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﹁
際
﹂
に
つ
い
て

孫
　
　
　
　
　
江

「
際
」
と
い
う
漢
字
は
、
本
来
、
壁
と
壁
の
間
の
隙
間
を
意
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
際
」
の
空
間
的
・
時
間
的

意
味
合
い
が
生
ま
れ
る
。
空
間
的
な
意
味
で
の
「
際
」
は
、「
国
際
」、「
学
際
」
の
よ
う
に
二
つ
の
も
の
の
間
の

距
離
を
指
し
、
時
間
的
な
意
味
で
の
「
際
」
は
、「
際
会
」、「
今
際
」
の
よ
う
に
「
時
」
や
「
モ
ー
メ
ン
ト
」

を
指
す
。
現
代
中
国
語
と
日
本
語
の
「
際
」
の
使
用
例
を
比
較
す
る
と
、
日
本
語
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
。

今
年
一
年
間
、
私
は
外
国
人
研
究
員
と
し
て
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
訪
問
し
て
い
る
。
日
々
過
ご

す
な
か
で
、
よ
く
目
に
入
る
の
が
「
国
際
」
の
二
文
字
で
あ
る
。
今
日
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
「
国
際
」
は

一
九
世
紀
半
ば
に
作
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
万
国
」
と
い
う
語
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。
箕
作

麟
祥
訳
『
国
際
法
　
一
名
万
国
公
法
』
の
序
文
に
、「
仔
細
ニ
原
名
ヲ
考
フ
ル
時
ハ
国
際
法
ノ
字
允
当
ニ
ナ
ル

ニ
近
キ
カ
故
今
改
メ
国
際
法
ト
名
ク
」、
と
「
万
国
公
法
」
を
「
国
際
法
」
に
改
め
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い

る一

。
地
理
的
空
間
で
あ
れ
、
文
化
的
空
間
で
あ
れ
、
自
分
の
研
究
を
「
国
際
」
と
い
う
空
間
の
ど
こ
に
位
置
づ

け
る
か
に
よ
っ
て
、
見
え
て
く
る
も
の
は
大
き
く
異
な
る
。

戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
「
世
界
史
」
叙
述
の
枠
組
み
を
打
ち
破
る
た
め
、
多
く
の

理
論
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
今
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
は
、
中
心
と
周
縁
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
非
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
二
項
対
立
的
な
歴
史
叙
述
を
標
的
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
ろ
う
。
国
民
国
家
の
壁

を
取
り
払
い
、
ヒ
ト
や
も
の
の
移
動
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
従
来
見
逃
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
多
く
の
側
面
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が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
（global

）
と
い
う
形
容
詞
が
象
徴
す

る
よ
う
に
、
そ
の
研
究
の
対
象
や
領
域
、
そ
し
て
分
析
の
手
法
は
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
実
に
国

民
国
家
が
存
在
す
る
以
上
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
目
指
す
新
し
い
歴
史
叙
述
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
的
な
叙
述
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
自
己
と
他
者
の
距
離
を
確
認

し
、
そ
の
相
互
関
係
に
着
目
す
る
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（glocalization

）

―
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
（
地
球
一
体
化
）
と
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
地
域
化
）
と
が
合
わ
さ
っ
た
造
語

―
の
ほ
う
が
示
唆
的
だ

と
感
じ
る
。
そ
こ
で
私
は
、「
概
念
史
の
文
化
的
転
回
」
を
唱
え
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
知
の
再
生
産
プ

ロ
セ
ス
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
い
る二

。

概
念
史
研
究
の
最
大
の
眼
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
時
代
の
概
念
を
手
が
か
り
に
歴
史
研
究
を
行
う
こ
と

に
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
学
者
コ
ゼ
レ
ッ
ク
（R

einhart K
oselleck

）
が
そ
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
コ
ゼ
レ
ッ

ク
は
一
九
七
八
年
秋
に
来
日
し
、
東
京
で
二
つ
の
講
演
を
行
っ
た
。
講
演
記
録
の
う
ち
、
一
つ
は
翌
年
に
『
思

想
』
に
掲
載
さ
れ
、
も
う
一
つ
は
二
〇
一
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た三

。
こ
の
こ
と
は
日
本

に
お
け
る
概
念
史
や
そ
の
代
表
的
研
究
者
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
注
目
度
の
低
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
私
の
専
門
は
も

と
も
と
社
会
史
で
あ
っ
た
が
、
コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
著
作
を
通
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
言
語
と
構
造
を
重
視
す
る
「
概

念
史
」
と
テ
キ
ス
ト
の
背
景
を
重
視
す
る
「
社
会
史
」
が
互
い
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
概

念
史
に
関
心
を
持
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
最
近
は
じ
め
て
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
法
制
史
の
大
家
三
浦
周

行
は
早
く
も
一
九
〇
四
年
に
「
専
門
学
に
於
け
る
概
念
の
必
要
」
と
題
し
た
短
文
に
お
い
て
概
念
の
重
要
性
を

唱
え
た四

。

コ
ゼ
レ
ッ
ク
の
弟
子
に
当
た
る
シ
ュ
タ
イ
ン
メ
ッ
ツ
（W

illibald Steinm
etz

）
は
、
二
〇
世
紀
に
形
成
さ

れ
た
歴
史
的
基
礎
概
念
に
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
一
つ
目
は
「
再
帰
性
」（reflexivity

）
で
あ
る
。
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普
遍
的
な
真
理
は
存
在
し
な
い
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
つ
い
て
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
態
度
で
あ

る
。
二
つ
目
は
英
語
化
（A

nglicization

）
で
あ
る
。
英
語
は
わ
れ
わ
れ
が
他
の
言
語
環
境
で
生
ま
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
な
っ
て
い
る五

。
思
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
国
際
化
」
と
は
実
は

英
語
化
で
あ
る
。
非
英
語
圏
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
英
語
は
他
者
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
他

者
に
自
己
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
装
置
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
英
語
は
他
者
へ
の
理
解
を

妨
げ
る
可
能
性
を
も
孕
む
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
言
語
環
境
に
生
ま
れ
た
概
念
は
英
語
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の

本
来
の
豊
穣
さ
を
失
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
の
「
国
際
化
」
は
英
語
化
で
は
な
く
、
多

言
語
の
間
を
行
き
来
す
る
「
言
語
横
断
の
実
践
」（translingual practice

）
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う六

。

空
間
的
な
意
味
で
の
「
際
」
よ
り
も
、
時
間
的
な
意
味
と
し
て
の
「
際
」
は
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
時

間
は
抽
象
的
概
念
で
あ
る
が
、
場
所
の
変
化
や
人
間
の
行
い
を
通
じ
て
具
現
化
さ
れ
る
。
学
問
に
限
っ
て
言
え

ば
、
時
間
的
意
味
と
し
て
の
「
際
」
は
「
学
際
的
な
研
究
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
近
代
的

学
問
体
系
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
、
学
問
分
野
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
良
し
と
し
な
い
研
究
者
は
、
し
ば

し
ば
学
科
横
断
的
、
す
な
わ
ち
学
際
的
研
究
を
試
み
、
新
し
い
学
問
を
生
み
出
し
て
き
た
。

二
〇
〇
一
年
、
私
は
日
文
研
の
劉
建
輝
先
生
が
主
催
し
た
満
州
研
究
班
へ
の
参
加
を
き
っ
か
け
に
、「
学
際

的
」
な
研
究
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
六
年
に
劉
先
生
と
一
緒
に
概
念
史
研
究
班
を
立

ち
上
げ
た
。
私
は
日
本
の
大
学
の
職
を
辞
し
て
母
校
南
京
大
学
に
戻
っ
た
後
も
、
概
念
史
研
究
を
続
け
て
い

る
。
現
在
、
南
京
大
学
学
衡
研
究
院
を
拠
点
に
、
仲
間
た
ち
と
共
に
二
〇
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
影
響
を
与
え
た

一
〇
〇
の
キ
ー
概
念
に
つ
い
て
こ
つ
こ
つ
と
研
究
を
進
め
て
い
る
。
今
回
の
日
文
研
訪
問
の
主
な
課
題
は
、
近

代
東
ア
ジ
ア
の
「
人
種
」・「
民
族
」
概
念
に
関
す
る
比
較
研
究
で
あ
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
長
年
放
置
し
て
い

た
大
本
教
の
研
究
も
、
何
ら
か
の
形
で
総
括
し
よ
う
と
考
え
た
。
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と
こ
ろ
が
、
二
月
半
ば
頃
、
偶
然
な
が
ら
、
一
九
二
〇
年
五
月
二
二
日
の
『
萬
朝
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
支

那
の
学
生
運
動
に
参
加
し
た
注
意
人
物
」
と
い
う
記
事
が
目
に
と
ま
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
東
京
地
方
裁
判

所
検
事
局
は
過
激
思
想
を
宣
伝
す
る
ビ
ラ
を
配
布
し
た
と
し
て
、
東
京
帝
国
大
学
の
学
生
で
あ
る
早
坂
二
郎
を

逮
捕
し
た
。
こ
の
学
生
は
「
吉
野
博
士
」
こ
と
吉
野
作
造
の
紹
介
状
を
持
っ
て
上
海
に
わ
た
り
、
滞
在
先
で
排

日
学
生
運
動
に
参
加
し
た
。
当
時
山
東
問
題
で
日
中
両
国
の
政
府
や
輿
論
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
な
か
で
、

日
本
の
学
生
が
な
ぜ
中
国
人
学
生
に
よ
る
排
日
運
動
に
参
加
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
吉
野
作
造
の
紹
介
状
は
誰

宛
の
も
の
だ
っ
た
か
。
彼
は
な
ぜ
そ
れ
を
書
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
謎
を
解
く
た
め
、
私
は
吉
野
の
著
作
を
ひ

も
解
き
、
早
坂
が
所
属
す
る
新
人
会
関
係
の
資
料
も
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
中
で
、
新
し
い
「
事
実
」
が

次
々
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
詳
細
を
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
一
九
一
九
年

五
月
四
日
に
北
京
で
「
五
四
運
動
」
が
勃
発
し
た
後
、
吉
野
作
造
は
中
国
の
学
生
に
理
解
を
示
し
た
。
彼
は
、

ロ
シ
ア
か
ら
の
過
激
思
想
が
広
が
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
日
本
の
学
生
は
中
国
の
学
生
に
倣
っ
て
官
僚
・
財
閥
を

打
倒
し
、
真
の
「
民
主
制
」
を
樹
立
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
彼
は
密
か
に
北
京
に
渡
っ

て
、
か
つ
て
の
教
え
子
で
あ
る
北
京
大
学
教
授
李
大
釗
ら
と
面
会
し
、
日
中
学
生
同
士
の
「
提
携
」
の
道
を
模

索
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
萬
朝
報
』
の
記
事
と
の
「
際
」
会
を
き
っ
か
け
に
、
私
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

「
行
方
」
に
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
黄
昏
」
と
題
し
た
論
文
を
書
き
上
げ
た
。
こ

れ
を
ベ
ー
ス
に
一
冊
の
著
書
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
日
々
精
進
し
て
い
る
。

二
〇
世
紀
末
、
長
い
間
学
問
を
支
え
て
き
た
「
印
刷
文
化
」
の
衰
退
に
よ
り
、
人
文
社
会
科
学
は
厳
し
い
境

地
に
立
た
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
社
会
学
者
ホ
ス
キ
ン
ス
（A

ndrew
 H

oskins

）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
我
々

は
「
接
続
的
な
転
回
」（connective turn

）
に
遭
遇
し
て
い
る七

。
人
び
と
は
外
出
し
な
く
て
も
指
で
鍵
盤
を

叩
く
だ
け
で
資
料
や
情
報
を
簡
単
に
入
手
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
か
つ
て
、
文
字
の
発
明
は
知
識
の
外
部
化
を
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意
味
し
、
人
々
の
心
に
「
忘
却
」
と
い
う
種
を
蒔
い
た
と
言
っ
た
。
Ｉ
Ｔ
革
命
が
進
む
に
つ
れ
、
知
識
の
外
部

化
は
一
層
加
速
し
、
認
識
の
均
質
化
も
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
「
生
」
の
実
体
験
を
通
じ
て
研
究
を
行
う
こ
と

は
よ
り
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
「
際
」、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
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