
は
じ
め
に

黄
霊
芝
（
一
九
二
八
―
）
は
台
南
市
に
生
ま
れ
た
台
湾
人
作
家
で
あ
る
。
日

本
統
治
下
の
台
湾
で
十
七
歳
ま
で
日
本
語
教
育
を
受
け
た
彼
は
、
こ
れ
ま
で
に

俳
句
、
短
歌
、
小
説
、
随
筆
、
評
論
、
童
話
な
ど
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
渡
る
日

本
語
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
創
立
当
初
（
一
九
七
〇
）
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
台
北
俳
句
会
主
宰
を
つ
と
め
、
そ
の
成
果
と
し
て
編
著
『
台
北
俳
句
集
』

全
三
十
六
集
（
自
費
出
版
、
一
九
七
一
〜
二
〇
〇
九
）
が
あ
る
。

二
〇
〇
四
年
に
は
『
台
湾
俳
句
歳
時
記
』（
言
叢
社
、
二
〇
〇
三
・
四
）
に

よ
り
、
第
三
回
正
岡
子
規
国
際
俳
句
賞
を
受
賞
し
、
二
〇
〇
六
年
秋
に
は
「
日

本
文
化
紹
介
に
寄
与
し
た
」
と
し
て
旭
日
小
綬
章
を
授
与
さ
れ
た
。
日
本
語
の

み
な
ら
ず
、
中
国
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
創
作
も
行
い
、
一
九
七
〇
年
、
日
本

語
を
中
国
語
に
書
き
直
し
た
小
説
「
蟹
」
で
第
一
回
呉
濁
流
文
学
賞
を
受
賞
し

た
ほ
か
、
二
〇
〇
六
年
に
は
台
湾
文
学
家
牛
津
奨
を
受
賞
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
近
年
、
特
に
高
い
評
価
を
受
け
る
黄
で
あ
る
が
、
従
来
は
と
も

す
れ
ば
彼
の
創
作
行
為
の
特
異
性
、
す
な
わ
ち
戦
後
台
湾
で
禁
止
さ
れ
た
日
本

語
を
使
用
し
、
長
く
発
表
の
あ
て
の
な
い
ま
ま
創
作
を
行
っ
て
き
た
こ
と
の
み

が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
ま
た
彼
の
作
品
の
多
く
を
収
め
る
『
黄
霊
芝
作
品
集
』
全

二
十
一
巻
（
自
費
出
版
、
一
九
七
一
〜
二
〇
〇
八
）
が
非
売
品
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
文
学
の
総
体
や
特
質
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
考
察
が
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た（

１
）

。

既
に
別
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「『
日
本
語
』
は
日
本
人
の
み
が
使

う
の
で
も
、
使
わ
さ
れ
た
の
で
も
な
い
」（
黒
川
創（

２
）

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
文
学
は
、「『
日
本
』
―
『
日
本
人
』
―
『
日
本
語
』
―
『
日
本
文
学
』
を
一
体

の
も
の
と
す
る
」（
小
森
陽
一

（
３
）

）
四
位
一
体
の
思
考
の
な
か
に
長
く
閉
じ
て
き

た
と
言
え
る（

４
）

。
黄
霊
芝
の
文
学
は
、
日
本
語
を
使
用
す
る
民
族
や
場
所
を
限
定

し
な
い
、
日
本
語
文
学
の
存
在
や
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
新
た
な
視
座
を
我
々

に
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
稿
者
は
黄
霊
芝
が
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
三
十
一
編
の
日
本
語
小
説

の
特
徴
と
し
て
「
登
場
人
物
た
ち
の
幸
せ
な
生
活
の
成
就
や
調
和
的
世
界
の
実

現
が
悉
く
欠
如（

５
）

」
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
黄
の

創
作
期
間
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
戦
後
台
湾
の
厳
し
い
社
会
状
況
（
一
九
四
九
年
〜

一
九
八
七
年
ま
で
戒
厳
令
施
行
）
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
と
、
お
そ
ら
く
無
縁

で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
文
学
は
単
な
る
悲
劇
と
し
て
造
型
さ
れ

ず
、
そ
の
多
く
が
登
場
人
物
の
妄
想
や
滑
稽
化
な
言
動
を
描
い
て
悲
喜
劇
と
し

て
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
読
む
者
を
ひ
き
つ
け
る
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て
い

る
。
そ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
「
豚
」（
初
出
『
岡

山
日
報（

６
）

』
一
九
七
二
・
二
・
一
六
〜
三
・
一
〇
。
の
ち
『
黄
霊
芝
作
品
集
　
巻

五
』
一
九
七
三
・
九
　
所
収
）
は
、
黄
の
小
説
の
な
か
で
も
、
卓
越
し
た
悲
喜

劇
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う（

７
）

。

本
稿
は
黄
霊
芝
文
学
の
内
実
に
迫
る
べ
く
、
小
説
「
豚
」
に
描
か
れ
た
悲
喜

劇
の
具
体
と
そ
れ
を
支
え
る
方
法
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
説
本
文
の
引
用
は
最
も
新
し
い
稿
で
あ
る
『
黄
霊
芝
小
説
選
集
』（
自

費
出
版
、
一
九
八
六
・
一
〇
）
に
拠
り
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
全
十
五

章
で
構
成
さ
れ
る
小
説
内
容
の
概
略
に
つ
い
て
は
末
尾
に
表
を
掲
げ
た
。

一
　
天
邪
鬼
「
私
」
の
挫
折

小
説
「
豚
」
は
、「
私
」（
小
説
末
尾
・
第
十
五
章
に
「
三
十
五
歳
」
と
明
記

さ
れ
て
い
る（

８
）

）
の
農
業
開
始
と
、
そ
れ
が
惨
め
な
失
敗
に
終
わ
る
ま
で
の
経
緯

を
語
る
物
語
で
あ
る
。
但
し
、
失
敗
と
い
う
結
果
は
第
十
章
ま
で
は
明
確
に
さ

れ
ず
、
時
間
の
流
れ
に
ほ
ぼ
忠
実
に
沿
っ
て
出
来
事
を
語
る
物
語
言
説
に
よ

り
、
読
者
は
「
私
」
の
挫
折
劇
を
同
時
進
行
的
に
味
わ
う
こ
と
に
な
る（

９
）

。

父
の
遺
し
た
田
畑
を
小
作
に
出
し
て
生
活
し
て
い
た
工
芸
家
の
「
私
」
は
、

戦
後
政
府
が
実
施
し
た
土
地
改
革
に
よ
り
、
地
主
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た（

10
）

。

小
作
料
の
代
わ
り
に
生
活
費
を
稼
ぐ
必
要
に
迫
ら
れ
た
「
私
」
だ
が
、「
美
術

工
芸
学
校
の
講
師
の
口
」
や
「
著
名
な
故
宮
製
陶
」
会
社
等
の
勧
誘
を
す
べ
て

断
る
。
そ
の
理
由
は
「
束
縛
さ
れ
た
生
活
が
嫌
い
」
で
、「
上
役
に
頭
を
下
げ

る
な
ど
真
っ
平
」
だ
し
、
何
よ
り
「
細
君
め
が
真
っ
先
に
賛
成
し
て
、
私
に
就

職
す
る
よ
う
勧
め
る
も
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
嫌
に
な
る
の
は
天
下
の
男
子
の

一
人
と
し
て
当
然
の
こ
と
」（
一
）（
括
弧
内
の
数
字
は
引
用
の
章
番
号
を
あ
ら

わ
す
。
以
下
同
様
）
だ
と
語
ら
れ
る
。

急
に
生
活
で
き
な
く
な
っ
た
「
私
」
は
「
も
う
細
君
を
捨
て
る
よ
り
仕
方
が

な
か
っ
た
」
と
、
実
際
妻
に
「
も
う
一
度
嫁
に
行
っ
た
ら
ど
う
か
と
勧
め
」
て

み
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
。「
お
金
が
な
か
っ
た
ら
今
の
世
の
中
で
は
生
活
出
来

な
い
」
と
訴
え
る
妻
に
対
し
、「
私
」
は
大
昔
、
医
者
の
な
い
時
代
か
ら
人
は

生
き
て
来
た
こ
と
や
、
ス
ト
レ
プ
ト
・
マ
イ
シ
ン
が
な
く
て
も
子
規
や
蘆
花
、

シ
ョ
パ
ン
は
立
派
な
仕
事
を
残
し
た
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
あ
げ
、「
金
な
ん
か

な
く
た
っ
て
俺
は
平
ち
ゃ
ら
だ
」
と
豪
語
す
る
。
そ
も
そ
も
「
私
」
が
芸
術
家

を
志
し
た
の
も
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
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―適
―当
―に
―怠
―け
―者
―で
―我
―が
―儘
―で
―、
―そ
―し
―て
―そ
―れ
―に
―も
―ま
―し
―て
―天
―邪
―鬼
―に
―出

―来
―て
―い
―る
―私
―は
―、
―と
―に
―角
―他
―人
―の
―好
―む
―も
―の
―は
―何
―で
―も
―嫌
―い
―で
―あ
―っ
―た
。

立
身
出
世
を
念
願
し
て
齷
齪
し
て
い
る
人
を
見
る
と
他
人
事
な
が
ら
腹
が

立
っ
て
な
ら
な
い
。
へ
ど
を
吐
い
て
見
せ
て
や
り
た
く
な
る
程
で
あ
る
。

例
え
ば
セ
パ
ー
ド
と
い
う
犬
が
い
た
。
頭
が
好
い
と
か
で
大
変
な
流
行
で

あ
る
。
こ
の
一
事
だ
け
で
私
は
も
う
セ
パ
ー
ド
を
親
の
仇
か
何
ぞ
の
よ
う

に
憎
み
嫌
う
の
で
あ
る
。
―芸
―術
―な
―ど
―で
―飯
―は
―食
―え
―な
―い
―と
―い
―う
―言
―葉
―が
―通

―用
―し
―て
―い
―た
―。
―そ
―れ
―だ
―か
―ら
―こ
―そ
―、
―よ
―し
―、
―そ
―れ
―な
―ら
―芸
―術
―家
―に
―な
―っ
―て

―や
―ろ
―う
―と
―考
―え
―る
―私
―で
―あ
―っ
―た
。
飢
え
死
に
な
ど
少
し
も
怕
く
な
い
。

（
一
）（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

「
天
邪
鬼
」
と
の
自
称
通
り
、「
私
」
は
徹
底
し
て
世
間
一
般
の
価
値
観
の
真

逆
を
生
き
よ
う
と
す
る
人
物
で
あ
る
。
が
、
現
実
に
は
主
食
の
米
を
自
分
で
植

え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
人
娘
の
通
う
幼
稚
園
の
月
謝
の
支
払
い
を
考
え
る

と
、
全
く
金
の
要
ら
な
い
生
活
な
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。「
私
」
は
「
最
初
に

銭
と
い
う
も
の
を
発
明
し
た
野
郎
」
は
「
人
類
最
大
の
悪
人
」
だ
と
悪
態
を
つ

き
な
が
ら
、
生
活
の
た
め
現
在
の
家
を
売
っ
て
陽
明
山
に
移
転
し
、
果
樹
を
植

え
る
「
百
姓
」
に
な
ろ
う
と
決
意
す
る
。

「
私
」
は
い
う
。
果
物
は
主
食
で
は
な
い
た
め
「
何
だ
か
高
級
」
で
あ
り
、

「
果
樹
園
を
経
営
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
も
「
何
と
な
く
語
呂
も
悪
く
な

い
」。
ま
た
、
一
度
植
え
れ
ば
、
そ
の
後
も
何
十
年
か
収
穫
で
き
る
果
樹
は
「
怠

け
者
の
私
に
は
お
誂
え
向
き
」
だ
。
そ
し
て
、「
一
斤
一
元
や
二
元
の
た
め
に

私
の
よ
う
な
大
工
芸
家
が
汗
水
を
流
す
な
ん
て
愚
の
骨
頂
」
と
も
考
え
る
「
私
」

は
、
誰
も
植
え
よ
う
と
は
し
な
い
（
土
地
に
適
し
な
い
）
高
級
な
果
物
を
育
て

よ
う
と
目
論
む
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
は
第
十
三
章
に
至
っ
て
詳
述
さ

れ
る
よ
う
に
「
一
番
独
創
性
の
な
い
、
い
わ
ば
芸
術
家
の
私
に
と
っ
て
一
番
面

白
く
な
い
奴
し
か
育
た
」（
十
三
）
な
い
と
い
う
見
込
み
は
ず
れ
の
現
実
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
果
樹
の
肥
料
に
糞
を
利
用
し
よ
う
と
飼
い
は
じ
め
た
豚
も
、
自
身
の

労
働
限
界
の
た
め
、
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
最
終
章
（
第
十
五
章
）
で

豚
を
業
者
に
売
っ
た
後
、「
私
」
は
次
の
よ
う
な
自
己
嫌
悪
と
自
己
否
定
の
念

に
と
ら
わ
れ
る
。

（
…
）
私
め
は
彼
（
＝
豚
）（
引
用
者
注
）
を
救
う
た
め
に
山
を
駆
け
下
り
、

豚
屋
の
手
か
ら
彼
を
奪
い
返
す
こ
と
を
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
―あ
―あ
―、
―私
―め
―は
―人
―間
―で
―は
―な
―か
―っ
―た
―の
―だ
。（
十
五
）

右
の
よ
う
に
、
小
説
「
豚
」
は
傲
慢
で
天
邪
鬼
な
芸
術
家
「
私
」
が
農
業
を

通
じ
て
挫
折
と
妥
協
を
知
り
、
自
ら
の
卑
小
さ
、
非
力
の
ほ
ど
を
痛
感
す
る
物

語
で
あ
る
。
作
品
の
背
景
に
は
戦
後
の
台
湾
で
生
活
の
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
地
主
層
の
悲
哀
が
存
す
る
が
、
作
品
は
そ
の
背
景
に
は
深
入
り
せ
ず
、
あ
く

ま
で
「
私
」
一
家
の
生
活
を
描
く
こ
と
に
終
始
す
る
。「
私
の
よ
う
な
大
工
芸
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家
」（
一
）
と
い
う
自
負
か
ら
「
私
め
は
人
間
で
は
な
か
っ
た
」（
十
五
）
と
い

う
自
覚
ま
で
、「
私
」
の
自
己
認
識
は
大
き
く
揺
ら
い
で
、
失
墜
す
る
。
読
者

は
こ
の
逆
転
の
劇
、
誠
に
皮
肉
な
「
私
」
の
自
己
発
見
の
物
語
を
楽
し
む
の
で

あ
る
。

二
　
喜
劇
の
装
置

―
妻
と
娘
と
い
う
他
者

一
人
称
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
小
説
が
喜
劇
の
要
素
を
持
ち
う
る
の

は
、
妻
と
娘
が
「
私
」
の
鏡
と
し
て
十
全
に
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
小

説
「
豚
」
は
、「
私
」
目
線
か
ら
農
業
へ
の
期
待
か
ら
失
望
に
至
る
ま
で
の
落

差
を
読
者
に
感
得
さ
せ
る
一
方
、「
私
」
の
視
点
の
独
占
（
優
位
性
）
を
妻
（
＝

現
実
主
義
）
と
娘
（
＝
理
想
主
義
）
に
よ
っ
て
常
に
揺
る
が
す
。
た
と
え
ば
第

二
章
は
、
豚
を
飼
う
と
い
う
「
私
」
の
計
画
に
反
対
す
る
、
次
の
よ
う
な
妻
の

声
か
ら
は
じ
ま
る
。

―
あ
ん
た
、
豚
を
飼
う
ん
だ
っ
て
？

―
う
ん
。

―
止
し
て
よ
。
あ
ん
な
穢
な
い
も
の
…
…

―
綺
麗
に
し
て
や
れ
ば
好
い
よ
。
お
風
呂
に
で
も
入
れ
て
…
…

―
気
持
ち
悪
い
わ
よ
。
ブ
ウ
ブ
ウ
鳴
い
て
。
そ
ん
な
の
が
家
に
い
た

ら
わ
た
し
卒
倒
す
る
わ
よ
。

―
慣
れ
れ
ば
怕
く
な
く
な
る
よ
。
亭
主
と
同
じ
だ
。

―
何
を
食
べ
さ
せ
る
つ
も
り
な
の
？
　
―豚
―は
―た
―く
―さ
―ん
―食
―べ
―る
―の
―よ
。

―
あ
あ
沢
山
食
べ
て
沢
山
出
す
ん
だ
。
そ
こ
が
魅
力
な
ん
だ
。

―
誰
が
掃
除
す
る
の
？
　
―そ
―れ
―に
―豚
―は
―腐
―っ
―た
―も
―の
―を
―食
―べ
―る
―も
―の

―よ
。
家
中
が
臭
く
て
呼
吸
も
出
来
な
い
わ
。

―
心
配
し
な
い
で
も
い
い
、
腐
っ
て
な
い
も
の
を
や
れ
ば
好
い
さ
。

―
何
の
た
め
に
飼
う
の
よ
。
―豚
―を
―飼
―っ
―た
―っ
―て
―儲
―か
―ら
―な
―い
―っ
―て
―隣

―長
―さ
―ん
―が
―い
―っ
―て
―た
―わ
―。
―忙
―し
―く
―な
―る
―ば
―か
―り
―だ
―わ
。（
二
）

妻
の
抗
議
に
ま
と
も
に
と
り
あ
わ
な
い
「
私
」
だ
が
、
右
で
妻
が
述
べ
る
傍

線
部
の
指
摘
は
す
べ
て
正
し
く
、
の
ち
に
「
私
」
の
農
業
生
活
に
大
き
な
誤
算

を
生
じ
さ
せ
る
原
因
と
な
る
。

「
私
」
は
農
業
に
つ
い
て
全
く
知
識
の
な
い
妻
を
、「
よ
ほ
ど
馬
鹿
な
女
だ
」

「
哀
れ
な
女
だ
」（
一
）
と
軽
ん
じ
て
い
る
が
、
豚
を
飼
う
こ
と
に
よ
り
、
妻
と

「
私
」
の
立
場
は
次
第
に
逆
転
し
て
い
く
。
最
初
に
飼
い
始
め
た
豚
は
「
私
」

が
用
意
し
た
餌
を
食
べ
ず
、
小
屋
を
破
っ
て
何
度
も
遁
走
す
る
。
こ
れ
は
先
に

妻
が
述
べ
た
通
り
、
豚
が
腐
っ
た
も
の
し
か
食
べ
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
「
私
」
は
「
蜘
蛛
の
巣
だ
ら
け
に
な
」
っ
て
小
屋
の
柵
を

補
修
し
続
け
る
。
妻
は
「
何
を
好
き
好
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
。

よ
っ
ぽ
ど
馬
鹿
な
人
だ
よ
」（
五
）
と
夫
の
行
動
を
「
嘲
笑
」
す
る
。

さ
ら
に
、
妻
の
反
対
を
無
視
し
て
豚
を
一
匹
か
ら
三
匹
へ
と
増
や
し
た
結

果
、「
私
」
は
喧
嘩
ば
か
り
す
る
豚
の
仲
裁
と
小
屋
の
掃
除
と
餌
の
用
意
に
毎
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日
明
け
暮
れ
、「
食
事
一
つ
寛
い
で
と
っ
た
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
」（
十
）
状

況
へ
と
追
い
込
ま
れ
る
。
豚
に
つ
き
っ
き
り
の
「
私
」
を
見
て
、
妻
は
「
そ
ら

始
ま
っ
た
、
豚
屋
の
親
爺
が
喚
い
て
い
る
と
嘲
笑
し
、
本
当
の
大
馬
鹿
だ
と
軽

蔑
す
る
」（
九
）。

彼
女
に
い
わ
せ
る
と
私
の
体
に
は
豚
の
体
臭
が
染
み
込
ん
だ
そ
う
で
あ
る
。

今
に
ダ
ニ
も
湧
く
と
い
う
。
幸
い
な
こ
と
に
私
た
ち
は
結
婚
以
来
室
を
共

有
し
な
い
習
慣
だ
っ
た
か
ら
、
ど
う
に
か
夫
婦
円
満
を
保
っ
て
は
い
る

が
、
こ
の
頃
細
君
め
は
私
の
肌
着
を
洗
っ
て
く
れ
な
く
な
っ
た
。（
九
）

そ
し
て
、
遂
に
第
十
一
章
の
冒
頭
で
は
「
ね
え
、
豚
を
売
っ
て
し
ま
い
な
さ

い
よ
」
と
い
う
細
君
の
言
葉
に
「
私
」
は
「
そ
う
だ
ね
」
と
同
意
す
る
こ
と
と

な
る
。
こ
こ
ま
で
こ
と
ご
と
く
妻
の
提
案
や
意
見
を
無
視
し
て
き
た
「
私
」
が
、

は
じ
め
て
忠
告
に
素
直
に
応
じ
た
場
面
で
あ
る
。「
私
」
は
豚
の
餌
を
採
取
し

て
い
る
際
に
崖
か
ら
転
落
し
、
怪
我
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
の
豚
の
飼
育
を
め
ぐ
る
悪
戦
苦
闘
は
、
妻
の
存
在
に

よ
っ
て
「
嘲
笑
」
の
対
象
と
な
り
、「
私
」
の
独
り
よ
が
り
な
思
い
こ
み
や
行

動
は
そ
れ
と
暴
か
れ
、
滑
稽
化
す
る（

11
）

。

一
方
、
娘
は
豚
嫌
い
の
母
親
と
は
異
な
り
、
豚
と
真
っ
先
に
友
人
と
な
っ
て

豚
を
可
愛
が
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
豚
の
方
も
了
解
し
て
い
る
。
特
に

娘
の
お
気
に
入
り
で
あ
る
「
ブ
ウ
ス
ケ
」（
豚
の
名
）
は
「
私
」
よ
り
も
娘
に
な

つ
い
て
い
て
、
彼
女
が
学
校
か
ら
帰
る
と
足
音
で
そ
れ
を
す
ぐ
に
察
知
し
、「
ヒ

イ
ヒ
イ
鳴
い
て
娘
を
探
す
」。
そ
し
て
娘
が
豚
小
屋
の
柵
の
前
に
立
つ
と
「
体

を
す
り
寄
せ
、
不
恰
好
な
唇
を
巻
き
上
げ
て
甘
え
」、「
娘
が
櫛
で
背
中
を
引
っ

掻
い
て
で
も
や
る
と
、
彼
は
桃
源
郷
に
遊
ん
で
い
る
よ
う
な
目
つ
き
を
し
、
柵

に
靠
れ
か
か
っ
た
ま
ま
、
鼾
を
か
き
始
め
る
始
末
」（
十
二
）
で
あ
っ
た
。

豚
が
来
て
か
ら
ず
っ
と
「
弁
当
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
し
か
食
べ
」
ず
、「
大
部
分

を
豚
め
の
た
め
に
残
し
て
帰
る
」（
十
二
）
よ
う
な
、
や
や
常
軌
を
逸
し
た
愛
情

を
娘
は
豚
に
見
せ
て
い
る
の
だ
が（

12
）

、
そ
れ
故
に
ブ
ウ
ス
ケ
を
売
る
と
い
う
父
親

の
決
断
に
対
し
、
彼
女
は
強
く
抵
抗
す
る
。「
何
故
ブ
ウ
ス
ケ
を
売
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
？
　
売
れ
ば
ブ
ウ
ス
ケ
は
殺
さ
れ
る
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
売
り
に

出
す
の
？
」
と
「
一
度
と
し
て
私
に
楯
つ
く
こ
と
の
な
か
っ
た
娘
」
が
初
め
て

「
私
に
反
対
し
、
だ
だ
を
捏
ね
」（
十
五
）
る
。

―あ
―ん
―な
―に
―可
―愛
―が
―っ
―て
―育
―て
―て
―来
―た
―ブ
―ウ
―ス
―ケ
―を
―売
―る
―、
―そ
―れ
―は
―人
―非

―人
―に
―近
―い
―行
―為
―な
―の
―だ
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
の
？

も
し

家
に
お
金
が
な
い
ん
だ
っ
た
ら
、
自
分
は
学
校
を
止
め
て
も
よ
い
。
も
っ

と
悪
い
も
の
を
食
べ
て
も
よ
い
。
新
し
い
洋
服
な
ん
か
欲
し
く
な
い
。
も

し
パ
パ
が
草
刈
り
が
嫌
い
な
ら
自
分
が
刈
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
だ
。

（
十
五
）

「
私
」
自
身
、
ブ
ウ
ス
ケ
を
売
る
行
為
に
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
る
だ
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け
に
、
娘
の
純
粋
な
言
葉
は
手
痛
い
批
判
で
あ
る
。
小
学
校
三
年
生
の
娘
は
ブ

ウ
ス
ケ
が
売
ら
れ
る
日
、
彼
に
別
れ
を
告
げ
る
た
め
に
学
校
を
早
退
し
、
自
分

の
弁
当
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ブ
ウ
ス
ケ
に
与
え
、
首
に
は
自
分
の
御
守
り
を

か
け
て
や
る
。
豚
と
娘
の
交
流
は
、
も
は
や
人
間
／
豚
と
い
う
種
を
越
境
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
豚
を
同
位
に
置
く
娘
の
存
在
は
、
手
前
勝
手
な
理
由

で
動
物
を
飼
い
、「
家
族
の
一
員
」（
十
四
、
十
五
）
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に

は
自
分
の
都
合
で
売
買
す
る
「
私
」
の
行
為
、
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
奢
り
を
否

が
応
に
も
明
る
み
に
出
す
。
妻
と
娘
は
「
私
」
語
り
の
優
位
性
を
剥
奪
し
、

「
私
」
の
言
動
を
相
対
化
し
、「
私
」
の
愚
か
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
装
置
し

て
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
知
識
人
／
芸
術
家
批
判

「
私
」
の
農
業
生
活
の
顛
末
は
惨
め
な
結
果
へ
と
行
き
着
き
、「
私
」
の
自
尊

心
や
奢
り
を
突
き
崩
し
た
が
、
何
故
「
私
」
の
農
業
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
最
大
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
進
取
の
気
象
に
富
む

（
裏
返
せ
ば
や
や
非
常
識
な
）「
私
」
の
言
動
で
あ
る
。「
私
」
は
海
外
か
ら
植

物
を
移
入
・
移
植
し
、
新
し
い
栽
培
や
飼
育
方
法
を
取
り
込
も
う
と
書
物
を
尊

ぶ
一
方
、
土
地
の
伝
統
や
先
祖
代
々
か
ら
の
百
姓
の
忠
告
を
軽
視
す
る
。

た
と
え
ば
、
当
地
で
昔
か
ら
百
姓
を
行
っ
て
い
る
隣
長
さ
ん
が
、
豚
は
「
大

き
く
な
っ
た
ら
一
匹
で
百
斤
の
餌
を
食
べ
ま
す
よ
」
と
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て

く
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
、
本
か
ら
仕
入
れ
て
き
た
知
識
を

根
拠
に
、「
隣
長
さ
ん
達
の
い
う
「
豚
は
よ
く
食
べ
る
」
な
ど
の
言
葉
は
そ
れ

自
体
が
す
で
に
時
代
後
れ
」（
三
）
と
断
定
す
る
。

「
書
物
で
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
若
豚
一
頭
の
一
日
の
食
餌
は
石
油
缶
一
個

に
過
ぎ
な
い
」「
書
物
に
よ
る
と

、
、
、
、
、
、

百
キ
ロ
の
体
重
を
増
や
す
た
め
に
は
三
十
八

キ
ロ
の
蛋
白
質
が
あ
れ
ば
好
い
」（
三
）（
傍
点
引
用
者
）
と
、「
私
」
は
隣
長

さ
ん
た
ち
の
経
験
よ
り
、
あ
く
ま
で
書
物
の
記
述
、
数
値
の
方
を
信
奉
す
る
。

こ
の
「
私
」
の
判
断
の
前
提
に
は
「
私
は
生
ま
れ
つ
き
の
百
姓
で
は
な
い
か
ら

頭
は
悪
く
な
い
」（
一
）「
彼
等
と
違
っ
て
頭
の
好
い
私
」（
三
）
と
い
う
地
主
層

出
身
の
「
私
」
の
差
別
意
識
が
見
て
と
れ
る
の
だ
が
、
第
十
章
以
降
に
明
ら
か

に
な
る
の
は
、「
私
」
の
「
よ
ほ
ど
の
計
算
違
い
」（
十
一
）
の
方
で
あ
る
。
台

湾
で
は
ク
ロ
レ
ラ
採
取
に
必
要
な
明
礬
の
価
格
が
高
い
た
め
、「
ほ
と
ん
ど
唯

で
ク
ロ
レ
ラ
が
手
に
入
る
と
考
え
た
の
は
大
き
な
間
違
い
」
で
あ
っ
た
。
ま
た

「
本
に
よ
る
と
、
ク
ロ
レ
ラ
は
分
離
さ
れ
て
沈
澱
す
る
と
あ
っ
た
」
が
、「
私
の

経
験
で
は
逆
に
ク
ロ
レ
ラ
が
浮
上
し
た
」（
十
）
と
、
本
の
記
述
と
現
実
と
の
不

一
致
も
生
じ
る
。
そ
し
て
、
伝
統
的
な
豚
の
飼
い
方
の
「
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
無
視

し
た
」（
十
一
）
た
め
に
、「
私
」
の
豚
は
生
後
六
ヶ
月
経
っ
て
も
大
き
く
な
ら

な
か
っ
た
。

豚
の
飼
育
の
み
な
ら
ず
、
果
樹
栽
培
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
果
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
く
。
農
業
を
は
じ
め
た
時
、「
私
」
は
「
植
物
に
し
ろ
動
物
に
し
ろ

生
物
に
は
環
境
に
順
応
す
る
能
力
が
あ
」
り
、「
北
海
道
の
少
女
が
台
湾
へ
嫁
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に
来
た
か
ら
と
い
っ
て
日
射
病
に
罹
る
と
は
限
ら
な
い
」（
一
）
と
い
う
自
説

を
誇
っ
て
い
た
が
、
最
後
に
得
ら
れ
た
の
は
、「
植
物
に
と
っ
て
適
地
生
存
と

い
う
こ
と
は
動
物
以
上
に
大
事
な
条
件
ら
し
か
っ
た
」（
十
三
）
と
い
う
認
識

で
あ
る
。
大
自
然
の
摂
理
、
生
物
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
生
態
、
特
性
を
容
易
に
変

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
、「
私
」
の
机
上
の
計
算
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
露
呈
し
た
後
、

パ
リ
で
行
わ
れ
る
「
国
際
青
年
学
術
展
」
参
加
へ
の
意
志
が
豚
の
ブ
ウ
ス
ケ
を

売
る
理
由
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。

―大
―工
―芸
―家
―の
―夢
―か
―ら
―長
―く
―離
―れ
―て
―い
―た
―私
―は
―、
―こ
―の
―芸
―術
―の
―都
―で
―開
―か
―れ

―る
―国
―際
―展
―へ
―の
―参
―加
―と
―い
―う
―こ
―と
―で
―夢
―を
―醒
―ま
―さ
―れ
―た
―形
―だ
―っ
―た
。
こ
の

展
覧
会
は
仏
国
政
府
の
主
催
に
よ
り
隔
年
に
開
か
れ
る
。
参
加
資
格
は
青

年
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
各
国
政
府
の
推
薦
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

面
白
い
こ
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
三
十
五
歳
ま
で
を
青
年
と
呼
ぶ
の
だ

そ
う
で
あ
っ
た
。
三
十
五
歳
を
越
す
と
参
加
資
格
が
な
く
な
る
。
そ
し
て

私
は
今
年
が
丁
度
三
十
五
歳
だ
っ
た
。
―私
―は
―一
―挙
―に
―燃
―え
―上
―が
―っ
―た
―大
―工

―芸
―家
―の
―夢
―を
―前
―に
―し
―て
―、
―我
―が
―ブ
―ウ
―ス
―ケ
―め
―を
―売
―る
―こ
―と
―に
―断
―を
―下
―し
―た

―次
―第
―な
―の
―だ
。（
十
五
）

自
己
の
欲
望
に
忠
実
に
世
界
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
芸
術
家
「
私
」
の
欲

求
・
野
心
は
、
一
度
は
農
業
に
向
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
私
」
が
思
う
よ
う

に
は
通
用
し
な
い
。
不
可
能
を
知
っ
た
「
私
」
は
自
身
の
力
一
つ
で
変
形
・
領

略
可
能
な
芸
術
の
世
界
に
還
る
ほ
か
な
い
。
パ
リ
の
学
術
展
は
そ
の
た
め
の
契

機
（
言
い
訳
）
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う（

13
）

。
失
敗
に
終
わ
っ

た
農
業
の
代
替
を
求
め
、「
私
」
は
再
び
自
ら
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
世
界

へ
と
還
っ
て
い
く
。
人
間
の
知
識
の
集
合
体
（
書
物
）
を
も
裏
切
る
現
実
は
、

「
博
学
な
私
」（
一
）「
頭
の
好
い
私
」（
三
）
と
い
う
自
称
知
識
人
の
「
私
」
に
、

自
然
と
い
う
大
き
な
他
者
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
自
ら
の
限
界
を
教
え
た
。

「
私
」
の
農
業
失
敗
の
顛
末
に
は
、
台
湾
独
自
の
天
候
や
肥
料
価
格
と
い
う
事

情
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
知
識
人
／
芸
術
家
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
「
私
」
の
無
力
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う

な
人
間
存
在
へ
の
本
質
的
な
懐
疑
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

お
わ
り
に

小
説
「
豚
」
は
、「
私
」
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
た
ち
に
一
切
名
前
を

与
え
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
私
」
を
作
者
で
あ
る
黄
霊
芝
に
重
ね
合
わ
せ
、

「
豚
」
を
い
わ
ゆ
る
私
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
も
、
無
論
可
能
で
あ
る
。
黄
霊

芝
が
実
際
、
陽
明
山
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
な
ら
、
な
お
さ
ら

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
情
報
が
な
く
と
も
、
果
樹
栽
培
の
方
法
や
豚
の
飼

育
に
関
す
る
事
細
か
な
記
述
に
は
、
作
者
自
身
の
経
験
が
生
か
さ
れ
て
い
る
に

違
い
な
い
こ
と
は
、
読
む
者
に
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
小
説
の
人
間
の
無
名
性
は
作
者
の
自
己
戯
画
化
に
止
ま
ら
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ず
、「
私
」
と
は
読
者
の
「
私
」
で
も
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
問
い
か
け
を

も
可
能
に
す
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
知
識
人
の
「
私
」
が
、
農
業
を
通
じ
て
己
の

卑
小
さ
、
非
力
、
限
界
を
知
り
、「
私
め
は
人
間
で
は
な
か
っ
た
」
と
の
惨
め

な
自
己
認
識
に
至
る
経
緯
と
は
、「
私
」
を
笑
う
読
者
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た

か
。
金
銭
中
心
の
社
会
に
毒
づ
く
「
私
」
が
、
愛
情
を
か
け
た
豚
を
金
銭
に
交

換
す
る
と
い
う
矛
盾
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
の
日
常
で
は
な
い
か
。
豚
一
匹

す
ら
飼
い
続
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
私
」
の
無
力
は
、
近
代
科
学
（
知
）
に

依
存
し
て
生
き
な
が
ら
、
自
然
の
力
を
完
全
に
は
克
服
で
き
ぬ
我
々
人
間
一
般

の
そ
れ
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、「
私
」
の
飼
っ
た
豚
三
匹
は
「
ブ
ウ
ス
ケ
」「
ズ
ン
グ
リ
さ
ん
」

「
ハ
ナ
マ
ガ
リ
」（
の
ち
に
「
ロ
ク
デ
ナ
シ
」
と
改
名
）
と
名
前
が
あ
る
。「
私
」

が
畑
に
植
え
た
蜜
柑
は
「
桶
柑
」「
オ
レ
ン
ジ
」「
温
州
蜜
柑
」、
栗
は
「
有
磨
」

「
利
平
」「
銀
寄
」
と
そ
の
品
種
名
が
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
豚
を
は

じ
め
と
す
る
各
動
植
物
の
生
態
、
特
徴
の
記
述
は
極
め
て
詳
細
で
あ
り
、
栗
に

つ
い
て
は
そ
の
取
り
寄
せ
先
ま
で
が
固
有
名
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
自
然

物
の
個
別
性
、
そ
れ
に
関
わ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
方
が
人
間
の
名
よ
り
も
優
先

さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
小
説
の
力
学
は
、
小
説
を
構
成
す
る
十
五
章
す
べ
て
が
、

こ
と
ご
と
く
豚
に
関
す
る
情
報
、
記
述
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
方
法
に

も
通
じ
て
い
よ
う
。
そ
う
し
た
小
説
の
技
法
は
、「
私
」
が
農
業
に
失
敗
し
た

こ
と
、
或
い
は
自
然
の
美
に
魅
了
さ
れ
、
自
生
の
植
物
に
養
わ
れ
た
と
い
う
物

語
内
容
と
あ
わ
せ
て（

14
）

、
決
し
て
人
間
の
思
い
通
り
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な

い
動
植
物
、
自
然
の
大
き
さ
を
存
在
感
を
伴
っ
て
描
出
す
る
。

「
豚
」
は
戦
後
台
湾
の
一
家
族
の
営
み
を
悲
喜
劇
と
し
て
活
写
し
な
が
ら
、

人
間
と
社
会
、
人
間
と
自
然
の
関
係
性
を
的
確
に
捉
え
て
今
日
に
も
通
じ
る
普

遍
的
な
世
界
を
表
象
し
得
た
小
説
で
あ
り
、
黄
霊
芝
の
日
本
語
文
学
を
代
表
す

る
「
傑
作
」（
西
田
勝（

15
）

）
で
あ
る
。
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表
　
小
説
「
豚
」
の
構
成

０００１１１１３３３３１

「
私
」
一
家
、
陽
明
山
に
引
越
す

引
越
先
決
定
ま
で
の
経
緯

農
業
開
始

金
が
な
く
て
も
生
活
で
き
る
こ
と
を
実
証

豚
を
飼
う
意
義
や
方
法
に
関
す
る
「
私
」
の
見
解

豚
（
ブ
ウ
ス
ケ
）
を
飼
い
始
め
る

ブ
ウ
ス
ケ
は
一
日
何
も
食
べ
ず
、
小
屋
か
ら
遁
走

ブ
ウ
ス
ケ
は
腐
っ
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
判
明

ブ
ウ
ス
ケ
、
も
は
や
家
族

ク
ロ
レ
ラ
養
豚
の
目
論
見

新
た
に
二
匹
の
豚
を
飼
う

三
匹
の
豚
が
引
き
起
こ
す
騒
動
（
ケ
ン
カ
）

三
匹
の
豚
が
引
き
起
こ
す
騒
動
（
イ
タ
ズ
ラ
）

「
私
」
の
計
算
違
い
露
呈
し
始
め
る

豚
（
後
か
ら
飼
っ
た
二
匹
）
を
売
る
こ
と
を
決
意

二
匹
の
豚
を
売
る

妻
の
言
葉
か
ら

章
始
ま
る

妻
、
嘆
息

夫
を
嘲
笑

妻
の
言
葉
か
ら

章
始
ま
る

夫
を
軽
蔑

妻
の
言
葉
か
ら

章
始
ま
る

豚
の
数

一二三四五六七八九十十
一

十
二 章

主
な
物
語
内
容

妻
の
様
子



注（
１
）
黄
霊
芝
の
生
涯
、
並
び
に
創
作
全
般
に
目
配
り
し
た
唯
一
の
先
行
研
究
と
し
て
、
岡

崎
郁
子
『
黄
霊
芝
物
語
―
あ
る
日
文
台
湾
作
家
の
軌
跡
』（
研
文
出
版
　
二
〇
〇
四
・

二
）
が
あ
る
。
現
在
、
日
本
で
は
国
江
春
菁
著
・
岡
崎
郁
子
編
『
宋
王
之
印
』（
慶
友

社
　
二
〇
〇
二
・
二
）
に
よ
っ
て
黄
霊
芝
の
日
本
語
小
説
三
十
一
編
の
う
ち
、
十
五

編
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、『
宋
王
之
印
』
の
出
版
は
あ
ら
か
じ
め
黄
霊
芝
本

人
の
承
諾
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
出
版
経
緯
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
郁
子
「『
宋

王
之
印
』
出
版
顛
末
記
」（『
燕
巣
』
二
〇
〇
七
・
八
）
に
詳
し
い
。

（
２
）『
国
境
』（
メ
タ
ロ
ー
グ
、
一
九
九
八
・
二
）。
黄
霊
芝
の
日
本
語
文
学
が
日
本
の
植

民
地
支
配
の
〈
負
の
遺
産
〉
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
と
、
あ
く
ま
で
創
作
言
語

を
選
択
す
る
〈
主
体
〉
で
あ
ろ
う
と
す
る
黄
霊
芝
の
主
張
・
立
場
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
戦
後
台
湾
の
日
本
語
文
学
―
黄
霊
芝
「
董
さ
ん
」
の
方
法
―
」（『
昭
和
文
学

研
究
』
第
58
集
　
二
〇
〇
九
・
三
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

（
３
）『〈
ゆ
ら
ぎ
〉
の
日
本
文
学
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
八
・
九
）

（
４
）
た
と
え
ば
、
在
日
朝
鮮
人
作
家
で
あ
る
金
石
範
は
「
日
本
文
学
は
、
こ
れ
ま
で
、
単

一
民
族
の
文
学
と
し
て
の
日
本
文
学
と
い
う
枠
組
み
を
も
っ
て
、
そ
れ
で
、
在
日
朝

鮮
人
の
文
学
を
計
ろ
う
と
し
て
き
た
。
い
わ
ば
、
日
本
文
学
に
は
他
者
が
な
か
っ
た
。

朝
鮮
の
文
学
は
他
者
で
さ
え
な
か
っ
た
。
日
本
文
学
は
そ
う
い
う
他
者
を
見
る
目
を

持
た
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
（「
文
学
的
想
像
力
と
普
遍
性
」

青
山
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
編
『
異
郷
の
日
本
語
文
学
』
社
会
評
論
社
、
二

〇
〇
九
・
四
）。

（
５
）
拙
稿
「
黄
霊
芝
「
蟹
」
論
―A

人
間
の
原
始
的
な
意
義B

と
は
何
か
？
―
」（『
現

代
台
湾
研
究
』
第
37
号
　
二
〇
一
〇
・
三
）。
同
様
の
特
徴
を
持
つ
小
説
の
分
析
と
し

て
他
に
、
拙
稿
「
黄
霊
芝
の
日
本
語
文
学
―
小
説
「
紫
陽
花
」
を
中
心
に
―
」『
現
代

台
湾
研
究
』
第
35
号
　
二
〇
〇
九
・
三
）
が
あ
る
。

（
６
）『
岡
山
日
報
』
は
一
九
五
二
年
五
月
創
刊
の
地
方
経
済
紙
。
代
表
取
締
役
・
主
筆
で

あ
っ
た
原
敏
の
急
死
（
一
九
九
九
年
三
月
八
日
）
に
よ
り
、
一
九
九
九
年
三
月
二
十

九
日
廃
刊
。
原
敏
に
生
前
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
行
っ
た
岡
崎
郁
子
『
黄
霊
芝
物
語
―
あ
る

日
文
台
湾
作
家
の
軌
跡
』（
注
１
）
に
拠
れ
ば
、
黄
の
作
品
集
を
偶
然
読
ん
だ
原
が
、

そ
の
文
学
を
高
く
評
価
し
、
同
紙
へ
の
寄
稿
を
黄
に
求
め
た
と
い
う
。

（
７
）
山
田
敬
三
は
『
宋
王
之
印
』
の
書
評
で
、「
作
家
と
し
て
の
力
量
を
見
せ
て
く
れ
る

の
は
、
集
中
に
収
め
ら
れ
た
二
つ
の
中
編
―
『
紫
陽
花
』
と
『
豚
』
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、

「
み
ご
と
な
心
理
描
写
や
文
面
に
あ
ふ
れ
る
ウ
ィ
ッ
ト
と
ユ
ー
モ
ア
、
ペ
ー
ソ
ス
が
読

者
を
最
後
ま
で
引
き
つ
け
て
離
さ
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
（「
無
名
の
大
家
」（『
図

書
新
聞
』
二
〇
〇
二
・
七
）。
ま
た
、
西
田
勝
も
『
宋
王
之
印
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品

の
な
か
で
は
、「「
豚
」
が
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
た
」
と
し
、「
時
流
に
反
し
て
、
す

べ
て
手
作
り
で
コ
ト
を
行
な
う
こ
と
が
、
時
と
し
て
市
場
経
済
的
に
は
ど
ん
な
に
見

合
わ
な
い
も
の
な
の
か
、
そ
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
ぶ
り
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
末
尾
を
屠
殺
場
に
連
れ
去
ら
れ
て
行
く
豚
の
悲
鳴
と
、
豚
を
愛
し

た
娘
の
父
親
へ
の
無
言
の
叱
責
と
を
、
愛
の
偽
善
で
な
け
れ
ば
裏
切
り
へ
の
断
罪
と

受
け
止
め
、
戦
慄
す
る
男
の
心
的
葛
藤
の
描
写
で
結
ん
で
、
悲
劇
に
ま
で
達
し
た
最
上

の
喜
劇
と
な
っ
て
い
る
。
傑
作
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
」
と
高
く
評
価
す
る
（「
書
評

岡
崎
郁
子
著
『
黄
霊
芝
物
語
　
あ
る
日
文
台
湾
作
家
の
軌
跡
』
今
で
も
日
本
語
で
書

き
続
け
る
台
湾
人
作
家
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
58
巻
第
８
号
、
二
〇
〇
四
・
八
）。

（
８
）
小
説
は
ほ
ぼ
時
間
順
序
通
り
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
小
説
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
の

時
間
経
過
を
明
確
に
は
か
る
材
料
（
記
述
）
は
な
く
、
農
業
開
始
時
の
「
私
」
の
年

齢
は
不
詳
で
あ
る
。
但
し
、
果
樹
園
の
栽
培
結
果
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
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１１１
（
０
）

植
物
の
生
育
に
「
私
」
は
失
望

ブ
ウ
ス
ケ
農
薬
中
毒
、
一
命
を
と
り
と
め
る

ブ
ウ
ス
ケ
を
売
る

し
ょ
ん
ぼ
り

十
三

十
四

十
五



豚
の
成
長
ぶ
り
か
ら
、
最
低
で
も
一
年
以
上
の
時
間
が
小
説
内
で
経
過
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
但
し
、
例
外
的
に
第
二
章
の
末
尾
「
豚
の
糞
が
土
質
改
良
に
最
良
で
あ
る
こ
と
は
誰

に
も
意
義
の
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
…
…
」、
第
八
章
の
末
尾
「
そ
れ
か
ら

な
の
だ
。
三
匹
の
豚
め
の
た
め
に
私
は
実
に
大
変
な
日
々
に
追
い
込
ま
れ
る
の
で
あ

る
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
伏
線
、
先
の
展
開
を
予
期
さ
せ
る
記
述
は
存
す
る
。

（
10
）
台
湾
の
農
地
改
革
は
「
三
七
五
減
租
」（
一
九
四
九
年
）、「
公
地
放
領
」（
一
九
五
二

年
）、「
耕
者
有
其
田
」（
一
九
五
三
年
）
の
三
段
階
を
経
て
実
施
さ
れ
た
（
渡
辺
利

夫
・
朝
元
照
雄
編
著
『
台
湾
経
済
入
門
』
勁
草
書
房
　
二
〇
〇
七
・
六
　
参
照
）。
よ

っ
て
、
小
説
は
一
九
五
〇
年
代
中
頃
〜
六
〇
年
代
の
台
湾
社
会
を
背
景
に
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）
但
し
、「
当
地
の
農
家
で
誰
一
人
植
え
て
い
な
い
小
蕪
や
セ
ロ
リ
を
播
い
た
り
し
て
、

そ
れ
を
農
家
の
人
達
に
自
慢
」（
二
）
す
る
と
い
う
妻
の
行
為
も
小
説
に
は
描
か
れ
て

お
り
、
台
湾
で
は
誰
も
栽
培
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
栗
を
植
え
る
「
私
」
と
、

似
た
者
夫
婦
で
あ
る
一
面
を
も
見
せ
て
い
る
。

ま
た
、『
黄
霊
芝
小
説
選
集
』
所
収
に
あ
た
り
、「
豚
」
の
小
説
末
尾
は
「
以
来
、

娘
は
私
め
に

―
い
や
人
間
と
云
う
も
の
に

―
憎
悪
を
感
じ
て
い
る
。」（
初
出
）

か
ら
、「
以
来
、
娘
は
私
め
に

―
い
や
大
人
と
い
う
大
人
に

―
憎
悪
を
感
じ
て
い

る
。
／
と
同
時
に
、
妻
め
が
二
、
三
日
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て
い
た
の
も
、
こ
れ
ま
た
一

体
何
故
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。」
と
改
稿
さ
れ
た
。
改
稿
に
よ
り
、
娘
の
憎
悪
の
対
象
が

「
人
間
」
か
ら
「
大
人
」
へ
と
限
定
さ
れ
、
か
つ
妻
の
豚
に
対
す
る
愛
情
の
存
在
が
暗

に
示
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
小
説
の
持
つ
毒
は
薄
め
ら
れ
た
が
、
妻
の
真
意
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
豚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
家
族
三
人
全

員
の
変
化
が
よ
り
周
到
に
小
説
に
書
き
込
ま
れ
た
。

（
12
）「
恐
ら
く
豚
め
に
一
々
名
前
を
つ
け
て
飼
っ
た
の
は
私
の
家
だ
け
だ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
今
考
え
て
み
て
も
私
の
三
匹
の
豚
は
、
よ
そ
の
豚
よ
り
幸
福
だ
っ
た
と
思
う
」

（
八
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
も
単
な
る
家
畜
と
し
て
の
世
話
の
域
を
超
え

る
愛
情
を
豚
に
注
い
で
お
り
、
そ
の
点
で
は
娘
と
共
通
す
る
性
質
、
親
子
の
類
似
も

見
ら
れ
る
。

（
13
）
黄
霊
芝
自
身
、
フ
ラ
ン
ス
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
パ
リ
国
際
青
年
芸
術
展
に
彫
塑
を

出
品
し
、
入
選
を
果
た
し
て
い
る
（
一
九
六
二
年
）。
但
し
、
そ
れ
は
彼
の
陽
明
山
移

転
（
一
九
六
三
年
）
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
身
勝
手
な
登
場
人
物
「
私
」
造
型
の
た

め
、
作
者
の
経
験
は
十
二
分
に
加
工
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
本
文
で
は
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
自
然
は
豊
か
さ
と
美
を
も
っ

て
、「
私
」
一
家
に
恵
み
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
人
は
金
が
な
く
て
も
生
活
出

来
る
」
と
い
う
「
私
」
の
主
張
は
、
山
の
色
々
な
食
べ
物
（
葱
、
百
合
、
蕨
、
茗
荷
、

桃
、
蕃
石
榴
、
柿
な
ど
）
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
は
可
能
な
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
ま

た
、
山
に
は
「
見
て
い
て
動
悸
を
覚
え
る
ほ
ど
美
麗
な
」
虫
が
多
く
存
在
し
、
そ
れ

ら
が
「
私
」
を
魅
了
す
る
。
さ
ら
に
「
農
業
と
お
よ
そ
縁
の
な
い
生
い
立
ち
」（
一
）

で
あ
る
妻
も
、
自
分
の
畑
や
花
壇
を
作
っ
て
「
少
し
ず
つ
山
の
生
活
に
な
じ
ん
で
来
」

（
二
）
た
り
、
娘
も
土
地
が
急
に
広
く
な
っ
た
の
で
大
喜
び
す
る
。「
怠
け
者
を
自
認

し
て
い
た
」「
私
」
も
、
自
身
の
畑
の
設
営
の
た
め
に
汗
ま
み
れ
と
な
り
、「
案
外
な

働
き
者
で
あ
る
こ
と
に
自
分
で
も
意
外
な
気
が
し
た
」（
一
）
と
い
う
新
た
な
自
己
発

見
も
行
わ
れ
て
い
る
。

（
15
）
注
７
に
同
じ
　

【
付
記
】
本
稿
は
、
広
島
近
代
文
学
研
究
会
（
平
成
二
十
二
年
五
月
八
日
　
於
比
治
山
大

学
）、
台
湾
史
研
究
会
七
月
例
会
（
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
五
日
　
於
関
西
大
学
）
で

の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
会
場
内
外
で
貴
重
な
御
意
見
を
賜
っ
た
方
々
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。

―
し
も
お
か
ゆ
か
、
県
立
広
島
大
学
人
間
文
化
学
部
准
教
授
―
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