
『
李
陵
』
小
者

－
そ
の
本
質
と
成
立
に
　
つ
い
　
て
－

は
じ
あ
に

中
島
の
代
表
作
と
目
さ
れ
て
い
る
『
李
陵
』
　
（
昭
和
十
七
年
十
一
月
頃
完
成

か
）
は
、
色
々
な
点
で
彼
の
作
品
の
中
で
、
鼓
も
艮
い
も
の
の
一
つ
と
思
わ
れ

る
。
だ
が
、
欠
点
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
こ
の
作
品
の
中

注
目

心
と
な
る
べ
き
も
の
が
明
瞭
で
は
な
く
、
作
品
が
「
割
れ
て
い
る
」
様
に
、
感

じ
ら
れ
る
点
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
誰
か
と
い
う
疑

注
抽

問
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
『
李
陵
』
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、
∵
三

軍
が
苧
陵
を
中
心
と
し
、
二
軍
は
司
馬
遷
を
中
心
と
し
て
い
て
、
轟
が
主
人
公

か
、
判
断
し
難
い
。
が
、
こ
の
構
成
に
は
作
者
の
意
図
が
あ
っ
た
様
に
考
え
ら

れ
る
。本

稿
で
は
、
か
く
の
如
き
構
成
を
取
っ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果
を

考
察
し
、
そ
こ
か
ら
『
李
陵
』
の
本
質
を
探
り
、
延
い
て
は
、
『
卒
陵
』
の
成

立
過
程
と
絡
み
合
わ
せ
て
、
こ
の
作
品
に
込
め
た
作
者
、
中
島
の
意
図
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

『
李
陵
』
の
構
成
を
、
よ
り
明
ら
か
に
さ
せ
る
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、
主

要
登
場
人
物
達
の
作
中
で
の
関
係
と
役
割
を
見
る
方
法
が
あ
る
。
主
要
登
場
人

物
は
三
人
に
限
定
す
る
事
が
で
き
る
。
卒
陵
、
司
馬
遷
、
茄
武
で
あ
る
。

藤
　
村
　
　
　
猛

彼
ら
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
李
陵
と
蘇
武
と
い
う
組
合
せ
だ
け
が
精
神

的
及
び
物
理
的
関
係
を
持
ち
、
他
の
組
合
せ
の
場
合
に
は
確
固
と
し
た
関
係
は

見
当
た
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
李
陵
と
蘇
武
を
軸
に
し
て
、
こ
の
作
品
が
出
来

上
が
っ
て
い
る
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
李
陵
と
蘇
武
が
軸
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
僅
か
に
三
茸
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
蘇
武
は
三
尊
に
の
み
登

場
し
、
又
、
中
心
的
人
物
（
主
人
公
）
と
し
て
自
立
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

彼
が
中
心
的
人
物
た
り
え
な
い
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

先
ず
第
一
に
、
蘇
武
の
描
写
は
李
陵
や
司
馬
遷
と
比
べ
る
と
量
的
に
少
な

く
、
彼
の
経
歴
や
、
彼
を
撃
っ
有
名
な
事
件
の
詳
細
等
を
、
作
者
は
、
「
陰
り

注
川

に
も
有
名
だ
か
ら
、
茄
に
述
べ
な
い
」
と
い
ふ
風
に
、
筆
を
省
略
し
て
い
る
事

で
あ
る
。

次
に
、
蘇
武
に
関
す
る
殆
ど
の
描
写
が
、
李
陵
の
視
点
を
通
し
て
の
も
の
で

注
の

あ
り
、
蘇
武
の
内
面
描
写
も
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
は
卒
陵
に
よ
っ
て
眺
め
ら
れ

る
存
在
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。

三
番
目
に
、
描
写
の
力
点
が
蘇
武
そ
の
も
の
の
描
写
よ
り
も
、
蘇
武
に
接
し

て
揺
れ
る
苧
陵
の
想
念
の
方
に
あ
る
事
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
、
結
局
の
所
、
蘇
武
は
李
陵
抜
き
で
は
存
在
し
得
な
い
し
、
李

陵
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
て
、
自
立
し
た
存
在
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
で
は

彼
の
役
割
と
は
何
か
と
言
う
と
、
李
陵
の
周
囲
に
あ
っ
て
、
李
陵
に
精
神
的
な
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影
響
を
与
え
る
一
人
物
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
旬
奴
の
単
千
と
同
じ

役
割
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
長
い
の
で
は
な
い
か
。
李
陵
は
彼
ら
と
出
会

い
、
精
神
的
に
成
長
（
も
し
く
は
変
化
）
し
て
い
く
。
こ
れ
が
『
李
陵
』
の
三

茸
の
概
略
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
見
方
を
一
歩
進
め
て
、
『
李
陵
』
の
二
章
を
除
外
し
て
、
二
軍
と
三
章

を
除
外
し
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、
李
陵
の
「
遍
歴
」
を
描
写
し
た
、
一

種
の
「
苧
陵
の
物
語
」
と
見
倣
す
事
が
で
き
る
。
二
軍
で
は
李
陵
を
外
か
ら
描

き
、
三
章
で
は
彼
の
内
面
を
も
描
写
し
て
い
る
。
人
間
の
生
（
遍
歴
）
を
内
外

か
ら
描
い
て
い
く
、
こ
の
描
写
法
は
、
中
島
の
そ
れ
ま
で
の
作
品
、
『
弟
子
』

注
的

（
昭
和
十
七
年
六
月
完
成
）
の
千
路
や
、
『
わ
が
西
遊
記
』
の
悟
浄
の
場
合
と

同
様
で
あ
る
。
季
陵
を
、
『
悟
浄
数
異
』
に
お
け
る
悟
空
的
存
在
（
行
動
者
）

と
悟
蹄
的
存
在
（
偵
知
家
）
の
混
合
体
と
見
倣
す
事
も
で
き
る
。
が
、
両
者
が

李
陵
の
内
部
で
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
行
動
者
で
も
あ
り
、
懐
疑

家
で
も
あ
り
う
る
。
こ
の
様
な
李
陵
が
遍
歴
中
に
出
会
う
人
物
と
し
て
、
単
千

や
蘇
武
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蘇
武
の
持
つ
「
純
粋
さ
」
と
高
い
知
名

度
の
為
に
、
李
陵
が
蘇
武
を
見
る
の
と
同
じ
様
に
過
大
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
三
事
を
苧
陵
の
物
語
と
す
る
と
、
残
る
二
章
は
何
か
。
司
馬
遷
の
物
語

で
あ
る
。
李
陵
と
質
塁
（
星
は
李
陵
の
も
の
と
比
べ
る
と
少
な
い
が
、
全
休
の

凡
そ
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
）
共
に
対
等
で
あ
り
う
る
の
は
司
馬
遷
で
あ

る
。
李
陵
と
司
馬
遷
が
こ
の
作
品
の
中
心
的
人
物
（
主
人
公
）
と
し
て
自
立
し

て
在
る
。

構
成
と
し
て
は
、
李
陵
の
物
語
に
司
馬
遷
の
物
語
が
、
割
り
込
ん
で
い
る
事

に
な
る
。
（
こ
れ
に
は
、
『
李
陵
』
の
成
立
過
程
が
関
連
し
て
い
る
の
で
、
詳

し
く
は
後
述
し
た
い
。
）

そ
れ
で
は
、
李
陵
と
司
馬
遷
の
関
係
と
は
何
か
。
前
述
し
た
様
に
、
彼
ら
に

は
確
固
と
し
た
関
係
は
な
い
。
僅
か
に
両
者
は
、
「
李
陵
の
禍
」
で
黒
が
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
り
、
物
理
的
か
つ
精
神
的
接
触
は
殆
ど
な
い
。
だ
が
、
単
に
バ

ラ
バ
ラ
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
仮
に
そ
う
な
ら
ば
、
『
李
陵
』
は
失
敗

作
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
「
何
か
」
が
両
者
を
繋
ぎ
留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
、
『
苧
陵
』
の
本
質
を
形
成
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二

軍
陵
と
司
馬
遷
の
両
者
の
性
格
や
環
境
、
そ
れ
ら
を
引
っ
括
め
て
、
彼
ら
の

生
に
は
明
ら
か
な
相
似
と
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
存
在
に
よ
っ
て
、
李
陵
達

は
共
通
的
で
あ
り
、
対
比
的
で
も
あ
る
。
こ
の
二
重
構
造
が
、
作
中
の
二
人
の

主
人
公
の
存
在
と
共
に
、
『
李
陵
』
の
特
徴
と
な
る
。

だ
が
、
こ
の
構
造
は
大
方
の
人
間
間
係
の
場
合
に
当
て
恍
ま
ろ
う
し
、
各
々
の

持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
強
さ
と
相
互
の
緊
張
関
係
が
な
け
れ
ば
弛
緩
し
て
し
ま
う

彼
ら
の
相
似
と
は
、
性
格
や
環
境
、
及
び
、
運
命
の
非
情
さ
等
の
相
似
で
あ

る
。
彼
ら
の
性
格
は
、
大
体
に
お
い
て
「
女
々
し
い
」
も
の
で
は
な
く
、
節
義

を
重
ん
じ
る
男
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
男
」
意
識
と
、
非
業
の
死
を

遂
げ
た
父
祖
へ
の
思
い
を
含
む
、
名
を
上
げ
よ
う
と
す
る
名
誉
心
や
、
自
己
の

能
力
や
存
在
へ
の
自
信
が
、
彼
ら
を
北
征
や
李
陵
の
弁
護
へ
と
導
く
。
だ
が
、

そ
の
選
択
の
結
果
は
、
敗
戦
、
族
滅
、
そ
し
て
官
刑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
非
情

な
結
果
は
、
彼
ら
を
混
乱
の
内
に
陥
れ
る
。
こ
の
混
乱
の
中
で
、
李
陵
は
「
売

国
蚊
」
に
、
司
馬
遷
は
「
寄
写
機
械
」
に
変
身
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
自
分

が
「
男
（
又
は
士
）
」
で
あ
る
事
に
自
信
が
持
て
な
く
な
り
、
己
の
行
為
や
存

在
を
恥
と
思
う
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
彼
ら
の
そ
の
後
の
生
き
方
は
、
軟
弱
な
女
々
し
い
も
の
で
は
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
。
司
馬
遷
は
、
「
悪
霊
に
で
も
取
り
輝
か
れ
て
ゐ
る
や
う
な
す
さ
ま
じ
さ
」
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（
注
、
傍
点
は
原
文
）
を
身
に
付
け
、
李
陵
は
、
帰
湊
を
拒
否
し
、
旬
蚊
で
死

の
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
は
自
己
の
「
男
」
ら
し
さ
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

選
択
、
挫
折
、
項
失
、
そ
し
て
自
己
回
復
運
動
、
こ
れ
が
彼
ら
の
生
の
パ
タ

ー
ン
で
あ
る
。

以
上
が
、
彼
ら
の
主
な
相
似
点
で
あ
る
が
、
相
違
は
彼
ら
の
仕
事
へ
の
執
着

の
差
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
己
が
投
入
で
き
る
仕
事
の
有
無
で

あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
翼
失
し
た
も
の
と
仕
事
と
の
価
値
観
の
差
で
あ
る
。

李
陵
は
、
族
滅
へ
の
怒
り
か
ら
漢
を
裏
切
り
、
そ
れ
ま
で
の
親
子
代
々
の
職

と
言
っ
て
よ
い
「
漢
の
武
将
」
を
捨
て
る
。
彼
に
と
っ
て
、
祖
国
愛
よ
り
も
家

族
へ
の
愛
が
勝
っ
て
い
た
為
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
司
馬
遷
は
、
宮
刑
に

よ
っ
て
失
っ
た
「
男
」
と
し
て
の
誇
り
よ
り
も
、
修
史
の
仕
事
を
重
く
見
て
、

自
殺
せ
ず
に
ひ
た
す
ら
仕
事
に
生
き
る
。
彼
の
心
は
、
時
に
琴
っ
恥
の
意
識
は

別
と
し
て
、
「
衰
甥
す
る
こ
と
の
歓
び
」
を
得
る
等
、
修
史
の
仕
事
に
占
め
ら

れ
て
い
る
。
が
、
李
陵
は
、
亡
き
家
族
へ
の
恩
い
や
望
郷
の
念
等
に
よ
っ
て
、

空
虚
で
不
安
定
な
希
望
の
な
い
生
活
を
送
る
。

こ
れ
が
、
彼
ら
の
生
の
相
似
と
相
違
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
前
述
し
た
様

に
、
両
者
を
共
通
的
に
す
る
と
共
に
、
対
照
的
に
も
し
て
い
る
。
換
言
す
れ

ば
、
相
似
と
相
違
は
両
者
を
引
き
立
て
合
っ
た
り
、
相
対
化
し
た
り
し
て
、
両

者
の
生
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
彼
ら
自
身
や
彼
ら
の
関
係
に
緊
張
感
を
与
え
て
い
る
の
は
、
彼
ら

の
相
似
や
相
違
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
「
生
の
非
日
常
性
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
異
常
な
事
件
と
彼
ら
の
「
男
」
意
識
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

か
ら
出
て
く
る
の
は
、
孤
独
感
や
屈
辱
感
に
代
表
さ
れ
る
、
彼
ら
の
苦
悩
で
あ

る
。
彼
ら
の
相
似
や
相
違
は
、
結
果
と
し
て
、
彼
ら
の
苦
悩
を
浮
き
出
さ
せ
て

い
る
。彼

ら
の
苦
悩
は
何
処
ま
で
深
刻
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
ら
の
状
態
や
行
動

を
見
れ
ば
分
か
る
。
李
陵
は
売
国
奴
と
し
て
旬
奴
で
死
の
う
と
し
、
司
馬
遷
は

「
書
写
機
械
」
と
し
て
生
き
る
。
だ
が
、
そ
の
変
身
は
完
全
で
は
な
く
、
中
途

半
蟻
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
孤
立
し
、
恥
の
意
識
に
付
き
遇
わ
れ
て
い
て
、
忘
れ

る
事
も
逃
れ
る
事
も
で
き
な
い
苦
し
み
の
内
に
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
性
格

－
生
真
面
目
さ
1
や
事
件
の
異
常
さ
に
も
よ
ろ
う
が
、
苦
悩
は
死
ぬ
ま
で
続
く

の
で
あ
る
。
や
は
り
、
彼
ら
の
苦
悩
は
「
は
ん
も
の
」
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
彼
ら
の
苦
悩
が
、
単
に
『
李
陵
』
の
原
典
た
る
『
漢
雷
』
や
『
任

少
親
に
報
ず
る
書
』
の
翻
訳
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
作
者
、
中
島
の
独
創

に
よ
る
の
か
を
知
る
為
に
、
原
典
と
『
李
陵
』
の
主
な
違
い
を
捜
し
て
み
る

と
、
次
の
様
な
点
が
あ
ろ
う
。

。
李
陵
の
蘇
武
へ
の
降
服
勧
告
の
有
無

（
『
漢
書
』
で
は
、
李
陵
が
、
煎
武
に
降
服
を
勧
告
し
た
り
、
蘇
武
の
妻
が

去
っ
た
事
を
知
ら
せ
た
り
し
て
い
る
。
「
何
も
今
更
そ
ん
な
勧
告
に
よ
っ
て
蘇

武
を
も
自
分
を
も
辱
し
め
る
に
は
常
ら
な
い
」
　
（
『
李
陵
』
）
と
、
李
陵
は
思

っ
た
り
し
て
い
な
い
。
）

。
司
馬
遷
の
宮
刑
直
後
の
混
乱
の
有
無

（
『
任
少
禍
に
報
ず
る
杏
』
に
は
、
「
是
を
以
て
栖
刑
に
就
け
ど
も
佃
色
な

し
。
」
と
意
外
に
冷
静
で
あ
る
。
）

以
上
が
事
実
の
違
い
で
あ
り
、
以
下
は
中
島
の
想
像
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら

れ
た
独
創
部
分
で
あ
る
。

。
李
陵
の
族
滅
へ
の
怒
り
と
蘇
武
へ
の
負
い
目

（
蘇
武
の
季
陵
へ
の
憐
感
や
そ
れ
を
恐
れ
る
李
陵
の
心
情
、
そ
し
て
自
己
億

凝
は
『
決
意
』
に
は
な
い
。
）
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。
司
馬
遷
の
官
刑
後
の
苦
悩
と
「
す
さ
ま
じ
さ
」

（
「
唯
、
『
我
在
り
』
と
い
ふ
事
望
だ
け
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う

結
論
に
至
る
思
索
も
、
悪
霊
に
で
も
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
な
「
す
さ
ま
じ
さ
」

も
、
『
任
少
禍
に
報
ず
る
む
』
に
は
な
い
。
）

い
ず
れ
も
、
挙
陵
達
の
苦
悩
の
核
と
な
る
も
の
や
、
彼
ら
の
苦
悩
を
助
長
す

る
生
真
面
目
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
中
島
が
作
中
の
主
人
公
達
の
苦
悩
の

多
く
を
、
意
識
し
て
創
造
し
た
事
が
こ
れ
で
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
挙
陵
達
の

苦
悩
の
多
く
は
、
原
典
の
翻
訳
で
は
な
く
、
中
島
の
独
創
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
改
作
や
独
創
の
傾
向
（
主
人
公
の
苦
悩
を
増
加
さ
せ
る
傾
向
）

注
州

は
、
中
島
の
他
の
作
品
（
『
山
月
記
』
）
に
も
見
ら
れ
る
が
、
『
李
陵
』
で
は

l
人
に
で
は
な
く
、
二
人
に
意
識
的
操
作
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
操
作
は
、
両
者
を
同
じ
色
（
苦
悩
）
に
染
め
、
か
つ
、
各
自
の
存
在
感

を
増
す
効
果
を
持
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
括
采
と
し
て
、
こ
の
操
作
は
苦
悩
を
仲

介
と
し
て
両
者
を
結
び
付
け
、
主
人
公
達
の
苦
悩
に
清
ち
た
生
を
印
舜
づ
け

之
。
つ
ま
り
、
両
者
の
相
似
や
相
違
に
見
ら
れ
る
非
日
常
性
の
苦
悩
は
、
作
者

の
意
識
的
操
作
に
よ
っ
て
生
じ
て
お
り
、
作
品
の
内
か
ら
見
て
も
、
外
か
ら
見

て
も
、
苦
悩
が
作
品
の
中
心
的
感
情
と
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
即
ち
、
苦

悩
が
両
者
を
整
ぎ
留
め
る
重
要
な
安
来
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
、
前
述
の
相
似
、
相
違
の
相
互
作
用
の
二
つ
が
絡
み
合
う
時
、
李
陵

遠
の
生
は
、
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
共
存
し
、
「
苦
悩
の
生
」
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
と
な
る
。

だ
が
、
そ
の
両
者
の
問
に
あ
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
緊
張
は
そ
れ
ほ
ど
強
い

も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
弟
子
』
の
子
路
と
孔
子
の
様
に
、
緊
張
し
た
関

係
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
苦
悩
の
深
化
は
二
人
を
結
び
つ
け
る
と
同
時
に
、
作

品
世
界
を
息
苦
し
く
さ
せ
て
い
る
。
彼
ら
の
恥
に
拘
泥
し
過
ぎ
て
い
る
様
な
生

責
面
目
さ
　
－
　
例
え
ば
、
李
陵
の
蘇
武
へ
の
退
毘
な
負
い
目
や
司
馬
遷
の
「
す

さ
ま
じ
さ
」
　
－
　
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
生
の
可
能
性
　
－
　
例
え
ば
、
李
陵
の
旬

奴
の
武
将
と
し
て
の
完
全
な
変
身
や
、
司
馬
遷
の
修
史
の
仕
事
へ
の
高
揚
た
る

自
覚
（
「
僕
誠
に
巳
に
此
古
を
著
し
、
之
を
名
山
に
孤
め
、
之
を
其
人
通
邑
大

都
に
博
へ
ば
、
則
僕
前
辱
の
貢
を
慣
ひ
、
竃
放
せ
ら
る
と
班
も
岩
悔
あ
ら
ん

や
。
」
　
『
任
少
禍
に
報
ず
る
婁
』
）
艦
よ
っ
て
生
じ
る
生
の
可
能
性
　
－
　
の
限

定
（
狭
小
）
化
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
マ
イ
ナ
ス
と
も
思
え
る
現
象
に
は
、
や
は
り
、
作
者
、
中
島
の

『
李
陵
』
創
作
の
意
図
が
働
い
て
い
る
に
違
い
な
い
。
『
李
陵
』
の
成
立
過
程

と
絡
み
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

≡

『
卒
陵
』
と
い
う
題
名
は
、
周
知
の
通
り
、
中
島
自
身
が
付
け
た
も
の
で
は

な
く
、
彼
の
死
後
に
深
田
久
称
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
島
は
『
李
陵
』

の
草
稿
、
原
稿
に
題
名
を
付
け
て
い
な
い
。
（
以
下
、
題
名
は
付
い
て
い
な
く

て
も
、
便
宜
上
、
そ
の
草
稿
や
原
稿
を
『
李
陵
』
の
草
稿
、
原
稿
と
呼
ぶ
。
）

彼
が
『
李
陵
』
に
何
と
名
付
け
よ
う
と
し
た
の
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
題
名

注
的

に
関
し
て
二
つ
の
メ
モ
を
残
し
て
い
る
。
昭
和
十
七
年
五
月
頃
の
も
の
と
同
年

九
月
頃
の
も
の
で
あ
る
。
（
以
下
、
前
者
を
五
月
の
メ
モ
、
後
者
を
九
月
の
メ

モ
と
呼
ぶ
。
）
前
者
に
は
「
揆
北
悲
歌
」
と
あ
り
、
後
者
に
は
「
深
北
悲
歌
」

が
斜
線
で
消
さ
れ
、
「
挙
陵
・
司
馬
遷
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
手
掛
り
に
　
『
李

陵
』
の
成
立
過
程
を
考
え
る
事
が
で
き
る
。

五
月
の
メ
モ
に
は
、
中
島
が
そ
の
頃
、
こ
れ
か
ら
雷
こ
う
と
予
定
し
て
い
た

ら
し
い
作
品
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
執
筆
の
前
段
階
の
素
材
へ

の
興
味
捏
皮
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
そ
れ
ら
の
内
で
ど
ん
な
作
品
か
、
判
明
す
る
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の
は
、
「
子
路
（
『
弟
子
』
）
」
　
「
吃
公
子
（
「
印
非
博
」
）
」
　
「
漠
北
悲
歌

（
『
卒
陵
』
）
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
メ
モ
中
の
五
つ
の
材
料
の
中
か
ら
、
「
子
路

（
『
弟
子
』
）
が
最
初
に
執
筆
さ
れ
た
事
で
あ
る
。

『
弟
子
』
は
色
々
な
面
で
、
そ
れ
ま
で
の
中
島
の
作
品
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
南
洋
行
（
昭
和
十
六
年
六
月
～
翌
年
三
月
）
前
の
作
品
の
中
で
、
主
人
公

に
怪
恨
さ
れ
て
い
た
行
動
者
が
、
『
弟
子
』
で
子
路
と
い
う
主
人
公
に
な
り
、

作
中
で
彼
は
思
う
存
分
に
生
き
、
『
光
と
風
と
夢
』
　
（
昭
和
十
五
年
十
二
月
頃

完
成
か
）
　
で
少
し
頭
を
出
し
た
「
倫
理
観
」
が
前
面
に
登
場
し
、
主
人
公
の
行

動
原
理
と
な
る
。
又
、
作
中
に
描
か
れ
る
人
間
問
係
も
、
『
山
月
記
』
に
代
表

さ
れ
る
孤
独
か
ら
、
孔
子
と
子
路
と
い
う
師
弟
関
係
に
見
ら
れ
る
様
な
連
帯
へ

と
変
わ
る
。

こ
の
変
化
は
、
帰
す
る
所
、
太
平
洋
戦
争
突
入
と
い
う
時
代
変
化
と
、
そ
れ

以
上
に
、
中
島
自
身
の
変
化
に
よ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
が
体
験
し
た
南
洋
行
と

注
㈹

作
家
と
し
て
世
に
出
た
事
と
が
、
彼
の
変
化
の
主
因
で
あ
ろ
う
。

中
島
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
師
と
い
う
、
あ
る
面
で
は
閉
じ
ら
れ
た
世
界
か

ら
、
南
洋
と
い
う
、
当
時
で
は
時
代
の
流
れ
を
肌
で
感
じ
る
異
境
で
、
八
カ
月

も
暮
ら
し
た
の
で
あ
る
。
望
郷
の
念
に
代
表
さ
れ
る
孤
独
も
、
作
家
た
ら
ん
と

す
る
焦
り
も
、
南
洋
の
熱
気
や
病
気
に
触
ま
れ
る
体
へ
の
不
安
も
、
本
土
へ
の

帰
国
と
共
に
消
波
し
、
彼
の
望
ん
で
い
た
状
態
　
－
　
家
族
と
共
に
暮
ら
し
、
作

家
と
し
て
世
に
出
る
1
に
な
る
。
異
境
で
生
き
た
自
信
と
、
回
復
の
喜
び
、

そ
し
て
、
未
来
へ
の
希
望
が
、
『
弟
子
』
の
世
界
の
創
造
に
関
与
し
た
も
の
と

注
用

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
『
弟
子
』
は
『
古
語
』
や
『
古
俗
』
の
世
界
と
離
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
九
月
の
メ
モ
は
、
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
予
定
の
作
品
集

に
収
録
す
る
積
り
の
作
品
名
を
列
挙
し
て
い
る
。

「
弟
子
　
（
子
路
）

吃
公
子
　
（
韓
非
博
）

李
陵
・
司
馬
遷

4

C
U㊥⑳

（
以
下
略
）
」

『
弟
子
』
は
既
に
完
成
し
、
残
り
の
長
編
二
作
も
五
月
の
頃
と
比
べ
、
分
量

も
あ
る
程
度
予
定
さ
れ
、
構
忠
も
進
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
メ
モ

で
は
、
五
月
の
メ
モ
と
比
べ
て
、
次
の
三
点
が
問
題
に
な
ろ
う
。

。
　
『
李
陵
』
　
（
「
深
北
悲
歌
」
　
「
李
陵
・
司
馬
遷
」
）
が
、
五
月
の
メ
モ

の
中
か
ら
選
ば
れ
、
九
月
で
も
執
筆
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
理
由
。

。
題
名
の
上
で
の
司
馬
遷
が
李
陵
と
対
等
に
な
っ
た
、
即
ち
、
司
馬
遷
が

宗
ナ
陵
』
　
（
「
摸
北
悲
歌
」
）
　
の
中
で
重
き
を
な
し
て
き
た
理
由
。

。
　
『
李
陵
』
が
『
吃
公
子
』
よ
り
先
に
執
筆
さ
れ
た
理
由
。

こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
決
し
て
い
く
事
が
、
『
苧
陵
』
の
成
立
過
程
や
中
島
の

創
作
意
図
を
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
よ
う
。

四

始
め
に
、
『
李
陵
』
が
五
月
に
「
溌
北
悲
歌
」
と
し
て
登
場
し
、
九
月
に

も
、
「
李
陵
・
司
馬
遷
」
と
い
う
凪
に
、
中
島
の
創
作
対
象
に
入
っ
て
い
る
理

由
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

五
月
の
時
点
で
は
、
『
李
陵
』
は
「
漠
北
悲
歌
」
と
し
て
、
卒
陵
中
心
の
、

司
馬
遷
は
登
場
し
て
も
傍
役
の
物
語
で
あ
っ
た
ろ
う
事
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の

時
点
で
は
、
中
島
の
「
卒
陵
」
に
対
す
る
心
棺
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
な

く
（
も
し
強
け
れ
ば
、
『
弟
子
』
の
代
わ
り
に
『
李
陵
』
が
書
か
れ
た
ろ
う
）
、
多

分
、
季
睦
の
運
命
に
興
味
や
共
感
を
帝
っ
た
程
度
で
あ
ろ
う
。
「
羨
北
悲
歌
」
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と
い
う
題
名
の
付
け
方
に
よ
っ
て
、
中
島
の
興
味
や
共
感
が
何
処
に
あ
っ
た
の

か
を
想
像
す
る
事
が
で
き
る
。
卒
陵
の
望
郷
の
念
、
家
族
喪
失
の
悲
し
み
、
こ

れ
ら
が
中
島
の
南
洋
で
の
思
い
と
二
重
映
L
に
な
っ
た
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

六
月
か
ら
の
中
島
は
と
亭
っ
と
、
彼
は
、
『
弟
子
』
の
成
功
に
よ
り
、
作
家

注
的

と
し
て
自
立
し
、
「
上
機
嫌
」
に
夏
を
迎
え
る
。
こ
の
夏
に
書
か
れ
た
新
作
と

し
て
は
、
「
南
洋
も
の
」
　
（
『
南
島
詔
』
　
『
環
礁
』
）
が
あ
る
。
だ
が
、
「
南

洋
も
の
」
は
、
彼
に
と
っ
て
、
「
絞
り
の
酷
さ
に
我
乍
ら
い
や
に
な
っ
て
了
」

注
用

い
、
「
少
し
も
自
信
の
無
い
」
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
当
時
の
彼
の
文
学
観
や
文
学
者
観
は
、
少
し
時
期
は
ず
れ
る
が
、
『
苧

陵
』
執
筆
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
『
章
魚
木
の
下
で
』
に
表
わ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
彼
は
、
「
ほ
ん
も
の
」
を
昏
き
た
い
、
そ
し
て
、
「
何
か
実
際
の

注
国

．
医
に
立
ち
た
い
」
と
い
う
二
つ
の
田
望
を
表
明
し
て
い
る
。

夏
時
分
の
「
酷
い
」
も
の
か
ら
、
「
ほ
ん
も
の
」
を
昏
こ
う
と
し
て
、
彼
は
中

国
レ
古
典
に
取
材
し
た
作
品
　
（
『
吃
公
子
』
　
『
李
陵
』
）
を
考
え
る
。
彼
の
思

う
「
ほ
ん
も
の
」
と
は
何
か
。
「
思
考
忌
避
性
と
い
つ
た
や
う
な
も
の
へ
の
、

一
種
り
防
腐
剤
と
し
て
」
　
（
『
章
魚
木
の
下
で
』
）
の
「
欺
用
」
　
を
持
つ
作

口
㌢
つ
ま
り
、
読
者
に
考
え
さ
せ
る
作
品
で
あ
り
、
「
文
単
的
な
も
の
」
　
に

「
把
酵
」
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

『
李
陵
』
に
は
確
か
に
、
考
え
さ
せ
る
婁
紫
が
多
分
に
あ
る
し
、
作
中
で
主

、
公
辻
も
考
え
て
い
る
。
中
島
の
作
品
の
主
人
公
達
に
は
「
考
え
る
者
」
が
多

い
か
、
『
李
陵
』
の
主
人
公
達
は
南
洋
行
前
の
作
品
の
主
人
公
達
　
（
『
山
月

記
』
の
李
徴
や
『
悟
浄
出
世
』
の
悟
浄
）
と
比
べ
る
と
、
概
念
過
剰
を
脱
し
、

「
現
実
（
生
活
）
」
に
生
き
る
大
人
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、

中
島
の
成
長
や
「
は
ん
も
の
」
志
向
に
よ
ろ
う
。

同
様
に
、
荊
洋
行
後
の
『
弟
子
』
以
降
の
作
＝
間
の
雰
囲
気
や
主
人
公
の
状
態

を
見
て
み
る
と
、
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
作
中
に

描
か
れ
て
い
る
行
動
老
橡
と
人
間
関
係
の
二
点
に
注
目
し
て
み
る
と
、
『
弟

子
』
、
『
名
人
伝
』
　
（
昭
和
十
七
年
九
月
頃
完
成
か
）
、
そ
し
て
『
卒
陵
』
へ

と
通
じ
る
流
れ
の
傾
向
が
分
か
る
。

行
動
者
像
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
、
思
う
存
分
に
行
動
す
る
幸
福
な
行
動

者
（
子
絡
）
が
、
最
後
に
は
無
為
者
（
『
名
人
伝
』
の
紀
昌
）
に
変
化
し
、

『
李
陵
』
で
は
挫
折
す
る
行
動
者
に
な
る
。
同
様
に
、
人
間
関
係
を
見
て
み
る

と
、
理
想
的
な
師
弟
関
係
（
『
弟
子
』
）
が
、
楕
神
的
な
黒
が
り
も
失
う
兆
し

を
持
ち
（
『
名
人
伝
』
）
、
『
苧
陵
』
で
は
、
各
人
が
孤
立
し
、
他
者
と
の
連

帯
は
な
い
。

こ
の
変
化
の
理
由
を
、
中
島
の
文
学
へ
の
要
求
（
「
は
ん
も
の
」
志
向
）
　
に

よ
る
と
す
る
だ
け
で
は
、
納
得
し
兄
い
点
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
『
弟
子
』

も
『
李
陵
』
に
劣
ら
ず
、
「
は
ん
も
の
」
の
文
学
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

別
に
、
作
者
の
側
に
二
つ
の
理
由
が
推
定
で
き
る
。
そ
れ
は
時
代
と
本
人
の
状

況
慈
化
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
戦
争
の
悪
化
と
、
中
島
の
持
病
で
あ
る

喘
息
の
悪
化
で
あ
る
。

注
㈹

中
島
は
こ
の
年
、
何
時
も
の
年
以
上
に
冬
の
到
来
を
恐
れ
る
。
戦
争
へ
の
不

安
と
喘
息
の
発
作
が
、
彼
を
襲
っ
て
い
る
。
彼
の
心
の
奥
底
で
、
「
死
」
　
や

「
孤
独
」
が
彷
但
し
始
め
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
し
、
「
実
務
」
に
就
く

な
ど
、
こ
の
仕
で
は
夢
だ
と
い
う
思
い
が
胚
胎
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
だ

が
、
同
じ
不
安
に
苦
し
ん
で
も
南
洋
行
前
と
琴
っ
点
は
、
作
家
と
し
て
の
自
信

と
生
活
人
（
家
庭
人
）
と
し
て
の
意
欲
を
、
彼
が
持
っ
て
い
る
事
で
あ
る
。

注
的

中
島
は
、
死
（
十
二
月
四
日
）
の
少
し
前
ま
で
は
、
中
国
旅
行
を
予
定
し
た
り
し

て
、
元
気
で
あ
る
が
、
彼
の
心
情
が
単
純
に
元
気
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
彼
の
こ
の
当
時
の
気
分
に
相
応
し
い
作
品
と
し
て
、
『
卒
陵
』
は
考
え
ら
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れ
る
、
不
安
に
苦
し
む
者
は
、
苦
悩
す
る
者
を
求
め
る
。
一
種
の
連
帯
感
で
あ

り
、
カ
タ
ル
シ
ス
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
李
陵
（
そ
し
て
、
司
馬
遷
）
　
に
対
す

る
中
島
の
思
い
が
拡
大
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
拡
大
は
、
一
章
の
外

か
ら
の
描
写
と
共
に
、
三
茸
の
内
面
描
写
の
共
存
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
南
洋
行
ま
で
古
き
得
な
か
っ
た
、
主
人
公
を
負
う
事
件
と
感
情
の
見
事

な
融
合
が
見
ら
れ
る
。

五

次
に
、
司
馬
遷
浮
上
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
先
ず
思
い
付
く
の
は
、
中

島
と
司
馬
遷
が
共
に
作
家
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。
「
ほ
ん
も
の
」
を
番
く
作
家

と
し
て
、
司
馬
遷
は
偉
大
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ

（
宮
刑
）
を
持
っ
て
い
る
。
中
島
の
描
く
作
家
の
殆
ど
が
、
何
ら
か
の
ハ
ン
デ

ィ
を
持
ち
、
か
つ
、
不
幸
な
境
遇
で
あ
る
点
を
想
起
す
れ
ば
、
司
馬
遷
が
中
島

の
作
品
に
登
場
し
て
き
た
事
も
、
あ
る
程
度
飯
け
る
。
ハ
ン
デ
ィ
や
不
幸
な
境

迫
は
、
中
島
の
自
分
に
近
づ
け
た
好
み
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
何
故
、
こ
の
時
期

に
司
馬
遷
な
の
か
。
前
述
の
苦
悩
す
る
者
を
求
め
る
と
い
う
中
島
の
欲
求
に
よ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
苧
陵
一
人
で
良
い
の
で
は
な
い
か
。
李
陵
の
持
っ
て
い

な
い
司
馬
遷
の
何
か
に
、
中
島
は
惹
か
れ
た
に
違
い
な
い
。

司
馬
遷
に
は
、
卒
牧
（
『
山
月
記
』
）
　
や
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
　
（
『
光
と
風
と

夢
』
）
　
に
見
ら
れ
た
様
な
、
中
島
の
直
接
的
な
面
影
は
な
い
。
だ
が
、
中
島
と

の
近
さ
は
何
処
と
な
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
『
李

陵
』
と
原
典
の
一
つ
で
あ
る
『
任
少
親
に
報
ず
る
容
』
と
の
距
離
を
見
る
の
が

適
当
だ
ろ
う
。

『
季
陵
』
の
司
馬
遷
の
独
自
性
は
、
宮
刑
後
の
混
乱
下
の
思
索
と
、
苔
写
機

械
と
し
て
の
「
す
さ
ま
じ
さ
」
、
そ
し
て
、
「
表
現
す
る
こ
と
の
歓
び
」
等
で
あ

る
。宮

刑
後
の
思
索
の
結
論
は
、
不
条
理
な
事
件
に
対
し
て
、
「
強
ひ
て
い
へ

ば
、
唯
、
『
我
在
り
』
と
い
ふ
事
貿
だ
け
が
窓
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
私
的
感
情
を
超
え
て
、
す
べ
て
の
貫
任
を
自
己
が
取
る
。
こ

の
結
論
に
至
る
ま
で
の
過
程
は
、
観
念
的
で
あ
る
が
、
司
馬
遷
の
苦
悩
を
印
象

づ
け
る
。
彼
の
結
論
（
覚
悟
と
言
っ
て
よ
い
）
は
、
歴
史
家
と
し
て
の
塀
実
重

視
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
彼
に
顕
著
な
「
男
」
意
識
に
よ
ろ
う
。
中
島

は
こ
の
覚
悟
に
惹
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
司
馬
遷
の
こ
の
覚
悟
こ
そ
、
中
島

の
欲
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
冬
の
時
代
」
を
生
き
抜
く
為
に

は
、
か
く
の
如
き
覚
悟
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
司
馬
遷
の
「
す
さ
ま
じ
さ
」
で
あ
る
。
中
島
の

描
く
作
家
は
留
、
何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
様
に
、
創
作
に
励
ん
で
い
る
が
、
司

馬
遷
の
「
す
さ
ま
じ
さ
」
に
対
抗
で
き
そ
う
な
の
は
、
虎
に
変
身
し
た
挙
徴
く

ら
い
で
あ
ろ
う
。

中
島
は
司
馬
遷
の
「
す
さ
ま
じ
さ
」
を
、
例
え
ば
、
『
悟
浄
敬
具
』
で
悟
浄

が
悟
空
を
充
実
し
た
者
と
し
て
、
又
、
『
光
と
凪
と
夢
』
で
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン

を
中
島
が
大
成
し
た
作
家
と
し
て
橿
促
し
た
よ
う
に
、
あ
る
面
で
は
作
家
の
理

想
的
な
一
典
型
と
し
て
眺
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
っ
て
、
中
島
が

喘
息
に
苦
し
ん
だ
時
、
正
岡
子
規
と
自
己
を
比
べ
て
、
「
自
分
な
ど
ま
だ
ま
だ

注
的

だ
」
と
自
己
を
叱
咤
し
た
よ
う
に
、
中
島
は
司
馬
遷
の
「
す
さ
ま
じ
さ
」
を
校

重
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

三
番
目
の
「
表
現
す
る
こ
と
の
歓
び
」
も
中
島
自
身
の
経
験
か
ら
生
じ
た
も

の
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
「
生
き
る
こ
と
の
歓
び
」
を
失
っ
て
も
、
「
表
現

す
る
こ
と
の
歓
び
」
は
残
る
。
ス
テ
ィ
ゲ
ン
ス
ン
も
感
じ
た
こ
の
歓
び
は
作
家

の
特
権
で
あ
り
、
病
身
の
中
島
に
は
切
実
な
意
味
を
持
っ
て
い
よ
う
。
こ
れ
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は
、
や
が
て
身
動
き
で
き
な
く
な
る
彼
に
と
っ
て
、
予
言
で
も
あ
り
慰
め
で
あ

ろ
う
。以

上
の
枝
に
、
『
季
陵
』
の
司
馬
遷
の
独
自
性
は
、
中
島
に
と
っ
て
、
病
気

や
不
安
に
耐
え
る
為
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
彼
の
思
い
の
投
影
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
中
島
の
司
馬
遷
へ
の
思
い
以
外
の
、
司
馬
遷
浮
上
の
理
由
と
し
て
は
、

『
李
陵
』
の
構
成
上
の
作
品
世
界
の
深
化
と
い
う
欲
求
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。
仮
に
、
『
李
陵
』
の
主
人
公
が
李
陵
一
人
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
作
品

は
統
一
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
平
板
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
『
弟
子
』
の
子
路
に
対
す
る
孔
子
の
役
目
を
蘇
武
が
あ
る
程
度
、
罪

た
し
て
い
る
と
は
い
え
、
蘇
武
で
は
、
生
き
方
は
美
し
く
と
も
、
単
純
す
ぎ

る
。
つ
ま
り
、
蘇
武
で
は
、
李
陵
の
苦
悩
を
深
め
る
役
目
を
罪
た
し
て
も
、
苦

悩
す
る
人
間
で
は
な
く
、
苦
悩
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
生
じ
な
い
。
作
品
に
も

っ
と
考
え
る
（
苦
悩
す
る
）
人
間
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
司
馬
遷
登
場
の
理

由
で
あ
る
。
司
馬
遷
と
苧
陵
が
絡
み
合
っ
て
作
品
が
成
立
す
れ
ば
、
万
万
歳
な

の
で
あ
る
。
確
か
に
、
司
馬
遷
浮
上
は
危
険
な
疇
け
で
あ
る
。
が
　
「
ほ
ん
も

の
」
志
向
と
同
じ
作
家
と
し
て
の
夢
の
為
に
、
中
島
は
そ
れ
に
踏
み
切
る
。

六

九
月
の
メ
モ
に
関
す
る
第
三
の
疑
問
に
移
ろ
う
。
何
故
、
『
挙
陵
』
が
『
吃

公
子
』
を
押
し
退
け
て
、
先
に
執
筆
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
両
者

共
、
十
月
中
旬
ま
で
に
は
あ
る
程
度
の
構
想
や
、
断
片
的
な
下
書
き
の
段
階
に

入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
吃
公
子
』
と
『
李
陵
』
の
執
筆
順
序
が
逆
転
し
た
事
は
、
さ
ほ
ど
意
味
が

な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
が
、
こ
の
時
期
（
昭
和
十
七
年
十
月
頃
）
　
の
中
島

に
は
、
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の

時
期
の
中
島
に
は
明
日
を
も
知
れ
ぬ
作
家
生
活
と
、
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
病
気
や
戦
争
に
よ
っ
て
、
明
日
、
作
品
が
轟
け
る
と
い
う
保
障
は
何

処
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
事
か
な
け
れ
ば
何
時
む
け
る
の
か
。
中
島
の

創
作
意
欲
を
、
こ
の
様
な
思
い
が
刺
激
し
た
ろ
う
事
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

中
島
は
書
き
た
い
も
の
か
ら
雷
い
た
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
、
執
筆
の
順
序
は
意

味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
『
吃
公
子
』
は
執
筆
の
前
段
階
の
断
片
的
な
メ
モ
し
か
残
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
メ
モ
か
ら
想
像
す
る
と
、
『
吃
公
子
』
に
は
次
の
様
な
特
徴
が
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

。
　
『
吃
公
子
』
の
主
人
公
、
韓
非
子
の
持
つ
醒
め
た
人
間
観

。
帝
非
子
の
吃
り
の
苦
悩

韓
非
子
の
も
の
だ
ろ
う
人
間
観
は
、
彼
が
法
家
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
う
史

実
か
ら
見
て
も
適
当
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
考
え
方
は
司
馬
遷
の
も
の
と
似
て
い

る
。「

卑
し
い
人
間
が
観
念
の
上
で
は
、
人
間
と
い
ふ
も
の
を
如
何
に
貴
い
も
の

と
考
へ
て
ゐ
る
か
。
（
た
と
へ
自
身
を
卑
し
い
と
悟
っ
て
ゐ
る
場
合
で
も
）
全

く
不
可
解
な
滑
稽
さ
だ
。

あ
ら
ゆ
る
美
し
い
行
為
が
如
何
に
醜
い
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
か
を
彼
は
知
っ

て
ゐ
た
。
」
　
（
「
稗
非
抄
」
）
　
「
悟
と
し
て
既
往
を
忘
れ
た
ふ
り
の
出
来
る

霜
官
達
や
、
彼
等
の
讃
歌
を
見
破
る
程
に
聴
明
で
は
あ
り
な
が
ら
尚
真
宜
に

耳
を
傾
け
る
事
を
嫌
ふ
君
主
が
、
此
の
男
に
は
不
思
議
に
恩
は
れ
た
。
い
や
、

不
思
議
で
は
な
い
。
人
間
が
さ
う
い
ふ
も
の
と
は
昔
か
ら
い
や
に
な
る
程
知
っ

て
は
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
其
の
不
愉
快
さ
に
摂
り
は
な
い
の
で
あ

る
。
」
　
（
『
李
陵
』
　
注
、
文
中
の
「
男
」
は
司
馬
遷
）

両
者
の
基
本
的
な
人
間
観
や
、
人
間
を
本
質
的
に
見
よ
う
と
す
る
態
度
は
似
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て
い
る
。
が
、
そ
こ
か
ら
が
違
う
。
『
吃
公
子
』
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
美
し
い
行

為
」
を
「
醜
い
動
機
」
で
割
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
司
馬
遷
は

醜
い
行
為
と
共
に
、
美
し
い
行
為
を
美
と
し
て
公
平
に
認
め
て
い
る
。
彼
が
修

史
の
中
で
英
雄
達
と
同
化
し
た
り
、
挙
陵
を
弁
護
し
た
り
す
る
の
が
、
そ
の
証

拠
で
あ
る
。
『
挙
陵
』
全
体
に
も
そ
れ
は
言
い
得
る
。
蘇
武
の
存
在
が
、
そ
の

代
表
で
あ
る
。

断
片
的
な
も
の
か
ら
判
断
す
る
の
は
無
理
は
あ
る
が
、
辟
非
子
の
見
方
は
半

面
の
人
間
理
解
で
し
か
な
か
ろ
う
。
美
や
義
の
存
在
を
認
め
て
い
る
だ
け
、
司

馬
遷
の
方
が
公
平
で
あ
ろ
う
。
司
馬
遷
の
持
つ
義
や
「
男
」
意
識
の
存
在
が
、

韓
非
子
と
司
馬
遷
（
延
い
て
は
、
『
吃
公
子
』
と
『
李
陵
』
）
　
の
違
い
の
大
き

な
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
理
論
ば
か
り
発
達
し
て
も
、
そ
の
実
行
が
伴
わ
ず
殺

さ
れ
た
人
間
（
韓
非
子
）
と
、
挫
折
に
よ
り
議
論
を
捨
て
て
、
ひ
た
す
ら
容
き

続
け
た
人
間
（
司
馬
遷
）
　
の
差
が
浮
か
ぶ
。
韓
非
子
が
倒
れ
た
地
点
か
ら
司
馬

遷
は
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
違
い
は
あ
る
。
韓
非
子
の
吃
り
に
よ
る
苦
悩
も
、
司
馬
遷
の

官
刑
に
よ
る
苦
悩
に
比
べ
れ
ば
軽
い
。
「
杏
く
」
事
へ
の
執
着
も
、
司
馬
遷
の

方
が
す
さ
ま
じ
か
ろ
う
。
司
馬
遷
と
の
比
較
だ
け
で
な
く
、
『
李
陵
』
全
体
と

『
吃
公
子
』
を
比
べ
て
も
、
『
挙
陵
』
の
方
が
暗
く
重
か
ろ
う
。

中
島
は
『
吃
公
子
』
よ
り
も
先
に
、
暗
く
厳
し
い
世
界
で
男
た
ら
ん
と
し
て

生
き
る
季
陵
達
を
描
く
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
中
島
が
『
李
陵
』
を
先
に
執
筆

し
た
理
由
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
中
島
は
、
や
は
り
苧
陵
達
の
方
に
、
そ

し
て
公
平
な
『
李
陵
』
の
世
界
に
共
感
を
持
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
不
安
に
脅
え

な
が
ら
も
、
実
際
の
役
に
立
ち
た
い
と
願
う
中
島
の
心
情
に
は
、
「
冬
の
時
代
」

の
生
き
方
と
し
て
、
李
陵
遠
の
生
の
方
が
好
も
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
ら

の
生
は
暗
い
が
能
動
的
な
「
我
」
を
捨
て
ぬ
力
を
持
つ
暗
さ
で
あ
る
。
こ
の
暗

さ
に
中
島
は
共
感
し
、
惹
か
れ
、
『
李
陵
』
を
先
に
執
筆
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
で
、
九
月
の
メ
モ
に
関
し
て
の
三
つ
の
疑
問
は
、
あ
る
程
度
解
決
し
た

も
の
と
思
う
。
『
李
陵
』
に
お
け
る
中
島
の
創
作
意
図
と
創
作
過
程
の
関
係

を
、
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
様
に
な
ろ
う
。

中
島
の
南
洋
で
の
体
験
（
望
郷
の
念
や
孤
独
感
）
が
、
李
陵
を
執
筆
の
対
象

と
し
て
選
び
、
「
ほ
ん
も
の
」
志
向
や
作
家
と
し
て
の
思
い
が
、
李
陵
像
を
拡

大
し
、
同
時
に
司
馬
遷
を
浮
上
さ
せ
て
、
彼
ら
の
内
面
を
掘
り
下
げ
て
描
写

し
、
作
品
を
平
板
か
ら
救
い
、
．
「
冬
の
時
代
」
を
如
何
に
生
き
る
か
と
い
う
恩

い
や
暗
さ
が
、
『
季
陵
』
を
『
吃
公
子
』
よ
り
先
に
完
成
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

七

『
李
陵
』
執
事
は
、
以
上
の
様
に
、
中
島
の
様
々
な
要
求
に
よ
っ
て
い
る
。

文
学
的
に
は
「
は
ん
も
の
」
志
向
で
あ
り
、
も
っ
と
身
近
か
に
は
、
自
己
の
不

安
や
理
想
を
主
人
公
達
に
投
影
し
、
一
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
罪
た
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
を
放
く
罪
た
す
為
に
、
作
者
は
史
実
を
改
変
し
、
想
像
力
を
駆
使
し

て
主
人
公
の
苦
悩
を
深
め
、
主
人
公
を
複
数
化
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
結

果
、
作
品
に
分
裂
感
や
、
主
人
公
達
の
生
真
面
目
さ
に
よ
る
狭
小
感
と
い
う
マ

イ
ナ
ス
も
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
様
に
『
挙
陵
』
の
世
界
は
長
短
を
含
み
つ
つ
、
孤
立
や
苦
悩
を
中
心
に

し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
『
李
陵
』
は
中
島
に
と
っ
て
、
孤
立
し
苦

悩
す
る
人
間
を
描
い
た
「
ほ
ん
も
の
」
の
実
塀
と
い
う
両
か
ら
は
、
一
つ
の
到

達
点
で
あ
り
「
は
ん
も
の
」
志
向
や
自
己
の
思
い
　
（
不
安
や
夢
や
覚
悟
等
）
　
の

為
に
、
作
品
に
分
裂
化
や
狭
小
化
を
招
い
た
と
い
う
面
か
ら
は
、
一
つ
の
通
過

点
で
あ
っ
た
。
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神
田
秀
夫
氏
も
同
じ
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
（
「
中
島
敦

の
作
品
を
初
め
て
読
む
」
　
『
現
代
文
学
講
座
月
報
9
』
明
治
書
院
昭
3
7

・7）
こ
れ
に
は
従
来
よ
り
諸
説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
李
陵
説
、
司
馬
遷
説
等

で
あ
る
。

本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
中
島
敦
全
集
』
　
（
筑
陛
苔
努
　
昭
5
1
）
　
に

よ
る
。
中
島
の
他
の
作
品
や
書
簡
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
は
既
に
勝
又
浩
氏
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
勝
又
浩
　
「
　
『
李

陵
』
の
構
図
」
　
『
日
本
文
学
』
昭
4
6
・
3
）

『
わ
が
西
遊
記
』
　
（
『
悟
浄
出
世
』
　
『
悟
浄
嶽
異
』
）
　
の
成
立
時
期
は

不
明
で
あ
る
が
、
大
半
は
繭
洋
行
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。

『
山
月
記
』
の
成
立
時
期
は
断
定
し
難
い
が
遅
く
と
も
昭
和
十
六
年
五

月
ま
で
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
メ
モ
に
関
し
て
、
木
村
東
宮
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
参

照
さ
れ
た
い
。
（
「
『
李
陵
』
の
構
想
」
　
『
日
木
文
学
』
昭
5
3
・
5
）

『
山
月
記
』
　
『
文
学
禍
』
　
（
『
文
学
界
』
昭
1
7
・
2
）
　
『
光
と
風
と

夢
』
　
（
『
文
学
界
』
昭
1
7
・
5
）

『
古
語
』
　
『
古
俗
』
共
に
、
南
洋
行
前
の
作
品
で
あ
る
。

中
島
の
姉
、
折
原
滋
子
氏
の
回
想
に
よ
る
。
（
「
兄
と
私
」
　
『
中
島
致

全
集
・
月
報
一
』
筑
産
撃
房
昭
5
1
・
3
）

庄
野
誠
一
氏
宛
書
簡
（
昭
和
十
七
年
八
月
三
十
一
日
付
）
に
よ
る
。

戦
時
中
の
発
言
な
の
で
、
あ
る
程
度
、
時
局
向
け
の
も
の
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
中
島
の
本
音
と
見
た
方
が
適
当
だ
ろ
う
。

（15日14）（13）

鈴
木
美
江
子
氏
宛
書
簡
（
昭
和
十
七
年
十
月
二
十
一
日
付
）
参
照
。

『
章
魚
木
の
下
で
」
の
草
稿
の
英
に
旅
行
の
予
定
が
雷
か
れ
て
い
る
。

中
島
の
教
え
子
、
内
田
ヤ
ス
ヱ
氏
の
回
想
に
よ
る
。
（
『
教
壇
上
の
文

学
者
』
　
蒼
丘
雷
林
　
昭
5
5
・
4
）

〔
付
記
〕
　
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
終
始
御
指
導
御
教
示
賜
っ
た
磯
貝

英
夫
先
生
に
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
稿
）

－
　
呉
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
　
－
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