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傅
抱
石
留
学
時
期
の
活
動

│
金
原
省
吾
お
よ
び
郭
沫
若
と
の
交
流
│

成
家 

徹
郎

序

　

傅
抱
石
は
一
九
三
二
年
九
月
こ
ろ
（
二
十
七
歳
）
に
初
め
て
日
本
に
来
た
。
美
術
関
係
の
資
料
を
収
集
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
金
原
省
吾
の
著
作
も
こ
の
時
に
入
手
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

一
九
三
三
年
春
に
帰
国
し
、
こ
の
年
の
秋
冬
の
こ
ろ
ま
た
来
日
し
た
。
金
原
省
吾
の
著
作
を
い
く
つ
か
読
ん
で
、
彼
の
美
術
論
に
感
銘

敬
服
し
て
い
た
傅
氏
は
、
一
九
三
四
年
春
に
金
原
氏
を
訪
問
し
、
帝
国
美
術
学
校
に
入
学
し
て
、
金
原
氏
か
ら
美
術
論
を
学
び
た
い
と
、

希
望
を
述
べ
た
。
こ
の
の
ち
、
金
原
氏
の
美
術
論
を
真
剣
に
学
び
、
そ
の
い
く
つ
か
を
漢
語
訳
し
て
出
版
し
た
。
ま
た
個
人
的
に
も
敬
愛

の
気
持
ち
を
つ
よ
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
が
金
原
氏
に
宛
て
た
手
紙
に
は
、
そ
の
心
情
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

傅
氏
は
も
と
若
い
時
期
は
，
篆
刻
に
精
力
を
注
い
で
い
た
。
特
に
摸
刻
の
技
術
は
相
当
高
い
水
準
に
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
た
だ
、
彼
が

篆
刻
に
打
ち
込
ん
だ
一
番
の
理
由
は
、
容
易
に
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
っ
た
。
彼
は
若
い
時
に
書
い
た
著
書
『
摸
印
学
』
を

な
ん
と
か
出
版
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
一
九
三
四
年
六
月
五
日
、
郭
沫
若
に
紹
介
状
を
書
い
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
文
求
堂

（
東
京
本
郷
）
を
訪
問
し
田
中
慶
太
郎
に
出
版
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
、
と
頼
ん
で
み
た
。
結
局
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
婉
曲
に
断
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わ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
六
月
九
日
、
美
術
論
の
師
で
あ
る
帝
国
美
術
学
校
教
授
金
原
省
吾
に
、
ど
こ
か
出
版
社
を
紹
介
し
て
ほ
し

い
と
頼
ん
で
み
た
。
し
か
し
、
ど
こ
で
も
出
版
を
引
き
う
け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
出
版
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

一
九
三
五
年
五
月
、
金
原
氏
や
郭
沫
若
、
文
求
堂
田
中
慶
太
郎
の
援
助
を
受
け
て
松
坂
屋
で
個
展
を
開
催
し
た
。
予
期
し
た
以
上
の
成

功
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
六
月
、
母
の
病
状
が
か
な
り
よ
く
な
い
、
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
て
急
遽
帰
国
し
た
。
本
人
は
す
ぐ
も

ど
っ
て
来
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
経
済
状
況
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。

　

傅
抱
石
は
一
九
三
二
年
九
月
こ
ろ
日
本
に
来
た
。
そ
の
一
二
月
に
、
郭
沫
若
に
会
お
う
と
し
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
（
郭
氏
は
千
葉
県

市
川
市
に
住
ん
で
い
た
）。
一
九
三
三
年
一
月
に
は
じ
め
て
郭
氏
と
面
識
を
得
た
。
こ
の
時
か
ら
両
氏
の
交
流
が
始
ま
っ
た
。

　

郭
沫
若
が
文
求
堂
に
宛
て
た
書
簡
の
中
に
、
傅
抱
石
に
言
及
す
る
も
の
が
六
通
存
在
す
る
（
う
ち
一
通
は
慶
太
郎
の
次
男
震
二
あ
て
。

『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書
簡
』）。
ま
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
図
書
館
郭
沫
若
文
庫
（
三
鷹
市
）
に
は
、
傅
抱
石
が
郭
氏
に
謹
呈
し
た
印
譜

『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
一
）。
こ
れ
に
は
謹
呈
し
た
と
き
の
日
付
（
年
月
日
）
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

傅
抱
石
に
関
す
る
著
作
や
年
譜
が
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
日
本
滞
在
中
の
活
動
に
関
す
る
年

月
が
諸
本
に
よ
っ
て
食
い
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
著
者
は
ま
だ
郭
沫
若
文
庫
蔵
『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
を
見
て
い
な
い
（
存
在
を
知
ら

な
い
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
郭
氏
が
田
中
慶
太
郎
に
出
し
た
書
信
も
た
い
て
い
月
日
の
み
で
年
が
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書

簡
』
の
編
者
は
書
簡
の
内
容
を
見
て
前
後
関
係
を
考
え
て
、
古
い
順
に
配
列
し
た
つ
も
り
だ
が
、
こ
の
配
列
に
矛
盾
が
あ
る
。
編
者
も
郭

沫
若
文
庫
蔵
『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
の
存
在
を
知
ら
な
い
よ
う
だ
。

　

傅
抱
石
の
恩
師
・
帝
国
美
術
大
学
（
い
ま
武
蔵
野
美
術
大
学
）
教
授
・
金
原
省
吾
の
日
記
に
も
傅
氏
に
関
す
る
記
述
が
た
く
さ
ん
あ

る
。
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い
ま
、
傅
抱
石
に
言
及
し
て
い
る
致
文
求
堂
書
簡
六
通
、
傅
抱
石
が
郭
氏
に
あ
て
た
書
簡
一
通
、
と
『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
に
記
さ
れ

た
日
付
お
よ
び
傅
抱
石
が
金
原
氏
に
出
し
た
手
紙
、
金
原
日
記
を
併
せ
て
考
察
し
、
傅
抱
石
が
日
本
に
い
た
時
期
に
お
け
る
傅
氏
の
活
動

に
つ
い
て
追
究
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
傅
氏
の
日
本
に
お
け
る
活
動
の
年
月
に
つ
い
て
か
な
り
正
確
に
確
定
で
き
る
。
年
月
日
が
記
さ
れ

て
い
る
郭
沫
若
文
庫
蔵
『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
は
、
致
文
求
堂
書
簡
六
通
の
前
後
関
係
を
考
え
る
上
で
決
定
的
役
割
を
果
た
す
。

　

傅
氏
は
帝
国
美
術
学
校
在
学
中
の
一
九
三
五
年
六
月
に
帰
国
し
、
そ
れ
以
後
日
本
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
傅
抱
石
の
娘
・
傅

益
瑶
女
史
は
日
本
に
居
住
し
画
家
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
。

　

傅
抱
石
が
日
本
に
留
学
し
た
目
的
は
、
絵
画
に
つ
い
て
金
原
省
吾
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
彼
の
絵
画
理
論
に
心
酔
し
て
い
た
。

よ
っ
て
ま
ず
そ
の
絵
画
理
論
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

一　

金
原
省
吾
の
美
術
論
（
金
原
省
吾
著
『
東
洋
畫
』、『
支
那
繪
畫
史
』）

１　
東
洋
画
と
西
洋
画
の
ち
が
い

　

東
洋
芸
術
の
形
体
は
、
小
泉
八
雲
氏
が
言
う
如
く
、
形
成
中
の
形
体
で
あ
る
。
形
成
し
終
っ
た
形
体
、
完
成
し
つ
く
し
た
形
体
で
は
な

い
。
完
成
し
尽
く
し
た
形
体
、
即
ち
存
在
形
体
と
し
て
描
く
の
は
、
西
洋
画
で
あ
る
。
西
洋
の
画
面
は
、
既
に
完
成
し
た
形
体
を
描
い
て

い
る
。
如
何
に
形
成
せ
ら
る
べ
き
か
と
い
う
、
未
来
の
形
体
で
は
な
い
。
現
在
完
結
し
た
形
体
で
あ
る
。
西
洋
の
画
布
は
、
絵
の
具
の
保

持
体
で
あ
る
。
幾
度
も
幾
度
も
重
ね
て
塗
ら
れ
、
そ
し
て
一
定
の
効
果
に
達
す
る
迄
、
塗
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
東
洋
の
紙
は
之
と

異
な
る
。
絵
の
具
や
墨
を
保
持
す
る
の
で
な
く
て
、
絵
の
具
や
墨
と
一
緒
に
な
っ
て
、
芸
術
形
体
に
融
け
入
る
の
で
あ
る
。
故
に
東
洋
画

で
紙
の
上
に
、
墨
の
一
点
を
打
つ
の
は
、
紙
に
墨
の
一
点
を
保
持
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
紙
の
中
に
あ
る
紙
の
性
質
を
、
墨
で
動
か
す
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（
活
か
す
）
の
で
あ
る
。
墨
は
紙
を
動
か
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
紙
に
よ
っ
て
自
ら
も
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
紙
に
墨
を
つ
け
る
と
は
、

紙
と
墨
と
を
一
緒
に
し
て
動
か
す
の
で
あ
る
。
西
洋
画
の
画
面
は
、
絵
の
具
の
上
を
築
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
東
洋
の
画
面
は
、
絵
の
具

の
上
に
絵
の
具
を
築
い
て
行
く
の
で
は
な
い
。
絵
の
具
や
墨
が
紙
と
共
に
動
く
の
で
あ
る
。
随
っ
て
西
洋
の
画
面
は
、
構
成
せ
ら
れ
た
形

体
を
示
し
、
東
洋
の
画
面
は
、
こ
れ
か
ら
形
成
せ
ら
れ
て
行
く
形
体
を
示
し
て
い
る
。
絵
の
具
と
墨
と
が
、
紙
と
共
に
動
い
て
い
る
か

ら
、
そ
の
形
体
は
固
定
さ
れ
な
い
。
故
に
東
洋
画
の
形
体
は
、
こ
れ
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
蓋
し
「
形
成
中

の
容
貌
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

東
洋
画
が
「
瞥
見
し
た
形
体
」
を
描
く
と
い
う
の
は
、
決
し
て
東
洋
画
の
軽
率
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
瞥
見
す
る
に
は
、
瞥
見
す
る

だ
け
の
用
意
が
あ
る
。
他
の
例
を
以
っ
て
言
え
ば
、
茶
室
の
花
が
あ
る
。

　

花
瓶
の
花
の
如
き
も
、
書
院
に
て
は
、
立
花
、
生
花
を
用
い
る
と
雖
も
、
草
庵
に
て
は
、
挿
花
と
称
し
、
無
造
作
拙
速
の
花
を
用
い

る
。
蓋
し
花
は
も
と
、
一
時
（
い
っ
と
き
）、
目
を
慰
む
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
し
か
も
生
花
者
流
は
、
な
る
べ
く
長
時
間
之
を
活
か
し

置
く
、
を
本
意
と
し
、
茶
家
に
あ
り
て
は
唯
瞬
時
の
興
に
備
え
、
幾
分
か
禅
味
を
ふ
く
む
も
の
の
如
し
。
故
に
「
花
を
生
く
る
（
花
を
い

け
る
）」
と
云
わ
ず
。
俗
に
之
を
「
擲
入
（
な
げ
い
れ
）」
と
い
う
也
。
三
齋
公
、
夏
の
茶
会
に
、
朝
顔
の
花
を
入
れ
ら
れ
、
会
席
の
参
加

者
に
対
し
て
、〝
花
は
は
や
、
し
ほ
れ
た
り
（
萎
れ
た
り
）
や
（
花
は
も
う
、
萎
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
）〞
と
尋
ね
た
ら
、
其
の
ま
ま
見

事
な
る
由
（
ま
だ
そ
の
ま
ま
見
事
に
咲
い
て
い
ま
す
よ
）
と
い
う
答
が
返
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
面
白
く
な
い
こ
と
だ
、
取
入
れ
な
さ
い
と

指
図
し
て
、
歌
を
詠
ん
だ
、

　
　
　

よ
し
さ
ら
ば
散
る
迄
は
見
じ
山
桜
、
花
の
さ
か
り
を
俤
に
し
て

（
そ
れ
な
ら
ば
、
散
っ
て
し
ま
う
ま
で
見
る
の
は
よ
そ
う
。
山
桜
が
満
開
の
情
景
を
お
も
か
げ
に
し
て
。）

と
口
ず
さ
ま
れ
し
如
き
、
思
ひ
見
る
べ
し
。



傅抱石留学時期の活動

－72（89）－

（
岡
崎
淵
冲
〈
谷
神
庵
〉『
点
茶
活
法
』
博
文
館
一
九
〇
一
年
一
二
月
）

　

こ
の
消
息
は
、
瞥
見
の
中
に
、
永
劫
な
る
も
の
を
捉
ら
え
よ
う
と
す
る
用
意
で
あ
る
。

２　
日
本
画
と
中
国
画
の
ち
が
い

　

馬
遠
、
夏
珪
は
共
に
蒼
勁
体
で
あ
る
が
、
特
に
夏
珪
は
筆
法
蒼
老
、
墨
汁
淋
漓
で
あ
る
。
し
か
し
両
家
の
作
品
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
の

間
に
は
自
ら
相
違
が
あ
る
。
第
一
に
線
で
あ
る
。
馬
遠
の
線
は
、
最
初
の
意
志
が
最
後
迄
保
持
さ
れ
て
い
る
が
（
図
二
）、
夏
珪
に
は
そ

れ
が
な
く
（
図
三
）、
最
後
に
お
い
て
任
意
に
放
散
さ
せ
て
い
る
。
故
に
線
は
起
点
と
終
点
と
で
は
、
著
し
い
差
の
あ
る
、
継
続
状
態
を

な
し
て
い
る
。
馬
遠
の
如
く
重
さ
の
継
続
で
は
な
く
、
重
さ
の
走
り
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
夏
珪
の
線
は
か
か
る
激
変
に
よ

る
持
続
で
あ
る
か
ら
、
相
当
に
長
い
線
は
、
以
上
の
如
き
線
の
接
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
接
合
が
明
瞭
で
あ
っ
て
、
そ
の

線
は
切
れ
切
れ
に
続
く
か
、
或
は
激
し
い
折
線
状
に
続
く
か
で
あ
る
。
さ
れ
ば
人
人
は
そ
の
画
面
の
到
る
處
に
、
線
の
生
起
と
終
末
と
を

見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
画
面
を
線
の
集
合
と
し
て
感
ぜ
し
め
る
。
か
か
る
線
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
禿
筆
が
あ
ら
わ
れ
る
。
禿
筆
が
尖

筆
に
比
し
て
、
蒼
勁
体
と
称
せ
ら
る
る
、
線
圧
（
筆
圧
）
の
世
界
を
拓
く
に
適
す
る
は
言
を
ま
た
な
い
。

　

雪
舟
が
絵
画
を
学
ぶ
注
意
を
の
べ
た
も
の
の
中
に
、
山
水
画
は
物
古
り
た
る
感
が
あ
っ
て
、「
幽
微
」
な
の
が
よ
い
、
幽
微
の
趣
を
得

る
に
は
、〝
筆
が
る
に
（
筆
軽
に
）〞
馬
遠
や
夏
珪
の
作
風
を
基
礎
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
、「
目
前
の
景
色
（
け
い
し
ょ
く
。
情
景
。）」
を

師
と
す
る
こ
と
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
故
に
雪
舟
は
絵
画
の
伝
統
を
宋
の
馬
遠
夏
珪
に
置
く
こ
と
と
、
目
前
の
景
色
を
写
生

す
る
こ
と
と
を
以
っ
て
幽
微
を
得
る
所
以
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
画
を
幽
微
な
ら
し
む
る
た
め
に
、
目
前
の
景
色
を
師
と
す
る

と
い
う
事
も
、
趣
の
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
此
處
で
は
問
題
の
外
に
置
い
て
、
伝
統
の
方
を
吟
味
す
る
。
雪
舟
は
馬
遠
夏
珪
に
学
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ぶ
こ
と
を
第
一
の
大
事
と
見
て
い
る
が
、
そ
の
学
び
方
に
は
、「
筆
が
る
に
」
と
書
き
添
え
て
い
る
。

　

筆
が
る
に
馬
遠
夏
珪
な
ど
の
筆
の
跡
を
も
と
と
し
て
、
御
学
び
候
が
第
一
の
御
稽
古
に
て
候
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
注
意
す
べ
き

事
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
馬
遠
夏
珪
の
画
風
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
馬
遠
と
伝
え
ら
る
る
岩
崎
家
蔵
の
「
風
雨
山
水
図
」
や
、
井
上
家
蔵
の
「
独
釣
図
」

（
図
四
）
を
見
る
。
是
等
に
つ
い
て
私
は
か
つ
て
次
ぎ
の
如
く
に
記
し
た
。

　

岩
崎
家
蔵
の
「
風
雨
山
水
図
」
も
、
前
景
の
樹
群
に
対
立
す
る
岩
山
が
あ
っ
て
、
屹
立
し
て
い
る
。
前
景
は
例
に
よ
っ
て
此
の
画
の
存

在
性
を
示
す
明
瞭
確
実
な
存
在
で
あ
る
。
中
景
は
な
い
。
遠
景
は
近
景
と
直
接
に
対
立
す
る
が
、
輪
郭
線
を
消
失
し
て
、
堅
い
一
つ
の
面

と
な
っ
て
居
る
。
無
限
な
る
非
存
在
性
は
、
遠
い
山
の
面
を
つ
つ
み
、
そ
し
て
霧
の
形
で
近
景
の
間
間
に
侵
入
し
て
、
自
分
の
調
子
で
包

も
う
と
し
て
居
る
。
主
要
な
る
形
体
は
骨
法
を
露
わ
に
し
た
線
で
か
い
て
行
く
が
、
一
つ
の
物
と
物
と
の
間
に
は
、
雨
霧
の
介
在
が
あ
っ

て
、
遠
近
関
係
を
わ
け
て
居
る
。
岩
の
中
に
一
条
の
道
が
あ
っ
て
、
其
處
を
傘
を
傾
け
て
人
が
行
く
。
岩
を
か
く
と
同
じ
禿
筆
で
、
同
じ

心
持
で
小
さ
い
形
体
で
は
あ
る
が
、
堂
々
と
描
い
て
い
る
。
遠
近
を
異
に
す
る
山
と
山
、
木
と
木
、
木
と
山
と
の
間
に
必
ず
あ
る
霧
は
、

皆
連
絡
し
て
、
高
い
天
空
に
続
く
。
空
間
は
す
べ
て
の
存
在
の
間
に
侵
入
し
て
、
凡
て
の
も
の
を
浸
し
、
そ
の
空
間
は
一
様
の
大
さ
で
宇

宙
に
連
な
っ
て
居
る
。
偉
大
は
存
在
せ
る
も
の
よ
り
も
、
存
在
せ
ざ
る
も
の
の
間
に
、
湧
き
い
づ
る
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
偉
大
の
よ
く
示
さ
れ
た
作
に
、
ま
た
井
上
家
蔵
の
「
独
釣
図
」
が
あ
る
。
一
艘
の
船
が
太
く
濃
く
、
何
の
咏
嘆
も
な
く
て
、
沈

痛
に
画
い
て
あ
る
。
船
の
周
囲
に
は
、
浪
が
あ
る
。
船
の
上
に
は
蓑
や
笠
が
あ
っ
て
、
し
っ
か
り
編
目
ま
で
画
い
て
あ
る
。
船
の
は
し
に

は
一
人
の
男
が
す
わ
っ
て
、
絲
の
行
方
を
見
つ
め
て
い
る
。
思
慮
の
あ
る
澄
ん
だ
顔
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
後
は
一
面
の
空
間
で
あ
る
。

広
漠
た
る
空
間
の
中
に
、
一
艘
の
船
が
居
る
の
み
で
あ
る
。
船
あ
っ
て
そ
の
空
間
は
非
常
な
広
さ
を
持
っ
て
来
る
。
船
は
そ
の
広
さ
を

は
っ
き
り
さ
せ
る
為
に
、
そ
の
身
を
あ
ら
わ
し
て
居
る
。
し
か
も
そ
の
は
か
な
い
船
が
、
堂
々
た
る
主
張
で
か
か
れ
て
居
る
。
実
に
不
思



傅抱石留学時期の活動

－70（91）－

議
な
画
で
あ
る
。
夏
珪
と
共
に
彼
の
様
式
が
蒼
勁
体
と
称
せ
ら
る
る
所
以
を
知
り
得
る
。

　

さ
れ
ば
馬
遠
は
、
茫
漠
と
し
て
普
遍
な
る
空
間
を
、
各
存
在
の
間
間
に
導
き
入
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
空
間
の
広
大
さ
に
浸
さ
れ
た
存

在
と
し
て
い
る
。
即
ち
画
面
の
存
在
た
る
各
形
体
は
、
非
存
在
の
空
間
、
当
為
の
空
間
に
よ
っ
て
、
永
遠
に
存
在
す
る
形
体
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
画
面
上
の
形
体
と
、
そ
れ
を
浸
す
空
間
と
は
、
何
れ
も
明
か
に
対
立
し
て
、
別
個
の
系
統
を
な
し
て
い
る
。
故
に

画
面
が
力
体
と
な
る
た
め
に
、
此
處
に
は
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
が
、
組
織
的
に
結
合
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
を
感
ず
る
。

３　
日
本
画
の
特
徴

　

土
佐
は
軽
軟
な
る
道
で
、
己
を
尽
し
て
い
る
。
雪
舟
は
沈
着
な
る
道
で
己
を
尽
し
て
居
る
。【
中
略
】

　

こ
の
骨
法
（
中
国
の
伝
統
技
法
）
の
伝
統
は
、
我
が
国
に
移
さ
れ
て
来
る
。
如
何
な
る
国
の
文
明
も
、
外
来
の
影
響
な
し
に
は
発
達
す

る
事
が
困
難
で
あ
る
。
我
が
国
も
こ
の
意
味
で
常
に
他
の
影
響
の
中
で
、
発
達
し
て
来
た
。
然
ら
ば
、
こ
の
宋
風
の
画
の
影
響
は
如
何
に

あ
ら
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

我
が
国
は
唐
画
の
伝
統
を
白
鳳
奈
良
以
来
、
絶
え
ず
受
け
て
い
た
。
こ
れ
を
徐
々
に
日
本
化
し
て
、
土
佐
の
画
風
を
作
っ
た
。
こ
の
土

佐
派
を
作
る
日
本
化
の
働
き
の
中
で
、
最
も
著
し
い
と
考
え
ら
れ
る
特
色
は
、
第
一
に
線
の
軽
軟
で
あ
り
、
第
二
に
色
の
平
淡
で
あ
り
、

第
三
に
構
図
の
率
直
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
画
の
中
に
あ
っ
た
力
の
構
成
的
な
要
素
を
、
線
の
上
か
ら
も
、
色
の
上
か
ら
も
、
画
面
全
体
の

構
成
の
上
か
ら
も
、
軽
軟
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
力
を
組
み
は
づ
し
た
の
で
あ
る
。
力
を
組
み
は
づ
す
と
は
、
力
の
永
劫

的
な
構
成
を
、
刹
那
的
な
構
成
に
か
え
る
事
で
あ
る
。
線
を
軽
軟
に
す
る
と
は
、
永
劫
的
な
る
力
の
主
張
持
続
を
、
卒
然
と
し
て
刹
那
の

発
現
と
し
て
、
組
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
色
の
平
淡
も
ま
た
同
一
で
あ
っ
て
、
色
を
永
劫
の
相
か
ら
、
刹
那
簡
素
の
相
に
か
え
す
事
で
あ
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る
。
卒
然
た
る
存
在
の
中
に
、
色
を
支
持
す
る
事
で
あ
る
。
第
三
の
構
成
の
率
直
も
ま
た
、
組
織
的
に
全
体
に
行
き
渡
っ
て
居
る
力
を
、

突
然
生
起
し
た
力
の
状
態
に
か
え
て
、
そ
の
卒
然
た
る
力
の
構
成
に
よ
っ
て
、
自
由
な
る
力
の
流
動
た
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
こ
の
力
の

組
み
は
づ
し
が
、
土
佐
派
の
な
し
た
日
本
化
の
内
容
で
あ
る
。

（
こ
れ
は
画
ば
か
り
で
な
く
、
書
の
上
に
も
ま
た
同
様
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
仮
名
書
の
風
が
之
で
あ
る
。）

　

然
る
に
そ
の
後
日
本
に
渡
来
し
た
、
漢
画
風
の
影
響
に
対
し
て
は
、
雪
舟
は
ま
だ
日
本
化
の
働
き
を
な
し
て
い
な
い
。
し
か
も
雪
舟
の

中
に
も
、
こ
の
日
本
化
の
萌
芽
は
、
既
に
あ
ら
わ
れ
て
居
た
。「
筆
が
る
に
」
馬
遠
夏
珪
を
学
べ
、
と
い
っ
た
の
が
之
で
あ
る
。「
筆
が
る

に
」
と
は
、
力
の
組
み
は
ず
し
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
筆
が
る
に
」
の
意
味
は
、
漢
画
の
日
本
化
に
対
し
て
は
、
主
要
な
位
置
を
占
む
る

も
の
で
あ
る
。
如
何
と
な
れ
ば
、
漢
画
は
色
を
重
ん
ぜ
ざ
る
、
墨
画
風
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
が
る
に
馬
遠
夏
珪
の
風
を
学
ぶ
と
は
、

線
に
集
中
せ
ら
れ
た
こ
の
宋
風
の
骨
法
を
、
力
の
組
み
は
ず
し
に
よ
っ
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
筆
が
る
に
学
ぶ
と
は
、
単
に
画
の

一
部
分
に
対
す
る
注
意
で
な
く
て
、
む
し
ろ
画
の
全
体
に
対
す
る
注
意
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

構
成
に
就
い
て
も
同
一
で
あ
っ
て
、
筆
で
描
き
上
げ
て
行
っ
た
画
面
で
あ
る
か
ら
、
之
を
筆
が
る
に
描
い
て
行
く
事
は
、
ま
た
構
成
を

も
、
打
ち
く
つ
ろ
が
す
こ
と
に
な
る
。
雪
舟
の
画
面
が
堂
々
と
画
き
進
め
ら
れ
て
居
る
に
も
係
ら
ず
、
落
ち
つ
い
て
、
打
ち
く
つ
ろ
い
だ

處
の
あ
る
の
は
、
彼
の
主
張
を
明
か
に
す
る
。
故
に
雪
舟
の
画
は
、
未
だ
十
分
に
力
の
組
み
は
づ
し
を
な
し
得
て
は
居
な
い
が
、
そ
の
意

向
の
中
に
、
既
に
日
本
化
の
要
求
は
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二　

傅
抱
石　

日
本
滞
在
時
期
の
活
動

一
九
三
二
年
秋
（
九
月
こ
ろ
）
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傅
抱
石
、
初
め
て
日
本
に
来
る
。
あ
ち
こ
ち
見
学
し
、
資
料
収
集
の
活
動
を
し
た
。
し
か
し
資
金
が
乏
し
い
の
で
長
く
日
本
に
居
る
の

は
困
難
だ
っ
た
。

　

一
二
月
、
郭
沫
若
に
会
う
つ
も
り
で
市
川
に
向
か
っ
た
が
、
途
中
で
警
察
に
拘
束
さ
れ
た
。

（
葉
宗
鎬
『
傅
抱
石
年
譜
』〈
増
訂
本
〉
に
よ
る
）

一
九
三
三
年
一
月

　

傅
抱
石
、
郭
沫
若
と
初
対
面
。

一
九
三
三
年
春
頃

　

傅
抱
石
、
帰
国
。

　

こ
の
時
期
、『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
の
表
紙
題
字
、
扉
題
字
を
、
呉
梅
と
黄
侃
に
依
頼
し
た
。

一
九
三
三
年
秋
冬
の
頃

　

傅
抱
石
、
日
本
に
来
る
。

一
九
三
三
年

　

致
文
求
堂
１
６
６
号
書
簡
（
一
一
月
一
八
日
）（
図
五
）。

　

篆
刻
家
傅
抱
石
（
細
字
を
良
く
ほ
る
、
ま
た
絵
に
も
た
く
み
で
あ
る
）
が
そ
ち
ら
へ
尋
ね
て
お
話
し
し
た
い
と
の
こ
と
。
ま
た
河
井
荃
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廬
氏
に
会
い
た
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
紹
介
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

子
祥
仁
兄
恵
鑒
（〝
子
祥
〞
は
田
中
慶
太
郎
の
号
）

　
　

頃
有
中
国
篆
刻
名
家
傅
抱
石
君
（
尤
善
刻
細
字
、
且
工
画
）
欲
与　

尊
臺
一
談
、

　
　

特
為
介
紹
。

　
　

又
傅
君
欲
晤
河
井
荃
廬
氏
、
能
為
介
紹
尤
祷
。

　
　
　
　

専
此
、
順
頌

　
　
　

大
安

　

郭
沫
若
頓
首

　

十
一
月
十
八
日

　

封
筒
に
「
傅
抱
石
君
面
呈
」
と
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
傅
抱
石
が
こ
れ
を
持
っ
て
文
求
堂
を
訪
問
し
た
と
思
わ
れ
る
。（『
郭
沫
若
致
文

求
堂
書
簡
』
は
一
九
三
四
年
に
入
れ
る
）

一
九
三
四
年
三
月
二
六
日

　

傅
抱
石
、
金
原
省
吾
と
初
め
て
対
面
。（
図
六
．
金
原
夫
妻
『
傅
抱
石
全
集
』）（「
金
原
日
記
」）

三
月
三
〇
日
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〝
傅
抱
石
君
く
る
。
こ
れ
は
研
究
科
志
望
で
あ
る
。〞『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』
を
謹
呈
し
た
。（「
金
原
日
記
」）

四
月

　

帝
国
美
術
学
校
入
学

　

四
月
一
三
日
。〝
傅
抱
石
君
来
る
。
勉
強
の
打
合
せ
を
し
た
。〞（「
金
原
日
記
」）

五
月
二
二
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。
家
庭
の
経
済
的
に
苦
し
い
状
況
に
つ
い
て
話
し
た
。（「
金
原
日
記
」）

傅
抱
石
が
謹
呈
し
た
写
真
（
図
七
．）「
金
原
先
生
有
道
恵
存
。
後
学
傅
抱
石
謹
呈
。
甲
戌
仲
夏
之
月
」
と
記
す
。（『
傅
抱
石
全
集
』）

一
九
三
四
年
六
月

　

致
文
求
堂
92
号
書
簡
（
六
月
五
日
）（
図
八
『
文
求
堂
主
人
・
田
中
慶
太
郎
』）。

　

傅
抱
石
が
自
著
『
摸
印
学
』
を
持
っ
て
文
求
堂
を
尋
ね
る
の
で
、
出
版
に
つ
い
て
配
慮
し
て
も
ら
い
た
い
む
ね
の
書
簡
。
傅
君
は
、
条

件
に
つ
い
て
う
る
さ
い
こ
と
は
言
わ
な
い
そ
う
で
す
。
ぜ
ひ
ご
配
慮
く
だ
さ
い
。

　
　

逕
啓
者
、
傅
抱
石
君
有
『
摸
印
学
』
一
部
、
欲
在
此
間
出
版
、
不
識
貴
堂
能
承
印
否
。

　
　

特
為
介
紹
。
如
貴
堂
楽
意
承
印
、
據
傅
君
云
、
条
件
可
不
拘
、
請
酌
裁
。
専
此
、
即
頌

　
　

刻
安
。
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郭
沫
若　

六
月
五
日

　
　

田
中
子
祥
先
生

　
　
　

附
白　
「
図
録
」
原
稿
本
已
妥
収
、
丹
翁
信
亦
接
読
。

　
　
　

外
、
原
稿
数
紙
并
附
上
、
乞
査
収
是
幸
。

　

沫
又
及

　

こ
の
封
筒
に
、「
煩
抱
石
兄
持
交　

田
中
慶
太
郎
様　

沫
若
手
奏
」
と
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
郵
送
し
た
の
で
は
な
く
、
傅
抱
石
が
こ

れ
を
持
っ
て
文
求
堂
を
訪
問
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
成
家
徹
郎
『
説
文
解
字
の
研
究
』
後
編
で
、
巻
頭
図
版
に
こ
れ
を
掲
載
し
た
。
そ
し
て
安
易
に
『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書
簡
』
に
従
っ
て

一
九
三
三
年
の
も
の
と
し
た
。
こ
こ
で
訂
正
し
て
お
詫
び
す
る
。）

六
月
九
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。〝「
摸
印
学
」
を
日
本
で
印
刷
し
た
い
が
、
ど
の
位
で
出
来
る
か
と
い
ふ
か
ら
、
大
文
堂
に
き
く
と
い
ふ
こ

と
に
し
た
。
こ
れ
は
四
六
で
百
頁
位
か
。〞（「
金
原
日
記
」）

六
月
一
四
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。〝「
摸
印
学
」
の
印
刷
の
こ
と
も
話
し
合
っ
た
。〞（「
金
原
日
記
」）
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六
月
一
五
日

　

傅
抱
石
、
金
原
宅
を
訪
問
、
金
原
氏
は
不
在
。

六
月
一
九
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。
松
坂
や
で
個
展
を
や
り
た
い
、
と
い
う
希
望
。（「
金
原
日
記
」）

六
月
二
三
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）

六
月
二
九
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。

〝
学
校
で
手
紙
か
く
。
傅
抱
石
君
の
証
明
書
を
江
西
省
主
席
の
熊
氏
宛
に
か
く
。〞（「
金
原
日
記
」）

七
月
一
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。
四
日
に
帰
国
す
る
と
告
げ
る
。

七
月
六
日
に
長
崎
で
乗
船
し
て
、
上
海
へ
向
か
う
。（「
金
原
日
記
」）
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傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
一
】
七
月
二
〇
日
（
部
分
、
図
九
『
傅
抱
石
全
集
』。
以
下
、
書
信
は
み
な
こ
れ
に
依
る
。）

﹇
概
要
﹈
尊
敬
す
る
金
原
先
生
。
上
海
で
一
度
お
手
紙
を
差
し
上
げ
ま
し
た
、
着
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
本
月
十
日
に
南
京
へ
行
き
、

昨
日
、
南
昌
に
着
き
ま
し
た
。
旅
行
中
、
平
安
無
事
で
し
た
。
ご
心
配
は
い
り
ま
せ
ん
。
大
著
『
唐
宋
之
絵
画
』
す
で
に
上
海
商
務
印
書

館
か
ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
先
生
の
高
名
は
中
華
に
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
小
生
、
日
本
に
か
え
り
ま
し
た

ら
、
再
び
翻
訳
を
や
り
ま
す
。
大
作
「
線
の
研
究
」
は
中
華
の
画
家
と
っ
て
有
益
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
小
生
、
上
海
、
南
京
な
ど
各
地

で
先
生
の
高
深
の
学
理
に
つ
い
て
い
つ
も
紹
介
し
ま
し
た
。
小
生
は
長
期
に
わ
た
っ
て
先
生
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
強
い
願
望

で
あ
り
ま
す
。
銀
座
松
坂
屋
の
場
所
の
問
題
、
す
で
に
決
定
し
た
の
か
ど
う
か
、
く
わ
し
く
ご
通
知
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
日
本
の

美
術
雑
誌
に
、
先
生
が
一
文
を
撰
し
て
ご
紹
介
い
た
だ
け
た
ら
、
こ
れ
に
勝
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
学
傅
抱
石
拝
。
七
月
廿
日
。

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
二
】
八
月

﹇
概
要
﹈
尊
敬
す
る
金
原
先
生
。
小
生
、
先
月
二
十
三
日
に
南
昌
に
着
い
て
以
来
天
気
は
非
常
に
炎
熱
で
、
毎
日
百
度
に
な
る
以
外
に
、

中
国
の
家
屋
の
造
り
も
不
快
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
二
週
間
、
家
に
居
る
も
の
の
、
絵
を
か
く
と
か
本
を
読
む
な
ど
の
努
力
は
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
小
生
、
南
昌
で
各
方
面
の
名
流
学
者
た
ち
と
会
い
ま
し
た
が
、
先
生
の
偉
大
な
学
問
を
理
解
し
て
い
な
い
人
は
お
り
ま
せ
ん
。

先
生
に
教
え
を
う
け
る
こ
と
は
わ
が
人
生
に
お
い
て
最
大
の
幸
福
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
ご
研
究
に
つ
い
て
万
分
に
敬
服
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
特
に
先
生
研
究
の
精
神
に
は
さ
ら
に
景
仰
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
唐
宋
の
絵
画
」「
訳
者
序
」
の
中
で
特
別
に
記

述
し
ま
し
た
。
先
生
治
学
の
勤
勉
な
こ
と
、
中
華
士
子
「
懶
惰
之
病
」
に
対
し
て
薬
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
先
生
著
し
た

と
こ
ろ
の
「
支
那
美
術
史
」（
先
に
〝
中
国
〞
と
書
い
た
が
あ
と
で
そ
の
上
に
線
を
ひ
い
て
脇
に
〝
支
那
〞
と
書
い
た
。：
成
家
注
）、
小

生
、
一
日
も
早
い
成
功
を
祈
り
ま
す
。
来
年
は
帰
国
し
て
、
中
央
大
学
に
お
い
て
芸
術
科
の
職
務
に
つ
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
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ん
。
こ
の
科
に
は
「
中
国
美
術
史
」
課
程
が
あ
り
ま
す
。
小
生
、
秋
の
こ
ろ
、「
中
国
美
術
史
略
」
を
編
集
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
将
来
の
教
学
に
便
利
で
す
。
い
ま
先
生
に
す
で
に
こ
の
大
著
が
あ
り
ま
す
の
で
、
小
生
ま
ず
こ
れ
を
漢
文
に
訳
し
ま
す
（
十

月
に
な
り
ま
し
た
ら
、
翻
訳
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）
出
版
さ
れ
ま
し
た
ら
、
来
年
に
は
使
用
で
き
ま
す
。（
以
下
、
今
後
の
翻
訳

計
画
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、
省
略
す
る
。：
成
家
）

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
三
】
八
月
一
五
日
（
書
信
二
と
同
時
に
投
函
？
）（
部
分
、
図
一
〇
）

﹇
概
要
﹈
小
生
、
家
が
清
貧
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
先
生
に
申
し
ま
し
た
。
こ
の
た
び
帰
国
し
て
要
求
し
た
補
助
で
す
が
、
何
も
成
果
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
生
、
家
に
対
し
て
負
担
が
あ
り
ま
す
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
妻
す
で
に
美
術
専
科
音
楽
系
を
卒
業
し
て
中
学
の

音
楽
教
師
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
家
庭
の
責
任
に
対
し
て
や
や
軽
減
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
、
非
常
に
大
き
な
困

難
が
あ
り
ま
す
。
も
し
特
別
の
機
会
が
な
け
れ
ば
、
理
想
と
す
る
留
学
の
期
間
は
、
た
し
か
に
実
現
は
不
可
能
で
す
。
小
生
、
九
月
前
に

東
京
へ
か
え
り
ま
す
。
先
生
に
購
入
を
依
頼
さ
れ
た
書
籍
五
品
の
う
ち
二
つ
は
必
ず
お
持
ち
し
ま
す
。
山
口
先
生
の
印
泥
お
よ
び
銅
印
も

同
時
に
購
入
し
ま
し
た
。
展
覧
会
場
、
先
生
の
お
か
げ
で
成
功
し
ま
す
な
ら
ば
、
将
来
も
し
小
生
に
進
境
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
先
生
の
大

徳
は
永
遠
に
強
く
肝
に
銘
じ
ま
す
。
今
日
、
先
生
の
お
手
紙
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
訳
し
て
母
、
妻
子
知
人
に
聞
か
せ
ま
し

た
。
彼
ら
は
み
な
先
生
に
無
限
の
敬
服
を
い
だ
き
発
展
を
祈
っ
て
い
ま
す
。（
以
下
略
）

（
傅
抱
石
、
九
月
に
ま
た
日
本
に
来
た
。）

九
月
八
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）
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九
月
一
〇
日
、
一
五
日
、
一
六
日
、
二
七
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）

一
〇
月
四
日
、
一
八
日
、
二
二
日
、
二
六
日
、
三
〇
日
。

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）

一
九
三
四
年
孟
冬
月

　

傅
抱
石
が
『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』（
図
一
、
全
二
冊
。
ア
ア
図
書
館
所
蔵
）
を
東
京
か
ら
郭
氏
に
郵
送
し
た
。

　

こ
の
ト
ビ
ラ
の
前
の
一
葉
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
。

　
　
「　

郵
呈

　
　
　
　

沫
若
先
生　

方
家
教
政

　
　
　
　
　

甲
戌
孟
冬
月
後
学
傅
抱
石
記
于
東
京　

」

　

甲
戌
は
一
九
三
四
年
で
あ
る
。

　

表
紙
に
は
「
癸
酉
夏
至
。
呉
梅
。」
と
あ
る
。

﹇
注
﹈
呉
梅
（
一
八
八
四
〜
一
九
三
九
）

　

字
は
瞿
安
、
ま
た
霜
厓
。
長
洲
人
。（
林
申
清
編
『
中
国
蔵
書
家
印
鑑
』
上
海
書
店
一
九
九
七
）
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扉
題
字

　
　
「　

癸
酉
中
夏　

黄
侃
署　

」

﹇
注
﹈
癸
酉
は
西
暦
一
九
三
三
年
。

　

黄
侃
、
字
は
季
剛
。

　

一
九
三
三
年
に
は
、
南
京
に
あ
っ
た
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
に
勤
務
し
て
い
た
。（
胡
厚
宣
「
黄
季
剛
先
生
与
甲
骨
文
字
」『
伝

統
文
化
与
現
代
化
』
一
九
九
四
年
二
期　

中
華
書
局
）

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
四
】
一
一
月
一
日

東
京
小
石
川
に
あ
っ
た
中
華
留
学
生
宿
舎
か
ら
出
し
た
は
が
き
。

﹇
概
要
﹈
金
原
先
生
。
前
日
（
三
十
日
）
先
生
が
話
し
た
お
手
紙
き
の
う
発
送
し
た
は
ず
で
す
が
、
今
日
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
郵
便
の
遅
誤
の
せ
い
で
し
ょ
う
。
小
生
、
準
備
は
一
切
完
了
し
ま
し
た
。
た
だ
お
手
紙
を
待
つ
ば
か
り
で
す
。
着
き
ま
し
た
ら

す
ぐ
に
国
内
に
電
報
を
発
し
ま
す
。
お
手
紙
を
切
に
待
っ
て
お
り
ま
す
。
十
一
月
一
日
。

一
九
三
四
年
一
一
月
二
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。

一
九
三
四
年
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致
文
求
堂
１
９
８
号
書
簡
（
一
一
月
五
日
）。

　

劉
体
智
氏
が
贈
っ
て
く
れ
た
本
、
転
送
さ
れ
て
受
け
取
り
ま
し
た
。
感
謝
。

追
伸
と
し
て
、

　

傅
抱
石
君
は
お
そ
ら
く
来
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
は
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
の
で
、
文
化
事
業
部
補
助
学
費
を
得
る
方
法

は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
と
聞
い
て
い
る
。

大
札
奉
悉
、
劉
體
智
氏
所
贈
書
蒙
転
致
、
亦
収
到
。
諸
費
清
神
、
謝
甚
謝
甚
。

　

専
復
、
即
頌

　

刻
安

　

郭
沫
若　

十
一
月
五
日

　

傅
抱
石
君
恐
不
能
来
、
彼
欲
得
文
化
事
業
部
補
助
学
費
、
不
識
有
法
可
設
否
。

（『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書
簡
』
は
一
九
三
五
年
に
入
れ
る
）

一
九
三
四
年
一
二
月
六
日
、
一
二
日
、
一
七
日
、
二
二
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
五
】
一
二
月
二
九
日

﹇
概
要
﹈
尊
敬
す
る
金
原
先
生
。
二
十
七
日
、
小
生
は
岡
登
氏
と
同
行
し
て
松
坂
屋
に
行
き
、
沢
田
東
作
氏
に
会
い
、
展
覧
会
場
に
つ
い
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て
す
で
に
申
し
込
み
ま
し
た
。
一
月
十
五
日
こ
ろ
決
定
す
る
で
し
ょ
う
。（
一
切
の
手
続
き
お
よ
び
費
用
は
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ

と
と
同
じ
で
す
。）
岡
登
氏
が
い
う
に
、
沢
田
は
彼
の
親
戚
で
あ
る
の
で
、
決
し
て
失
望
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
。
小
生
、
と

て
も
心
配
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
明
年
六
七
月
の
こ
ろ
、
一
度
帰
国
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
松
坂
屋
が
不
可
能

な
ら
別
の
と
こ
ろ
を
打
ち
合
わ
せ
し
て
よ
い
で
す
。
先
生
が
岡
登
氏
に
お
手
紙
を
書
く
さ
い
に
、
私
の
た
め
に
頼
ん
で
い
た
だ
け
る
な
ら

ば
、
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
小
生
は
す
で
に
「〈
│
│
〉
を
読
む
」
と
い
う
一
文
を
完
全
に
華
語
に
訳
し
て
書
き
上
げ
ま
し
た
。
中

華
雑
誌
に
寄
せ
て
掲
載
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で
い
ま
す
。
小
生
、
い
ま
こ
の
休
み
の
間
に
「
石
涛
」
を
研
究
し
ま
す
。
ま
ず
そ
の
「
評

伝
」
を
書
き
上
げ
ま
す
。
た
だ
し
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
橋
本
関
雪
氏
（
彼
が
編
集
し
た
「
石
涛
」
一
書
が
あ
り
ま
す
。）
は

こ
う
言
い
ま
し
た
「
石
涛
の
評
伝
は
、
書
こ
う
と
欲
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。」
小
生
い
ま
勉
強
し
て
い
ま
す
が
望
が
あ
る
か
ど
う
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
雪
が
降
っ
て
い
る
の
で
お
宅
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
傅
抱
石
。
十
二
月
廿
九
日
。

（
成
家
注
：
橋
本
関
雪
著
『
石
濤
』
中
央
美
術
社
一
九
二
六
。
題
字
は
銭
痩
鉄
が
書
い
た
。）

一
九
三
五
年
一
月
四
日
、
九
日
、
二
五
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）

一
九
三
五
年
二
月
五
日
、
二
四
日
、

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。

　

二
月　

金
原
省
吾
著
『
唐
宋
之
絵
画
』、
傅
抱
石
の
漢
語
訳
が
出
版
さ
れ
る
。
商
務
印
書
館　

上
海

　

金
原
『
支
那
絵
画
史
』「
序
」
に
、
こ
の
傅
氏
の
翻
訳
出
版
に
つ
い
て
言
及
あ
り
。
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一
九
三
五
年
三
月

　

郭
沫
若
『
両
周
金
文
辞
大
系
図
録
』
出
版
（
文
求
堂
）

一
九
三
五
年
三
月
五
日
、
一
七
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。

三
月
二
五
日

　
〝
抱
石
君
、（
展
覧
会
の
）
会
場
き
ま
っ
て
喜
ん
で
い
る
。

　
（
五
月
一
〇
日
│
一
四
日
。
松
坂
や
）〞（「
金
原
日
記
」）

三
月
三
〇
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。（「
金
原
日
記
」）

四
月
九
日

　

傅
抱
石
、
展
覧
会
開
催
が
決
ま
っ
た
の
で
、
祝
賀
夕
食
会
を
主
催
し
た
。
金
原
氏
を
招
待
。

　
〝
も
う
人
達
は
そ
ろ
っ
て
い
た
。
郭
沫
若
氏
も
み
え
た
。
こ
れ
は
中
中
し
っ
か
り
し
た
学
者
ら
し
い
。
そ
れ
で
い
て
く
だ
け
た
人
で
あ

る
。
そ
の
上
、
下
に
ね
ば
り
の
あ
る
感
で
よ
い
。〞（「
金
原
日
記
」）
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四
月
一
四
日

　
〝
抱
石
君
よ
り
銅
印
も
ら
う
。〞（「
金
原
日
記
」）

四
月
一
五
日

　
〝
傅
君
の
展
覧
会
の
推
薦
状
を
か
き
、
正
木
直
彦
氏
の
も
代
筆
し
た
。
夜
と
り
に
来
た
。〞（「
金
原
日
記
」）

﹇
注
﹈
正
木
直
彦
（
一
八
六
二
│
一
九
四
〇
）

　

一
九
〇
一
年
〜
一
九
三
二
年
、
東
京
美
術
学
校
の
校
長
を
務
め
た
。
そ
の
後
、
隠
退
。

一
九
三
五
年

　

致
文
求
堂
１
８
４
号
書
簡
（
四
月
一
七
日
）。

　

傅
抱
石
か
ら
手
紙
が
き
た
。
田
中
氏
の
篆
刻
評
語
を
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
河
井
仙
郎
か
ら
も
感
想
な
ど
を
数
語
い
た
だ
き
た
い
。
そ

し
て
傅
抱
石
か
ら
郭
氏
に
き
た
手
紙
も
一
緒
に
同
封
し
た
。

　

つ
い
で
に
「
大
系
」
増
訂
版
の
話
。
梅
原
末
治
氏
が
「
越
王
矛
」
を
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
撮
影
が
終
わ
っ
た
ら
梅
原
氏
に
直
接
送
り

返
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

頃
得
傅
抱
石
氏
来
信
。
言
前
日
所
拝
托
関
於
篆
刻
評
語
、
懇
於
二
十
二
、
三
日
賜
下
。
又
盼
能
転
托
河
井
仙
郎
氏
賜
題
数
語
。
来
函
照

転
、
乞
一
過
目
。
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再
者
、
梅
原
氏
已
将
「
越
王
矛
」
寄
来
、
別
封
寄
上
、
請
攝
影
（
縮
小
亦
可
）、
将
挿
入
増
訂
版
「
大
系
」
中
也
。
攝
影
後
、
直
接
寄
還

梅
原
氏
為
祷
。
草
草
。

　

沫
若　

十
七
日

傅
抱
石
が
郭
沫
若
に
書
い
た
書
簡
（『
文
求
堂
主
人
・
田
中
慶
太
郎
』
に
図
版
、『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書
簡
』
に
釈
文
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。）

　

九
日
晩
間
お
せ
わ
に
な
り
ま
し
た
。
昨
日
、
金
原
氏
が
す
で
に
文
字
一
篇
を
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
田
中
氏
と
河
井
氏
の
評
語
を
は
や

く
い
た
だ
き
た
い
の
で
、
催
促
し
て
ほ
し
い
。
二
十
二
、
三
日
に
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

友
人
・
呉
履
遜
、
徐
旅
人
（
高
師
学
生
）
が
う
ち
に
尋
ね
て
き
た
が
、
あ
い
に
く
私
は
学
校
に
行
っ
て
い
た
の
で
会
え
な
か
っ
た
。
今
日

午
後
に
そ
ち
ら
を
訪
問
す
る
の
で
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し
ま
す
。

沫
若
先
生
有
道
尊
鑒
。
敬
啓
者
、
九
日
晩
間
備
蒙
訓
導
、
曷
勝
感
激
。
日
昨
金
原
氏
已
送
来
文
字
一
篇
、
正
木
氏
亦
已
由
岡
登
氏
将
原
稿

請
予
過
目
署
名
。
前
承
先
生
代
請
田
中
先
生
及
田
中
先
生
転
請
河
井
氏
写
関
于
篆
刻
評
語
（
或
題
一
二
句
亦
可
）、
擬
乞
撥
冗
代
促
一
声
、

能
在
二
十
二
、
三
日
賜
下
則
大
佳
也
。
又
尊
題
拙
作
已
付
攝
景
、
一
俟
送
来
、
即
転
呈
元
覧
。
呉
履
遜
先
生
前
晩
同
一
江
西
人
徐
旅
人

（
高
師
学
生
）
駕
敝
居
、
適
往
学
校
、
未
遇
。
今
日
午
後
擬
去
問
候
并
假
画
二
幅
。
専
此
、
敬
叩
道
安

　

児
傅
抱
石
頓
首

　

四
月
十
六
日
晨

一
九
三
五
年
五
月
四
日
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傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。

　

傅
氏
は
作
品
写
真
帖
を
差
し
上
げ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
に
「
奉
呈
之
辞
」
を
書
い
た
。

「
乙
亥
五
月
東
京
で
個
展
を
挙
行
す
る
に
あ
た
っ
て
吾
師
金
原
先
生
に
は
〝
非
常
之
援
助
〞
を
い
た
だ
き
感
激
は
無
限
で
あ
り
ま
す
。
こ

こ
に
作
品
写
真
を
一
冊
記
念
と
し
て
さ
さ
げ
ま
す
。
一
九
三
五
・
五
・
四　

後
学
傅
抱
石
呈
。」

一
九
三
五
年

致
文
求
堂
１
８
６
号
書
簡
（
五
月
九
日
）（
慶
太
郎
の
次
男
・
震
二
に
あ
て
た
書
簡
）

〔
原
文
の
ま
ま
〕

端
書
接
手
。
寿
県
所
出
楚
器
の
一
枚
も
放
大
し
度
い
と
思
っ
て
を
り
ま
す
の
で
明
日
傅
さ
ん
の
展
ラ
ン
會
を
み
ニ
行
く
前
に
御
宅
に
よ
り

ま
す
か
ら
そ
の
時
御
議
致
し
ま
す
。
大
抵
午
前
十
一
時
頃
。
早
起
は
御
気
の
毒
で
せ
う
。
五
月
九
日
。
郭
沫
若
。

一
九
三
五
年
五
月
。

　

銀
座
松
坂
屋
で
個
展
開
催
（
五
月
一
〇
日
│
一
四
日
）。（「
金
原
日
記
」）

一
九
三
五
年
五
月
一
〇
日
（
個
展
会
場
写
真
、
図
一
一
『
傅
抱
石
全
集
』）

　

金
原
氏
、
銀
座
松
坂
屋
に
行
っ
て
傅
抱
石
の
個
展
を
見
る
。

　
〝
今
日
一
日
で
三
百
円
位
う
れ
た
由
。
抱
石
君
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
。〞（「
金
原
日
記
」）

一
九
三
五
年
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致
文
求
堂
１
８
８
号
書
簡
（
五
月
三
一
日
）。

「
大
系
」
図
録
の
件
。

　

傅
抱
石
の
個
展
は
あ
な
た
（
田
中
慶
太
郎
）
の
お
か
げ
で
大
成
功
で
し
た
。

「
御
封
書
拝
誦
（
読
）。
拙
稿
一
葉
確
か
に
受
取
。

　

酓
章
鐘
は
１
６
６
葉
に
跨
っ
た
の
で
そ
の
一

　

葉
を
も
寄
す
よ
う
に
御
願
ひ
し
ま
す
。

　

傅
君
の
個
展
に
色
々
御
尽
力
下
さ
れ
、

　

傅
君
と
し
て
は
金
銭
以
上
の
収
穫
を

　

得
た
と
僕
は
思
っ
て
を
り
ま
す
。
今
後
も

　

御
引
立
て
て
あ
げ
て
下
さ
い
。
３
１
／
Ⅴ　

」

一
九
三
五
年
六
月
一
四
日

　

傅
抱
石
、
金
原
氏
を
訪
問
。

一
九
三
五
年
六
月
二
〇
日

〝
抱
石
君
、
母
上
病
あ
つ
し
と
の
知
ら
せ
を
う
け
て
、
二
十
四
日
に
国
に
か
へ
る
と
の
こ
と
。
或
は
間
に
合
は
ぬ
か
と
い
っ
て
い
る
。
君

の
た
め
に
、
一
路
の
平
安
を
祈
る
。
紙
や
画
な
ど
を
持
っ
て
来
て
、
あ
づ
け
て
行
っ
た
。
九
月
下
旬
ま
た
く
る
由
。〞（「
金
原
日
記
」）
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七
月
、
傅
抱
石
の
母
病
没
。

一
九
三
六
年

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
六
】
一
九
三
六
年
二
月
七
日

﹇
概
要
﹈
尊
敬
す
る
金
原
先
生
。
一
月
三
日
、
本
を
送
っ
て
い
た
だ
き
非
常
に
感
激
し
ま
し
た
。
抱
石
、
去
年
十
月
か
ら
国
立
中
央
大
学

の
中
国
美
術
史
お
よ
び
国
画
概
論
を
教
授
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
抱
石
の
志
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
中
国
絵
画
理
論
』
は
す
で
に

出
版
さ
れ
ま
し
た
。
将
来
か
な
ら
ず
一
冊
購
入
し
て
謹
呈
し
ま
す
。（
成
家
注
：
行
間
に
小
字
で
こ
う
書
き
く
わ
え
て
い
る
。「
す
で
に
一

冊
購
入
し
ま
し
た
。
こ
の
信
と
同
時
に
郵
呈
し
ま
す
、
御
笑
納
御
高
評
お
ね
が
い
し
ま
す
。」）
先
生
指
教
。
抱
石
帰
国
し
て
以
来
、「
中

国
美
術
年
表
」
を
完
成
し
た
だ
け
で
、
ほ
か
に
何
も
著
作
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
心
緒
不
寧
の
み
で
す
。
一
事
お
ね
が
い
が
あ
り
ま
す
。

先
生
に
迅
速
に
処
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
す
な
わ
ち
抱
石
は
中
央
大
学
で
教
授
の
任
に
つ
い
て
い
ま
す
が
、
民
国
の
条
例
に
よ
り
、

「
卒
業
証
書
」、「
著
作
」
な
ど
を
「
教
育
部
」（
中
華
民
国
文
部
省
：
成
家
注
）
に
提
出
し
て
審
査
を
受
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
も
し

資
格
が
合
わ
な
け
れ
ば
、
学
校
か
ら
の
招
聘
は
不
許
可
に
な
り
ま
す
。
抱
石
書
く
べ
き
資
格
（
即
出
身
学
校
）
は
、
日
本
帝
国
美
術
学
校

研
究
科
卒
業
」
で
す
。
抱
石
、
国
に
か
え
る
と
き
、
ふ
た
た
び
東
京
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
先

生
に
た
い
し
て
証
書
の
発
給
を
請
求
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
先
生
が
「
卒
業
証
書
」
一
枚
（
成
家
注
：
小
字
二
行
書
き
で
以
下
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。「
研
究
科
目
〈
如
美
術
史
、
画
論
な
ど
〉
及
び
研
究
年
限
を
書
か
な
い
よ
う
に
願
い
ま
す
。」）
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た

く
切
に
お
願
い
し
ま
す
。
抱
石
が
先
生
宅
に
あ
ず
け
て
あ
る
作
品
で
す
が
、
保
存
を
お
願
い
し
ま
す
。
抱
石
、
今
年
の
暑
中
に
あ
る
い
は

一
度
東
京
へ
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
。
通
信
処
は
左
記
の
地
名
で
あ
り
ま
す
。「
中
華
民
国　

南
京　

国
立
中
央
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大
学
校
芸
術
科　

傅
抱
石
様
」
傅
抱
石
拝　

二
月
七
日
（
成
家
注
：
追
伸
と
し
て
小
字
で
書
き
足
し
て
い
る
「
南
画
鑑
賞
十
二
月
号
一
冊

く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。
も
し
先
生
に
こ
の
書
あ
り
ま
す
な
ら
ば
」）

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
七
】
一
九
三
六
年
四
月
二
二
日
（
図
一
二
『
傅
抱
石
全
集
』）

﹇
概
要
﹈
尊
敬
す
る
金
原
先
生
。
病
の
た
め
一
度
南
昌
の
家
へ
行
き
ま
し
た
。
先
週
や
っ
と
学
校
に
も
ど
り
授
業
を
や
っ
て
い
ま
す
。
本

お
よ
び
卒
業
証
書
を
送
っ
て
い
た
だ
き
感
謝
の
念
に
た
え
ま
せ
ん
。
ま
た
先
生
に
激
励
の
こ
と
ば
、
同
学
会
に
は
記
念
文
章
を
贈
っ
て
く

だ
さ
り
、
深
く
感
激
し
て
お
り
ま
す
。
先
生
が
今
年
提
出
し
た
博
士
論
文
、
抱
石
こ
れ
を
聞
い
て　

光
栄
に
思
い
ま
す
。
か
な
ら
ず
ご
成

功
す
る
も
の
と
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
抱
石
が
担
当
す
る
課
は
中
国
美
術
史
で
、
毎
週
三
時
間
講
義
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
六
朝
時
代
ま
で
来

ま
し
た
。
来
週
に
は
先
生
の
「
六
法
論
」（
支
那
上
代
画
論
研
究
を
基
礎
に
し
ま
す
）
を
講
義
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
講
義
稿
は

夏
季
休
暇
の
と
き
、
先
生
に
送
っ
て
指
導
と
修
訂
を
い
た
だ
く
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
帰
国
以
来
、
母
の
葬
儀
あ
り
、
ま
た
種
々
不
愉
快

の
こ
と
あ
り
身
体
上
に
対
し
て
非
常
に
不
健
康
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
と
て
も
痩
せ
て
東
京
に
い
た
と
き
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
研
究
計
画
は
進
行
不
能
で
す
。
先
生
は
前
と
同
じ
く
健
康
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
夫
人
お
よ
び
諸
公
子
も
健
康
で
楽

し
く
暮
ら
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
傅
抱
石
拝
。
四
月
二
十
二
日
。（
成
家
注
：
小
字
で
書
き
加
え
て
い
る
。「
き
た
る

六
月
の
中
に
支
那
歴
代
古
物
の
展
覧
会
が
あ
り
ま
す
。
場
所
は
南
京
。
今
度
は
支
那
国
宝
の
第
一
次
公
開
で
す
か
ら
、
先
生
の
御
来
遊
願

い
ま
す
。
私
は
南
京
滞
在
の
一
切
〈
案
内
、
食
宿
〉
を
負
担
し
ま
す
。」）

傅
抱
石
、
金
原
先
生
宛
て
の
書
信
【
八
】
一
九
三
六
年
四
月
二
四
日

（
紙
二
枚
に
走
り
書
き
し
た
筆
記
。
薬
と
絵
画
用
毛
筆
を
要
望
す
る
内
容
。
書
信
七
と
一
緒
に
郵
送
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。）
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傅
抱
石
は
帰
国
後
、
一
時
、
郭
沫
若
の
秘
書
を
務
め
た
。（
郭
沫
若
は
一
九
三
七
年
七
月
二
十
五
日
に
帰
国
し
た
。）

一
九
四
一
年
四
月
一
日

　

国
民
党
軍
事
委
員
会
政
治
部
第
三
庁
が
正
式
に
成
立
し
た
。
郭
沫
若
が
庁
長
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
陽
翰
笙
を
招
い
て
主
任
秘
書
と

し
、
傅
抱
石
を
招
い
て
秘
書
と
し
た
。

　
（
龔
継
民
、
方
仁
念
『
郭
沫
若
年
譜
』
上
冊　

天
津
人
民
出
版
社
一
九
九
二
、
３
８
８
頁
）

三　

参
考
資
料

　

王
莉
「
傅
抱
石
が
郭
沫
若
の
た
め
に
創
作
し
た
巨
幅
画
が
文
物
専
門
家
の
関
心
を
集
め
て
い
る
」『
中
国
文
物
報
』
二
〇
〇
一
年
四
月

二
二
日

　

北
京
・
郭
沫
若
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
傅
抱
石
の
巨
幅
画
が
、
文
物
専
門
家
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
四
月
一
九
日
、
十
余
名
の

文
物
保
護
専
門
家
が
招
か
れ
て
、
こ
の
巨
幅
を
含
む
記
念
館
蔵
文
物
の
保
護
の
た
め
に
尽
力
し
て
も
ら
い
た
い
と
要
請
を
受
け
た
。

　

こ
の
「
游
九
龍
淵
詩
意
」
と
題
さ
れ
た
作
品
は
、
一
九
六
五
年
に
傅
抱
石
が
郭
沫
若
の
新
居
客
間
の
た
め
に
描
い
た
も
の
で
、
傅
氏
逝

去
の
半
年
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
巨
幅
は
丈
二
宣
（
約
3.3
×
1.4
メ
ー
ト
ル
）
の
山
水
画
大
作
で
あ
り
、
傅
抱
石
の
二
番
目
に
大
き
い

作
品
で
あ
る
。（
図
一
三
『
傅
抱
石
全
集
』）
一
番
大
き
い
作
品
は
人
民
大
会
堂
に
現
存
す
る
。

　

郭
沫
若
記
念
館
館
長
・
郭
平
英
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
郭
沫
若
と
傅
抱
石
は
一
九
三
二
年
に
初
め
て
面
識
を
得
た
。
詩
人
で
も
あ

り
学
者
で
も
あ
り
さ
ら
に
書
法
家
で
も
あ
っ
た
郭
沫
若
は
、
絵
画
芸
術
に
つ
い
て
も
非
常
に
高
い
鑑
賞
能
力
が
あ
り
、
二
人
は
詩
画
合
璧
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（
共
作
）
の
傑
作
を
少
な
か
ら
ず
残
し
た
。
抗
戦
時
期
の
一
時
期
、
共
に
生
活
し
て
、
書
画
の
義
売
（
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
展
示
即
売
）
を
挙

行
し
て
、
国
難
を
救
う
た
め
に
貢
献
し
た
。

　

郭
沫
若
は
「
竹
蔭
読
画
」
と
い
う
散
文
の
中
で
二
人
の
友
情
に
つ
い
て
こ
う
描
写
し
た
。

　

傅
抱
石
は
、
私
が
見
た
と
こ
ろ
、
標
準
的
な
（
典
型
的
な
）
中
国
人
芸
術
家
で
あ
る
。
彼
は
多
才
多
芸
で
、
篆
刻
も
で
き
る
し
、
ま
た

書
画
も
で
き
、
文
事
に
優
れ
て
い
る
。
そ
し
て
飲
酒
を
好
む
。
と
こ
ろ
が
典
型
的
な
貧
乏
人
で
、
一
に
困
窮
、
二
に
困
窮
、
第
三
も
や
は

り
困
窮
で
あ
る
。
抱
石
は
自
分
が
描
い
た
作
品
を
す
べ
て
抱
え
て
も
っ
て
き
て
私
に
見
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
作
品
に
つ
い

て
私
に
詳
し
く
説
明
し
た
。
こ
こ
で
鑑
賞
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
く
、
た
だ
驚
嘆
し
た
こ
と
を
言
い
た
い
。
た
し
か
に
精
神
は
物
質
に

勝
る
。
あ
の
蒼
白
で
明
ら
か
に
栄
養
不
足
の
抱
石
の
ど
こ
か
ら
あ
の
絶
倫
の
精
力
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
？　

数
十
幅
の
絵
は
、
私
の
眼

前
で
ま
る
で
電
光
の
よ
う
に
ひ
ら
め
き
輝
く
。
あ
の
ち
っ
ぽ
け
な
農
家
屋
が
ま
る
で
い
ま
に
も
爆
発
す
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ

る
。

　

彼
ら
の
「
翰
墨
之
交
」
は
、
新
中
国
成
立
後
も
ず
っ
と
中
断
な
く
続
い
た
。
六
〇
年
代
、
郭
沫
若
は
北
京
什
刹
海
前
海
西
街
（
い
ま
郭

沫
若
記
念
館
）
に
移
っ
た
。
広
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た
客
間
の
壁
面
に
一
幅
の
山
水
画
が
ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
た
。
一
九
六
五
年
、
春
節

（
旧
正
月
）
が
過
ぎ
た
ば
か
り
の
時
、
郭
沫
若
は
、
傅
抱
石
が
南
京
か
ら
送
っ
て
く
れ
た
新
作
「
游
九
龍
淵
詩
意
」
を
受
け
取
っ
た
。
画

意
は
、
郭
沫
若
が
朝
鮮
金
剛
山
の
九
龍
淵
を
う
た
っ
た
組
詩
で
あ
る
。

　
　

白
石
乱
渓
流　

銀
河
落
九
州

　
　

樹
影
偕
心
定　

泉
声
徹
耳
幽

　

あ
の
「
皴
擦
点
染
」
の
技
法
に
よ
る
高
山
流
水
、
こ
れ
は
決
し
て
九
龍
淵
の
写
実
で
は
な
く
、
画
家
と
詩
人
の
心
霊
の
交
流
お
よ
び
感

動
を
表
わ
し
た
も
の
だ
。
画
の
中
で
、
遠
く
に
山
巒
が
起
伏
し
、
雲
霧
飄
渺
（
雲
霧
が
あ
た
り
に
た
だ
よ
い
、
ゆ
っ
く
り
動
い
て
い
る
）、
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瀑
布
は
雲
中
よ
り
飛
流
し
て
下
り
、
群
峰
の
中
で
奔
騰
す
る
。
画
の
中
央
に
、
巨
大
な
山
石
が
け
わ
し
く
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
四
周
は

蒼
松
、
霜
葉
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
山
澗
の
う
ち
に
人
あ
り
、
風
に
の
ぞ
ん
で
眺
望
す
。

　

故
宮
博
物
院
の
書
画
鑑
定
の
専
門
家
・
単
国
強
が
こ
う
評
し
た
。

　

こ
の
絵
画
作
品
は
そ
う
と
う
珍
し
く
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
的
風
格
は
、
傅
抱
石
の
成
熟
期
の
作
品
に
比
べ
て
さ
ら
に
粗
獷
（
荒
荒

し
く
、
た
く
ま
し
い
）、
筆
触
は
さ
ら
に
大
き
く
、
お
お
い
に
気
魄
が
あ
る
。
そ
し
て
傅
氏
が
ず
っ
と
得
意
と
し
て
い
た
用
墨
の
特
色
を

よ
く
発
揮
し
、「
抱
石
皴
」、「
巻
雲
皴
」
の
技
法
で
、
山
石
を
気
勢
あ
ふ
れ
る
す
が
た
に
描
い
た
。
傅
抱
石
は
こ
の
巨
幅
を
完
成
さ
せ
て

半
年
後
に
不
幸
に
も
逝
去
さ
れ
た
。
郭
沫
若
は
そ
の
後
も
こ
の
巨
幅
を
ず
っ
と
客
間
に
掛
け
て
、
故
友
を
偲
ん
で
い
た
。
こ
の
気
勢
磅
礴

（
気
勢
が
あ
た
り
い
っ
ぱ
い
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
）
の
作
品
も
、
郭
沫
若
が
〝
文
革
〞
の
艱
難
歳
月
を
過
ご
し
た
と
き
、
ず
っ
と
寄
り

添
っ
て
い
た
。

　

数
十
年
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
巨
幅
は
も
と
の
ま
ま
で
ず
っ
と
客
間
に
陳
列
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
芸
術
珍
品
を
よ
り
よ
く
保
存
す
る
た

め
、
郭
沫
若
記
念
館
は
専
門
家
を
招
い
て
保
存
方
法
に
つ
い
て
討
議
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
コ
ロ
タ
イ
プ
版
技
法
に
よ
っ
て
複
製
を
作

製
し
て
陳
列
し
、
原
画
は
し
っ
か
り
保
存
す
べ
し
、
と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
た
。

（
参
考　

郭
庶
英
『
我
的
父
親
・
郭
沫
若
』
遼
寧
人
民
出
版
社　

瀋
陽
二
〇
〇
四
）

文
献

馬
良
春
、
伊
藤
虎
丸 

編
『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書
簡
』
文
物
出
版
社
一
九
九
七

『
日
中
友
好
的
先
駆
者
│
文
求
堂
主
人
・
田
中
慶
太
郎
│
』
編
輯
兼
発
行
者　

田
中
壮
吉

 

極
東
物
産
株
式
会
社
（
東
京
）
発
行　

非
売
品　

初
版
第
一
次
印
刷
一
九
八
七
、
第
二
次
印
刷
一
九
九
一
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『
傅
抱
石
全
集
』（
全
六
巻
）
広
西
美
術
出
版
社
二
〇
〇
八
（
第
一
巻
に
「
略
年
譜
」
あ
り
）

　
　
「
附
冊
」（
年
譜
収
録
）

陳
伝
席
『
傅
抱
石
』（
中
国
名
画
家
全
集
）
河
北
教
育
出
版
社　

石
家
荘
二
〇
〇
〇

『
│
20
世
紀
中
国
画
壇
の
巨
匠
│
傅
抱
石
』（
日
中
美
術
交
流
の
か
け
橋
）（
葉
宗
鎬
作
成
の
年
譜
を
収
録
）
編
集
：
松
濤
美
術
館
、
発
行
：
読
売
新
聞
社

一
九
九
九

瀧
本
弘
之
「
傅
抱
石
と
新
興
版
画
の
周
辺
│
《
木
刻
的
技
法
》
の
出
版
を
め
ぐ
っ
て
│
」

　
　
『
民
国
期
美
術
へ
の
ま
な
ざ
し
│
辛
亥
革
命
百
年
の
眺
望
│
』（
ア
ジ
ア
遊
学
１
４
６
）
勉
誠
出
版
二
〇
一
一
年
一
〇
月

特
別
陳
列
〈
武
蔵
野
美
術
大
学
美
術
資
料
図
書
館
所
蔵
〉『
傅
抱
石
の
絵
画
』
東
京
都
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
一
九
九
五

葉
宗
鎬
『
傅
抱
石
年
譜
』（
増
訂
本
）
上
海
書
画
出
版
社　

二
〇
一
二

成
家
徹
郎
『
説
文
解
字
の
研
究
』〈
後
編
〉
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
二
〇
一
一

成
家
徹
郎
「
郭
沫
若
と
文
求
堂
田
中
慶
太
郎
│
交
流
の
軌
跡
│
」『
人
文
科
学
』
第
十
五
号　

大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
二
〇
一
〇
年
三
月

「
金
原
省
吾
の
日
記
」（
略
称
「
金
原
日
記
」）、
傅
益
瑶
「
父
傅
抱
石
と
恩
師
金
原
省
吾
先
生
と
の
き
づ
な
」『
傅
抱
石
展
図
録
』
武
蔵
野
美
術
大
学
美
術

資
料
図
書
館　

小
平
市
一
九
九
四

絵
画
作
品
資
料

井
上
家
蔵
「
独
釣
図
」
金
原
省
吾
『
東
洋
画
』

『
世
界
美
術
全
集
』
16
「
中
国
（
５
）　

宋
・
元
」
角
川
書
店
一
九
六
五
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『
世
界
名
画
全
集
』
第
17
巻
「
中
国
の
絵
画
」
平
凡
社
一
九
六
〇

特
別
展
図
録
『
宋
代
の
絵
画
』
大
和
文
華
館　

奈
良
一
九
八
九

『
原
色
日
本
の
美
術
』
29
「
請
来
美
術
（
絵
画
・
書
）」
小
学
館
一
九
七
一

『
静
嘉
堂
宋
元
図
鑑
』
静
嘉
堂
二
〇
〇
二

N 

H 

K
総
合
テ
レ
ビ

２
０
１
５
年
１
月
４
日
「
日
曜
美
術
館
・
中
国
に
よ
み
が
え
る
雪
舟
」

傅
抱
石
の
娘
・
傅
益
瑶
も
出
演
解
説

金
原
省
吾
の
著
書
（
美
術
関
係
）

『
東
洋
画
概
論
』
古
今
書
院
一
九
二
四

『
支
那
上
代
画
論
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
二
四

『
絵
画
に
於
け
る
線
の
研
究
』
古
今
書
院
一
九
二
七

『
東
洋
美
論
』
春
秋
社
一
九
二
九

『
東
洋
画
』
春
秋
社
一
九
二
九

『
東
洋
美
学
』
古
今
書
院
一
九
三
二

『
構
想
の
研
究
』
古
今
書
院
一
九
三
三
年
初
版
、
一
九
三
七
年
増
訂
版

『
東
洋
美
術
論
叢
』
古
今
書
院
一
九
三
四

『
唐
宋
之
絵
画
』（
傅
抱
石
に
よ
る
漢
語
訳
）
商
務
印
書
館　

上
海
一
九
三
五
年
二
月

『
支
那
絵
画
史
』
古
今
書
院
一
九
三
八

　
　
（「
序
」
で
、
傅
抱
石
の
翻
訳
『
唐
宋
之
絵
画
』
に
つ
い
て
言
及
。）
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『
牧
渓
』
ア
ト
リ
エ
社
一
九
三
九

『
日
本
美
術
論
』
河
出
書
房
一
九
三
九

『
日
本
美
術
の
課
題
』
河
出
書
房
一
九
四
〇

『
武
蔵
野
美
術
大
学
・
大
学
史
史
料
集
』
第
一
集

（
学
校
日
誌
１
９
３
１
年
10
月
〜
１
９
３
５
年
12
月
５
日
）
著
者　

金
原
省
吾

大
学
史
史
料
委
員
会
編
集
、
武
蔵
野
美
術
大
学
発
行　

小
平
市
一
九
九
九
年
三
月

『
武
蔵
野
美
術
大
学
・
大
学
史
史
料
集
』

第
五
集
「
金
原
省
吾
日
記
（
１
９
３
４
年
）」

大
学
史
史
料
委
員
会
編
集
、
武
蔵
野
美
術
大
学
大
学
史
史
料
室
発
行　

二
〇
〇
七
年
五
月

第
六
集
「
金
原
省
吾
日
記
（
１
９
３
５
年
）」

大
学
史
史
料
委
員
会
編
集
、
武
蔵
野
美
術
大
学
大
学
史
史
料
室
発
行　

二
〇
〇
九
年
七
月

第
七
集
「
金
原
省
吾
日
記
（
１
９
４
４
年
〜
１
９
４
６
年
）」

大
学
史
史
料
委
員
会
編
集
、
武
蔵
野
美
術
大
学
大
学
史
史
料
室
発
行　

二
〇
一
〇
年
三
月

第
八
集
「
金
原
省
吾
日
記
（
１
９
４
７
年
〜
１
９
５
０
年
）」

大
学
史
史
料
委
員
会
編
集
、
武
蔵
野
美
術
大
学
大
学
史
史
料
室
発
行　

二
〇
一
〇
年
一
二
月
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図
一　

傅
抱
石
印
譜
『
傅
抱
石
所
造
印
稿
』（
全
二
冊
）（
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
図
書
館
郭
沫
若
文
庫
蔵
）　

左
：
傅
抱
石
が
書
い
た
「
謹
呈
の
辞
」



－43（118）－

図
四　

伝
馬
遠
「
独
釣
図
」

　
　
　
（
金
原
省
吾
『
東
洋
畫
』）

図
三　

伝
夏
珪
「
山
水
図
」

　
　
　
（『
宋
代
の
絵
画
』
大
和
文
華
館
）

図
二　

伝
馬
遠
「
風
雨
山
水
図
」（『
世
界
美
術
全
集
』
角
川
書
店
）
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図
五　

郭
沫
若
が
文
求
堂
田
中
慶
太
郎
に
出
し
た
書
簡　

一
九
三
三
年
十
一
月
十
八
日
（『
郭
沫
若
致
文
求
堂
書
簡
』
文
物
出
版
社
）
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図
八　

郭
沫
若
が
田
中
慶
太
郎
に
出
し
た
書
簡　

一
九
三
四
年
六
月
五
日

　
　
　
（『
文
求
堂
主
人
・
田
中
慶
太
郎
』）

図
七　

傅
抱
石
が
金
原
先
生
に
贈
っ
た
自
分
の
写
真

　
　
　
（『
傅
抱
石
全
集
』
広
西
美
術
出
版
社
）

図六　金原省吾夫妻
　　　（『傅抱石全集』広西美術出版社）



傅抱石留学時期の活動

－40（121）－

図
九　

傅
抱
石
が
金
原
省
吾
先
生
に
書
い
た
書
信
〈
一
〉（
部
分
）　

一
九
三
四
年
七
月
二
〇
日
（『
傅
抱
石
全
集
』
広
西
美
術
出
版
社
）



－39（122）－

図
一
〇　

傅
抱
石
が
金
原
省
吾
先
生
に
書
い
た
書
信
〈
三
〉（
部
分
）　

一
九
三
四
年
八
月
一
五
日
（『
傅
抱
石
全
集
』
広
西
美
術
出
版
社
）



傅抱石留学時期の活動

－38（123）－

図
一
二
ａ　

傅
抱
石
が
金
原
先
生
に
書
い
た
書
信
〈
七
〉
封
筒
（『
傅
抱
石
全
集
』）

図
一
一　

傅
抱
石
個
展
会
場　

一
九
三
五
年
五
月
一
〇
日

　
　
　
　
（
於
銀
座
松
坂
屋
）（『
傅
抱
石
全
集
』）



－37（124）－

図
一
二
ｂ　

傅
抱
石
が
金
原
先
生
に
書
い
た
書
信
〈
七
〉
便
箋
三
枚
の
第
一
（『
傅
抱
石
全
集
』）



傅抱石留学時期の活動

－36（125）－

図
一
三
ａ　

傅
抱
石
「
游
九
龍
淵
詩
意
」（
右
半
部
。
左
下
に
人
物
が
数
人
描
か
れ
て
い
る
）（『
傅
抱
石
全
集
』）



－35（126）－

図
一
三
ｂ　

傅
抱
石
「
游
九
龍
淵
詩
意
」（
右
端
の
題
画
記
）

沫
　
　
公
　
　
垂
賞
即
乞
　
誨
政

立
群
夫
人

　
　
一
九
六
五
年
春
　
敬
寫
九
龍
淵
詩
意
　
傅
抱
石
南
京
并
記


