
響
き
合
う

る
。
以
前
ま
で
な
ら

も
見
あ
た
ら
な
い
の

う
正
解
は
、
教
育
の

そ
う
す
る
と
文
学

利
用
し
て
「
読
み
の

１

文
学
作
品
を
読
む

う
に
感
じ
た
経
験
を

重
い
力
を
秘
め
て
い

文
学
教
育
研
究
の

批
判
さ
れ
、
文
学
作

認
識
と
な
っ
た
。
こ

響
き

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

必
ず
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
主
題
」
と
い

だ
。
長
年
に
わ
た
っ
て
尊
重
さ
れ
て
き

場
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。

教
育
を
行
う
理
由
も
か
す
み
が
ち
と
な

客
観
性
、
読
み
の
確
か
な
技
術
の
習

は
じ
め
に

前
と
読
ん
だ
後
で
自
分
の
周
り
の
世
界

し
た
人
は
多
く
い
る
だ
ろ
う
。
文
学
は

る
。

場
で
は
、
テ
キ
ス
ト
論
の
台
頭
以
降
、

品
の
読
み
に
正
し
い
も
の
は
無
い
と
い

れ
は
、
教
科
書
の
指
導
資
料
を
開
け
ば

合
う
文
学
教
材
『
山

』 う
文
字
が
ど
こ
に

た
「
主
題
」
と
い

り
、
文
学
教
材
を

得
を
目
指
す
方
向

り
」
を
読
む

人
物
の
関
係

と
が
、「
作
品

は
「〈
読
み

い
』
を
問
い

が
、
一
変
し
た
よ

、
目
に
見
え
な
い

正
解
到
達
主
義
が

う
の
が
ほ
ぼ
共
通

す
ぐ
に
納
得
で
き

導
は
、
少
な

語
科
教
育
だ

等
の
隆
盛
）

と
思
わ
れ
る

文
学
に
は
正

真
正
面
か
ら

近
年
、
文

月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の

へ
」
向
か
っ

こ
と
の
重
要
性
を
説
き
続
け
て
い
る
。

を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
語

の
意
志
」
に
つ
な
が
る
と
述
べ
て
い

の
む
か
う
と
こ
ろ
を
『
主
題
・
思
想

続
け
る
こ
と
へ
」
と
提
案
し
て
い
る

く
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る

け
の
問
題
で
は
な
く
、
実
利
的
な
も
の

や
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
尊
ぶ
最
近
の
社
会
状

。
社
会
や
学
校
は
常
に
正
解
や
客
観
的

解
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た

取
り
組
む
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
て
い
る

学
研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
を

眼
』

西

尾

て
い
る
と
い
う
。
文
学
特
有
の
力
に
立

六
一

小
説
の
プ
ロ
ッ
ト
や
登
場

っ
て
い
る
も
の
を
読
む
こ

る
。
ま
た
、
中
村
龍
一
氏

』
か
ら
、『
作
品
の
〈
問

。
氏
ら
の
取
り
組
み
は
、

。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
国

（
資
格
取
得
や
検
定
試
験

況
も
影
響
を
与
え
て
い
る

な
数
値
を
求
め
て
い
る
が
、

め
、
非
常
に
扱
い
づ
ら
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

目
指
す
田
中
実
氏
が
「
語

勝

彦

ち
向
か
う
「
読
み
」
の
指



の
プ
ロ
ッ
ト
を
要
約

で
人
間
性
を
取
り
戻

眼
』
の
そ
れ
は
「
転

取
り
戻
す
が
、
最
後

と
こ
ろ
で
、
こ
れ

を
感
じ
る
だ
け
で
な

う
な
、
つ
ま
り
、
深

材
価
値
に
迫
り
た
い

こ
の
二
教
材
は
教

三
月
）
の
「
小
説
（

教
材
が
並
べ
ら
れ
て

の
副
題
と
し
て
「
喪

詳
し
い
説
明
は
な
さ

こ
の
二
作
品
は
プ

響
き
合
う

正
解
到
達
主
義
を
乗

て
い
る
。

最
初
に
述
べ
た
よ

会
わ
せ
る
に
は
、
作

究
方
法
が
求
め
ら
れ

敦
）
と
比
較
的
新
し

す
る
と
「
自
閉
的
で
孤
独
な
李
徴
は
、

す
が
、
最
後
に
姿
を
消
す
悲
劇
」
で

校
生
で
孤
独
な
相
沢
は
、
亜
紀
と
出
会

に
姿
を
消
す
悲
劇
」
で
あ
る
。

ら
の
作
品
を
連
続
し
て
読
む
と
、
プ
ロ

く
、
お
互
い
の
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
響

い
部
分
で
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る

。科
書
『
高
等
学
校

現
代
文
』（
三
省

一
）」
の
単
元
に
並
ん
で
収
め
ら
れ
て

い
る
意
図
は
、『
指
導
資
料

「
総
説

失
の
悲
し
み
と
生
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

れ
て
い
な
い
。

ロ
ッ
ト
の
構
成
に
類
似
点
を
指
摘
で

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

り
越
え
て
、
文
学
の
力
に
真
正
面
か
ら

う
な
文
学
の
見
え
な
い
力
に
出
会
う
、

品
の
持
つ
力
の
根
源
に
可
能
な
限
り
近

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
定
番
教
材
の

い
『
ひ
よ
こ
の
眼
』（
山
田
詠
美
）
を

虎
に
な
っ
た
こ
と

あ
る
。『
ひ
よ
こ
の

う
こ
と
で
希
望
を

ッ
ト
の
共
通
部
分

き
合
っ
て
い
る
よ

の
で
あ
る
。
時
代

こ
と
に
気
づ

を
説
明
す
る

に
省
み
る
（

が
李
徴
の
「

た
め
、
李
徴

析
に
と
ど
ま

丹
藤
博
文

堂
、
二
〇
〇
五
年

い
る
。
こ
れ
ら
の

編
」』
に
そ
の
単
元

も
う
か
が
え
る
が
、

き
る
。『
山
月
記
』

に
「
李
徴
」

そ
う
」
の
う

終
え
た
後
も

奇
譚
と
し
て

が
か
り
と
し

複
数
の
「

『
山
月
記
』

』向
き
合
お
う
と
し

そ
し
て
生
徒
に
出

づ
き
う
る
教
材
研

『
山
月
記
』（
中
島

取
り
上
げ
そ
の
教

も
、
舞
台
も

の
で
あ
る
。

『
山
月
記
』

印
象
を
残
す

く
。
田
中
実
氏
は
「
外
部
か
ら
李
徴
の

（
甲
）
と
、
李
徴
の
肉
声
で
み
ず
か
ら

乙
）」
の
存
在
を
指
摘
し
、
小
説
の
終

語
り
手
（
乙
）」
に
「
同
化
」
さ
れ
て

は
結
局
、
自
己
を
対
象
化
で
き
ず
「〈

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

氏
は
、「
こ
の
小
説
は
三
人
称
の
形
式

と
だ
け
落
書
き
し
た
り
、
定
期
テ
ス
ト

め
き
声
も
聞
こ
え
て
く
る
。
読
ん
で
い

こ
の
作
品
は
胸
に
も
ど
か
し
い
思
い
が

の
印
象
だ
け
で
は
な
い
広
が
り
が
心
に

て
作
品
に
迫
っ
て
い
く
。

語
り
手
」

は
、「
語
り
手
」
に
注
目
す
る
と
二
つ

、
作
者
も
全
く
異
な
る
二
つ
の
作
品
に

こ
の
点
に
つ
い
て
も
最
後
に
考
察
を
試

２
『
山
月
記
』

は
、
そ
の
文
章
の
難
し
さ
に
も
か
か

教
材
で
あ
る
。
授
業
期
間
中
に
は
、
生

こ
と
や
全
体
の
状
況
や
ら

の
過
去
の
自
己
を
分
析
的

幕
に
は
「
語
り
手
（
甲
）」

い
る
と
し
て
い
る
。
そ
の

自
閉

の
な
か
の
自
己
分

を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の

前
に
な
る
と
「
虎
に
な
り

る
時
は
も
ち
ろ
ん
、
読
み

残
る
。「
人
が
虎
に
な
る
」

残
る
。「
語
り
手
」
を
手

の
文
脈
が
存
在
し
て
い
る

六
二

一
体
感
が
生
ま
れ
て
い
る

み
た
い
。

わ
ら
ず
高
校
生
に
強
烈
な

徒
の
誰
か
が
後
ろ
の
黒
板



響
き
合
う

峭
な
李
徴
の
性

傍
点
部
「
と
っ
て

袁

そ
れ
ぞ
れ
の
友

な
ど
ご
く
少
数
に
と

い
う
評
価
が
果
た
し

つ
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ

非
李
徴
の
「
語
り

う
に
簡
潔
に
語
る
。

袁

は
李
徴

に
と
っ
て
は
、

に
立
つ
こ
と
は
あ
っ

の
で
は
な
い
」
と
述

結
論
づ
け
て
い
る
。

二
氏
と
も
に
李
徴

の
「
語
り
手
」
の
弱

で
な
い
こ
と
が
明
ら

徴
の
「
語
り
手
」
の

ほ
と
ん
ど
は
李
徴
の

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

情
と
衝
突
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う

は
」
に
注
目
す
る
と
、
進
士
に
登
第
し

人
関
係
図
が
浮
か
び
上
が
る
。
李
徴
の

ど
ま
る
の
に
対
し
、
袁

に
は
広
い
友

て
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
関

の
語
り
の
内
容
に
考
察
を
加
え
た
い
。

手
」
は
、
李
徴
と
袁

の
過
去
の
関
係

と
同
年
に
進
士
の
第
に
登
り
、
友
人
の

最
も
親
し
い
友
で
あ
っ
た
。
温
和
な
袁

て
も
、
け
っ
し
て
李
徴
を
対
象
化
し
た

べ
、
李
徴
と
袁

の
間
に
は
「
対
話
も

の
「
語
り
手
」
と
比
較
し
て
李
徴
で
は

さ
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
「
語
り
手

か
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
李
徴
の

関
係
に
つ
い
て
、「
同
化
」、「
対
話
も

視
点
に
立
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ』 。（

傍
点
は
筆
者
）

た
当
時
の
李
徴
と

友
人
関
係
は
袁

人
関
係
が
あ
っ
た

人
の
前

現
せ
ば

か
ら
だ

念
を
も

ら
、
わ

係
性
に
留
意
し
つ

に
つ
い
て
次
の
よ

少
な
か
っ
た
李
徴

の
性
格
が
、
俊

「
そ
の
声
は

る
出
会
い
の

叢
の

わ
れ
る

い
声
が

自
分

り
相
対
化
す
る
も

批
評
も
な
い
」
と

な
い
（
非
李
徴
）

」
の
関
係
は
対
等

「
語
り
手
」
と
非
李

批
評
も
な
い
」
と

で
あ
る
の
に

ぎ
な
い
と
い

た
孤
独
な
李

間
に
は
お
よ

え
た
袁

に

は
、
か
つ
て

っ
て
い
る
と

り
、
袁

の
視
点

こ
と
が
示
唆

に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
。

、
必
ず
き
み
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を
起
こ

。
し
か
し
、
今
、
図
ら
ず
も
故
人
に
会

忘
れ
る
ほ
ど
懐
か
し
い
。
ど
う
か
、
ほ

が
醜
悪
な
今
の
外
形
を
厭
わ
ず
、
か
つ

、
わ
が
友
、
李
徴
子
で
は
な
い
か
？

場
面
で
の
「
李
徴
の
声
」
を
た
ど
っ
て

中
か
ら
は
、
し
ば
ら
く
返
事
が
な
か
っ

か
す
か
な
声
が
時
々
漏
れ
る
ば
か
り
で

答
え
た
。「
い
か
に
も
自
分
は
隴
西
の

は
今
や
異
類
の
身
に
な
っ
て
い
る
。
ど

対
し
、
袁

に
と
っ
て
李
徴
は
多
く
の

う
解
釈
も
成
り
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
、
現

徴
と
「
監
察
御
史
」
に
出
世
し
た
「
供

そ
考
え
ら
れ
う
る
長
い
距
離
が
隔
た
っ

対
し
て
「
一
匹
の
猛
虎
」
李
徴
が
顔
を

の
交
友
関
係
の
相
似
形
が
ま
だ
続
い
て

い
え
よ
う
。

さ
れ
て
い
る
。
李
徴
に
と
っ
て
袁

は
六
三

か
つ
ま
た
、
自
分
が
姿
を

さ
せ
る
に
決
ま
っ
て
い
る

う
こ
と
を
得
て
、
愧
赧
の

ん
の
し
ば
ら
く
で
い
い
か

て
き
み
の
友
李
徴
で
あ
っ

」
袁

の
呼
び
声
で
始
ま

み
る
。

た
。
し
の
び
泣
き
か
と
思

あ
る
。
や
や
あ
っ
て
、
低

李
徴
で
あ
る
。」
と
。

う
し
て
、
お
め
お
め
と
故

友
人
の
う
ち
の
一
人
に
す

在
、
虎
と
な
っ
て
し
ま
っ

回
り
の
多
勢
な
」
袁

の

て
い
る
。「
行
列
」
を
従

合
わ
せ
る
出
会
い
の
場
面

い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
語

、
か
け
が
え
の
な
い
友
人



李
徴
の
「
語
り
手

て
の
現
在
の
生
活
、

路
整
然
に
語
っ
て
ゆ

袁

で
な
く
自
己
で

も
う
消
え
て
し
ま
っ

い
て
次
の
よ
う
に
語

え
な
い
ほ
ど
の
懇
願

を
求
め
て
へ
り
く
だ

が
、
か
け
が
え
の
な

も
」
と
自
ら
述
べ
た

に
と
っ
て
は
「
超

る
思
い
は
隔
た
っ
て

を
縮
め
る
こ
と
が
で

響
き
合
う

た
こ
の
自
分
と

筆
者
）

い
か
に
語
っ
て
い

威
厳
あ
る
「
自
尊
心

と
こ
ろ
が
、
同
じ
文

」
は
、
登
場
す
る
や
虎
に
な
っ
た
過
去

「
い
ま
少
し
た
て
ば
」
と
未
来
の
予
想

く
。
し
か
し
、
語
る
相
手
は
袁

で
あ

し
か
な
か
っ
た
。
先
ほ
ど
の
へ
り
く
だ

た
の
で
あ
る
。
李
徴
の
心
情
の
も
っ
と

る
。

調
な
の
で
あ
る
。
こ
の
急
激
な
語
り
の

る
李
徴
の
思
い
が
働
い
て
い
る
と
い
え

い
友
人
袁

と
の

逅
は
、
李
徴
に

よ
う
に
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ

自
然
の
怪
異
」
で
あ
っ
た
。
両
者
の
こ

い
る
。
で
は
、
李
徴
と
袁

は
話
を
交

き
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

話
を
交
わ
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か

る
か
に
注
目
す
る
と
傍
点
部
で
は
、
漢

」
の
高
い
李
徴
そ
の
も
の
の
語
り
口
で

脈
上
の
傍
線
部
に
注
目
す
る
と
同
一
人

の
経
緯
、
虎
と
し

を
よ
ど
み
な
く
理

り
な
が
ら
、
実
は

っ
た
李
徴
の
姿
は

も
核
心
部
分
に
つ

対
話
を
断
ち

に
身
を
隠
し

ず
対
話
の
相

手
」
は
李
徴

よ
う
な
評
価

し
か

変
容
に
は
、
対
話

よ
う
。
先
述
し
た

と
っ
て
「
図
ら
ず

た
。
た
だ
し
、
袁

の
出
会
い
に
か
け

わ
し
そ
の
隔
た
り

天
に

っ
て
く

き
や
す

李
徴
は
袁

よ
り
、
そ
も

』。（
傍
点
、
傍
線
は

文
書
き
下
し
調
の

あ
る
と
い
え
よ
う
。

物
の
発
言
と
は
思

あ
あ

っ
て
い

こ
の
気

と
同
じ

も
う
一
点

切
っ
て
い
る
李
徴
か
ら
袁

の
姿
は
見

た
虎
李
徴
と
「
叢
の
傍
ら
に
立
」
つ
袁

手
と
し
て
も
お
互
い
に
見
え
て
は
い

に
対
し
て
黙
し
て
語
る
道
を
選
ん
だ
。

を
袁

は
下
す
。

し
袁

は
感
嘆
し
な
が
ら
も
漠
然
と
次

躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
、
だ
れ
一

れ
る
者
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
人
間
だ

い
内
心
を
だ
れ
も
理
解
し
て
く
れ
な
か

か
ら
の
答
え
や
反
応
、
慰
め
を
全
く

そ
も
拒
否
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
自

、
ま
っ
た
く
、
ど
ん
な
に
、
恐
ろ
し
く

る
だ
ろ
う
！

お
れ
が
人
間
だ
っ
た
記

持
ち
は
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
。
だ
れ

身
の
上
に
な
っ
た
者
で
な
け
れ
ば
。

、
後
半
部
分
の
語
り
を
挙
げ
る
。

え
て
い
な
い
。「
叢
の
中
」

は
、
物
理
的
の
み
な
ら

な
い
。
非
李
徴
の
「
語
り

李
徴
の
詩
に
対
し
て
次
の

の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。

人
お
れ
の
気
持
ち
を
わ
か

っ
た
こ
ろ
、
お
れ
の
傷
つ

っ
た
よ
う
に
。

期
待
し
て
い
な
い
と
い
う

己
陶
酔
的
な
語
り
に
徹
し
、

六
四

、
哀
し
く
、
せ
つ
な
く
思

憶
の
な
く
な
る
こ
と
を
。

に
も
わ
か
ら
な
い
。
お
れ



響
き
合
う

非
李
徴
の
「
語
り
手

内
情
を
「
読
み
手
」

「
語
り
手
」
の
関

「
語
り
手
」
の
関
係

い
る
の
か
を
探
っ
て

て
い
た
」
に
も
み
ら

と
い
う
表
現
に
凝
縮

徴
に
対
す
る
批
判
が

い
君
は
哀
し
い
、
何

は
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー

べ
き
か
）。
李
徴
の

様
、
非
李
徴
の
「
語

な
い
。
し
か
し

こ
か
（
非
常
に

い
か
、
と
。

こ
こ
で
は
「
ど
こ

黙
の
語
り
に
注
目
し

カ
所
「
袁

は
昔
の

な
る
ほ
ど
、
作

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

」
は
直
接
李
徴
へ
の
批
判
を
述
べ
な
い

に
語
る
こ
と
で
批
判
を
行
っ
て
い
た
の

係
を
整
理
し
、
ど
の
よ
う
な
作
品
の
問

い
き
た
い
。

れ
る
。
こ
の
二
カ
所
の
語
り
に
は
、

さ
れ
る
通
り
、「
昔
」
か
ら
何
の
変
化

込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
何
も

を
言
っ
て
も
君
は
こ
の
ま
ま
だ
ろ
う

ジ
が
届
く
が
、
李
徴
に
は
届
か
な
い

「
語
り
手
」
が
、
相
手
と
の
語
り
を
断

り
手
」
も
そ
の
言
葉
を
李
徴
に
向
け
る

、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
の
作
品
に

微
妙
な
点
に
お
い
て
）
欠
け
る
と
こ
ろ

か
欠
け
る
点
」
の
議
論
は
ひ
と
ま
ず
お

た
い
。
袁

の
李
徴
に
対
す
る
沈
黙
の

青
年
李
徴
の
自
嘲
癖
を
思
い
出
し
な
が

者
の
素
質
が
第
一
流
に
属
す
る
も
の
で』 も

の
の
、
沈
黙
の

で
あ
る
。

い
か
け
が
生
じ
て

こ
の
よ
う

に
孤
立
し
て

子
は
救
え
る

識
に
あ
る
と

う
選
択

は

「
こ
の
ま
ま
で
は
」

も
し
て
い
な
い
李

昔
か
ら
変
わ
ら
な

。「
読
み
手
」
に

（
届
け
な
い
と
い
う

ち
切
っ
た
の
と
同

こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
不
思
議
」
や

て
の
立
場
を

手
」
に
向
け

理
由
を
プ
ロ

と
は
で
き
る

に
は
語
ら
ず

非
李
徴
の
「

な
る
の
に
は
、
ど

が
あ
る
の
で
は
な

い
て
、
袁

の
沈

語
り
は
、
も
う
一

ら
、
哀
し
く
聞
い

に
終
始
し
て

語
り
が
繰
り

身
へ
向
け
ら

た
だ
、
李
徴

し
て
袁

が

と
は
な
か
っ

一
方
、
非

あ
る
こ
と
は
疑
い

李
徴
の
「

な
李
徴
の
「
語
り
手
」
と
非
李
徴
の

い
る
と
い
え
る
。
こ
の
孤
立
を
生
み
出

が
、
虎
李
徴
は
救
え
な
い
と
い
う
二
つ

い
え
よ
う
。
虎
李
徴
が
人
間
に
戻
り
、

予
め
排
除
さ
れ
て
い
る
。
李
徴
の
「
語

対
話
を
求
め
な
い
語
り
口
に
対
し
て

と
っ
た
。
李
徴
に
直
接
、
批
評
の
言
葉

て
間
接
的
に
李
徴
に
対
す
る
批
判
の
心

ッ
ト
に
沿
っ
て
言
え
ば
、「
温
和
」
な

。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
語
り
手
」
の
関

、「
読
み
手
」
に
語
る
こ
と
は
、
李
徴

語
り
手
」
が
不
信
感
を
表
明
し
て
い
る

い
た
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
袁

と

返
さ
れ
て
い
る
。
李
徴
の
「
語
り
手
」

れ
て
お
り
、
非
李
徴
の
「
語
り
手
」
は

の
願
い
（
詩
の
伝
録
、
妻
子
の
生
活
援

設
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
批
評
を

た
。

李
徴
の
「
語
り
手
」
は
、
李
徴
の
「

語
り
手
」
は
、
非
李
徴
の
「
語
り
手
」

六
五

「
語
り
手
」
の
関
係
は
互
い

し
た
も
の
は
、
李
徴
の
妻

の
「
語
り
手
」
の
共
通
認

そ
の
望
み
を
叶
え
る
と
い

り
手
」
は
李
徴
を
救
え
な

、
基
本
的
に
傍
観
者
と
し

を
投
げ
か
け
ず
、「
読
み

情
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の

袁

の
性
格
に
帰
す
る
こ

係
か
ら
考
え
れ
ば
、
李
徴

の
「
語
り
手
」
に
対
し
て

と
い
え
よ
う
。

の
対
話
を
受
け
付
け
な
い

の
語
り
は
、
常
に
李
徴
自

視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。

助
な
ど
）
を
聞
く
相
手
と

伴
う
対
話
が
成
立
す
る
こ

語
り
手
」
の
語
る
内
容
の

に
対
し
て
独
善
的
な
語
り



て
お
り
授
業
の
際
に

「
語
り
手
」
と
「

「
語
り
手
」
は
、
現

あ
り
、
一
人
称
回
想

が
「
学
校
」
と
い
う

か
と
い
う
点
に
つ
い

中
学
三
年
の
九
月

越
え
て
、
何
を
考
え

生
徒
た
ち
に
投
げ
か

３

山
田
詠
美
の
こ
の

と
っ
て
は
読
み
や
す

る
も
の
の
「
語
り
手

響
き
合
う

い
し
、
非
李
徴
の
「

肝
心
な
点
に
つ
い
て

め
て
語
り
合
う
こ
と

こ
う
し
た
「
語
り

感
」
が
漂
っ
て
い
る

す
べ
も
な
く
立
ち
つ

は
注
意
を
要
す
る
。

学
校
」

在
、
大
人
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

形
式
の
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

シ
ス
テ
ム
と
「
私
」
の
関
係
を
ど
の
よ

て
考
察
を
進
め
て
い
く
。

、
転
校
生
相
沢
幹
生
の
登
場
場
面
か
ら

、
何
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か

け
ら
れ
た
こ
の
問
い
か
け
は
重
い
。

『
ひ
よ
こ
の
眼
』

作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
「
学
園
も
の
」
で

い
文
章
で
あ
る
。
た
だ
し
、
プ
ロ
ッ
ト

」
に
注
目
す
る
と
学
校
の
存
在
と
死
が

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

語
り
手
」
も
李
徴
を
救
え
な
い
の
で
あ

絶
望
し
、
諦
め
て
い
た
の
で
「
語
り
手

が
な
く
す
れ
違
っ
た
ま
ま
別
れ
を
迎
え

手
」
た
ち
か
ら
は
「
人
智
を
越
え
た
運

。
二
つ
の
「
語
り
手
」
は
、
こ
の
大
き

く
し
て
い
る
。「
読
み
手
」
は
、「
語
り

「
私

亜
紀
」
で

で
は
、「
語
り
手
」

う
に
語
っ
て
い
る

学
校
は
、
揶
揄
さ

本
来
あ
る
べ

象
徴
す
る
存

含
む
み
ん
な

し
か
し
、

か
る
。
親
友

て
、「
み
ん
な

と
亜
紀
が
相

。
教
室
の
教
師
と

あ
り
、
高
校
生
に

は
恋
愛
を
主
と
す

深
い
影
を
落
と
し

「
挨
拶

彼
は

い
に
吹

お
か
し

で
、
彼

顔
を
ま
っ

』る
。
互
い
に
最
も

」
は
解
決
策
を
求

た
と
い
え
る
。

命
に
対
す
る
無
力

な
力
を
前
に
な
す

手
」
の
無
力
感
を

れ
て
い
る
。

全
く
の
「
う

教
師

「
お
い

彼
は
、

き
態
度
の
転
倒
を
示
し
て
い
る
。「
語

在
の
教
師
に
対
し
て
冷
た
い
。
こ
こ
で

」
が
、
教
師
と
い
う
権
威
を
無
力
化
し

「
み
ん
な
」
は
ふ
と
し
た
こ
と
が
き
っ

の
春
子
は
、「
み
ん
な
が
言
っ
て
る
ん

、
あ
ん
た
が
い
つ
も
相
沢
く
ん
の
こ

沢
を
好
き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が

ぐ
ら
い
で
き
ん
の
か
、
お
ま
え
は
。」

、
小
さ
く
肩
を
す
く
め
て
、
頭
を
下
げ

き
出
し
た
。
同
じ
年
齢
に
し
て
は
、
妙

か
っ
た
。
私
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
担

の
よ
う
な
態
度
は
、
私
た
ち
の
気
に
入

赤
に
し
て
怒
る
教
師
と
「
妙
に
超
然
と

教
師
は
相
沢
に
転
入
の
挨
拶
を
述
べ
さ

わ
の
そ
ら
」
で
、
教
師
は
怒
っ
て
し
ま

は
、
顔
を
赤
ら
め
て
、
咳
払
い
を
し
た

、
相
沢
、
お
い
、
聞
い
て
い
る
の
か

ふ
と
我
に
返
っ
た
よ
う
に
、
怪
訝
な
表

り
手
」
の
視
線
は
学
校
を

は
、「
私
た
ち
」
「
私
を

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

か
け
で
「
私
」
に
襲
い
か

だ
け
ど
」
と
前
置
き
を
し

と
、
ぽ
お
っ
と
見
て
る
」

流
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え

た
。
私
た
ち
は
、
い
っ
せ

に
超
然
と
し
た

囲
気
が
、

任
教
師
を
嫌
っ
て
い
た
の

っ
た
。

し
た
」
生
徒
の
対
比
は
、

六
六

せ
よ
う
と
す
る
が
、
彼
は

う
。

。！
！
」

情
で
、
教
師
を
見
た
。



響
き
合
う

幹
生
で
あ
っ
た
。「
お

ぐ
さ
ま
「
私
」
の
も

け
る
。

帰
ろ
う
。
き

「
で
も
さ
、
卒

が
い
い
ぜ
。」

「
そ
う
、
そ
う

み
ん
な
、
げ

顔
の
見
え
な
い
「

め
て
い
く
。「
う
つ
む

あ
る
こ
と
が
繰
り
返

実
体
不
明
の
大
多
数

れ
に
逆
ら
う
こ
と
は

そ
し
て
、
学
園
祭

と
亜
紀
な
ん
て
ど
う

ス
委
員
の
疑
問
の
声

る
。
決
し
て
春
子
自

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

れ
、
や
る
よ
。」
と
答
え
、
多
数
決
で

と
に
来
て
、「
み
ん
な
が
見
つ
め
て
い

み
ん
ち
吉
祥
寺
で
し
ょ
。
お
れ
も
中
央

業
ま
で
に
、
一
個
ぐ
ら
い
思
い
出
を

、
二
人
は
、
息
も
ぴ
っ
た
り
合
っ
て

ら
げ
ら
と
無
責
任
な
様
子
で
笑
っ
て
い

無
責
任
」
な
「
み
ん
な
」
は
、
執
拗
に

い
て
、
涙
を
こ
ら
え
」
て
い
る
「
私

し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
教
室
に
お
い
て

で
あ
り
、
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た

不
可
能
な
権
力
で
も
あ
る
。

実
行
委
員
選
出
の
際
に
、「
あ
る
男
子

？
」
と
言
う
と
「
い
っ
せ
い
に
拍
手
が

も
次
の
声
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

身
の
意
見
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

』 決
定
さ
れ
る
と
す

る
中
で
」
声
を
か

線
だ
か
ら
。

り
手
」
の
「

の
被
害
者
と

と
し
て
語
っ

「
語
り
手

「
語
り
手
」

作
っ
と
い
た
ほ
う

る
し
。」

た
。

「
私
」
を
追
い
つ

」
を
救
っ
た
の
は
、

に
対
し
て
「

礼
儀
正
し
い

「
自
分
」
の
考

さ
れ
て
い
る

物
事
を
正
確

い
と
言
っ
て

教
室
だ
け
に

「
み
ん
な
」
と
は
、

囲
気
で
あ
り
、
そ

生
徒
」
が
「
相
沢

起
こ
」
り
、
ク
ラ

で
あ
っ
た
。

に
み
え
る
。

ら
亜
紀
の
こ

生
が
「
み
ん

学
校
と
い
う

理
由
を
、
転

気
に
伴
う
貧

「
み
ん
な
」
の
噂
で

「
私
」
は
え私

」
は
、「
み
ん
な
」
を
作
り
出
す
「

し
て
、
そ
し
て
幹
生
の
言
動
を
通
じ
て

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

」
の
「
諦
観
」

の
「
私
」
は
、
主
に
中
学
三
年
時
の

物
事
を
正
確
に
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き

人
」
と
語
っ
て
い
る
。「
み
ん
な
」
の

え
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
幹
生
の
存

。「
み
ん
な
」
は
、
一
人
ひ
と
り
の
「

に
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
生
に

い
る
に
等
し
い
。
そ
し
て
、「
み
ん
な

と
ど
ま
ら
な
い

。
現
在
、
大
人
に
な

結
果
的
に
、
幹
生
だ
け
が
、「
み
ん
な

勇
気
が
あ
っ
た
か
ら
、
住
ん
で
い
る
場

と
が
気
に
な
っ
て
い
た
、
な
ど
と
解
釈

な
」
の
一
員
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
最

同
調
圧
力
の
厳
し
い
シ
ス
テ
ム
か
ら
幹

校
し
て
き
た
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
と
か

困
）
だ
け
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

た
い
の
知
れ
な
い
「
み
ん
な
」
の
前

六
七

学
校
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム

「
み
ん
な
」
へ
の
批
判
者

幹
生
と
の
出
会
い
と
別
れ

る
人
」、「
人
生
に
対
し
て

無
責
任
さ
と
浅
は
か
さ
が

在
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に

自
分
」
に
戻
ら
な
い
限
り

対
し
て
も
礼
儀
正
し
く
な

」
が
存
在
す
る
の
は
こ
の

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
語

」
に
立
ち
向
か
っ
た
よ
う

所
を
知
っ
て
い
る
こ
と
か

で
き
る
が
、
や
は
り
、
幹

大
の
原
因
だ
ろ
う
。
教
室
、

生
は
外
れ
て
い
る
。
そ
の

彼
の
家
庭
事
情
（
父
の
病

。「
私
」
は
の
ち
に
幹
生

で
徹
底
的
に
無
力
な
存
在



続
け
て
い
た
。

ろ
、
知
る
よ
し

な
が
ら
、
そ
の

傍
線
部
の
一
文
は

意
味
づ
け
で
あ
る
。

記
憶
は
「
諦
観
」
と

静
か
に
、
そ
の

恐
怖
を
感
じ
た

も
見
て
い
な
い

思
え
な
い
。
け

母
や
妹
は
、
悲

を
見
守
り
続
け

さ
な
生
き
物
が

響
き
合
う

を
中
心
に
語
っ
て
い

ま
ず
、
一
番
古
い

時
よ
り
も
母
の
言
葉

あ
の
時
、
ひ

だ
瞳
を
見
開
い

た
だ
ふ
し
ぎ
だ
っ
た
。
諦
観
と
い
う
こ

も
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
、
ひ
よ

こ
と
を
思
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る

、
現
在
の
「
語
り
手
」
か
ら
過
去
の

最
も
古
い
回
想
を
「
語
り
手
」
が
行
う

い
う
言
葉
で
要
約
さ
れ
た
。「
ひ
よ
こ

時
を
待
っ
て
い
た
。
私
は
、
そ
の
様
子

の
を
覚
え
て
い
る
。
何
も
か
も
映
し
て

目
。
ひ
よ
こ
が
自
分
の
死
期
に
つ
い
て

れ
ど
、
た
し
か
に
、
死
は
、
ひ
よ
こ
を

し
み
で
肩
を
落
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も

た
の
だ
。
ま
る
で
、
憑
か
れ
た
よ
う
に

、
最
後
の
力
を
振
り
絞
り
、
目
を
見
開

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

る
が
、
別
に
二
つ
の
時
間
軸
の
語
り
も

時
間
軸
の
回
想
は
、
最
も
中
心
に
語
ら

に
よ
れ
ば
「
だ
い
ぶ
前
」
と
さ
れ
る
。

よ
こ
は
、
自
分
の
死
を
予
期
し
て
い
る

て
い
た
。
た
だ
一
点
を
見
つ
め
な
が
ら

と
ば
を
、
そ
の
こ

こ
の
瞳
を
見
つ
め

。（
傍
線
は
筆
者
）

「
私
」
の
体
験
へ
の

時
、
そ
の
こ
ろ
の

の
目
」
と
「
死
」

目
を
背
け
よ

う
」
と
な
か

何
ら
対
処
が

そ
し
て
、

よ
う
に
語
ら

そ
れ

を
見
て
、
な
ぜ
か

い
る
よ
う
で
、
何

考
え
て
い
た
と
は

と
ら
え
て
い
た
。

、
私
は
、
ひ
よ
こ

、
私
は
、
そ
の
小

い
て
い
る
の
を
見

に
、
い

の
昔
に

こ
こ
で
「

人
は
予
感
し

予
感
し
て
い

と
語
る
こ
と

』存
在
し
て
い
る
。

れ
る
中
学
三
年
生

か
の
よ
う
に
澄
ん

、
私
の
手
の
上
で
、

を
見
つ
め
る

て
、
現
在
を

作
品
の
主

見
つ
め
た
「

死
を

う
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
な
に

ば
開
き
直
る
し
か
な
い
よ
う
に
、
自
分

で
き
ず
、
な
す
す
べ
を
持
た
な
か
っ
た

も
っ
と
も
新
し
い
時
間
軸
の
回
想
と
し

れ
る
。

か
ら
、
何
度
か
、
私
は
偶
然
、
ひ
よ
こ

っ
た
い
、
な
に
が
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ

死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。

私
」
が
「
あ
の
人
」
の
死
を
予
感
し
て

て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

る
の
は
間
違
い
な
く
「
私
」
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
、
他
者
の
死
を
予
感
す
る
自

十
代
前
半
と
お
ぼ
し
き
「
私
」
の
気
持

生
き
る
「
私
」
は
「
諦
観
」
を
選
ん
だ

要
部
を
占
め
る
中
学
三
年
生
時
の
回
想

ひ
よ
こ
の
目
」
の
類
似
に
気
づ
き
、
次

見
つ
め
て
い
る
瞳
。
あ
の
人
は
予
感
し

が
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

の
悪
い
予
感
に
対
し
て
、

か
ら
で
あ
る
。

て
、
作
品
の
末
尾
に
次
の

の
目
に
出
会
う
こ
と
が
あ

ろ
う
。
ひ
よ
こ
は
、
と
う

い
る
と
語
ら
ず
に
「
あ
の

そ
れ
は
推
測
に
過
ぎ
ず
、

あ
え
て
、「
あ
の
人
は
」

分
の
恐
ろ
し
い
能
力
か
ら

六
八

ち
を
説
明
す
る
言
葉
と
し

。で
、
幹
生
の
瞳
と
か
つ
て

の
よ
う
に
語
る
。

て
い
る
の
だ
。
で
も
、
私



響
き
合
う

三
つ
の
時
間
軸
の

「
現
在
の
私
」
は
、

ん
な
」
を
一
人
の
転

か
し
、
そ
の
恋
人
と

る
こ
と
を
察
知
し
な

を
予
感
さ
せ
る
「
あ

り
ま
せ
ん
か
」
と
ま

こ
れ
ま
で
の
「
諦
観

す
る
意
志
が
働
い
て

も
う
少
し
で
語
ら
れ

悔
が
「
私
」
を
突
き

変
遷
す
る
「
語
り

は
、
困
っ
て
し

う
尋
ね
て
み
た

た
は
、
死
と
い

中
学
三
年
生
、
つ

「
私
」
は
「
ひ
よ
こ
の

の
態
度
は
「
困
っ
て

っ
た
。
街
の
雑

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

語
り
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な

ま
ず
中
学
三
年
時
の
「
学
校
」
と
そ

校
生
「
幹
生
」
と
の
比
較
を
通
し
て
批

い
う
よ
り
同
志
的
な
「
幹
生
」
に
死
の

が
ら
何
も
で
き
ず
に
失
っ
た
。
次
に
、

な
た
」
に
「
死
と
い
う
も
の
を
見
つ
め

さ
に
語
り
か
け
よ
う
と
し
て
躊
躇
し
て

」
や
な
す
す
べ
の
な
い
無
力
感
を
何
と

い
る
と
い
え
よ
う
。
幹
生
に
は
言
え
な

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幹
生
を

動
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

手
」

ま
う
の
だ
っ
た
。
片
手
を
握
り
締
め
な

い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
し
ま
い
、
慌
て
る

う
も
の
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
は
あ
り

ま
り
幹
生
の
死
以
降
、
現
在
に
至
る

目
」
「
死
の
予
感
」
に
遭
遇
し
続
け

し
ま
う
」
と
あ
る
が
、
現
在
の
「
私
」

踏
の
中
で
。
あ
る
い
は
、
電
車
の
中
で』 る

。
こ
に
集
ま
る
「
み

判
し
て
い
る
。
し

危
険
が
迫
っ
て
い

そ
れ
よ
り
「
だ
い

最
初
に
プ

く
異
な
っ
て

「
語
り
手
」
が

手
」
は
一
つ

て
い
る
の
で
は
あ

い
る
。
こ
こ
に
は
、

か
う
ち
破
ろ
う
と

か
っ
た
言
葉
が
、

救
え
な
か
っ
た
後

の
「
私
」
を

れ
ま
で
の
態

ら
「
救
済
」

化
の
過
程
に

か
け
は
、「
生

い
る
か
ら
こ

が
ら
、
私
は
、
こ

。
も
し
や
、
あ
な

ま
せ
ん
か
、
と
。

時
間
軸
の
中
で
も

て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
目
の
前
の
死

観
」
と
い
う

た
「
私
」
に

ず
知
ら
ず
の

い
る
。
そ
し

っ
て
い
る
。

「
私
」
は
、

最
後
に
自
分

。
そ
ん
な
時
、
私

ぶ
前
」
に
体

ロ
ッ
ト
の
類
似
を
指
摘
し
た
が
、「
語

い
る
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に

登
場
し
、『
ひ
よ
こ
の
眼
』
は
一
人
称

で
あ
っ
た
。

語
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
私
」
は
、

度
を
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

へ
の
過
程
を
「
語
り
手
」
の
「
私
」
は

こ
そ
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
の
教
材
価
値
が

き
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
」
で
あ
ろ

そ
「
生
」
と
「
死
」
を
語
る
こ
と
が
で

４

響
き
合
う
文
学
教
材
（
ま
と

言
葉
を
与
え
た
。
そ
れ
は
「
幹
生
」
に

対
す
る
「
諦
観
」
に
も
つ
な
が
っ
て
い

他
者
の
目
に
死
を
予
感
し
て
、
自
ず
と

て
、
そ
の
「
諦
観
」
を
乗
り
越
え
よ
う

過
去
を
「
諦
観
」
と
い
う
言
葉
を
用

を
呪
縛
し
続
け
る
「
諦
観
」
を
乗
り
越

験
し
た
ひ
よ
こ
の
死
を
見
つ
め
る
当
時

六
九

り
手
」
の
あ
り
方
は
、
全

『
山
月
記
』
で
は
、
二
つ
の

回
想
形
式
で
あ
り
「
語
り

他
者
の
死
を
前
に
し
て
こ

い
え
よ
う
。「
諦
観
」
か

歩
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
変

あ
る
。
作
品
か
ら
の
問
い

う
。「
私
」
は
生
き
続
け
て

き
た
の
で
あ
る
。

め
に
か
え
て
）

対
し
て
何
も
で
き
な
か
っ

る
。
現
在
で
も
未
だ
に
見

「
幹
生
」
を
思
い
出
し
て

と
模
索
す
る
「
私
」
を
語

い
て
語
っ
た
。
そ
し
て
、

え
よ
う
と
逡
巡
す
る
現
在

の
「
私
」
の
心
境
に
「
諦



互
補
完
的
に
響
き
合

授
業
を
行
う
こ
と
は

注

藤
原
和
好
「
文

』、
日
本
文
学
協

「
高
等
学
校

現

校
現
代
文
編
集
委

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

よ
り
も
他
者
の
死
に

き
続
け
る
こ
と
に
よ

て
い
る
現
在
を
語
る

こ
の
二
教
材
か
ら

『
山
月
記
』
の
「
語

「
語
り
手
」
に
よ
っ
て

響
き
合
う

そ
し
て
、「
語
り
手

問
い
か
け
は
、『
山
月

あ
っ
た
。
最
後
の
場

う
「
咆
哮
」
に
は
、

『
ひ
よ
こ
の
眼
』
か

切
さ
」
で
あ
る
。「
私っ

て
お
り
、『
山
月
記
』『
ひ
よ
こ
の
眼

、
互
い
の
教
材
価
値
を
高
め
る
こ
と
に

学
教
育
の
最
近
の
動
向
と
今
後
の
展
望
」（

会
国
語
教
育
部
会
、
二
〇
〇
五
年
六
月
、

代
文
」
指
導
資
料

（
三
省
堂
、
二
〇
〇

員
会
編
）

が
、
そ
の
死
を
止
め
る
術
を
持
た
な
い

対
し
て
後
悔
と
喪
失
感
が
深
ま
っ
て
い

り
、
つ
ら
い
過
去
を
語
り
、
そ
れ
を
乗

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

の
問
い
か
け
は
互
い
に
呼
応
し
あ
っ
て

り
手
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
問
題
は
『

回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

」
の
関
係
や
変
容
に
着
目
し
て
得
ら

記
』
が
「
人
智
を
越
え
た
運
命
に
対

面
で
虎
李
徴
が
「
白
く
光
を
失
っ
た
月

こ
の
絶
望
感
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。

ら
発
せ
ら
れ
た
問
い
か
け
は
「
生
き

」
は
、
他
者
の
死
を
予
感
す
る
と
い

』
と
い
う
順
序
で

な
ろ
う
。

『
日
文
協
国
語
教
育

四
七
頁
）

五
年
三
月
、
高
等
学

教
材
論
へ

五
頁
）
の

け
る
ほ
か

を
確
認
す

な
生
を
語

の
で
あ
る

実
際
に

点
」
を
ま

共
通

の
で
、
普
通
の
人

る
。
し
か
し
、
生

り
越
え
よ
う
と
し

い
る
と
い
え
よ
う
。

ひ
よ
こ
の
眼
』
の

二
つ
の
作
品
は
相

田
中
実

一
六
六
頁

丹
藤
博

新
し
い
教

月
、
一
五

人
間
性

神
田
由

田
中
実
・

牛
山
恵

』れ
た
作
品
か
ら
の

す
る
無
力
感
」
で

」
に
向
か
っ
て
行

続
け
る
こ
と
の
大

う
特
殊
能
力
を
持

注
１
に

『
小
説

え
て
』（

え
』（
右

中
村
龍

ら
の
文
学

「
高
等

高
等
学
校

６
』、
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
、
右
文
書

中
で
、「
ひ
よ
こ
の
眼
と
の
出
会
い
は
、「
私

に
何
も
で
き
な
い
と
い
う
、
死
の
問
題
と
か

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
語
り
手
は
、
死
の
不
条

る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
か
か
わ
る
こ
と
の
で

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
意
で
き
な
い
。

こ
の
二
つ
の
文
学
教
材
を
用
い
て
授
業
を

と
め
さ
せ
る
試
み
を
行
っ
た
。
生
徒
の
意
見

点
は
人
が
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
い
点
だ
と

「〈
自
閉

の
咆
哮
」（『
小
説
の
力
』、
大
修

）文
「『
山
月
記
』
あ
る
い
は
自
己
解
体
の
行

材
論
へ
３
』、
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
、

〇
頁
）

、
愛
な
ど
の
欠
如
が
考
え
ら
れ
る
が
特
定
で

美
子
「
ひ
よ
こ
の
眼
」（『
新
し
い
作
品
論

須
貝
千
里
編
著
、
右
文
書
院
、
一
九
九
九
年

氏
は
「『
ひ
よ
こ
の
眼
』
の
教
材
価
値
」（

同
じ

の
力
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
六
年
二
月
）

右
文
書
院
、
一
九
九
七
年
八
月
）、『「
こ
れ

文
書
院
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）
な
ど
に
述
べ

一
「
教
室
で
文
学
作
品
を
愉
し
く
、
面
白

教
育
」
の
ゆ
く
え
』、
右
文
書
院
、
二
〇
〇

学
校

現
代
文
」
指
導
資
料

「
総
説
編
」

現
代
文
編
集
委
員
会
編
）

院
、
一
九
九
九
年
七
月
、
三

」
に
と
っ
て
、
自
分
は
見
続

か
わ
り
き
れ
な
い
自
分
自
身

理
に
向
か
っ
て
生
き
る
真
摯

き
な
い
孤
独
な
生
を
語
っ
た

行
い
、「
李
徴
と
幹
生
の
共
通

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

思
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
李

館
書
店
、
一
九
九
六
年
二
月
、

方
」（『
新
し
い
作
品
論
へ
、

右
文
書
院
、
一
九
九
九
年
六

き
な
い
。

へ
、
新
し
い
教
材
論
へ
６
』、

七
月
、
一
三
頁
）

『
新
し
い
作
品
論
へ
、
新
し
い

七
〇

、『
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
越

か
ら
の
文
学
教
育
」
の
ゆ
く

ら
れ
て
い
る
。

く
読
む
た
め
に
」（『「
こ
れ
か

五
年
七
月
、
二
〇
八
頁
）

（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、



響
き
合
う

眼
で
し
た
が
、

に
な
っ
て
し
ま

（
前
略
）
二
人

し
て
虎
に
な
っ

と
で
和
ら
げ
て

由
は
自
分
の
こ

っ
た
。
も
の
哀

（

）
共
通
す
る
点

い
く
」
が
そ
れ

と
思
っ
た
。
李

紀
に
よ
っ
て
普

（
後
略
）（

課
題
に
は
な
い

（
前
略
）
一
つ

と
で
、
幹
生
は

た
こ
と
が
理
由

二
人
の
話
に
真

は
袁

が
二
人

た
の
で
は
な
い

必
要
だ
と
思
い

（
前
略
）
四
つ

死
を
現
実
に
知

李
徴
の
気
持
ち

同
じ
だ
と
思
う

徴
が
自
分
の
愚

文
学
教
材
『
山
月
記
』
と
『
ひ
よ
こ
の
眼

李
徴
の
眼
は
最
期
ま
で
李
徴
の
眼
で
あ
る
と

っ
た
今
で
も
。（

）

の
相
違
点
も
見
え
て
き
ま
す
。
李
徴
は
挫

た
。
し
か
し
、
幹
生
は
そ
の
心
の
悩
み
を
亜

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
李
徴
が
虎

と
し
か
考
え
ず
、
家
族
の
こ
と
を
大
切
に
し

し
さ
や
、
淋
し
さ
、
す
べ
て
を
失
く
し
た
様

だ
と
思
っ
た
の
は
、
小
説
の
終
わ
り
方
だ
。

だ
け
じ
ゃ
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
取
り
戻
す
こ

徴
は
虎
に
な
っ
た
頃
で
人
間
の
心
を
取
り
戻

通
の
中
学
三
年
生
を
取
り
戻
せ
た
ん
じ
ゃ
な

）も
の
の
自
ら
「
相
違
点
」
を
指
摘
す
る
者
も

だ
け
違
う
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
幹

せ
っ
か
く
生
き
よ
う
と
思
っ
た
の
に
死
な
な

で
す
。（
中
略
）
他
に
も
う
一
つ
、
ふ
た
つ

剣
に
耳
を
貸
す
人
が
い
た
こ
と
で
す
。
幹
生

の
あ
ま
り
開
か
な
い
心
を
開
か
せ
、
気
持
ち

か
と
思
い
ま
す
。
私
達
に
も
そ
ん
な
心
を
開

ま
し
た
。（

）

目
は
、
虎
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し

っ
た
亜
紀
の
心
境
だ
と
思
っ
た
。
家
族
や
友

と
好
き
だ
っ
た
幹
生
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な

。
最
後
に
、「
山
月
記
」
の
月
と
「
ひ
よ
こ

か
さ
に
気
づ
い
た
時
に
は
も
う
遅
く
、
人
間』 い

う
こ
と
で
す
。
虎

折
し
そ
の
ま
ま
混
乱

紀
と
一
緒
に
い
る
こ

に
な
っ
た
本
当
の
理

な
か
っ
た
か
ら
だ
と

子
が
同
じ
だ
と
思
う
。

ど
ち
ら
も
「
死
ん
で

と
」
が
で
き
て
い
る

し
、
相
沢
幹
生
は
亜

い
か
な
と
思
っ
た
。

複
数
い
た
。

生
の
目
は
ひ
よ
こ
の

れ
た
ら

※
本
文
中
の

月
）
に
依

【
付
記
】

本
稿
は
同

と
に
ま
と
め

申
し
上
げ
ま

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

の
物
語
で
は
周
囲
に

に
は
亜
紀
、
李
徴
に

を
楽
に
さ
せ
て
く
れ

か
せ
て
く
れ
る
人
が

た
李
徴
と
、
幹
生
の

人
を
忘
れ
ら
れ
な
い

い
亜
紀
の
気
持
ち
は

の
眼
」
の
眼
だ
と
思

自
分
の

る
し
、

か
見
れ

「
山

望
し
ま

す
。
そ

徴
は
た

た
。
し

う
と
し

り
の
人

に
戻
れ
な
か
っ
た
こ

「
ひ
よ

、
幹
生
だ
と
答
え
ま
す
。（
後
略
）（

）

テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
『
高
等
学
校
現
代
文

っ
た
。

志
社
大
学
国
文
学
会
（
二
〇
〇
五
年
六
月
二

た
も
の
で
す
。
席
上
、
多
く
の
ご
教
示
を
い

す
。

こ
と
よ
り
ま
ず
人
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
し

自
分
の
こ
と
も
上
手
く
い
く
よ
う
な
気
が
最

な
い
人
は
虎
に
な
る
と
思
い
ま
す
。（

月
記
」
と
「
ひ
よ
こ
の
眼
」
は
両
方
と
も
登

す
。
し
か
し
、
そ
の
絶
望
の
中
で
も
二
人
に

れ
は
、
希
望
を
持
た
せ
て
く
れ
る
人
が
幹
生

だ
自
分
の
今
ま
で
の
行
為
を
悔
や
み
、
人
生

か
し
、
幹
生
は
先
の
見
え
な
い
人
生
の
中
で

て
い
ま
し
た
。
最
終
的
に
死
ん
で
し
ま
っ
た

生
を
虎
と
し
て
生
き
る
李
徴
。
私
は
ど
ち
ら

こ
の
眼
」
を
読
ん
で
思
い
ま
し
た
。

七
一

』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
三

六
日
）
で
の
口
頭
発
表
を
も

た
だ
き
ま
し
た
。
深
く
お
礼

始
め
れ
ば
心
に
余
裕
が
で
き

近
し
ま
す
。
自
分
の
こ
と
し

）場
人
物
の
李
徴
や
幹
生
が
絶

は
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
ま

に
は
現
れ
た
こ
と
で
す
。
李

の
後
始
末
を
し
た
だ
け
で
し

も
希
望
を
見
つ
け
動
き
出
そ

幹
生
、
お
そ
ら
く
孤
独
に
残

が
幸
せ
だ
っ
た
の
か
と
聞
か


