
有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察

『
孟
姜
女
考
﹄
を
中
心
に

張

文

宏

令
和
二
年
七
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
三
巻
第
二
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
五
十
三
巻
第
二
号

令

和

二

年

七

月

十

日

有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察

『孟
姜
女
考
﹄
を
中
心
に

張

文

宏

□

要

旨

万
里
の
長
城
に
ま
つ
わ
る
孟
姜
女
の
伝
承
は
︑
中
国
で
は
遍
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
有
吉
佐
和
子
は
︑
訪
中
を
機
に
︑
こ
の
伝
承
を
物
語
に
仕
立

て
上
げ
た
︒
そ
れ
が
︑
一
九
七
三
年
に
発
行
さ
れ
た
﹃
孟
姜
女
考
﹄︵
新
潮
社
︶
で
あ
る
︒
初
出
は
雑
誌
﹃
新
潮
﹄︵
一
九
六
九
年
一
月
号
︶
で
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
日
中
国
交
正
常
化
︵
一
九
七
二
年
九
月
︶
以
前
の
こ
と
で
あ
り
︑
日
本
に
お
い
て
は
︑
新
し
い
中
国
の
姿
が
ま
だ
一
般
に
は
伝
わ
っ
て

い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
︒
作
中
の
語
り
手
・
会
田
崎
子
は
︑
三
度
の
訪
中
を
通
し
て
︑
人
び
と
か
ら
聞
く
そ
れ
ぞ
れ
の
孟
姜
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
落

差
に
戸
惑
う
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
作
者
・
有
吉
佐
和
子
の
中
国
題
材
小
説
の
一
つ
で
あ
る
﹃
孟
姜
女
考
﹄
を
対
象
に
︑
伝
承
説
話
の
変
貌
と
そ
の
意
義
と
に
つ
い
て
︑

作
品
の
分
析
を
通
し
て
考
察
す
る
︒
こ
こ
に
は
︑
両
国
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
作
家
の
姿
勢
と
意
図
と
が
窺
え
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

有
吉
佐
和
子

『孟
姜
女
考
』

伝
承
の
変
化

新
中
国
の
変
貌
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は

し

が

き

万
里
の
長
城
に
ま
つ
わ
る
孟
姜
女
の
故
事
は
中
国
で
は
古
く
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
有
吉
佐
和
子
は
こ
の
故
事
を
活
用
し
﹁
孟
姜

女
考
﹂
と
い
う
短
編
小
説
を
作
り
出
し
た
︒﹁
孟
姜
女
考
﹂
は
︑
雑
誌
﹃
新
潮
﹄︵
一
九
六
九
年
一
月
号
︶
に
発
表
さ
れ
︑
一
九
七
三
年
に

単
行
本
﹃
孟
姜
女
考
﹄
と
し
て
新
潮
社
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
当
時
︑
中
日
両
国
は
ま
だ
国
交
を
樹
立
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
︑
日
本

の
国
民
の
殆
ど
は
新
し
い
中
国
の
社
会
の
現
状
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
一
部
分
の
日
本
人
は
こ
の
小
説
を
通
し
て
︑
中
国
の

有
様
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

本
稿
で
は
﹃
孟
姜
女
考
﹄
を
考
察
の
対
象
に
︑
中
国
に
伝
承
さ
れ
る
﹁
孟
姜
女
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
変
貌
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思

う
︒
作
家
有
吉
佐
和
子
の
至
り
つ
い
た
﹁
孟
姜
女
﹂
は
︑
彼
女
自
身
に
も
思
い
が
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
か
ら
は
︑
中
日
両
国
の

伝
承
の
差
異
と
い
う
も
の
︑
ま
た
世
界
観
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
る
︒
日
本
知
識
人
の
視
点
を
通
し
て
︑
新
中
国
の
変
貌
が
ど
の
よ
う
に

映
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
︒

一
︑
訪
中
体
験
で
生
ま
れ
た
﹃
孟
姜
女
考
﹄

一
九
六
一
年
夏
︑
中
国
訪
問
中
の
有
吉
佐
和
子
は
︑
通
訳
の
趙
秀
桂
か
ら
聞
い
た
孟
姜
女
の
故
事
と
︑
河
北
周
辺
で
見
聞
し
た
孟
姜
女

の
故
事
と
を
合
わ
せ
﹃
孟
姜
女
考
﹄
を
綴
っ
た
︒
孟
姜
女
は
︑
万
里
の
長
城
の
夫
役
に
駆
り
出
さ
れ
た
夫
が
︑
つ
い
に
帰
ら
な
い
の
を
知

り
旅
に
出
る
︒
そ
の
旅
中
に
夫
の
死
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
時
の
悲
し
み
の
涙
で
長
城
が
崩
れ
る
と
︑
夫
の
遺
骨
が
表
出

有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察
︵
張
︶
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す
る
と
い
う
物
語
伝
承
で
あ
る
︒

作
中
で
は
︑
有
吉
佐
和
子
は
主
人
公
で
あ
る
会
田
崎
子
に
投
影
し
︑
会
田
崎
子
の
視
点
を
借
り
て
物
語
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の

梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

中
国
対
外
文
化
協
会
の
招
待
で
訪
中
し
た
作
家
で
あ
る
会
田
崎
子
は
︑
八
達
嶺
長
城
を
見
学
に
行
く
車
中
で
︑
通
訳
で
あ
る
趙
秀
桂
か

ら
初
め
て
﹁
孟
姜
女
﹂
の
故
事
を
聞
き
︑
心
の
中
に
美
し
く
可
憐
な
イ
メ
ー
ジ
を
残
し
て
い
た
︒
だ
が
︑
崎
子
は
︑
同
行
者
の
話
に
よ
り

﹁
孟
姜
女
﹂
の
故
事
が
内
容
的
に
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
︒
帰
国
後
︑
彼
女
は
中
国
通
の
Ｃ
さ
ん
か
ら
﹁
孟
姜
女
﹂
の

故
事
を
確
認
し
て
も
ら
っ
た
︒
こ
の
故
事
に
関
心
を
寄
せ
た
崎
子
は
︑折
に
触
れ
て
文
献
を
探
し
て
読
ん
だ
後
︑孟
姜
女
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
が
変
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
︒
三
年
後
︑
再
び
中
国
に
来
た
会
田
崎
子
は
︑
山
海
関
を
観
光
し
た
時
に
改
め
て
﹁
孟
姜
女
の
寺
﹂
を
訪

ね
て
い
っ
た
︒
そ
こ
で
崎
子
は
孟
姜
女
の
座
像
を
眺
め
な
が
ら
︑
古
い
﹁
孟
姜
女
﹂
の
故
事
に
お
け
る
可
憐
さ
と
は
異
な
る
︑
目
の
前
の

﹁
孟
姜
女
﹂
座
像
に
強
大
で
豪
放
な
孟
姜
女
像
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
両
者
に
あ
る
大
き
な
懸
隔
に
気
づ
き
︑
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

て
混
乱
し
て
し
ま
う
︒

有
吉
佐
和
子
の
作
品
﹃
孟
姜
女
考
﹄
は
︑
紀
行
文
の
書
き
方
に
近
く
︑
小
説
ら
し
く
は
な
い
︒
だ
が
︑﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
成
立
は
︑
有

吉
佐
和
子
の
訪
中
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
の
創
作
意
図
を
掘
り
出
す
た
め
に
︑
有
吉
佐
和

子
の
訪
中
に
つ
い
て
も
︑
詳
し
く
検
討
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
と
思
う
︒

二
︑
中
国
典
籍
に
お
け
る
孟
姜
女
の
故
事

孟
姜
女
は
中
国
で
は
最
初
に
﹁
杞
梁
之
妻
﹂
と
い
う
モ
デ
ル
か
ら
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
︒
春
秋
時
代
の
﹃
左
伝
﹄
に
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は
﹁
杞
梁
之
妻
﹂
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
中
国
の
典
籍
は
す
べ
て
中
国
語
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
ろ
の
括
弧
に
付
け
た
日
本
語
訳

は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

斉
侯
帰
︑
遇
杞
梁
之
妻
於
郊
︑
使
弔
之
︒
辞
曰
︒
殖
之
有
罪
︑
何
辱
命
焉
︒
若
免
於
罪
︑
猶
有
先
人
之
敝
庐
在
下
︒
妾
不
得
与
郊
弔
︒

斉
侯
弔
諸
其
室
︵
1
︶

︒

︵
斉
国
の
庄
公
は
戦
死
し
た
杞
梁
の
柩
を
連
れ
て
帰
り
︑
郊
外
で
杞
梁
の
妻
に
出
会
い
︑
弔
い
を
さ
せ
る
︒
杞
梁
の
妻
は
﹁
杞
梁
に
罪
が
あ
れ
ば
弔

問
の
必
要
は
な
い
︒
罪
が
な
け
れ
ば
私
宅
に
弔
問
す
べ
き
だ
﹂
と
断
っ
た
︒
そ
こ
で
斉
国
の
庄
公
は
︑
杞
梁
の
家
に
弔
問
に
出
向
い
た
︒
︶

﹃
左
伝
﹄
に
は
杞
梁
の
妻
は
礼
儀
を
わ
き
ま
え
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
が
︑
そ
の
名
前
や
経
歴
な
ど
に
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
︒

ま
た
戦
国
時
代
の
﹃
礼
記
﹄
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

斉
庄
公
襲
莒
於
奪
︒
杞
梁
死
焉
︒
其
妻
迎
其
柩
於
路
而
哭
之
哀
︵
2
︶

︒

︵
斉
国
の
庄
公
が
莒
︵
現
在
︑
山
東
省
莒
県
︶
を
征
伐
し
た
戦
争
で
︑
杞
梁
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒
彼
の
妻
は
柩
を
出
迎
え
︑
道
端
で
声
を
上
げ
て

泣
い
た
︒
︶

右
の
記
載
で
は
﹃
左
伝
﹄
と
同
様
に
︑
杞
梁
の
妻
が
柩
を
出
迎
え
て
大
声
で
泣
く
と
い
う
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
杞
梁
の
妻
﹂

の
名
前
や
性
格
な
ど
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
︒
西
漢
の
後
期
に
至
り
︑﹁
杞
梁
の
妻
﹂
は
ま
だ
身
分
不
明
で
あ
っ
た
が
︑
故
事
の
筋
立

て
は
大
き
く
変
化
し
て
き
た
︒
劉
向
﹃
列
女
伝
﹄
に
は
︑﹁
杞
梁
の
妻
﹂
が
夫
を
慟
哭
す
る
上
に
︑
城
の
崩
れ
と
︑
淄
水
に
身
を
投
げ
た

有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察
︵
張
︶
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こ
と
と
が
追
記
さ
れ
て
い
る
︒

杞
梁
戦
死
︒
其
妻
収
喪
︒︵
中
略
︶
哭
夫
於
城
︑
城
為
之
崩
︒
自
以
無
親
︑
赴
淄
而
薨
︵
3
︶

︒

︵
杞
梁
は
戦
死
し
た
︒
彼
の
妻
は
喪
に
服
す
る
︒︵
中
略
︶
彼
女
は
城
の
下
で
︑
夫
の
死
を
悲
し
み
慟
哭
す
る
と
︑
城
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
し

て
杞
梁
の
妻
は
︑
淄
水
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
︒
︶

し
か
し
︑
唐
代
に
至
り
︑
貫
休
と
い
う
僧
侶
は
﹁
杞
梁
妻
﹂
と
い
う
詩
歌
を
書
き
加
え
て
︑
初
め
て
﹁
万
里
の
長
城
﹂
を
書
き
込
み
︑

内
容
を
一
変
さ
せ
た
︒

秦
之
無
道
兮
四
海
枯
︑
築
長
城
兮
遮
北
胡
︒
築
人
築
土
一
万
里
︑
杞
梁
貞
婦
啼
呜
呜
︒︵
中
略
︶
一
号
城
崩
寒
色
苦
︑
再
号
杞
梁
骨

出
土
︵
4
︶

︒

︵
秦
始
皇
は
暴
虐
の
限
り
を
尽
く
し
︑
四
方
に
災
難
を
も
た
ら
し
た
︒
胡
人
の
侵
略
に
抵
抗
す
る
た
め
に
百
姓
を
集
め
て
長
城
を
築
く
こ
と
に
な
る
︒

築
城
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
た
ち
は
︑
一
万
キ
ロ
の
長
城
を
築
い
て
い
る
と
︑
夫
役
の
妻
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
た
︒︵
中
略
︶
彼
女
は
悲
し
い
泣
き
声

を
立
て
る
と
︑
急
に
長
城
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
︒
再
び
慟
哭
す
る
と
︑
杞
梁
の
遺
骸
が
土
の
中
か
ら
出
て
き
た
︒
︶

上
述
の
内
容
に
よ
り
︑
杞
梁
は
斉
国
の
官
吏
か
ら
秦
の
夫
役
へ
と
変
わ
り
︑﹁
杞
梁
の
妻
﹂
は
初
め
て
万
里
の
長
城
と
繋
が
っ
て
い
た
︒

そ
れ
か
ら
︑﹁
杞
梁
の
妻
﹂
は
︑
万
里
の
長
城
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
い
つ
か
ら
﹁
杞
梁

の
妻
﹂
は
﹁
孟
姜
女
﹂
と
い
う
名
前
を
付
け
ら
れ
た
か
︒
北
宋
の
教
育
家
で
あ
る
孫
奭
が
書
い
た
﹃
孟
子
注
疏
﹄
に
初
め
て
﹁
孟
姜
女
﹂
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の
名
前
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
一
節
を
掲
げ
て
み
る
︒

斉
庄
公
襲
莒
︒
戦
而
死
︒
其
妻
孟
姜
向
城
而
哭
︒
城
為
之
崩
︵
5
︶

︒

斉
国
の
庄
公
が
莒
︵
現
在
︑
山
東
莒
県
︶
を
征
伐
し
た
時
︑
杞
梁
は
戦
死
し
た
︒
彼
の
妻
﹁
孟
姜
﹂
は
城
に
向
か
っ
て
大
声
で
泣
く

と
城
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
︒

上
の
記
載
で
は
﹁
杞
梁
の
妻
﹂
が
﹁
孟
姜
﹂
と
変
わ
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
彼
女
が
号
泣
す
る
場
所
は
﹁
万
里
の
長
城
﹂
で
は
な
く
︑
単

に
﹁
城
﹂
で
あ
る
︒﹃
孟
子
注
疏
﹄
以
降
︑﹁
杞
梁
の
妻
﹂
は
﹁
孟
姜
﹂
と
伝
え
ら
れ
︑﹁
長
城
﹂
の
構
築
と
組
み
合
わ
せ
て
︑
彼
女
は
築

城
悲
話
の
主
人
公
と
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
春
秋
の
﹃
左
伝
﹄︑
戦
国
の
﹃
礼
記
﹄
か
ら
︑
漢
代
の
﹃
列
女
伝
﹄︑
唐
代
の
﹃
杞
梁
妻
﹄︑
北
宋
の
﹃
孟
子
注
疏
﹄
に
か

け
て
︑
時
代
の
変
化
と
と
も
に
孟
姜
女
の
故
事
内
容
は
変
わ
っ
て
い
る
が
︑
大
河
の
如
く
︑
二
千
年
以
上
も
絶
え
る
こ
と
な
く
現
代
に
伝

承
さ
れ
︑
広
く
流
れ
来
た
の
で
あ
る
︒

実
は
︑
有
吉
佐
和
子
は
ず
っ
と
孟
姜
女
の
故
事
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
︑
そ
の
関
連
の
中
国
典
籍
を
多
く
蒐
集
し
て
い
る
︒
そ
う
し
て

入
手
し
た
史
料
の
内
容
は
︑
上
述
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
資
料
を
︑
彼
女
は
す
べ
て
﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
書
き
入
れ
た
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

﹁
左
伝
﹂
の
中
に
﹁
杞
梁
の
妻
︑
夫
を
哭
す
︑
城
崩
る
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
り
︑﹁
孟
子
﹂
の
中
に
も
﹁
杞
梁
の
妻
善
く
そ
の
夫
を

哭
し
て
国
俗
を
変
ず
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
は
つ
ま
り
斉
の
荘
公
が
莒
の
国
を
征
伐
し
た
と
き
に
随
行
し
た
大
夫
杞
梁
が
戦
死
し
た
と
き
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の
記
録
で
あ
っ
て
︑
実
説
は
万
里
の
長
城
と
時
代
も
事
情
も
違
う
の
で
あ
っ
た
︒
夫
の
柩
を
出
迎
え
た
孟
姜
が
︑
泣
き
な
が
ら
﹁
上

は
則
ち
父
な
く
︑
中
は
則
ち
夫
な
く
︑
下
は
則
ち
子
な
し
︑
将
に
何
を
以
て
か
節
を
立
て
ん
﹂
と
嘆
き
︑
琴
を
か
き
な
ら
し
て
か
ら

淄
水
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と
い
う
具
合
に
︑﹁
古
今
注
﹂
に
解
説
が
あ
る
︒﹁
烈
女
伝
﹂
で
は
更
に
杞
梁
の
妻
が
夫
の
死
後
よ
る
べ

な
い
ま
ま
遺
体
を
枕
に
し
て
城
下
に
号
泣
す
る
こ
と
十
日
︑
城
壁
は
こ
れ
が
た
め
に
崩
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

な
お
︑
孟
姜
女
の
故
事
に
つ
い
て
は
︑
中
国
で
は
民
間
の
ほ
う
が
史
料
記
載
よ
り
影
響
力
が
大
き
い
︒
そ
れ
に
地
域
に
よ
っ
て
特
色
が

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︒
顧
頡
剛
教
授
は
各
地
に
散
在
し
た
孟
姜
女
の
故
事
を
網
羅
し
史
実
と
結
び
付
け
︑﹃
孟
姜
女
故
事
研
究
集
﹄︵
中
山
大

学
言
語
歴
史
学
研
究
所
︑
一
九
二
八
年
︶
に
ま
と
め
て
い
た
︒
そ
れ
は
中
国
国
内
で
は
孟
姜
女
研
究
の
権
威
的
な
書
物
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
︒
有
吉
佐
和
子
も
こ
の
点
に
詳
し
く
︑﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
歴
史
家
の
考
証
的
著
作
と
し
て
﹃
孟
姜
女
故
事
研
究
﹄
と
い

う
も
の
が
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
有
吉
は
立
体
的
な
孟
姜
女
像
を
立
て
る
た
め
に
︑
史
料
だ
け
で
は
な

く
民
間
の
伝
説
や
逸
話
ま
で
も
細
か
く
調
べ
て
き
た
と
言
え
る
︒

三
︑
﹃
孟
姜
女
考
﹄
か
ら
見
た
孟
姜
女
の
イ
メ
ー
ジ

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
は
有
吉
佐
和
子
の
訪
中
体
験
が
︑
そ
の
ま
ま
に
映
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
説
に
登
場
し
た

女
性
三
人
︑
つ
ま
り
万
里
の
長
城
の
悲
話
に
ま
つ
わ
る
﹁
孟
姜
女
﹂︑
そ
の
悲
話
を
述
べ
る
中
国
人
通
訳
﹁
趙
秀
桂
﹂︑
そ
れ
を
聞
き
取
っ

た
日
本
人
作
家
﹁
会
田
崎
子
﹂︒
そ
の
﹁
会
田
崎
子
﹂
は
︑
実
は
有
吉
佐
和
子
自
身
で
あ
る
︒

登
場
人
物
だ
け
で
は
な
く
︑﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
文
体
表
現
も
﹃
紀
ノ
川
﹄
と
よ
く
似
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒﹃
紀
ノ
川
﹄
は
母
娘
孫
三
代
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の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
描
い
た
物
語
で
あ
り
︑
女
性
三
人
の
運
命
を
通
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
明
治
︑
大
正
︑
昭
和
の
社
会
の
有
様
を
露
呈
し
て

い
る
︒
女
性
の
運
命
を
巧
み
に
捉
え
る
有
吉
は
﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
お
い
て
︑
伝
説
人
物
﹁
孟
姜
女
﹂︑
中
国
人
通
訳
﹁
趙
秀
桂
﹂
と
日
本

人
作
家
﹁
会
田
崎
子
﹂
を
め
ぐ
っ
て
時
代
の
変
化
を
あ
ら
た
め
て
語
っ
て
い
る
の
だ
︒

孟
姜
女
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
時
代
に
よ
り
少
し
違
い
が
あ
る
︒
立
体
的
な
孟
姜
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
た
め
に
︑
有
吉
は
史
料
を
調
べ
︑

現
地
を
見
学
し
︑
散
在
し
た
孟
姜
女
の
故
事
を
考
察
し
て
き
た
と
︑
み
ず
か
ら
が
作
品
の
中
で
語
り
手
に
語
ら
せ
て
い
る
︒
そ
し
て
有
吉

は
見
聞
し
た
こ
と
を
﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
書
き
込
ん
だ
︒
そ
れ
ら
を
︑
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
︒

第
一
︑
世
間
知
ら
ず
の
箱
入
り
娘

車
中
で
通
訳
の
趙
秀
桂
は
会
田
崎
子
と
同
行
者
に
︑﹁
孟
姜
女
は
深
窓
に
育
っ
た
の
で
︑
父
親
以
外
の
男
性
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
︒﹂
と
言
い
︑
続
い
て
﹁
自
分
を
最
初
に
見
た
男
の
妻
に
な
ろ
う
と
思
い
き
め
て
い
ま
し
た
︒﹂
と
あ
る
︒
趙
秀
桂
の
話
に
よ
れ
ば
︑
孟

姜
女
は
め
っ
た
に
外
へ
出
ず
に
家
で
大
事
に
育
て
ら
れ
た
娘
ら
し
い
︒
生
活
習
慣
ど
こ
ろ
か
︑
考
え
方
さ
え
か
な
り
保
守
的
な
封
建
社
会

の
女
性
が
推
測
で
き
る
︒
社
会
的
地
位
も
︑
非
常
に
低
い
︒
結
婚
後
ま
も
な
く
夫
は
万
里
の
長
城
へ
賦
役
に
出
さ
れ
た
の
で
︑
家
に
残
さ

れ
た
孟
姜
女
は
涙
で
明
け
涙
に
暮
ら
し
て
い
た
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
孟
姜
女
は
依
然
と
し
て
貞
節
を
か
た
く
守
っ
て
い
る
︒
あ
る
日
︑
夢

で
夫
を
見
た
の
で
︑
旅
立
っ
て
夫
を
探
し
に
行
く
こ
と
を
決
め
た
︒
長
城
に
着
い
た
孟
姜
女
は
︑
工
事
場
の
人
に
聞
く
と
︑
夫
が
も
う
な

く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑﹁
モ
ン
チ
ャ
ン
ニ
ュ
イ
は
︑
あ
ま
り
の
こ
と
打
ち
伏
し
て
︑
三
月
の
間
︑
涙
が
止
ら
な
か
っ
た

と
い
い
ま
す
︒
そ
の
涙
が
︑
万
里
の
長
城
の
中
に
し
み
透
り
︑
土
を
流
し
︑
石
を
動
か
し
て
︑
あ
る
日
そ
れ
が
崩
れ
落
ち
る
と
︑
中
か
ら

モ
ン
チ
ャ
ン
ニ
ュ
イ
の
夫
の
骨
が
現
わ
れ
出
た
﹂
の
で
あ
っ
た
︒

第
二
︑
人
民
英
雄
と
目
さ
れ
る
孟
姜
女

同
行
者
の
Ｈ
先
生
も
会
田
崎
子
に
孟
姜
女
の
故
事
を
述
べ
て
い
た
︒
そ
れ
は
趙
秀
桂
の
紹
介
と
全
く
異
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
︒
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Ｈ
先
生
は
孟
姜
女
を
気
性
の
勝
っ
た
女
性
で
あ
る
と
説
明
し
た
︒﹁
人
民
英
雄
と
い
う
の
は
︵
中
略
︶
孟
姜
女
の
方
ら
し
い
よ
︒
亭
主
の

方
は
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
︑
な
ん
で
も
秦
の
始
皇
帝
が
泣
い
て
い
る
孟
姜
女
を
後
宮
に
入
れ
よ
う
と
し
た
ら
︑
孟
姜
女
は
勇

敢
に
闘
争
し
ま
し
た
﹂︒
会
田
崎
子
は
︑
Ｈ
先
生
の
話
を
聞
く
と
︑
強
権
を
恐
れ
ず
搾
取
階
級
に
対
し
て
︑
勇
敢
に
抗
し
た
人
民
英
雄
の

孟
姜
女
を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

第
三
︑
大
女
で
あ
る
孟
姜
女

自
称
中
国
通
で
あ
る
五
十
歳
の
Ｃ
さ
ん
は
︑
あ
る
雑
誌
の
編
集
長
で
あ
る
が
︑
終
戦
ま
で
三
十
五
年
に
わ
た
っ
て
中
国
で
暮
ら
し
て
い

た
︒
彼
は
会
田
崎
子
に
孟
姜
女
の
外
貌
を
面
白
く
紹
介
し
て
く
れ
た
︒﹁
大
女
で
す
よ
︒
孟
姜
女
は
︒︵
中
略
︶
柳
腰
だ
の
纏
足
だ
の
っ
て

の
は
︑
本
当
の
支
那
人
の
好
み
じ
ゃ
な
い
ん
だ
︒
支
那
人
と
い
う
の
は
男
で
も
女
で
も
し
ぶ
と
く
っ
て
ね
え
︑
僕
は
苦ク
ー

力リ
ー

な
ん
か
と
一
緒

に
寝
起
き
し
た
頃
も
あ
る
か
ら
分
か
り
ま
す
︒︵
中
略
︶
支
那
人
は
で
か
い
女
が
好
き
な
ん
だ
︒
石
臼
み
た
い
な
尻
を
持
っ
て
な
き
ゃ
﹂︒

Ｃ
さ
ん
の
紹
介
し
た
孟
姜
女
は
大
柄
で
力
が
大
き
い
︒
こ
れ
ま
で
の
説
明
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
孟
姜
女
の
性
格
に
関
す
る
描
写
で
あ
っ
た
︒

彼
女
の
ス
タ
イ
ル
に
関
す
る
説
明
は
︑
こ
の
Ｃ
さ
ん
が
初
め
て
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
崎
子
に
は
大
女
の
孟
姜
女
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
︒﹂

第
四
︑﹁
孟
姜
女
の
寺
﹂
に
あ
る
孟
姜
女
の
座
像

会
田
崎
子
と
案
内
者
の
楊
さ
ん
と
は
山
海
関
に
あ
る
﹁
孟
姜
女
の
寺
﹂
に
来
て
︑
そ
こ
で
初
め
て
孟
姜
女
の
座
像
に
遭
遇
す
る
︒﹁
孟

姜
女
の
寺
﹂
は
実
は
﹁
孟
姜
女
廟
﹂
と
呼
ば
れ
︑
河
北
省
に
あ
る
山
海
関
か
ら
六
キ
ロ
離
れ
て
い
る
場
所
に
あ
る
︒
孟
姜
女
の
座
像
に
つ

い
て
は
︑
有
吉
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

等
身
大
の
︑
お
よ
そ
芸
術
的
で
な
い
稚
拙
な
人
形
で
︑
白
い
布
で
頭
を
包
み
︑
黒
衣
を
身
に
ま
と
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
顔
は
胡
粉
で

平
坦
に
塗
り
こ
め
ら
れ
︑
大
き
す
ぎ
る
眼
は
児
童
画
の
よ
う
で
︑
見
れ
ば
恨
み
が
ま
し
く
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
︒
紅
は
脣
に
濃
く
︑

そ
こ
だ
け
の
彩
り
だ
っ
た
︒
が
︑
と
も
か
く
美
貌
と
も
幻
想
と
も
無
縁
の
泥
人
形
で
︑
そ
れ
が
絵
具
の
色
も
な
ま
な
ま
し
く
塗
り
た
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て
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
︑
崎
子
の
詩
情
を
傷
つ
け
る
こ
と
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
見
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
崎
子
は

悔
ん
だ
︒
物
語
の
女
主
人
公
な
ら
ば
︑
せ
め
て
可
愛
い
小
さ
な
人
形
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
︒
崎
子
の
目
に
︑
そ
れ
は
ど
う
に
も
大

き
す
ぎ
た
︒

こ
の
よ
う
に
粗
末
で
醜
怪
な
泥
人
形
を
見
て
︑
有
吉
は
き
っ
と
驚
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
の
座
像
は
前
も
っ
て
有
吉
の
心
に
残
っ
た
︑

あ
の
美
し
く
可
憐
な
孟
姜
女
イ
メ
ー
ジ
と
は
別
人
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︒
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
有
吉
佐
和
子
は
︑会
田
崎
子
の
口
を
借
り
て
︑

﹁
こ
の
国
﹂
は
﹁
美
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
変
革
し
て
し
ま
う
﹂
と
嘆
い
て
い
る
︒

四
︑
趙
秀
桂
が
登
場
す
る
意
味

﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
は
︑
会
田
崎
子
と
は
ま
っ
た
く
違
う
文
化
の
背
景
を
も
つ
趙
秀
桂
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
何
を

意
味
し
て
い
る
か
︒
つ
ま
り
︑
趙
秀
桂
を
通
し
て
有
吉
は
何
を
伝
え
た
い
の
か
︒
初
の
訪
中
後
︑
一
九
六
一
年
十
月
︑
有
吉
佐
和
子
は
︑

﹃
世
界
﹄
一
九
〇
号
に
︑﹁
三
人
の
女
流
作
家
﹂
と
い
う
文
章
を
掲
載
し
た
︒
そ
の
文
章
の
一
節
に
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

万
里
の
長
城
へ
出
か
け
る
日
の
朝
︑
私
は
馮
鐘
璞
女
史
に
紹
介
さ
れ
た
︒︵
中
略
︶
馮
さ
ん
は
万
里
の
長
城
を
作
る
間
に
生
ま
れ
た

一
つ
の
物
語
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
︒
そ
れ
は
猛マ

笙マ

女
と
い
う
美
し
い
女
が
夫
を
長
城
の
建
設
に
送
っ
た
あ
と
︑
病
ん
だ
と
聞
い
て
遥

か
な
道
を
歩
い
て
会
い
に
着
た
が
︑
既
に
彼
は
死
ん
で
い
た
と
い
う
悲
話
で
あ
っ
た
︒

こ
の
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
中
国
人
の
通
訳
で
あ
る
馮
鐘
璞
は
︑
訪
中
の
際
に
︑
有
吉
佐
和
子
に
対
し
て
︑
孟
姜
女
の
故
事
を
聞

か
せ
た
の
で
あ
る
︒
実
は
︑
馮
鐘
璞
︵
一
九
二
八
～
︶
は
北
京
出
身
で
︑
中
国
社
会
科
学
院
外
国
文
学
研
究
所
に
勤
め
︑
著
名
な
小
説
家
︑

有
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け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察
︵
張
︶

― 45―



翻
訳
家
で
あ
り
︑
筆
名
は
宗
璞
で
あ
る
︒
ま
た
彼
女
の
父
親
は
中
国
著
名
な
哲
学
者
馮
友
蘭
︵
一
八
九
五
～
一
九
九
〇
︶
で
あ
る
︒﹃
孟
姜

女
考
﹄
に
お
い
て
は
︑
馮
鐘
璞
を
モ
デ
ル
と
し
た
趙
秀
桂
は
︑
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒

趙
秀
桂
と
名
乗
っ
た
彼
女
は
︑
英
語
で
直
接
崎
子
に
話
し
か
け
て
き
た
︒
背
が
高
く
ほ
っ
そ
り
し
た
体
つ
き
で
︑
髪
に
は
パ
ー
マ
ネ

ン
ト
を
か
け
︑
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
に
青
磁
色
の
ス
カ
ー
ト
姿
だ
っ
た
︒
三
十
歳
前
後
と
思
わ
れ
た
が
︑
清
新
な
雰
囲
気
の
美
し
い
ひ
と

で
あ
っ
た
︒
挨
拶
の
握
手
を
す
る
と
す
ぐ
車
に
並
ん
で
腰
を
下
ろ
し
︑
出
発
し
た
の
だ
が
︑
初
対
面
の
緊
張
は
却
っ
て
二
人
の
女
を

喋
り
に
喋
ら
せ
た
︒︵
中
略
︶
中
国
人
特
有
の
甲
高
い
透
き
と
お
る
よ
う
な
美
声
で
繰
り
返
す
と
︑
ま
る
で
詩
の
朗
読
を
聞
い
て
い

る
よ
う
で
あ
る
︒︵
中
略
︶
趙
女
士
の
声
は
日
本
の
い
か
な
る
声
優
に
も
真
似
手
が
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
高
く
美
し
か
っ
た
︒

有
吉
か
ら
見
れ
ば
︑
趙
秀
桂
は
清
新
な
雰
囲
気
の
美
し
い
人
で
あ
り
︑
鈴
を
転
が
す
よ
う
な
声
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
だ
︒
有
吉
は
趙
秀

桂
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
︑
新
中
国
に
お
け
る
女
性
の
社
会
的
地
位
を
確
か
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
趙
秀
桂
の
経
歴
や
才
能
を
詳
し
く
描

い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︒
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

其
の
一
︑
北
京
大
学
の
英
文
科
を
卒
業
し
て
︑
今
は
出
版
社
で
英
文
中
訳
や
中
文
英
訳
を
し
て
い
る
︒

其
の
二
︑
童
話
作
家
を
め
ざ
し
て
い
て
︑
読
め
る
限
り
の
世
界
中
の
童
話
を
読
ん
で
い
る
︒

其
の
三
︑
会
話
の
時
の
文
法
は
︑
英
語
に
も
日
本
語
に
も
な
い
不
思
議
な
飛
躍
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
語
彙
は
崎
子
よ
り
豊
か

で
あ
る
︒

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
女
子
無
才
便
是
徳
﹂︵
学
才
の
な
い
女
性
は
美
徳
を
持
つ
人
で
あ
る
︶
と
考
え
ら
れ
た
孟
姜
女
が
生
き
た
封

建
時
代
と
は
異
な
り
︑
新
中
国
で
養
育
さ
れ
た
趙
秀
桂
は
︑
文
盲
か
ら
抜
け
出
し
︑
正
式
な
高
等
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
才
媛
で

あ
る
︒
文
化
的
修
養
を
積
ん
だ
こ
と
に
従
い
︑
心
の
中
に
自
信
が
出
て
き
て
︑
性
格
も
明
る
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
英
語
を
母
国
語
と
す

る
者
で
は
な
い
と
し
て
も
︑
彼
女
は
恐
れ
ず
に
外
国
人
と
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
読
め
る
限
り
の
世
界
中
の
童
話
を
読
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ん
で
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
︑
夫
の
こ
と
を
中
心
と
す
る
孟
姜
女
と
違
い
︑
趙
秀
桂
は
高
遠
な
理
想
を
抱
え
る
新
時
代
の
女
性
の
代
表
で

あ
っ
た
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
次
の
よ
う
に
︑
趙
秀
桂
の
よ
う
な
知
的
女
性
は
社
会
的
地
位
が
高
く
な
っ
て
お
り
︑
男
性
よ
り
も
す
ぐ
れ
た

仕
事
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
︒

通
訳
の
青
年
が
訳
し
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
︑
趙
女
士
が
突
然
激
し
い
口
調
で
︑
そ
れ
ま
で
の
趙
女
士
か
ら
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
激
し
さ
で
︑
何
ご
と
か
早
口
に
ま
く
し
た
て
始
め
た
︒
日
本
人
に
は
む
ろ
ん
何
が
な
ん
だ
か
分
ら
な
い
︒
上
司
を
初
め
と
し

て
︑
中
国
人
男
性
た
ち
は
黙
っ
て
聞
い
て
い
る
︒
こ
う
見
た
と
こ
ろ
彼
女
に
叱
責
さ
れ
て
彼
ら
は
う
な
だ
れ
て
い
る
よ
う
に
し
か
思

え
な
か
っ
た
︒

昔
の
中
国
に
は
︑
女
性
へ
の
性
別
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
溢
れ
て
い
る
︒
女
性
た
ち
は
皆
︑
孟
姜
女
の
よ
う
に
深
窓
に
育
て
ら
れ
︑
父
親
以

外
の
男
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
れ
に
︑﹁
三
従
﹂
と
﹁
四
徳
﹂
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
新
中
国
の
成
立
後
︑
こ
の
風
習

が
一
掃
さ
れ
て
︑
女
性
の
地
位
が
高
く
な
っ
た
︒
趙
秀
桂
は
社
会
に
進
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼
女
は
︑
男
性
と
一
緒
に

働
い
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
み
ず
か
ら
の
発
言
権
を
持
ち
︑
不
合
理
な
こ
と
が
あ
れ
ば
堂
々
と
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
た
女
性
で
あ
っ
た
︒

さ
て
︑
中
国
で
は
一
九
三
一
年
に
公
布
さ
れ
た
﹃
中
華
ソ
ヴ
ェ
ト
共
和
国
憲
法
﹄
に
お
い
て
は
男
女
平
等
が
提
出
さ
れ
た
︒
女
性
の
解

放
運
動
は
そ
の
頃
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
で
は
五
〇
年
代
か
ら
西
欧
社
会
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を

受
け
て
女
性
の
解
放
運
動
を
発
し
た
が
︑
七
〇
年
代
に
至
り
︑
正
式
に
﹁
女
性
解
放
﹂
と
﹁
女
性
拡
張
論
﹂
の
よ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
出

て
い
る
︒

有
吉
は
一
九
六
一
年
の
訪
中
で
︑
馮
鐘
璞
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
︒﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
成
立
は
馮
鐘
璞
と
の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
有
吉
は
才
色
兼
備
の
馮
鐘
璞
を
仰
ぎ
︑
趙
秀
桂
と
い
う
名
前
を
﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
書
き
込
ん
だ
の

で
あ
る
︒
新
中
国
に
育
て
ら
れ
た
趙
秀
桂
こ
そ
︑
孟
姜
女
と
の
比
較
を
通
し
て
誕
生
し
た
︑
新
中
国
で
の
女
性
の
現
実
だ
っ
た
の
だ
か
ら
︒

有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察
︵
張
︶

― 47―



新
中
国
に
お
け
る
女
性
の
変
化
は
︑
有
吉
佐
和
子
の
執
筆
の
動
機
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

五
︑
会
田
崎
子
の
視
点

﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
語
り
手
・
会
田
崎
子
は
︑
有
吉
佐
和
子
の
分
身
を
思
わ
せ
る
女
性
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
有
吉
佐
和
子
の
訪
中
経
歴

を
記
す
エ
ッ
セ
イ
に
︑
そ
れ
ら
の
幾
つ
か
の
証
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

前
掲
の
﹁
三
人
の
女
流
作
家
﹂
で
は
︑
有
吉
が
訪
中
団
の
一
員
と
し
て
長
城
を
見
学
し
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒﹁
中
国
旅
行
﹂

︵
一
九
六
二
年
︶
に
は
︑﹁
北
京
で
も
︑
上
海
で
も
︑
気
温
は
四
十
三
度
に
達
す
る
と
い
う
日
が
あ
り
︑︵
中
略
︶
暑
気
払
い
に
︑
私
た
ち
は

毎
夜
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
︑
団
長
の
部
屋
に
集
ま
っ
て
茅
台
酎
︵
マ
オ
タ
イ
チ
ュ
ー
︶
を
飲
ん
だ
︵
6
︶

﹂
と
書
い
て
い
る
︒
有
吉
佐
和
子
は
︑

﹁
大
陸
の
夏
が
怪
物
の
よ
う
に
﹂
と
﹁
摂
氏
四
十
二
度
﹂
を
︑
さ
ら
に
﹁
茅
台
酒
を
呑
み
﹂
な
ど
を
﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
冒
頭
に
書
き
入
れ

て
い
る
︒
ま
た
﹃
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
71

有
吉
佐
和
子
﹄
に
は
︑﹁
昭
和
四
十
年
︵
一
九
六
五
︶︑
中
国
作
家
協
会
の
招
き
で
北
京

に
留
学
す
る
こ
と
に
な
り
︑
一
歳
半
に
な
る
玉
青
と
︑
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
女
性
を
伴
っ
て
︑
五
月
二
十
日
に
出
発
し
た
︒︵
中
略
︶

十
一
月
に
帰
国
︵
7
︶

﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
後
半
に
お
け
る
﹁
三
年
ぶ
り
で
北
京
に
来
た
会
田
崎
子
は
趙
秀
桂
女
史

に
会
い
た
い
と
思
っ
た
が
︑
彼
女
は
恰
ち
ょ
う

度ど

下シ
ャ

放
フ
ア
ン

し
た
ば
か
り
で
ま
だ
三
ヵ
月
は
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒﹂
と
あ
り
︑
有
吉

自
身
の
﹁
病
後
で
し
か
も
子
供
連
れ
﹂
と
い
う
筋
立
と
︑
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
作
中
の
会
田
崎
子
の
視
点
は
︑
有
吉
佐
和
子
の

そ
れ
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

有
吉
佐
和
子
は
一
九
三
一
年
一
月
二
十
日
に
和
歌
山
市
に
生
ま
れ
た
︒
幼
い
頃
に
横
浜
正
金
銀
行
︵
現
在
︑
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
︶
に
勤
め

る
父
﹁
有
吉
眞
次
﹂
の
転
勤
に
伴
い
︑
ジ
ャ
ワ
︵
現
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
︶
で
過
ご
し
て
い
る
︒
後
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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を
は
じ
め
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
取
材
旅
行
に
出
か
け
た
︒﹁
外
地
に
育
ち
︑
ま
た
開
放
的
な
家
庭
に
育
っ
た
有
吉
に
は
︑
古
い
と
さ
れ
る

も
の
へ
の
抵
抗
感
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
︵
8
︶

︒﹂
一
方
で
︑
有
吉
は
幼
い
頃
か
ら
中
国
に
対
し
て
親
近
感
を
抱
き
︑﹁
中
国
は
世
界
最
古
の
文

明
を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
日
本
の
文
化
の
古
里
だ
﹂
と
い
う
︒
女
学
校
時
代
か
ら
彼
女
は
漢
文
学
者
塩
谷
温
先
生
に
つ
い
て
漢
文
の
白

文
素
読
を
学
び
︑﹁
四
書
五
経
﹂
の
素
読
を
や
ら
さ
れ
︑
古
文
孝
経
が
一
巻
全
部
暗
誦
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
︒

一
九
六
一
年
に
第
四
陣
の
日
本
作
家
訪
中
団
の
一
員
に
な
っ
た
時
︑
有
吉
は
と
き
め
く
胸
を
押
え
ら
れ
な
か
っ
た
︒﹁
宴
会
の
と
き
は

華
や
か
な
和
服
を
着
る
の
で
︑
会
場
が
一
際
あ
か
る
く
な
る
し
︑﹁
絶
世
的
美
女
﹂
と
い
ふ
名
が
高
い
︒
我
々
の
世
代
と
ち
が
っ
て
︑
も

の
に
臆
す
る
こ
と
な
く
︑
闊
達
に
振
舞
ふ
の
で
誰
か
ら
も
好
意
を
持
た
れ
た
や
う
で
あ
る
﹂
と
亀
井
勝
一
郎
は
﹃
中
国
の
旅
﹄︵
講
談
社
︑

一
九
六
二
年
︶
に
記
し
て
い
る
︒
彼
は
︑
後
に
角
川
文
庫
﹃
紀
ノ
川
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
六
三
年
︶
の
﹁
解
説
﹂
を
書
い
た
が
︑
そ
の
末
尾

に
﹁
女
の
い
の
ち
﹂
へ
の
﹁
鎮
魂
歌
﹂
で
あ
る
と
作
品
を
批
評
し
て
い
る
︒
有
吉
佐
和
子
に
と
っ
て
︑
憧
れ
の
﹁
中
国
﹂
へ
の
旅
は
︑
み

ず
か
ら
の
魂
へ
の
遡
行
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
心
情
は
﹁
紀
ノ
川
﹂
執
筆
の
契
機
に
も
連
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
︒
こ
の
訪
中
の
折
り
に
︑
彼
女
は
周
総
理
を
は
じ
め
︑
廖
承
志
︑
老
舎
︑
夏
衍
ら
と
出
会
っ
て
い
る
︒

そ
の
当
時
︑
中
日
両
国
の
国
交
は
ま
だ
回
復
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
︑
日
本
人
作
家
た
ち
は
文
化
活
動
と
い
う
形
で
中
国
を
訪
問
す
る

だ
け
で
あ
っ
た
︒
帰
国
後
︑
彼
ら
は
自
分
の
見
聞
と
感
想
な
ど
を
作
品
に
ま
と
め
て
︑
と
く
に
新
中
国
の
現
状
を
日
本
の
国
民
に
紹
介
し

て
い
る
︒﹃
有
吉
佐
和
子
の
中
国
レ
ポ
ー
ト
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
七
九
年
︶
も
そ
の
中
の
一
冊
で
あ
る
︒

六
︑
﹃
孟
姜
女
考
﹄
か
ら
見
る
新
中
国
の
変
化

﹃
孟
姜
女
考
﹄
に
お
い
て
は
︑
会
田
崎
子
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
﹁
孟
姜
女
﹂
の
故
事
を
考
証
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
趙
秀
桂
と
の

有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察
︵
張
︶
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交
流
で
中
国
の
新
た
な
変
化
も
確
か
め
て
き
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
小
説
に
は
軸
が
二
つ
あ
る
︒
要
約
す
れ
ば
︑
一
つ
は
﹁
孟
姜
女
﹂

の
変
遷
︑
も
う
一
つ
は
新
中
国
の
変
化
︒
有
吉
は
こ
の
二
つ
の
軸
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
︑﹁
考
﹂
を
進
め
て
い
る
︒

以
下
︑
作
中
に
描
か
れ
る
﹁
新
中
国
﹂
の
変
化
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
︒

︵
一
︶
解
放
さ
れ
た
女
性

封
建
時
代
の
孟
姜
女
は
︑
い
わ
ゆ
る
箱
入
り
娘
で
あ
っ
た
︒
結
婚
前
に
父
親
以
外
の
男
性
に
会
う
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の
反

対
に
︑
今
︑
新
中
国
に
生
き
て
い
る
趙
秀
桂
は
こ
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
女
性
と
し
て
作
品
に
登
場
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
高
等
教
育

を
受
け
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
﹁
趙
女
士
が
北
京
大
学
の
英
文
科
を
卒
業
し
て
︑
今
は
出
版
社
で
英
文
中
訳
や
中
文
英
訳

を
し
て
い
る
﹂
シ
ー
ン
と
︑
万
里
の
長
城
か
ら
の
帰
途
︑
あ
る
男
性
の
案
内
者
の
企
画
に
対
し
て
︑
碧
雲
寺
行
き
と
い
う
そ
の
日
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
組
ま
れ
て
い
な
い
コ
ー
ス
を
提
出
し
た
時
︑﹁
趙
女
士
が
突
然
激
し
い
口
調
で
︑
そ
れ
ま
で
の
趙
女
士
か
ら
は
考
え
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
激
し
さ
で
︑
何
ご
と
か
を
ま
く
し
た
て
始
め
た
︒︵
中
略
︶
上
司
を
初
め
と
し
て
︑
中
国
人
男
性
た
ち
は
黙
っ
て
聞
い

て
い
る
﹂
と
い
う
シ
ー
ン
な
ど
は
︑
新
中
国
の
女
性
の
地
位
が
逆
転
し
た
よ
う
に
さ
え
見
え
る
場
面
で
あ
る
︒

︵
二
︶
教
育
の
普
及

中
国
史
上
︑
一
般
に
一
九
四
九
年
を
境
に
︑
中
国
は
﹁
解
放
前
﹂
と
﹁
解
放
後
﹂
と
に
区
別
さ
れ
る
︒
解
放
後
の
一
九
五
〇
年
代
頃
︑

総
人
口
の
八
割
近
く
を
占
め
る
農
民
の
ほ
と
ん
ど
は
字
が
読
め
な
か
っ
た
︒
彼
ら
は
﹁
文
盲
﹂
と
言
わ
れ
た
︒
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
︑
新
中
国
政
府
は
全
国
で
﹁
掃
盲
運
動
﹂︵
文
盲
が
な
く
な
る
よ
う
に
農
民
に
勉
強
さ
せ
る
︶
を
推
進
し
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
一
九
五
〇

年
代
初
頭
以
来
︑
農
民
を
﹁
字
を
教
え
る
教
室
﹂
に
行
か
せ
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
九
六
〇
年
代
に
至
り
︑
文
盲
が
減
り
︑
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当
時
の
農
民
た
ち
は
﹁
人
民
公
社
﹂
に
配
属
さ
れ
た
︒﹁
人
民
公
社
﹂
と
は
︑
一
九
五
八
年
に
農
村
に
設
立
さ
れ
た
生
産
・
行
政
の
基
礎

組
織
を
指
す
が
︑
こ
れ
は
一
九
八
二
年
に
解
体
さ
れ
た
︒
こ
の
様
子
は
︑
作
品
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

文
房
四
宝
と
い
っ
て
紙
︑
墨
︑
筆
︑
硯
に
は
中
国
は
伝
統
が
あ
る
の
だ
が
︑
新
中
国
に
粗
悪
な
紙
が
多
い
の
は
︑
そ
れ
ま
で
読
む
こ

と
も
書
く
こ
と
も
な
か
っ
た
五
億
の
農
民
た
ち
が
人
民
公
社
で
組
織
化
さ
れ
た
教
育
施
設
に
よ
っ
て
一
斉
に
紙
を
使
い
始
め
た
の

で
︑
そ
れ
で
紙
が
払
底
し
た
結
果
だ
と
い
う
説
明
を
聞
い
て
い
た
の
を
崎
子
は
思
い
出
し
た
︒

有
吉
佐
和
子
の
見
聞
が
︑そ
の
ま
ま
作
中
に
活
か
さ
れ
て
い
る
が
︑そ
れ
は
彼
女
自
身
の
現
地
体
験
に
基
づ
く
確
信
に
近
い
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
五
億
が
一
斉
に
読
み
書
き
を
始
め
た
ら
︑
そ
れ
は
チ
リ
紙
だ
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︑
と
︑
崎
子
は
そ
の

表
現
に
こ
も
っ
て
い
る
実
感
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
た
﹂︒

︵
三
︶
盛
ん
に
な
っ
た
植
樹
運
動

﹁
解
放
前
﹂
の
中
国
は
無
計
画
に
伐
採
し
た
の
で
多
く
の
山
が
禿
山
に
な
っ
た
︒﹁
解
放
後
﹂︑
人
々
は
自
然
環
境
の
破
壊
が
大
き
な
危

害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
気
付
い
た
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
反
省
し
な
が
ら
適
切
な
対
策
を
講
じ
始
め
た
︒
有
吉
は
そ
の
環
境
の
変
化
を
も
体

験
し
た
︒﹁
中
国
で
は
今
︑
植
樹
運
動
が
盛
ん
で
︑
ど
ん
な
片
田
舎
に
も
若
い
並
木
道
が
続
く
ん
で
す
よ
︒
禿
山
に
も
ど
ん
ど
ん
苗
木
を

植
え
て
ま
す
の
︒
中
国
人
は
そ
れ
を
緑
の
長
城
と
呼
ん
で
る
よ
う
で
し
た
わ
﹂
と
崎
子
に
語
ら
せ
て
い
る
︒

︵
四
︶
日
中
友
好
を
望
む
中
国
人

趙
秀
桂
は
童
話
作
家
で
あ
り
︑
出
版
社
の
翻
訳
も
兼
ね
て
い
た
︒﹁
日
本
の
童
話
﹂
に
つ
い
て
は
︑
彼
女
は
﹁
中
国
語
に
訳
し
て
︑
日

本
と
中
国
の
友
好
に
役
に
立
て
ま
し
ょ
う
﹂
と
︑
ス
ト
レ
ー
ト
に
自
分
の
気
持
ち
を
表
し
た
︒
新
中
国
の
変
化
に
つ
い
て
は
︑﹃
孟
姜
女
考
﹄

有
吉
佐
和
子
に
お
け
る
中
国
題
材
小
説
の
考
察
︵
張
︶
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か
ら
読
者
は
十
分
に
読
み
取
れ
る
︒

一
九
六
二
年
の
九
月
︑
有
吉
佐
和
子
に
と
っ
て
︑
二
度
目
の
訪
中
と
な
っ
た
︵
～
一
〇
月
︶︒
国
慶
節
︵
一
〇
月
一
日
︶
に
招
待
さ
れ
︑

夫
の
神
彰
が
同
伴
し
た
︒﹁
神
彰
は
廖
承
志
と
交
渉
し
て
︑
翌
年
︵
一
九
六
三
年
︶
中
に
︑
北
京
曲
技
団
︑
故
宮
博
物
院
展
︑
京
劇
︑
三
つ

の
興
行
お
よ
び
展
覧
会
を
日
本
に
呼
び
た
い
と
申
し
出
︑
廖
承
志
の
許
諾
を
得
た
｣

︵
9
︶

︒
当
時
︑
廖
承
志
の
努
力
で
中
日
交
流
の
機
運
が
高

ま
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
一
九
六
二
年
一
一
月
︑
中
国
と
日
本
は
Ｌ
Ｔ
貿
易
協
定
を
結
び
︑
つ
い
に
両
国
の
経
済
交
流
を
再
開
さ
せ
た
の

で
あ
っ
た
︒

一
九
六
三
年
一
〇
月
︑
北
京
で
﹁
中
日
友
好
協
会
﹂
が
成
立
し
た
︒
初
代
の
会
長
に
就
任
し
た
廖
承
志
は
︑
名
実
と
も
に
中
日
交
流
に

お
け
る
中
国
側
の
第
一
人
者
に
な
っ
た
︒
廖
承
志
は
︑
同
年
一
一
月
に
生
ま
れ
た
有
吉
佐
和
子
の
長
女
﹁
玉
青
﹂
の
名
付
け
親
と
な
っ
た
︒

一
九
六
五
年
五
月
︑
有
吉
佐
和
子
は
中
国
作
家
協
会
の
招
き
で
北
京
に
留
学
︒
こ
の
三
度
目
の
訪
中
に
は
︑
一
歳
半
の
玉
青
を
連
れ
︑

五
月
か
ら
一
一
月
ま
で
北
京
に
滞
在
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
国
慶
節
を
祝
う
日
に
︑
有
吉
は
玉
青
と
と
も
に
天
安
門
広
場
で
記
念
撮
影
を

し
て
い
る
︒
そ
の
折
に
︑
玉
青
が
手
に
し
て
い
た
﹁
千
歳
飴
の
袋
の
字
は
廖
承
志
の
書
で
あ
る
｣

︵
10
︶

︒

ち
な
み
に
﹃
孟
姜
女
考
﹄
の
後
半
に
お
い
て
︑
子
供
を
連
れ
た
崎
子
が
︑
避
暑
地
﹁
北
戴
河
﹂
の
外
交
部
修
養
所
に
泊
り
︑
所
長
の
案

内
で
山
海
関
な
ど
を
見
学
し
て
い
る
場
面
が
あ
り
︑
こ
れ
は
︑
有
吉
自
身
の
体
験
に
合
致
す
る
︒
三
度
の
訪
中
体
験
を
経
て
︑
有
吉
に
は

中
国
へ
の
関
心
や
理
解
度
が
徐
々
に
募
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
︒

中
国
の
将
来
性
に
期
待
す
る
有
吉
佐
和
子
に
と
っ
て
︑
新
中
国
は
︑
両
国
の
友
好
樹
立
を
信
じ
た
理
想
の
時
代
だ
っ
た
と
い
え
る
︒﹃
孟

姜
女
考
﹄
は
︑
そ
の
よ
う
な
時
代
に
書
か
れ
た
幸
福
な
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
は
︑
双
方
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
の
温
も
り

が
︑
ベ
ー
ル
を
は
ぎ
取
る
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
が
︑
有
吉
佐
和
子
の
文
学
な
の
で
あ
る
︒
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お

わ

り

に

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
︑﹃
孟
姜
女
考
﹄
で
は
︑
古
代
の
﹁
孟
姜
女
﹂
と
新
中
国
の
﹁
趙
秀
桂
﹂
と
の
比
較
を
通
し
て
︑
中
国
女
性
の

社
会
地
位
の
変
化
が
明
ら
か
に
な
る
︒
さ
ら
に
は
︑
新
中
国
の
知
識
人
﹁
趙
秀
桂
﹂
と
日
本
人
の
作
家
﹁
会
田
崎
子
﹂
と
の
交
流
を
通
し

て
︑
日
中
友
好
の
未
来
を
期
待
す
る
作
家
・
有
吉
佐
和
子
の
姿
が
看
取
さ
れ
る
︒
同
時
に
作
家
・
有
吉
佐
和
子
は
︑
主
人
公
会
田
崎
子
の

視
線
に
重
ね
あ
わ
せ
て
︑
新
中
国
に
お
け
る
大
き
な
変
化
や
中
華
文
化
へ
の
憧
れ
な
ど
も
表
現
し
て
い
る
︒﹁
考
﹂
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
側

面
か
ら
︑
孟
姜
女
の
故
事
を
考
証
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
中
国
の
新
た
な
変
化
を
考
察
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

つ
ま
り
は
︑
伝
承
へ
の
遡
行
で
あ
り
︑
ま
た
新
中
国
の
淵
源
と
現
実
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
︑
こ
の

作
品
は
︑
後
の
﹁
紀
ノ
川
﹂
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒﹁
紀
ノ
川
﹂
に
は
︑
女
性
を
通
し
て
︑
日
本
の
伝
統

の
継
承
と
︑
そ
れ
へ
の
反
発
と
が
描
か
れ
︑
華
子
︵
有
吉
佐
和
子
自
身
が
モ
デ
ル
︶
の
現
在
と
未
来
と
が
︑
象
徴
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
紀
ノ
川
﹂
に
お
け
る
華
子
は
︑
自
身
の
体
内
に
流
れ
る
伝
統
の
精
神
を
自
覚
し
︑
そ
れ
を
現
在
・
未
来
へ
と
発
展
さ
せ
る
宿
命
を
担
わ

さ
れ
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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