
■
山
月
記 

中
島
敦 

 

▼
一
〇
頁
▲ 

補
充 

「
名
を
虎
榜
に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ

た
」（
一
〇
・
１
）
頃
の
李
徴
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。
思 

ア 

眼
光
鋭
く
不
正
を
決
し
て
見
逃
さ
な
い
、正
義
感
の
強

い
人
物
。 

イ 

人
と
の
交
際
は
苦
手
だ
が
、才
能
と
温
情
に
あ
ふ
れ
た

人
物
。 

ウ 

自
分
に
劣
等
感
を
持
ち
、ひ
た
す
ら
努
力
を
続
け
る
人

物
。 

エ 

広
い
知
識
を
持
ち
優
秀
だ
が
、
頑
固
で
自
負
心
が
強
い

人
物
。 

答 

エ 

 

脚
問 

「
詩
家
と
し
て
の
名
」（
一
〇
・
４
）
に
李
徴
は
ど
の

よ
う
な
価
値
を
認
め
て
い
る
か
。
思 

答 

自
負
心
を
満
た
す
た
め
の
、
官
吏
に
代
わ
る
一
手
段
と

し
て
の
価
値
。 

 

▼
一
一
頁
▲ 

補
充 

再
び
地
方
官
吏
の
職
を
得
た
李
徴
が
「
怏
々
と
し
て

楽
し
ま
」（
一
一
・
２
）
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
思 

答 

昔
、
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
同
輩
の
命
令
を
謹
ん
で

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
李
徴
の
自
尊
心
を
傷
つ

け
た
か
ら
。 

 

発
問 

第
一
段
落
で
は
李
徴
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。
思 

答 

自
負
心
が
強
く
頑
固
で
他
人
と
協
調
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
性
格
。 

 

発
問 

李
徴
が
失
踪
す
る
ま
で
の
経
緯
を
、
箇
条
書
き
で
整

理
せ
よ
。
思 

答 

①
若
く
し
て
進
士
の
試
験
に
合
格
、
江
南
尉
に
な
る→

②
自
分
の
地
位
に
不
満
を
い
だ
き
退
官
、帰
郷
し
詩
家
を
め

ざ
す→

③
文
名
は
揚
が
ら
ず
、
生
活
は
困
窮
、
焦
燥
に
駆
ら

れ
る→

④
貧
窮
に
堪
え
ず
、
ま
た
詩
業
に
も
半
ば
絶
望
、
再

び
一
地
方
官
吏
に
な
る→

⑤
歯
牙
に
も
か
け
な
か
っ
た
か

つ
て
の
同
輩
の
下
命
を
拝
す
る
こ
と
に
不
満
、自
尊
心
が
傷

つ
く→

⑥
一
年
後
、
汝
水
の
ほ
と
り
で
発
狂
、
闇
の
中
へ
駆

け
出
し
、
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た 

 

▼
一
二
頁
▲ 

発
問 

何
が
「
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
」（
一
二
・
６
）
の

か
。
思 

答 

虎
と
し
て
の
李
徴
が
袁
傪
に
襲
い
か
か
り
、
今
に
も
食

い
殺
そ
う
と
し
た
こ
と
。 

 

発
問 

袁
傪
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。

箇
条
書
き
で
整
理
せ
よ
。
思 

答 

①
李
徴
と
同
年
に
進
士
の
試
験
に
合
格
し
、
監
察
御
史

と
な
っ
て
い
る
。②
友
人
の
少
な
か
っ
た
李
徴
の
最
も
親
し

い
友
。
③
温
和
な
性
格
。 

 

発
問 

「
し
ば
ら
く
返
事
が
な
か
っ
た
。
し
の
び
泣
き
か
と

思
わ
れ
る
か
す
か
な
声
が
時
々
漏
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
」

（
一
二
・
11
）
か
ら
は
、
李
徴
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う

か
が
え
る
か
。
思 

答 

か
つ
て
の
友
人
に
自
分
の
姿
が
虎
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
確
認
さ
れ
る
恐
れ
と
、久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
か
つ

て
の
友
人
に
人
間
と
し
て
対
面
し
た
い
が
、も
は
や
異
類
の

姿
に
な
っ
て
い
る
自
分
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
迷

い
や
悲
し
み
。 

 

補
充 

「
異
類
の
身
」（
一
二
・
15
）
と
は
、
李
徴
が
何
の
身

で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
か
。
思 

答 

虎 

 

補
充 

李
徴
は
「
異
類
の
身
」（
一
二
・
15
）
で
あ
る
今
の
自

分
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
。そ
れ
を
表
現
し
た

語
句
を
第
二
段
落
か
ら
二
つ
探
し
、
六
字
と
七
字
で
抜
き
出

せ
。
思 

答 

あ
さ
ま
し
い
姿
・
醜
悪
な
今
の
外
形 

 

▼
一
三
頁
▲ 

補
充 

「
か
つ
て
君
の
友
李
徴
で
あ
っ
た
こ
の
自
分
」
（
一



三
・
３
）
と
あ
る
が
、
か
つ
て
李
徴
に
と
っ
て
袁
傪
は
ど
の

よ
う
な
「
友
」
で
あ
っ
た
か
。
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
、
第

二
段
落
か
ら
、
１
は
二
字
、
２
は
六
字
で
抜
き
出
せ
。
思 

〔 

１ 

〕
に
進
士
に
な
り
、
李
徴
に
と
っ
て
は
〔 

２ 

〕

で
あ
っ
た
。 

答 

１
同
年 

２
最
も
親
し
い
友 

 

脚
問 

「
後
で
考
え
れ
ば
不
思
議
だ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
、

袁
傪
は
、
こ
の
超
自
然
の
怪
異
を
、
実
に
素
直
に
受
け
入
れ

て
、
少
し
も
怪
し
も
う
と
し
な
か
っ
た
」（
一
三
・
５
）
と

い
う
一
文
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
。
思 

答 

怪
異
を
素
直
に
受
け
止
め
る
点
か
ら
、
狷
介
な
李
徴
と

友
人
に
な
れ
る
と
い
う
懐
の
深
さ
を
持
つ
温
和
な
袁
傪
の

性
格
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、人
間
が
虎
に
な
る
と
い
う
常

識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
読
者
の
抵
抗
感
を

少
な
く
す
る
効
果
。 

 

発
問 

「
見
え
ざ
る
声
と
対
談
し
た
」
（
一
三
・
７
）
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。
思 

答 

目
の
前
に
い
る
が
、
姿
を
見
せ
よ
う
と
し
な
い
李
徴
の

声
だ
け
を
聞
き
な
が
ら
語
り
合
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

▼
一
四
頁
▲ 

発
問 

李
徴
が
虎
に
な
っ
た
経
緯
を
ま
と
め
よ
。
思 

答 

今
か
ら
一
年
ほ
ど
前
、
汝
水
の
ほ
と
り
に
宿
泊
し
た
夜
、

戸
外
か
ら
自
分
の
名
を
呼
ぶ
声
に
応
じ
て
無
我
夢
中
で
駆

け
て
行
く
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
虎
と
な
っ
て
い
た
。 

 

脚
問 

「
理
由
も
分
か
ら
ず
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
お

と
な
し
く
受
け
取
っ
て
、理
由
も
分
か
ら
ず
に
生
き
て
い
く

の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
さ
だ
め

、
、
、
だ
」（
一
四
・
14
）
か
ら

は
、
李
徴
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。
思 

答 

虎
に
な
る
と
い
う
不
条
理
な
運
命
を
無
理
に
で
も
納
得

し
よ
う
と
す
る
心
情
。 

 

▼
一
五
頁
▲ 

発
問 

「
そ
れ
は
と
う
て
い
語
る
に
忍
び
な
い
」（
一
五
・
３
）

の
は
な
ぜ
か
。
思 

答 

人
間
の
気
持
ち
で
、
獣
で
あ
る
己
の
所
行
を
振
り
返
っ

て
見
た
時
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
非
道
で
残
忍
だ
か
ら
。 

 

発
問 

「
自
分
」
か
ら
「
お
れ
」（
一
五
・
９
）
と
い
う
表
現

に
変
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
思 

答 

感
情
的
に
高
ぶ
っ
て
き
た
か
ら
。 

 

補
充 

「
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
」（
一
五
・
９
）
と
あ
る

が
、
何
が
恐
ろ
し
い
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
か
ら

選
べ
。
思 

ア 

他
の
生
き
物
を
殺
す
こ
と
に
罪
悪
感
を
持
っ
て
い
た

の
に
、
仕
方
が
な
い
と
思
い
始
め
た
こ
と
。 

イ 

自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、虎
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。 

ウ 

人
間
と
し
て
の
心
が
還
っ
て
く
る
数
時
間
が
、日
を
経

る
に
従
っ
て
長
く
な
っ
て
き
た
こ
と
。 

エ 
自
分
が
虎
と
な
っ
た
こ
と
を
怪
し
ん
で
い
た
の
に
、運

命
だ
と
割
り
切
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。 

答 

イ 

 

補
充 

「
古
い
宮
殿
の
礎
が
し
だ
い
に
土
砂
に
埋
没
す
る
よ

う
に
」（
一
五
・
11
）
と
は
、
何
が
ど
う
な
る
こ
と
を
た
と

え
た
表
現
か
。
第
三
段
落
の
表
現
を
用
い
て
答
え
よ
。
思 

答 

李
徴
の
中
の
人
間
の
心
が
、
獣
と
し
て
の
習
慣
の
中
に

す
っ
か
り
埋
も
れ
て
消
え
て
し
ま
う
こ
と
。 

 

発
問 

「
お
れ
の
中
の
人
間
の
心
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま

え
ば
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
ほ
う
が
、
お
れ
は
し
あ
わ
せ

、
、
、
、
に
な

れ
る
だ
ろ
う
。
だ
の
に
、
お
れ
の
中
の
人
間
は
、
そ
の
こ
と

を
、
こ
の
う
え
な
く
恐
ろ
し
く
感
じ
て
い
る
の
だ
」（
一
五
・

16
）
か
ら
は
、
李
徴
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る

か
。
思 

答 

人
間
性
を
失
っ
て
完
全
に
虎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
、

罪
悪
感
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
気
持
ち
が
楽
に
な

る
と
は
思
う
が
、人
間
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
恐
怖

も
抱
い
て
い
る
。 

 

▼
一
六
頁
▲ 

補
充 

「
そ
の
こ
と
を
、
こ
の
う
え
な
く
恐
ろ
し
く
感
じ
て

い
る
の
だ
」（
一
六
・
２
）
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
李
徴
は



何
が
な
く
な
る
こ
と
を
「
恐
ろ
し
く
感
じ
て
い
る
」
の
か
。

本
文
中
の
表
現
を
用
い
て
答
え
よ
。
思 

答 

自
分
の
中
の
人
間
の
心
。 

 

補
充 

李
徴
の
「
一
つ
頼
ん
で
お
き
た
い
こ
と
」（
一
六
・
５
）

と
は
何
か
。
思 

答 

李
徴
が
作
っ
た
詩
の
う
ち
、
今
で
も
覚
え
て
い
る
も
の

を
伝
録
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
。 

 

発
問 

「
こ
れ
を
我
が
た
め
に
伝
録
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

だ…
…

死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
の
だ
」（
一
六
・
12
）
か

ら
は
、
李
徴
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。
思 

答 

自
分
の
詩
を
人
々
の
記
憶
の
中
に
何
と
し
て
も
残
し
た

い
と
い
う
悲
痛
な
執
念
。 

 

▼
一
七
頁
▲ 

発
問 

「
欠
け
る
と
こ
ろ
」（
一
七
・
７
）
と
は
何
か
。
思 

答 

省
略
。 

 

補
充 

李
徴
の
「
旧
詩
」（
一
七
・
９
）
を
聞
い
て
、
袁
傪
が

感
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
た
次
の
文
の
解
答
欄
に
合
う
表
現

を
、
１
は
四
字
、
２
は
二
字
、
３
は
六
字
で
、
本
文
中
か
ら

抜
き
出
せ
。
思 

作
者
の
〔 

１ 

〕
を
思
わ
せ
る
と
〔 

２ 

〕
す
る
一
方
、

〔 

３ 

〕と
な
る
の
に
は
ど
こ
か
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、

と
感
じ
て
い
た
。 

答 

１
才
の
非
凡 

２
感
嘆 

３
第
一
流
の
作
品 

 

発
問 

「
李
徴
の
声
」
が
「
突
然
調
子
を
変
え
」（
一
七
・
10
）

た
の
は
な
ぜ
か
。
思 

答 

詩
人
に
な
っ
た
つ
も
り
で
熱
心
に
自
作
を
朗
詠
し
て
い

た
が
、虎
に
な
っ
た
我
が
身
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
生
来
の

自
嘲
癖
が
顔
を
出
し
た
か
ら
。 

 

▼
一
八
頁
▲ 

補
充 

李
徴
の
「
即
席
の
詩
」（
一
八
・
３
）
の
形
式
を
答
え

よ
。
知 

答 

七
言
律
詩 

 

補
充 

李
徴
の
「
即
席
の
詩
」（
一
八
・
３
）
で
、
韻
を
踏
ん

で
い
る
四
つ
の
漢
字
を
答
え
よ
。
知 

答 

逃
・
高
・
豪
・
嘷 

 

発
問 

「
偶
因
狂
疾
成
殊
類…

…

不
成
長
嘯
但
成
嘷
」
（
一

八
・
６
）
の
詩
を
現
代
語
訳
せ
よ
。
思 

答 

思
い
が
け
な
く
狂
気
に
と
り
つ
か
れ
て
獣
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。災
い
が
重
な
り
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
虎
と
な
っ
た
今
日
、
私
の
鋭
い
爪
や
牙
に
い
っ
た
い
誰

が
歯
向
か
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
（
い
や
、
誰
も
歯
向
か
わ
な

い
）。
か
つ
て
の
私
は
あ
な
た
と
と
も
に
世
間
の
評
判
が
高

か
っ
た
。と
こ
ろ
が
、今
や
私
は
獣
と
な
り
草
む
ら
に
隠
れ
、

あ
な
た
は
す
で
に
出
世
し
て
立
派
な
車
に
乗
り
、気
勢
が
盛

ん
で
あ
る
。
旧
友
に
再
会
し
た
今
宵
、
渓
谷
や
山
間
を
照
ら

す
明
月
に
向
か
っ
て
、今
の
悲
し
い
思
い
を
詩
に
し
て
長
く

吟
じ
よ
う
と
し
て
も
、た
だ
獣
の
短
い
咆
哮
に
し
か
な
ら
な

い
。 

 

脚
問 

「
人
々
は
も
は
や
、
事
の
奇
異
を
忘
れ
、
粛
然
と
し

て
、
こ
の
詩
人
の
薄
倖
を
嘆
じ
た
」（
一
八
・
11
）
か
ら
は
、

「
人
々
」
の
ど
の
よ
う
な
心
情
が
う
か
が
え
る
か
。
思 

答 

李
徴
の
身
の
上
に
起
き
た
不
可
思
議
な
出
来
事
に
つ
い

て
疑
う
こ
と
を
忘
れ
、不
幸
な
運
命
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ

た
李
徴
の
気
持
ち
に
同
情
し
て
、
深
く
悲
し
ん
で
い
る
。 

 

▼
一
九
頁
▲ 

発
問 

「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」（
一
九
・
７
）

と
は
、
ど
の
よ
う
な
心
理
か
。
思 

答 「
臆
病
な
自
尊
心
」…

自
分
の
内
面
や
実
力
を
他
人
に
示
す
こ

と
に
よ
っ
て
、自
分
が
自
分
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
評
価
よ

り
も
低
い
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
る
心
理
。 

「
尊
大
な
羞
恥
心
」…

羞
恥
心
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
わ
ざ

と
尊
大
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
と
交
わ
る
こ

と
を
避
け
よ
う
と
す
る
心
理
。 

 

補
充 

「
己
の
珠
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
惧
れ
る
が
ゆ
え
に
、

あ
え
て
刻
苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
」（
一
九
・
８
）
と
あ

る
が
、こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
心
情
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い



る
か
。
第
五
段
落
か
ら
三
十
二
字
で
抜
き
出
せ
。
思 

答 

才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
卑
怯
な

危
惧
と
、
刻
苦
を
厭
う
怠
惰 

 

脚
問 

「
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
い
で
あ
り
、
そ
の
猛
獣
に

当
た
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
」（
一
九
・
11
）
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
か
。
思 

答 

人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
内
面
に
（
猛
獣
の
よ
う
に
）

荒
々
し
い
性
情
を
持
っ
て
い
て
、そ
れ
を
人
間
的
な
理
性
で

制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。 

 

補
充 

「
こ
れ
が
お
れ
を
損
な
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
人

を
傷
つ
け
、
果
て
は
、
お
れ
の
外
形
を
か
く
の
ご
と
く
、
内

心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
」（
一
九
・
12
）

と
あ
る
が
、こ
の
と
き
李
徴
は
自
分
を
虎
に
変
え
た
も
の
は

何
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
二
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
六

字
で
抜
き
出
せ
。
思 

答 

臆
病
な
自
尊
心
・
尊
大
な
羞
恥
心 

 

▼
二
〇
頁
▲ 

発
問 

「
お
れ
の
空
費
さ
れ
た
過
去
」
（
二
〇
・
７
）
と
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
過
去
か
。
思 

答 

「
臆
病
な
自
尊
心
」「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
自
己
の

性
情
の
た
め
に
、
才
能
を
専
一
に
磨
か
ず
「
わ
ず
か
ば
か
り

の
才
能
を
空
費
し
て
」
し
ま
っ
た
自
ら
の
過
去
。 

 

補
充 

「
お
れ
の
空
費
さ
れ
た
過
去
」（
二
〇
・
７
）
と
あ
る

が
、李
徴
は
過
去
に
お
い
て
何
を
空
費
し
た
と
述
べ
て
い
る

か
。
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
せ
。
思 

答 

才
能 

 

脚
問 

「
お
れ
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の
は
、
夜
露
の
た
め
ば
か

り
で
は
な
い
」
（
二
〇
・
13
）
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

思 

答 

李
徴
が
悲
し
み
の
涙
で
濡
れ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

▼
二
一
頁
▲ 

補
充 

李
徴
は
「
も
う
一
つ
頼
み
が
あ
る
」（
二
一
・
５
）
と

し
て
「
妻
子
の
こ
と
」（
二
一
・
６
）
を
述
べ
て
い
る
が
、

詩
の
伝
録
よ
り
後
に
こ
れ
を
頼
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、李
徴

は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。李
徴
の
考
え
が
書
か
れ
た

形
式
段
落
の
最
初
の
六
字
を
抜
き
出
せ
。
思 

答 

本
当
は
、
ま
ず 

 

発
問 

李
徴
が
「
決
し
て
今
日
の
こ
と
だ
け
は
明
か
さ
な
い

で
ほ
し
い
」（
二
一
・
11
）
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
二
点
に

分
け
て
答
え
よ
。
思 

答 ⑴
自
分
が
失
踪
し
た
こ
と
で
す
で
に
苦
し
ん
で
い
る
は
ず
の

妻
子
に
、自
分
が
あ
さ
ま
し
い
姿
で
残
虐
な
行
為
を
繰
り
返

し
て
い
る
と
知
ら
せ
て
、妻
子
を
さ
ら
に
苦
し
め
た
く
な
い

か
ら
。 

⑵
獣
と
し
て
恥
ず
か
し
い
姿
で
生
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ

り
、人
間
と
し
て
尊
厳
を
保
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
と
思
わ
れ
た

い
か
ら
。 

 

▼
二
二
頁
▲ 

脚
問 

「
お
れ
が
人
間
だ
っ
た
な
ら
」（
二
二
・
５
）
と
あ
る

が
、
李
徴
は
「
人
間
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る

か
。
思 

答 

自
己
中
心
的
・
利
己
主
義
的
な
生
き
方
を
排
し
、
他
者

を
愛
し
守
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
。 

 

▼
二
三
頁
▲ 

脚
問 

「
再
び
そ
の
姿
を
見
な
か
っ
た
」（
二
三
・
４
）
の
主

語
は
誰
か
。
ま
た
、
こ
の
表
現
は
ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ

て
い
る
か
。
思 

答 主
語…

袁
傪
ら
一
行
。 

効
果…

作
品
に
余
韻
を
与
え
、異
類
と
な
っ
て
人
間
の
世
界
と

は
別
の
世
界
で
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
李
徴
の
孤
独

を
表
す
と
と
も
に
、そ
の
存
在
を
暗
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
内
な
る
猛
獣
の
不
気
味
さ
に
思
い
を
至
ら
せ
る
効

果
。 

 

▼
思
考
力
問
題
▲ 

補
充 

『
山
月
記
』
に
袁
傪
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
作
品
全

体
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
、四
人



の
高
校
生
が
意
見
を
交
換
し
た
。明
ら
か
に
読
み
誤
っ
て
い

る
も
の
を
、
次
か
ら
一
つ
選
べ
。
思 

ア 

袁
傪
は
出
世
の
道
を
歩
む
い
わ
ば
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
、

虎
と
な
っ
て
人
間
の
世
界
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
李
徴
と

は
対
照
的
な
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
よ
ね
。つ
ま
り
、

袁
傪
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、李
徴
が
置
か
れ
た
悲
惨
な
状

況
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。 

イ 

「
温
和
な
袁
傪
の
性
格
が
、
峻
峭
な
李
徴
の
性
情
と
衝

突
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
性
格
面
も
袁
傪
と
李

徴
と
で
は
対
照
的
だ
よ
ね
。
そ
し
て
、
温
和
な
袁
傪
は
監

察
御
史
と
な
り
、
峻
峭
な
李
徴
は
虎
と
な
っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、人
生
は
持
っ
て
生
ま
れ
た
性
格
に
よ
っ
て
最
初

か
ら
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
作
品
の
最
大
の
テ
ー
マ
が
、

袁
傪
と
李
徴
の
対
比
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
仕
掛
け
に

な
っ
て
い
る
と
思
う
。 

ウ 

「
袁
傪
は
、
こ
の
超
自
然
の
怪
異
を
、
実
に
素
直
に
受

け
入
れ
て
、
少
し
も
怪
し
も
う
と
し
な
か
っ
た
」
と
い
う

描
写
が
あ
る
け
れ
ど
、袁
傪
が
素
直
に
怪
異
を
受
け
入
れ

る
こ
と
で
、人
間
が
虎
に
な
る
と
い
う
不
思
議
な
話
で
あ

っ
て
も
、無
理
な
く
読
者
を
引
き
込
む
こ
と
が
で
き
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

エ 

李
徴
の
告
白
を
読
者
は
袁
傪
を
介
し
て
聞
く
こ
と
に

な
る
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
袁
傪
の
視
点
に
読
者
の
視

点
も
重
な
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、李
徴
の
心
情
を
客
観
的

に
と
ら
え
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
掛
け
に
も
な

っ
て
い
る
と
思
う
。 

答 

イ 

 

▼
て
び
き
▲ 

学
習 

１ 

本
文
全
体
か
ら
、虎
に
な
る
前
の
李
徴
の
人
柄
を
箇
条
書

き
で
整
理
し
、
文
章
で
ま
と
め
て
み
よ
う
。
思 

答 〔
箇
条
書
き
で
整
理
〕 

・
博
学
才
穎
。 

・
狷
介
、
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
す
こ
ぶ
る
厚
い
。 

・
峻
峭
な
性
情
。 

・(

昔
の
青
年
李
徴
の
）
自
嘲
癖
。 

・
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
。 

・(

人
間
だ
っ
た
こ
ろ
、
お
れ
の
）
傷
つ
き
や
す
い
内
心
。 

・
飢
え
凍
え
よ
う
と
す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己
の
乏
し
い

詩
業
の
ほ
う
を
気
に
か
け
て
い
る
よ
う
な
男
。 

〔
文
章
で
ま
と
め
る
〕 

秀
才
だ
が
、
狷
介
・
峻
峭
で
プ
ラ
イ
ド
が
高
く
、
他
人
と

の
協
調
性
や
妻
子
に
対
す
る
思
い
や
り
に
欠
け
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
一
方
で
、
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
羞
恥
心
の
持

ち
主
で
自
嘲
癖
が
あ
り
、そ
の
内
心
は
傷
つ
き
や
す
い
も
の

で
あ
っ
た
。 

 

２ 

李
徴
自
身
は
、自
分
が
虎
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
と
考
え

て
い
る
か
。
ま
と
め
て
み
よ
う
。
思 

答 

は
じ
め
は
、
理
由
も
な
く
押
し
つ
け
ら
れ
る
生
き
も
の

の
さ
だ
め
と
考
え
て
い
た
が
、後
に
自
分
の
性
情
を
自
己
分

析
し
て
み
る
と
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、「
臆
病

な
自
尊
心
」「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
、
妻
子
の
こ
と
よ
り
詩

作
へ
執
着
す
る
心
と
が
虎
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
と
考
え

る
に
至
っ
た
。 

 

言
語
活
動 

１ 

作
者
が
こ
の
作
品
を
人
間
が
虎
に
な
る
と
い
う
設
定
に

し
た
の
は
な
ぜ
か
。
考
え
て
み
よ
う
。
知
思
主 

答 

（
例
） 

・
内
面
が
そ
の
外
形
ま
で
も
変
え
る
と
い
う
極
端
な
誇
張
を
通

じ
て
、
人
間
の
内
面
の
問
題
に
つ
い
て
、
読
者
に
強
く
訴
え

か
け
る
た
め
。 

・
虎
は
獰
猛
な
獣
と
し
て
知
ら
れ
、
群
れ
を
な
さ
ず
単
独
で
行

動
す
る
。
そ
の
た
め
、
李
徴
の
発
狂
に
至
る
ほ
ど
の
激
し
い

内
面
の
状
況
と
、孤
独
な
あ
り
方
を
象
徴
す
る
対
象
と
し
て

虎
は
適
当
で
あ
っ
た
か
ら
。 

・
作
者
が
描
こ
う
と
し
た
李
徴
像
が
、
原
典
で
あ
る
「
人
虎
伝
」

の
虎
の
あ
り
方
と
合
致
し
て
い
た
た
め
。 

 

２ 

こ
の
作
品
に
袁
傪
が
登
場
す
る
こ
と
で
、作
品
全
体
に
ど

の
よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
か
。
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

知
思
主 

答 

（
例
） 

・
官
僚
と
し
て
出
世
の
道
を
歩
む
袁
傪
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、



虎
と
な
っ
て
人
間
の
世
界
を
離
れ
、
山
間
に
生
き
る
李
徴
の

現
状
を
強
調
す
る
効
果
。 

・
怪
異
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
袁
傪
に
よ
っ
て
、
人
間
が
虎
に

な
る
と
い
う
奇
異
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
無
理
な
く
読
者
を
引

き
込
む
効
果
。 

・
袁
傪
の
視
点
に
読
者
の
視
点
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
李

徴
の
心
情
を
客
観
的
に
と
ら
え
、分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
効
果
。 

 

こ
と
ば
と
表
現 

１ 

こ
の
作
品
に
お
け
る
表
現
上
の
特
徴
に
つ
い
て
、気
づ
い

た
こ
と
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
思 

答 

（
例
） 

①
漢
文
訓
読
調
に
な
っ
て
い
る
。 

②
短
め
の
文
が
多
く
、
簡
潔
に
書
か
れ
て
い
る
。 

③
「
自
分
」「
お
れ
」
と
李
徴
の
一
人
称
が
場
面
に
よ
っ
て
変

わ
る
。 

④
李
徴
が
自
ら
の
境
遇
・
内
面
を
語
る
発
言
の
分
量
が
多
い
。 


