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故
人
は
特
に
こ
の
念
が
張
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

南
支
に
出
征
中
、

戦
地
か
ら
の
通
信
に
は
、

明
か
ら
さ
ま
に
書
け
る
事
柄
で
は
な

あ
る
。

隆

新

美

寛

氏

の

追

憶

新
美
党
氏
の
追
憶

學
業
半
に
し
て
斃
れ
た
た
め
、
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
少
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
先
ず
故
人
の
略
歴
を
申
し
上
げ
る
と
、
新
美
氏

は
昭
和
七
年
に
京
都
大
學
文
學
部
哲
學
科
で
中
國
哲
學
史
を
専
攻
し
、
業
を
畢
え
る
と
と
も
に
、
人
文
科
學
研
究
所
の
前
身
た
る
東
方
文

化
研
究
所
に
奉
職
し
た
。
こ
こ
で
「
本
邦
に
残
存
し
た
資
料
に
よ
る
輯
侠
」
と
い
う
題
目
に
よ
っ
て
、
輯
侠
書
の
編
纂
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
が
一
生
の
事
業
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
十
月
に
應
召
し
て
南
支
方
面
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
こ
の
出
征
に
つ
い

て
私
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
嘗
時
の
所
長
で
あ
っ
た
狩
野
先
生
が
、
い
た
く
同
君
の
身
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

研
究
所
と
し
て
は
初
め
て
出
征
者
を
出
し
た
こ
と
と
、
前
途
あ
る
青
年
に
萬
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
と
の
懸
念
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

五
年
間
の
従
軍
を
終
え
て
、
昭
和
十
七
年
一
月
に
無
事
蹄
還
す
る
と
、
再
び
以
前
の
編
纂
の
事
業
に
取
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
か
た
わ
ら

懐
徳
堂
の
講
師
を
も
兼
ね
、
再
應
召
の
時
ま
で
績
く
。
昭
和
十
九
年
八
月
、
再
び
應
召
の
命
が
下
っ
た
が
、
戦
局
は
香
し
く
な
い
欣
態
で

あ
っ
た
。
二
度
目
の
こ
と
と
て
、
別
れ
に
臨
ん
で
も
落
付
い
て
、
自
分
の
よ
う
な
老
兵
は
多
分
、
内
地
の
留
守
部
隊
付
に
な
る
で
あ
ろ
う

と
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
沖
縄
方
面
に
配
置
さ
れ
る
に
至
る
と
は
思
い
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
か
ら
の
公
報
に
よ
れ
ば
昭
和
二

十
年
六
月
二
十
日
戦
死
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
場
所
は
沖
縄
南
端
の
腐
文
仁
。
享
年
四
十
歳
。
賓
に
惜
し
い
人
を
失
っ
た
も
の
で

故
人
は
學
問
を
心
か
ら
愛
し
た
。

こ
れ
は
同
君
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
凡
そ
こ
の
道
に
志
す
人
は
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
ろ
う
、
が

鈴

木

一
四



い
が
、
言
葉
の
端
に
研
究
の
末
完
成
を
懸
念
し
て
い
る
様
が
讀
み
取
れ
た
。

故
人
の
研
究
態
度
は
賞
證
を
重
ん
じ
た
。

賞
で
あ
り
、
思
考
力
が
緻
密
で
あ
る
こ
と
も
、

者
が
こ
れ
を
用
い
、
立
派
な
業
績
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
故
人
の
目
的
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
中
國
古
代
の
歴
史
を
祉

會
學
的
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
の
祉
會
學
を
随
分
勉
強
し
た
。
こ
れ
に
は
故
人
の
恩
師
た
る
小
島
先

生
の
學
風
か
ら
の
影
響
も
大
き
い
。
本
務
の
か
た
わ
ら
に
起
草
し
た
数
あ
る
論
文
の
中
で
、
支
那
學
誌
上
に
殺
表
し
た
「
魯
の
嘔
祉
に
就

い
て
」
（
昭
和
十
一
年
）
、
「
夷
伯
の
廟
に
つ
い
て
」
（
昭
和
十
七
年
）
、
「
初
獣
六
材
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二
十
二
年
遺
稿
）

儀
證
閥
係
の
研
究
は
、
古
代
祉
會
の
特
徴
た
る
宗
敦
的
性
格
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
古
代
史
の
賞
髄
を
明
か
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ

一
作
ご
と
に
分
析
の
精
緻
と
論
證
の
正
確
さ
を
加
え
て
、
古
代
史
に
つ
い
て
の
見
識
の
完
成
も
近
く
に
あ
る
や
を
思
わ
す
も
の
が

故
人
の
一
生
の

料
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
輯
侠
書
の
編
纂
に
つ
い
て
説
明
す
れ
ば
、

研
究
は
早
く
か
ら
中
國
本
土
に
お
い
て
行
わ
れ
、
殊
に
考
證
學
の
盛
ん
な
消
朝
に
入
っ
て
格
別
の
痰
逹
を
見
、
そ
の
た
め
大
部
な
輯
侠
書

こ
れ
に
注
目
し
て
、

が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
侠
書
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
我
が
國
も
ま
た
そ
の
賓
庫
で
あ
る
。
平
安
朝
か
ら
他
来
さ
れ
て
き
た
紗
本
や

刊
本
の
中
に
は
、
彼
の
國
で
師
に
亡
び
た
杏
物
も
あ
り
、
或
は
そ
の
侠
文
を
引
用
し
た
も
の
な
ど
、
い
ず
れ
も
輯
侠
に
と
つ
て
貴
重
な
資

こ
の
事
業
を
計
饗
し
た
の
は
故
人
の
指
導
員
た
る
小
島
先
生
で
あ
り
、
編
纂
は
故
人
が
こ
れ
に
常
つ

た
。
底
本
は
、
彼
我
雨
國
の
撰
述
に
係
る
典
籍
二
十
八
種
を
選
び
、
こ
こ
か
ら
必
要
事
項
を
紗
録
し
、
最
初
は
故
人
が
軍
獨
で
、
中
間
に

若
き
日
の
西
田
太
一
郎
博
士
の
協
力
を
得
て
、
第
一
回
の
應
召
ま
で
に
全
部
の
紗
録
を
終
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
カ
ー
ド
敷
は
大
凡
十

萬
枚
に
も
逹
し
た
。
蹄
還
後
は
専
ら
整
理
に
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
緒
に
つ
い
た
だ
け
で
、
再
應
召
の
た
め
に
中
絶
に
終
っ
た
の
で

あ
る
。
採
用
し
た
底
本
の
中
に
は
既
に
中
國
の
學
者
に
利
用
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
た
だ
引
用
に
少
し
杜
撰
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ

あ
る
。

っ
た
。

新
美
究
氏
の
追
憶

一
五

こ
れ
も
そ
の
好
學
心
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
{
)

こ
れ
は
嘗
時
、
京
都
に
於
け
る
支
那
學
の
學
風
で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
故
人
の
人
柄
が
着

こ
の
方
法
を
受
入
れ
る
の
に
適
し
て
い
た
と
思
う
。
賞
證
的
方
法
は
既
に
清
朝
の

な
ど
の
一
連
の
祭
杞

こ
れ
は
現
在
亡
び
て
し
ま
っ
た
古
書
の
復
原
で
あ
る
。

こ
の



新
美
寛
氏
の
追
憶

は
紗
録
に
際
し
て
の
見
落
し
か
、
或
は
依
握
し
た
底
本
が
悪
る
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
極
く
一
部
分
を
と
つ
て
比
較
し
て
み
て

も
、
故
人
の
仕
事
の
優
れ
て
い
る
こ
と
が
は
つ
き
り
判
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
髄
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
既
刊
の
輯
侠
書
を
補
う
と
こ

ろ
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
故
人
の
没
後
、
既
に
二
十
年
を
経
過
し
た
。
そ
の
間
、
整
理
再
開
の
企
て
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な

情
で
あ
る
。

い
が
、
何
分
厖
大
な
原
稿
で
あ
り
、
完
成
に
は
相
嘗
の
年
月
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら
後
緻
者
を
得
ず
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
が
賓

こ
れ
は
學
界
に
と
つ
て
―
つ
の
損
失
で
あ
る
と
と
も
に
、
故
人
の
震
に
封
し
て
も
す
ま
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

故
人
は
温
厚
に
し
て
思
廊
深
く
、
且
つ
度
量
の
廣
い
人
柄
で
あ
っ
た
。
私
と
の
長
い
交
際
の
間
、
末
だ
か
つ
て
怒
っ
た
様
子
を
見
た
こ

と
が
な
い
。
若
く
し
て
二
十
敷
貫
の
堂
々
た
る
腔
躯
を
持
ち
、
賓
に
大
人
の
風
格
が
あ
っ
た
。
平
常
、
和
服
を
着
用
し
て
い
た
が
、
そ
の

骰
重
の
た
め
に
よ
く
履
物
を
損
ず
る
こ
と
が
あ
り
、
砂
利
道
を
行
く
時
に
は
要
心
深
く
歩
く
様
子
の
可
笑
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

大
き
な
艘
に
係
わ
ら
ず
器
用
で
あ
り
、
趣
味
も
亦
廣
か
っ
た
。
無
趣
味
な
私
は
、
嘗
時
必
し
も
感
服
し
な
か
っ
た
が
、
追
々
歳
を
と
る
に

隧
つ
て
少
し
こ
の
風
流
が
判
る
よ
う
な
氣
が
し
て
、
轄
た
敬
慕
の
念
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
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