
。
こ
の
順
序
の
逆
転
に
、
李
徴
の
詩
へ
の
執
着
の
深
さ
が
表
れ
て
い
る

と
共
に
、
そ
の
逆
転
が
理
由

ωを
導
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
妻
子
の
依
頼
が
詩
業
の
依
頼

よ
り
も
後
に
あ
る
事
に
よ
っ
て
、
理
由
仰
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妻
子
の

依
頼
が
理
由

ωと
関
係
し
て
い
る
。

同
様
に
、
二
番
目
の
詩
業
の
依
籾
が
彼
の
詩
業
へ
の
執
念
の
深
さ
を
告
白
さ
せ
、
そ
し
て
そ

の
不
振
の
原
因
の
詮
劣
に
関
連
し
て
、
変
身
は
性
情
に
よ
る
と
い
う
理
由

ωを
湾
き
出
し
た
と

考
え
て
良
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
理
由

ωと
一
番
目
の
依
頼
に
当
て
挟
め
て
み
る
と
、
第

一
に
李
徴
が
実
惨
に
話
し
た
の
は
、
実
惨
に
関
わ
れ
た
為
で
も
あ
る
が
、
変
身
の
状
況
と
変
身

に
対
す
る
第
一
回
答
(
理
由

ω)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
惨
の
問
い
|
|
ど
う
し
て
変
身
し
た

の
か
|
|
に
対
す
る
問
答
と
い
う
点
を
危
視
す
る
と
、
理
由

ωこ
そ
が
、
李
微
に
と
っ
て
公
式

的
見
解
で
あ
り
、
変
身
の
理
由
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
考
へ
や
う
に
依

。。
唱
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れ
ば
」
と
話
し
始
め
る
理
由

ωゃ
、
自
明
気
味
に
詰
る
理
由

ωよ
り
も
、
李
徴
は
理
由

ωを
最

も
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
皮
肉
な
事
で
あ
る
。
彼
の
求
め
る
理
由
が
、
結
局
「
さ
だ
め
」
と
い
う
不
可

解
事
に
な
り
、
変
身
の
責
任

l
l
一
体
、
何
か
悪
い
の
か
ー
ー
も
あ
い
ま
い
に
な
る
。
こ
れ
で

は
、
李
徴
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
己
れ
の
運
命
の
不
条
理
を
思
い
知
ら
さ

れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

次
き
の
疑
問
|
|
何
故
、
李
徴
が
詩
人
と
し
て
成
功
し
な
か
っ
た
か
|
|
に
移
ろ
う
。

彼
の
告
白
か
ら
先
ず
思
い
つ
く
の
は
、
李
徴
が
詩
人
と
し
て
、
そ
し
て
、
人
間
と
し
て
未
熟

で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
精
神
的
な
弱
さ
で
あ
る
。
主
な
も
の
と
し
て

は
、
臆

aMな
自
尊
心
と
尊
大
な
蓋
恥
心
に
振
り
回
さ
れ
る
弱
さ
と
、
詩
業
の
為
に
妥
子
を
犠
牲

に
で
き
な
い
弱
さ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
弱
さ
は
、
一
般
的
価
値
観
か
ら
み
れ
ば
別
の
も
の
で

あ
る
が
、
詩
業
に
と
っ
て
結
果
的
に
は
同
じ
も
の
だ
と
言
え
る
。

前
者
の
弱
さ
は
李
微
を
、
彼
の
考
え
る
詩
人
と
俗
人
の
聞
を
紡
但
う
中
間
人
に
さ
せ
る
。
こ

の
弱
さ
に
は
、
詩
人
と
俗
人
と
い
う
区
別
を
持
つ
人
間
観
や
、
「
賎
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と

し
な
」
い
人
生
観
が
関
連
し
て
い
る
。
彼
の
日
に
は
詩
業
し
か
な
く
、
そ
の
他
の
も
の
は
然
き

が
如
し
で
あ
る
が
、
彼
は
白
分
に
自
信
を
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
後
者
の
弱
さ
は
才
能
へ
の

絶
望
と
共
に
、
彼
の
詩
作
の
続
行
を
断
念
さ
せ
、
彼
を
一
丹
び
官
吏
に
さ
せ
る
。
こ
れ
に
は
、
他

者
の
不
幸
に
耐
え
ら
れ
な
い
弱
さ
が
、
ひ
い
て
は
自
己
の
不
幸
に
耐
え
ら
れ
な
い
弱
さ
が
根
底

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

前
者
の
弱
さ
に
は
李
徴
も
変
身
後
に
は
気
付
い
て
い
る
。
性
情
に
振
り
回
さ
れ
る
弱
さ
を
克

服
す
れ
ば
良
か
っ
た
と
い
う
悔
い
が
、
変
身
後
の
彼
を
苦
し
め
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
を
し
て
努

力
不
足
と
断

J

ぜ
し
め
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
弱
さ
に
つ
い
て
は
、
彼
は
気
付
い
て
い

な
い
。
反
対
に
、
安
子
よ
り
も
詩
業
を
重
ん
じ
た
と
附
開
い
て
い
る
(
理
由
刷
)
。
し
か
し
、
彼

の
言
う
非
人
間
性
も
、
妻
子
の
為
に
詩
作
を
捨
て
た
点
で
中
途
半
端
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
弱
さ
が
詩
業
を
挫
折
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
弱
さ
を
持
っ
て

い
る
詩
人
に
一
流
の
詩
が
作
れ
よ
う
か
。
多
分
、
作
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
詩
業
の
失

敗
の
理
由
は
、
は
た
し
て
こ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
自
己
の
弱
さ
に
彼
が
無
抵
抗
で
あ
っ
た
と
は

思
え
な
い
。
彼
は
可
能
な
限
り
抵
抗
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
己
の
弱
さ
と
の
闘
い
の
中

か
ら
で
も
、
一
流
の
詩
が
生
ま
れ
て
く
る
事
も
あ
る
。
そ
こ
で
視
点
を
換
え
て
注
目
し
た
い
の

は
、
李
徴
の
詩
に
対
す
る
実
惨
の
評
で
あ
る
。

「
長
短
凡
そ
三
十
筒
、
格
調
高
雅
.
意
趣
卓
逸
、
一
読
し
て
作
者
の
才
の
非
凡
を
思
は
せ
る

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
哀
惨
は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次
の
様
に
感
じ
て
ゐ
た
。

成
程
、
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
鐙

で
は
、
第
一
流
の
作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
庭
か
(
非
常
に
微
妙
な
貼
に
於
て
〉
紋
け
る
所
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
」

何
が
欠
如
し
て
い
る
の
か
を
実
惨
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
前
述
し
た
李
徴
の
精
神
的
弱

さ
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
以
外
に
何
か
該
当
し
よ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
為
に
少
し
前
に
戻

っ
て
、
李
徴
の
詩
の
特
徴
を
見
て
み
た
い
。
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卒
逸
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
奇

妙
な
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
李
徴
が
実
惨
に
語
っ
た
詩
は
、
彼
が
自
ら
良
し
と
す
る
詩
な
の
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
彼
自
身
や
彼
の
生
活
と
距
隊
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
己
は
次
第
に
世
と
雌
れ
、
人
と
遠
ざ
か
り
、
償
問
と
慰
惑
と
に
よ
っ
て
盆
、
己
の
内
な
る

臨
病
な
自
尊
心
を
飼
い
ふ
と
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
」
、
こ
れ
が
彼
自
身
の
弓
一
口
う
自
己
の
姿
で

あ
り
、
「
文
名
は
容
易
に
拐
ら
ず
、
生
活
は
日
を
逐
っ
て
苦
し
く
な
る
」
、
焦
牒
と
貧
困
に
苦
し

め
ら
れ
た
の
が
彼
の
生
活
で
あ
る
。
実
惨
の
評
の
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
」
の
状
態
と
は
異

な
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
詩
に
は
彼
や
彼
の
生
活
が
不
在
な
の
で
あ
る
。
彼
の
詩
が
彼
の
心
情
や

生
活
と
離
れ
て
い
て
は
、
彼
が
か
な
り
の
想
像
力
を
持
っ
て
い
な
い
限
り
、
一
流
の
詩
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
付
言
す
れ
ば
、
時
代
と
の
遊
離
に
も
注
目
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
『
山
月
記
』

の
時
代
は
「
天
宝
末
年
」
で
あ
り
、
歴
史
的
に
は
安
史
の
乱
の
頃
で
あ
る
。
李
徴
の
詩
に
は
時

代
の
実
情
が
反
映
し
て
い
な
い
。
総
括
し
て
言
え
ば
、
彼
の
詩
に
は
彼
の
陪
い
心
情
や
生
活
、

そ
し
て
時
代
が
関
与
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

李
徴
が
、
何
故
、
そ
う
い
う
径
の
詩
を
作
っ
た
の
か
。
彼
の
詩
に
対
す
る
姿
勢
を
、
別
の
函

か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
伎
に
と
っ
て
詩
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
詩
家
と
し
て
の
名
を

死
後
百
年
に
遣
さ
う
」
と
い
う
野
心
の
対
象
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「
作
の
巧
拙
は
知
ら
ず
、

と
に
か
く
、
産
を
破
り
心
を
狂
は
せ
て
迄
自
分
が
生
涯
そ
れ
に
執
着
し
た
所
の
も
の
」
な
の
で

あ
る
。
こ
の
執
着
の
強
さ
や
彼
の
詩
の
特
徴
、
及
び
彼
の
性
情
を
考
え
る
と
、
詩
作
は
彼
に
と

っ
て
生
活
の
ね
や
野
心
の
対
象
と
一
百
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
救
済
の
性
格
を
帯
び
て
い
ま
い

か
。
性
情
に
よ
る
苦
し
み
ゃ
「
己
の
傷
つ
き
易
い
内
心
を
誰
も
理
解
し
て
呉
れ
な
」
い
と
い
う

孤
独
感
か
ら
、
詩
に
救
済
を
求
め
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
の
希
求
が
彼
の
詩
を
「
格

調
高
雅
、
意
趣
卒
、
迎
」
に
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
自
分
よ
り
も
一
段
高
い
境
地
に
、
彼
が
憧
れ
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
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創
作
を
救
済
の
道
と
見
る
の
は
、
『
山
月
記
』
と
同
じ
中
期
の
作
品
、
『
光
と
風
と
夢
』
の
主

人
公
の
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
の
執
筆
は
創
造
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
李
徴
の
方
は
模
倣
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
差
は
何
か
。
先
ず
第
一
に
、

前
出
の
作
者
の
心
情
と
作
品
の
距
隊
の
差
以
外
に
、
自
己
の
弱
さ
を
克
服
す
る
勇
気
と
実
績
の

差
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
想
像
力
や
表
現
そ
れ
自
体
の
も
た
ら
す
喜
び
の
有
無
の
差
が
関
与

し
て
は
い
ま
い
か
。
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
や
そ
の
他
の
中
島
の
描
く
作
家
達
に
共
通
の
「
異
常
な

想
像
力
」
や
「
表
現
す
る
喜
び
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
、
『
山
月
記
』
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

李
徴
に
は
そ
れ
ら
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
想
像
力
の
な
い
者
が
空
想
の
世
界
を
作
ろ
う
と

す
る
。
こ
れ
で
は
あ
ま
り
突
を
結
ば
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
辺
り
に
も
、
李
徴
の
詩
作
方
法
の
欠

陥
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
李
徴
が
詩
作
に
努
力
し
て
も
、
彼
の
性
情
に
振
り
回
さ
れ
る
弱
さ
や
彼
の

作
る
詩
と
現
実
と
の
遊
離
、
そ
し
て
想
像
力
の
欠
如
等
に
よ
り
、
彼
に
は
一
流
の
詩
は
で
き
な

い
。
し
か
も
、
詩
作
に
よ
る
充
実
感
も
喜
び
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
で
は
不
毛
の
作
業
に

す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
目
標
が
遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
程
、
渇
望
の
念
も
大
き
く
な
る
。
こ
れ

は
不
幸
な
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
業
を
自
己
の
救
済
と
し
て
執
着
し
た
割
に
は
、
空
回
り
し

た
の
で
あ
る
。
先
ず
最
初
に
自
己
の
現
実
の
姿
や
弱
さ
を
認
め
、
そ
れ
ら
を
克
服
す
る
必
要
性

を
痛
感
し
た
時
は
既
に
遅
い
。

四

以
上
で
、
李
徴
の
告
白
に
あ
っ
た
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
解
明
し
得
た
も
の
と

思
う
。
と
こ
ろ
で
、
李
徴
は
告
白
内
部
の
食
い
違
い
や
本
当
の
理
由
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
自

覚
し
て
い
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
告
白
に
食
い
違
い
が
生
じ
た
理
由
と
も
関
連
し
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
李
徴
は
程
度
の
差
は
あ
れ
、
三
つ
の
変
身
の
理
由
を
信
じ
て
い
る
。
変

身
の
理
由
の
多
さ
は
嘆
き
の
大
き
さ
に
比
例
す
る
だ
ろ
う
が
、
何
故
、
三
つ
も
信
じ
て
い
る
の

か
。
基
本
的
に
は
、
李
徴
に
と
っ
て
三
っ
と
も
、
変
身
の
理
由
と
し
て
信
じ
る
に
た
る
も
の
で

あ
る
為
だ
が
、
次
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
由

ωを
全
的
に
信
じ
切
れ
な
い

為
に
、
理
由

ω・
仰
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
自
己
処
罰
的

に
身
を
処
し
て
、
変
身
と
い
う
不
幸
に
耐
え
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
変
身
の
理
由
が
分
ら
な

い
と
す
る
「
さ
だ
め
」
説
で
は
、
自
己
の
心
情
を
抑
え
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
明
確
に
変
身
を

何
者
か
の
責
任
だ
と
し
た
方
が
、
一
時
的
に
せ
よ
、
心
が
安
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
李
徴

の
弱
さ
で
も
あ
り
、
変
身
と
い
う
事
態
の
不
条
理
の
大
き
さ
で
も
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
李
徴

は
理
由

ω・
ωで
変
身
を
自
己
の
責
任
と
す
る
。
こ
の
自
虐
の
線
上
に
李
徴
の
告
白
は
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

詩
作
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
挫
折
し
た
理
由
を
明
確
に
知
っ
て
い
な
く
と

も
、
空
拘
引
さ
れ
た
過
去
や
白
分
の
残
し
た
詩
業
へ
の
思
い
が
、
彼
に
は
強
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
彼
は
変
身
後
も
で
き
れ
ば
詩
を
作
り
発
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
変
身
前
は
、
詩

作
は
己
れ
の
願
望
す
る
世
界
の
表
現
で
あ
っ
た
。
が
、
変
身
後
は
、
作
中
の
即
興
の
詩
を
見
る

限
り
、
空
想
で
は
な
く
現
実
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
詩
作
は
成
功
す
る
だ
ろ

う
し
、
救
済
へ
の
道
に
通
じ
て
も
い
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
も
変
身
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を

否
定
さ
れ
る
。
彼
は
そ
の
無
念
さ
を
抑
え
る
為
に
も
、
自
己
の
欠
点
(
怠
惰
等
)
を
強
-
調
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
告
白
内
部
の
食
い
違
い
は
、
半
分
は
李
徴
の
意
識
的
な

も
の
に
よ
り
、
半
分
は
不
可
解
さ
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

自
己
の
悪
を
認
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、
自
己
を
抑
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
『
李
陵
』
の
司

馬
遷
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
差
は
大
き
い
。
司
馬
遷
は
自
己
を
思
と
認
定
し
、
書

写
機
械
と
見
倣
す
事
に
よ
っ
て
、
白
己
を
抑
え
新
し
い
生
に
進
ん
だ
。
し
か
し
、
李
徴
の
方
に

は
一
切
の
目
的
も
喜
び
も
な
い
。
だ
か
ら
、
白
庭
的
な
悪
の
認
定
は
、
一
旦
は
彼
の
動
絡
を
抑

え
る
に
し
て
も
、
結
局
は
彼
を
傷
つ
け
、
彼
の
不
幸
を
鮮
明
に
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
の
悲
劇
の
独
自
性
を
、
な
お
一
層
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
『
山
月

記
』
と
そ
の
原
典
と
思
わ
れ
る
『
人
虎
伝
』
を
比
較
し
て
み
る
。

既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
両
作
品
の
主
要
な
差
は
、
変
身
の
理
由

と
李
徴
の
詩
人
と
し
て
の
境
遇
の
差
で
あ
る
。
『
人
虎
伝
』
で
は
、
李
徴
は
過
去
に
犯
し
た
殺

人
の
罰
と
し
て
変
身
を
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
変
身
前
に
既
に
文
人
と
し
て
名
戸
を
得

て
い
る
。
即
ち
、
『
山
月
記
』
の
三
一
つ
の
変
身
理
由
と
詩
人
と
し
て
の
挫
折
は
、
『
山
月
記
』
に

独
自
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
『
山
月
記
』
の
特
徴
や
作
者
の
創
作
意
図
と
大
き
く
関
わ
っ

て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
両
作
品
の
差
は
何
を
生
じ
さ
ぜ
て
い
る
の
か
。

変
身
の
理
由
に
つ
い
て
の
間
作
品
の
差
は
、
本
一

4

徴
の
変
身
に
よ
る
苦
悩
の
大
き
さ
の
差
で
あ

る
。
因
果
応
報
的
な
あ
き
ら
め
(
『
人
虎
伝
』
)
に
対
し
て
、
不
条
理
の
「
さ
だ
め
」
や
自
虐
的

と
言
っ
て
良
い
性
情
の
分
析
、
そ
し
て
詩
業
へ
の
執
念
か
ら
生
じ
る
「
非
人
間
性
」
、
こ
れ
ら
に

よ
る
苦
悩
が
『
山
月
記
』
に
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
又
、
詩
人
と
し
て
の
名
戸
の
有
無
の
差

は
、
李
徴
の
挫
折
感
の
大
小
の
差
で
あ
る
。
片
や
、
既
に
名
戸
を
得
た
文
人
で
あ
り
、
片
や
、

一
流
の
詩
が
作
れ
ず
挫
折
し
な
が
ら
も
、
詩
業
へ
の
飽
く
な
き
執
念
を
抱
き
続
け
る
詩
人
以
前

の
詩
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
作
品
の
差
は
李
徴
の
苦
悩
の
大
き
さ
の
差
で
あ
り
、
そ
れ
は
作

者
の
意
識
的
操
作
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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以
上
の
事
か
ら
考
え
る
と
、
原
典
改
変
や
前
出
の
李
徴
の
告
白
の
食
い
違
い
は
一
つ
の
方
向

を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
李
徴
の
悲
劇
の
深
化
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
の
悲
劇
の
核
は
何

か
。
彼
の
位
院
や
状
態
、
及
び
告
白
の
食
い
違
い
の
原
因
に
注
目
し
た
い
。
李
徴
は
俗
人
と
詩

人
の
中
聞
に
、
そ
し
て
人
間
と
虎
と
の
中
間
に
い
る
。
し
か
も
、
そ
う
な
っ
た
理
由
が
彼
に
は

十
分
に
分
ら
な
い
為
に
、
自
虐
的
に
浬
由
を
考
え
出
す
。
こ
れ
が
李
徴
で
あ
る
。
一
切
の
希
望

も
放
い
も
な
く
狐
独
と
不
可
解
を
胸
に
、
中
間
人
と
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
幸
が
、

『
山
月
記
』
の
李
徴
の
悲
劇
の
核
で
あ
る
。
そ
れ
を
強
制
す
る
の
が
李
徴
の
性
的
で
あ
り
変
身

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
選
択
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
」
で
あ

った。

五

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
山
月
記
』
の
李
徴
は
、
虎
に
変
身
し
た
と
い
う
事
だ
け

で
な
く
、
そ
の
性
情
に
お
い
て
も
特
兵
な
存
在
で
あ
る
。
特
異
で
は
あ
る
が
、
従
来
よ
り
李
微

を
作
者
・
中
島
と
見
倣
す
考
え
が
あ
る
。
中
島
に
近
い
人
程
、
そ
う
思
っ
て
い
る
。
そ
の
考
え

の
根
拠
は
、
李
徴
の
変
身
前
の
境
遇
と
性
格
が
『
山
月
記
』
を
執
筆
し
た
頃
の
中
島
と
似
て
い

る
点
に
あ
る
ら
し
い
。
中
島
は
そ
の
当
時
(
昭
和
十
四
J
十
六
年
頃
)
作
家
以
前
の
作
家
で
あ

り
、
持
病
の
悪
化
に
よ
り
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
李
叫
似
の
性

格
に
も
中
島
の
そ
れ
と
震
な
る
も
の
(
例
え
ば
、
臆
病
な
自
尊
心
〉
が
あ
る
。
そ
し
て
、
『
山

月
記
』
は
『
古
詔
』
の
中
で
も
、
あ
る
テ
l
マ
の
下
の
一
作
品
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
主
人
公

が
作
者
に
近
い
と
い
う
点
で
異
色
で
あ
る
し
、
単
な
る
怪
奇
認
と
一
守
口
う
よ
り
も
人
間
心
理
の
表

現
に
読
点
が
あ
る
。
又
、
中
島
も
自
分
と
李
徴
と
の
近
さ
を
意
識
し
て
い
る
ら
し
い
。

と
す
る
と
、
中
島
は
李
微
に
自
分
の
姿
を
描
き
出
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
白
分
に
近
づ
け
る

為
に
原
典
を
改
変
し
た
の
か
。
だ
が
、
こ
こ
で
李
徴
と
中
島
が
同
一
で
あ
る
と
決
定
す
る
の
は

早
計
で
あ
る
。
『
山
月
記
』
の
周
辺
の
作
品
や
作
家
自
身
に
つ
い
て
も
っ
と
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
『
山
月
記
』
の
創
作
の
過
程
や
立
図
を
解
明
す
る
事
に
も
な
る
。

『
山
月
記
』
の
成
立
に
関
す
る
資
料
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
昭
和
十
四
年
頃
(
昭
和
十
四
年

円

4
V

後
半
J
十
五
年
前
半
〉
に
『
山
月
記
』
を
浄
書
し
た
と
い
う
中
島
の
教
え
子
の
証
言
と
、
作
者

自
身
の
『
山
月
記
』
関
係
と
思
わ
れ
る
メ
モ

l
l
「ノ
l
ト
第
一
ニ
」
・
「
ノ
l
ト
第
九
」
|
|

ぐ
ら
い
で
あ
る
。
「
ノ
l
ト
第
一
正
に
は
、
「
人
虎
伝
」
と
い
う
『
山
刀
記
』
の
原
題
が
、
他
の

『
古
郡
』
の
作
品
名
と
一
絡
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
『
文
字
J

自
の
草
稿
が
あ
る
。

「ノ
l
ト
第
九
」
に
は
、
『
光
と
夙
と
夢
』
(
昭
和
十
五
年
の
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
の
執
筆
と
推

定
さ
れ
る
)
の
メ
モ
や
、
『
山
月
記
』
に
拙
か
れ
た
李
徴
の
性
信
の
原
形
ら
し
き
も
の
|
|
自

尊
心
・
蓋
恥
心
ー
ー
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
「
ノ
l
ト
第
九
」
の
二
つ
の
メ
モ
が
書
か
れ
た
時

期
が
問
題
に
な
る
が
、
前
者
の
メ
モ
は
昭
和
十
五
年
の
夏
頃
の
も
の
と
推
定
で
き
る
。
後
者
の

メ
モ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
四
年
三
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
程
度
し
か
明
ら
か
で
な

ハ
S
V

ぃ
。
た
だ
、
中
島
の
他
の
「
ノ
l
ト
」
を
見
る
限
り
、
「
ノ
l
ト
」
内
の
メ
モ
は
大
体
、
近
い

時
期
に
舎
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
メ
モ
が
近
い
時
期
に
常
一
い
か
れ
た

も
の
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
メ
モ
は
昭
和
十
五
年
の

夏
頃
の
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

又
、
も
し
教
え
子
の
証
言
が
正
し
い
と
す
る
と
、
『
山
月
記
』
は
遅
く
と
も
昭
和
十
五
年
の

前
半
ま
で
に
完
成
し
て
い
る
事
に
な
る
。
が
、
そ
れ
で
は
「
ノ
l
ト
第
九
」
の
メ
モ
と
矛
府
す

る
し
、
昭
和
十
六
年
よ
り
前
に
、
何
故
他
人
に
見
ぜ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
|
|
こ
れ
は

『
悟
伶
歎
呉
』
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
|
|
も
生
じ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た

い
。
こ
の
-
証
言
で
浄
書
し
た
と
い
う
『
山
月
記
』
と
は
、
現
在
の
『
山
月
記
』
の
原
形
|
|

「ノ
l
ト
第
一
二
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
人
虎
伝
」
よ
り
も
、
恐
ら
く
は
そ
れ
以
前
の
段
階
の
も

の
ー
ー
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
証
言
に
よ
り
、
中
島
が
『
山
月
記
』
の
構
想
や
執
筆
を
昭
和

十
四
年
頃
に
は
始
め
て
い
る
事
が
分
る
。

次
に
、
「
ノ
l
ト
第
一
二
」
の
J

そ
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
『
古
都
』
の
他
の
作
品
の
執
準
時
期

が
問
題
と
な
る
が
、
『
文
{
J
m
』
が
『
光
と
風
と
ど
の
後
、
昭
和
十
六
年
の
初
め
か
ら
六
月

ま
で
に
成
立
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
「
ノ
l
ト
第
一
二
」
の
メ
モ
は
昭
和
十

六
年
初
め
頃
の
も
の
と
な
ろ
う
。
又
、
『
山
月
記
』
の
題
名
が
「
人
虎
伝
」
と
あ
る
点
に
注
目

す
る
と
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
現
在
の
『
山
月
記
』
で
は
な
く
、
草
稿
の
段
階
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
『
山
月
記
』
は
『
文
字
禍
』
よ
り
も
遅
い
、
つ
ま
り
、
『
光
と

風
と
拶
』
よ
り
も
後
に
完
成
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
こ

こ
で
言
え
る
の
は
、
「
ノ
l
ト
第
九
」
の
『
山
月
記
』
と
『
光
と
風
と
拶
』
関
係
の
メ
モ
の
存

在
に
よ
り
、
丙
作
品
が
近
い
時
期
に
椛
恕
さ
れ
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
や
推
測
に
則
っ
て
、
『
山
月
記
』
の
成
立
状
況
を
想
定
し
て
み
る
。

昭
和
十
四
年
頃
に
『
山
月
記
』
を
浄
書
し
た
と
い
う
証
言
か
ら
、
多
分
、
こ
の
年
あ
た
り
か

ら
中
島
は
『
人
虎
伝
』
に
日
を
つ
け
、
『
人
虎
伝
』
の
割
訳
に
近
い
も
の
を
執
殺
し
始
め
た
と

想
像
さ
れ
る
。
こ
の
当
時
、
中
島
は
私
小
説
的
作
品
に
行
き
詰
ま
り
、
作
品
の
場
を
広
げ
よ
う

と
し
て
い
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
こ
の
年
の
一
月
に
『
西
遊
記
』
に
誤
づ
い
た
『
悟
浄
歎

兵
』
を
思
い
つ
い
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
も
こ
の
頃
、
中
国
の
怪
奇
小
説
の
『
人
虎
伝
』
に
目

を
つ
け
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
し
て
、
昭
和
十
五
年
の
夏
前
後
に
「
臆
病
な
自
尊
心
・
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尊
大
な
蓋
恥
心
」
と
い
う
性
情
が
加
わ
っ
て
い
き
|
|
作
品
で
は
変
身
の
理
由

ωと
し
て
結
実

す
る
|
|
、
『
光
と
瓜
と
拶
』
の
成
立
前
後
に
、
現
在
の
『
山
月
記
』
が
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
祝
点
を
換
え
て
、
『
山
月
記
』
の
成
立
状
況
を
採
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
方
法
と
し
て
、

中
期
の
他
の
作
品
と
の
関
係
、
即
ち
、
『
山
月
記
』
が
他
の
作
品
と
色
々
な
点
で
重
な
り
合
う

所
に
注
目
す
る
。
主
要
な
も
の
は
三
点
あ
る
。

先
ず
放
初
は
主
人
公
・
李
倣
の
圧
倒
さ
れ
る
運
命
と
変
身
と
い
う
怪
奇
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
『
古
詩
』
の
他
の
作
品
や
『
古
俗
』
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
は
主
人
公
の
自
己
分
析
を
伴
う
孤
独
や
不
幸
の
実
感
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
『
悟
浄
歎
呉
』

や
『
悟
浄
出
世
』
と
共
通
す
る
。

三
番
目
は
作
家
と
し
て
の
生
き
方
|
|
執
筆
よ
り
も
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
重
視
す
る
倫

理
的
な
も
の
と
、
一
心
に
努
力
す
る
べ
き
だ
と
す
る
姿
勢
ー
ー
で
、
『
光
と
風
と
夢
』
と
共
通

す
る
。無

論
、
各
作
品
に
は
こ
れ
以
外
の
特
徴
も
、
又
、
成
立
事
情
に
よ
っ
て
は
二
点
以
上
を
合
む

も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
点
か
ら
、
こ
の
時
期
の
中
島
の
文
学
の
特
色
|
|
怪
奇
性
・
狐

独
感
・
倫
理
観
ー
ー
が
分
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
色
は
不
完
全
な
が
ら
も
、
李
微
の
考
え

る
変
身
の
理
由

ω・
ω・
ωと
照
応
し
て
い
る
。
こ
の
照
応
に
よ
っ
て
、
『
山
月
記
』
の
成
立

状
況
が
想
像
で
き
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
変
身
の
第
一
理
由
に
第
二
理
由
が
、
そ
し
て
、
第
三
理
由
が
付
い
て
い
る
『
山
月

記
』
の
椛
造
が
、
そ
の
成
立
の
状
況
を
陥
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
最
初
に
、
『
人
虎

伝
』
の
怪
奇
性
や
圧
倒
さ
れ
る
迩
命
|
|
こ
れ
ら
は
『
古
郡
』
全
体
に
流
れ
て
い
る
テ
l
マ
の

一
つ
ー
ー
が
あ
っ
た
。
『
古
認
』
や
『
古
俗
』
の
発
想
も
こ
の
頃
(
昭
和
十
四
年
頃
)
で
あ
ろ

う
。
次
に
〈
昭
和
十
五
年
夏
以
)
、
『
悟
抗
日
数
呉
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
己
分
析
や
孤
独
感
が

加
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
理
由

ωと
な
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
(
昭
和
十
五
年
か
ら
十
六
年
に
か

け
て
の
冬
頃
)
、
『
光
と
風
と
夢
』
の
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
倫
理
問
か
理
由

ωを
形
成
さ
せ
た
と
想
像
で
き
る
。
即
ち
、
三
段
階
の
成
立
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
三
者

が
き
っ
ち
り
と
そ
の
ま
ま
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
互
い
に
影
響
し
合
い
、
他
の
作
品
の
構
想

や
執
筆
と
共
に
形
を
成
し
、
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
山
月
記
』
の
大
部
分
を
占
め
る
李
徴
の
告
白
の
抑
制
造
は
、
相
反
す
る
も
の
同
士
山
の
三
つ
の

組
み
合
わ
ぜ
に
よ
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
島
の
中
期
の
文
学
の
特
色
を
代
表
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
作
品
の
成
立
状
況
を
閥
抗
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

....... 
J、

次
に
、
別
の
回
か
ら
『
山
刀
記
』
を
考
え
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
『
山
月
記
』
は
『
光
と
瓜
と
拶
』
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
成
立
と
推
定
し

た
。
こ
の
事
は
丙
作
品
の
内
容
に
、
あ
る
引
制
度
共
通
性
を
与
え
て
い
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

執
筆
時
期
の
近
さ
に
よ
り
、
創
作
対
忽
の
好
み
や
制
作
意
図
が
似
て
い
る
、
つ
ま
り
、
同
作
品

の
聞
に
は
あ
る
特
別
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事

実
、
『
光
と
風
と
拶
』
も
『
山
月
記
』
も
作
家
を
主
人
公
と
し
て
お
り
、
彼
ら
の
倫
理
観
も
同

じ
径
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
ら
は
似
て
い
る
と
す
口
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
似
て
い
な
い
と
言

っ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
片
や
、
成
功
し
た
小
説
家
で
あ
り
、
片
や
、
挫
折
し
た
詩
人
以
前
の

詩
人
で
あ
る
。
両
者
は
そ
う
い
う
面
で
、
対
照
的
な
存
在
と
言
っ
て
良
い
し
、
そ
れ
以
外
の
泣

い
に
つ
い
て
も
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
対
照
的
と
は
い
え
、
彼
ら
は
あ
る
線
で
つ
な

が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
者
・
中
島
を
仲
介
と
し
た
紋
(
関
係
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
述
し
た

李
徴
の
位
町
を
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
詩
人
|
|
李
微
|
|
俗
人
、
人
間
|
|
李
徴
|
|

虎
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
応
用
し
て
み
る
と
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
|
|
中
島
|
|
李
徴

と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。

中
島
は
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
と
李
散
を
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
自
分
に
引
き
付
け
て
造
型
し
て

い
る
。
李
微
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
の
方
も
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
妄

想
|
|
「
ひ
ど
い
肺
病
や
み
で
、
気
ば
か
り
強
く
、
鼻
持
な
ら
な
い
自
惚
や
で
、
気
障
な
見
栄

坊
で
、
才
能
も
な
い
く
せ
に
一
ぱ
し
の
話
術
家
を
気
取
り
、
弱
い
九
月
胞
を
酷
使
し
て
は
、
ス
タ

イ
ル
ば
か
り
で
内
容
の
無
い
駄
作
を
許
き
ま
く
」
る
「
惨
め
た
男
の
生
涯
の
幻
影
」

1
lは、

中
島
の
現
実
に
近
い
妄
恕
と
考
え
て
良
く
、
そ
の
延
長
上
に
卒
倣
が
い
る
。
三
者
は
一
抗
線
上

に
位
位
し
て
い
る
。
何
故
、
そ
ん
な
事
を
中
島
は
し
た
の
か
。

中
島
は
そ
こ
で
、
一
つ
の
試
み
を
果
た
そ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
成
功
し
た
小

説
家
と
失
敗
し
た
詩
人
を
前
に
、
自
己
の
現
在
を
明
ら
か
に
し
て
、
未
来
を
予
測
し
、
進
み
行

く
道
を
校
涼
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
、
李
徴
は
中
島
に
と
っ
て
反
面
教
師
と
し
て
の
役

割
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
先
取
り
」
と
一
百
っ
て
良
い
試
み
の
恨
底
に
は
、
「
教
師
を
や

め
、
作
家
生
活
に
入
り
た
い
」
と
い
う
中
島
の
願
期
一
と
、
そ
し
て
、
何
故
良
い
作
品
が
書
け
な

い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
ろ
う
。

中
島
は
当
時
〈
昭
和
十
五
年
頃
)
、
作
家
に
な
り
た
い
、
ど
う
し
て
な
れ
な
い
の
か
と
苦
悩

し
て
い
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
時
、
彼
は
ヌ
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
の
精
進
ぷ
り

l
l
「唯一
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筋
の
遣
を
選
ん
で
、
之
に
己
の
弱
い
身
位
と
、
短
い
で
あ
ら
う
生
命
と
を
賭
け
る
以
外
に
、
救

ひ
の
な
い
こ
と
を
、
良
く
知
っ
て
ゐ
」
る
者
の
「
修
道
的
の
如
き
敬
度
な
精
進
」
|
|
に
触

れ
、
白
分
の
弱
さ
|
|
逃
避
的
姿
勢
や
白
信
の
な
さ
|
|
に
気
付
い
た
ろ
う
。
そ
こ
で
、
中
島

は
己
れ
の
弱
さ
を
李
微
に
与
え
、
李
微
を
反
面
教
師
と
し
て
造
型
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
『
山
月
記
』
に
お
け
る
原
典
改
変
や
告
白
内
部
の
食
い
違
い
を
考
え
る
と
、
中

島
は
自
分
の
弱
さ
の
み
な
ら
ず
作
家
へ
の
執
今
ω
を
も
、
李
徴
に
増
幅
し
て
投
影
し
た
と
考
え
て

良
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
李
徴
の
悲
劇
の
深
化
|
l性
情
や
詩
業
の
挫
折
ー
ー
は
作
者
の
創
作
で

あ
り
、
李
徴
は
運
命
に
圧
倒
さ
れ
る
無
力
な
人
間
(
詩
人
〉
と
し
て
、
彼
が
も
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
様
々
な
可
能
性
を
奪
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
島
は
出
口
な
し
の
人
間
(
詩

人
)
を
造
型
す
る
取
に
よ
っ
て
、
現
在
の
白
分
の
可
能
性
を
知
り
、
勇
気
づ
け
ら
れ
る
と
共
に
、

自
分
が
作
り
出
し
た
像
に
脅
え
始
め
た
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
ば
、
中
島
は
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
よ
り
も
李
徴
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
中
島
は
病
気

の
悪
化
に
よ
り
逼
迫
し
、
出
口
な
し
の
状
況
に
進
ん
で
い
く
。
挫
折
し
た
李
徴
の
姿
が
明
日
の

白
分
の
姿
で
は
な
い
と
、
誰
が
保
証
で
き
よ
う
か
。
中
島
自
身
が
一
番
恐
れ
て
い
よ
う
。
ス
テ

ィ
ヴ
ン
ス
ン
は
妄
想
を
払
拭
で
き
た
が
、
中
島
に
は
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
中
島
の
頭

の
中
で
李
徴
像
は
現
実
化
し
て
い
く
。

元
々
、
中
島
は
李
徴
の
運
命
の
怪
奇
さ
に
ひ
か
れ
て
い
た
。
(
時
期
的
に
は
昭
和
十
四
年

頃
、
作
品
で
は
変
身
の
理
由

ωの
部
分
に
当
た
る
。
)
や
が
て
、
白
分
に
引
き
付
け
弱
さ
を
投

影
し
、
性
的
や
詩
業
へ
の
執
念
を
作
り
出
し
た
。
〈
昭
和
十
五
年
の
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
の

頃
、
作
品
で
は
理
由

ωの
部
分
に
当
た
る
。
)
そ
し
て
、
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
と
同
径
の
倫
理
観

が
加
わ
る
。
(
理
由

ωの
部
分
に
当
た
る
。
こ
れ
が
李
徴
の
悲
劇
の
深
化
に
一
役
買
っ
て
い
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
又
、
中
島
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
家
族
を
取
る
か
、
執
筆
生
活
を
取
る

か
、
で
悩
む
際
、
あ
る
一
定
の
効
力
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
。
)

そ
の
結
来
、
李
徴
は
中
島
と
等
身
大
と
な
り
、
一
人
歩
き
を
始
め
る
。
こ
れ
が
「
先
取
り
」

の
結
果
で
あ
る
。
中
島
は
『
山
月
記
』
の
世
界
か
ら
遠
く
陥
れ
よ
う
と
し
た
に
違
い
な
い
。

中
島
は
昭
和
十
六
年
三
月
に
教
師
を
や
め
、
附
出
版
や
生
活
の
不
安
を
感
じ
な
が
ら
も
、
作
家

と
し
て
自
立
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
文
学
へ
の
執
念
や
憧
僚
に
よ
る
自
発
的
な
も
の
と
は

い
え
、
半
面
は
病
気
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
生
活
が
送
れ
な
く
な
っ
た
為
で
あ
り
、
彼
の
み
な
ら

ず
家
族
を
も
雪
己
込
む
賂
で
あ
る
。
そ
の
賂
に
は
『
山
月
記
』
の
存
在
が
影
削
一
目
し
て
い
た
一
ど
の

ろ
う
。
が
、
彼
は
そ
の
賂
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
問
答
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
喜
び
を
持
つ
。

が
、
や
が
て
、
生
活
や
将
来
へ
の
不
安
に
耐
え
ら
れ
ず
、
又
、
家
長
と
し
て
の
義
務
感
の
為

に
、
彼
は
南
洋
に
活
路
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
中
島
の
心
中
に
は
、
生
活
を
家
族
と
共
に
楽
し

み
た
い
、
そ
し
て
執
誕
生
活
を
送
り
た
い
と
い
う
こ
つ
の
欲
求
が
あ
っ
た
。
こ
の
欲
求
が
南
洋

行
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
時
、
彼
は
『
山
月
記
』
を
思
い
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
か
ら
、

『
山
月
記
』
は
身
辺
に
迫
る
「
い
ら
だ
た
し
い
悪
夢
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
南
洋
行
は

李
徴
の
変
身
と
同
じ
意
味
|
|
出
口
な
し
の
状
況
ー
ー
を
持
ち
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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中
島
は
南
洋
で
の
死
を
想
像
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
山
月
記
』
は
彼
に
と
っ
て
、

予
言
や
遺
言
の
性
格
さ
え
帯
び
て
く
る
。
し
か
し
、
作
家
以
前
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
も
、

『
山
月
記
』
は
、
作
者
の
思
い
や
極
限
状
況
に
お
け
る
人
間
の
悲
劇
を
、
あ
る
素
材
を
借
り
て

見
事
に
文
学
化
し
た
古
川
で
、
『
光
と
岡
山
と
拶
』
と
共
に
、
作
家
へ
の
ス
プ
リ
ン
グ
・
ポ
l
ド
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(
昭
和
五
十
八
年
五
月
稿
)

〔注〕

(

1

)

例
え
ば
中
島
た
か
氏
の
証
言
。

昭
日
・
ロ
)

(

2

)

『
過
去
帳
』
参
照
。

(

3

)

(

1

)

の
た
か
氏
の
註
一
一
一
口
に
よ
る
と
、
中
島
は
『
山
月
記
』
に
特
別
な
感
情
を
持
つ

て
い
る
。

〈
4
)
鈴
木
美
江
子
氏
の
-
証
言
。
『
写
真
資
料
・
中
島
敦
』
(
剣
林
社
昭
日
・
ロ
)
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

〈
5
〉
全
然
の
解
題
に
よ
る
と
、
こ
の
「
ノ
l
ト
」
は
「
横
潰
高
等
女
問
中
校
昭
和
十
四
年
度

入
皐
考
査
問
題
」
用
紙
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

(
6
)

『
悟
浄
歎
異
』
の
文
末
に
は
「
十
四
・
一
・
十
五
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
脱
稿
の
日
付

と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
木
村
東
吉
氏
の

「
『
山
月
記
』
成
立
期
考
」
(
『
国
文
学
孜
』
泣
号
昭
臼
・

6
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
〉
(

6

)

の
木
村
氏
の
論
文
に
よ
る
。

(
8
〉
『
無
題
』
や
「
断
片
十
七
・
十
八
・
十
九
」
等
を
さ
す
。

(

9

)

『
過
去
帳
』
や
友
人
達
の
証
言
(
全
集
第
二
巻
の
解
題
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
第
一
次

全
集
の
第
三
巻
の
「
編
集
後
記
」
)
等
に
み
ら
れ
る
。

(
叩
)
氷
上
英
康
氏
宛
詩
的
(
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
付
)
参
照
。

(
日
〉
小
宮
山
静
氏
宛
書
簡
(
昭
和
十
六
年
六
月
十
二
日
付
、
及
び
同
年
二
十
三
日
付
)
参
照
。

「
お
礼
に
か
へ
て
」
(
『
中
島
敦
研
究
』

筑
摩
書
房
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〈
付
記
)

本
文
の
引
用
は
『
中
島
敦
全
集
』

(
筑
摩
書
房

昭
日
)
に
よ
る
。


