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中
国
小
説
入
門

中
里
見
　
敬

私
た
ち
の
小
説
観

　
「
小
説
」
と
い
っ
た
と
き
、
私
た
ち
に
は
一
定
の
共
通
理
解
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

　
　
（
a
）
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て
、

　
　
（
b
）
口
語
体
の
共
通
語
（
国
語
）
で
書
か
れ
、

　
　
（
c
）
作
中
人
物
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
物
語
内
容
を
も
っ
た
、

　
　
（
d
）
あ
る
程
度
の
長
さ
の
テ
ク
ス
ト
、

と
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
夏
目
漱
石
や
村
上
春
樹
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ブ
ル
ー
ス
ト
と
い
っ
た
私

た
ち
が
思
い
浮
か
べ
る
作
家
た
ち
の
小
説
は
、
い
ず
れ
も
上
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
て
い
ま
す
。
中
国
で

も
近
代
以
降
の
小
説
、
例
え
ば
、
魯
迅
や
老
舎
、
、
最
近
で
は
特
異
な
作
風
で
知
ら
れ
る
造
言
＊
の
小
説
も
、

こ
う
し
た
定
義
に
収
ま
り
ま
す
。
実
は
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
意
味
で
小
説
と
い
う
こ
と
ば
を
最
初

に
使
っ
た
の
は
坪
内
適
遙
（
一
八
五
九
－
一
九
三
五
）
で
あ
り
、
そ
の
小
説
観
は
十
九
世
紀
に
完
成
し
た
西

欧
の
リ
ア
リ
ズ
ム
（
写
実
主
義
）
小
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
＊
。

坪
内
適
遥

▽
老
舎
（
一
八
九
九
一
一
九
六
六
）
。

『
老
舎
小
説
全
集
』
（
学
習
研
究
社
、
一
九

八
一
－
一
九
八
三
）

『
賂
駝
祥
子
：
ら
く
だ
の
シ
ア
ン
ツ
』
立

間
祥
介
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
○
）

▽
莫
言
（
一
九
五
六
一
）

『
中
国
の
村
か
ら
』
藤
井
省
三
・
長
堀
祐

造
訳
（
」
δ
O
出
版
局
、
　
一
九
九
一
）

『
花
束
を
抱
く
女
』
藤
井
省
三
訳
（
」
δ
O

出
版
局
、
一
九
九
二
）

『
一
国
：
特
捜
検
事
丁
三
児
の
冒
険
』
藤

井
省
三
訳
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）

『
豊
乳
肥
讐
』
吉
田
富
夫
訳
（
平
凡
社
、
一

九
九
九
）

▽
日
本
に
お
け
る
近
代
的
な
小
説
の
出

発
に
つ
い
て
は
、
亀
井
秀
雄
『
「
小
説
」

論
』
：
『
小
説
神
髄
』
と
近
代
』
（
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
）
を
参
照
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
小
説
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
中
国
小
説
は
、
私
た
ち
の
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
じ
ん
き

メ
ー
ジ
す
る
小
説
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。
（
a
）
作
者
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
『
捜
神
馬
』
は

か
ん
ぼ
う
　
　
　
せ
　
せ
っ
し
ん
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゅ
う
ぎ
け
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん

干
宝
、
『
世
説
新
語
』
は
劉
義
慶
の
撰
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
小
説
集
を
編
纂
し
た
人

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
一
人
の
作
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
創
作
と
は
違
う
も
の
で
す
。
（
b
）

　
　
　
　
　
　
　
　
り
く
ち
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
り
ょ
う
さ
い
し
　
い

文
体
に
関
し
て
は
、
六
朝
志
和
小
説
，
・
唐
代
伝
奇
小
説
．
か
ら
壁
代
の
『
珈
斎
志
異
』
に
至
る
ま
で
一
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ
り
ん
が
い
し
　
　
　
　
　
　
こ
う
ろ
う
む

し
て
文
語
体
（
文
言
文
）
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
儒
林
外
史
』
や
『
紅
楼
夢
』
の
よ
う
な
口
語

体
（
白
話
文
）
で
書
か
れ
た
白
話
小
説
の
出
現
は
、
元
明
以
降
（
お
お
む
ね
十
四
世
紀
以
降
）
を
待
た
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、
（
d
）
長
さ
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
『
竜
神
記
』
や
『
世
説
新
語
』
に
収

め
ら
れ
る
小
説
は
、
一
頁
に
も
満
た
な
い
短
い
話
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。

中
国
の
伝
統
的
な
「
小
説
」
観
，

　
さ
て
、
中
国
の
小
説
を
考
え
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
に
「
小
説
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ど
う
い
う
意
味
で
使

わ
れ
て
き
た
か
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
近
代
以
前
の
中
国
に
お
け
る
「
小
説
」
と
い
う
概
念

は
、
中
国
の
伝
統
的
な
目
録
学
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
目
録
学
と
は
、
図
書
の
分
類
に
関

す
る
学
問
で
す
が
、
同
時
に
学
問
の
体
系
と
そ
の
価
値
の
序
列
を
表
し
て
も
い
ま
す
。
。
現
存
最
古
の
図
書

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
じ
よ
　
　
げ
い
も
ん
し

分
類
目
録
で
あ
る
『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
に
は
、
儒
家
・
道
家
な
ど
の
思
想
書
を
集
め
た
「
諸
子
略
」
の
最

後
に
小
説
家
が
置
か
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た
　
う
わ
さ

小
説
家
た
ち
は
、
思
う
に
、
元
来
は
稗
官
に
属
す
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
巷
の
噂
話
し
を
聞

き
伝
え
た
者
た
ち
が
作
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

▽
六
朝
志
怪
小
説

怪
奇
を
記
し
た
小
説
で
、
六
朝
時
代
（
三

～
六
世
紀
）
に
多
い
。
『
捜
神
記
』
は
そ

の
代
表
。

『
捜
旧
記
』
竹
田
晃
訳
（
平
凡
社
東
洋
文

庫
、
　
一
九
六
四
。
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
、
二
〇
〇
〇
）

▽
当
代
伝
奇
小
説

苗
代
に
多
く
書
か
れ
た
短
編
小
説
で
、

志
怪
小
説
と
比
べ
て
文
章
が
長
く
、
プ

ロ
ッ
ト
が
複
雑
に
な
り
、
内
容
も
人
間
、

特
に
男
女
の
恋
愛
を
扱
う
も
の
が
多
く

な
っ
た
。

『
唐
宋
伝
奇
集
』
今
村
与
志
雄
訳
（
岩
波

文
庫
、
　
一
九
八
八
）

▽
本
節
の
記
述
は
、
金
文
京
『
鑑
賞
中
国

の
古
典
2
3
　
中
国
小
説
選
』
（
角
川
書

店
、
一
九
八
九
）
の
十
二
一
十
四
頁
を
参

照
し
た
。

▽
歴
代
の
正
史
に
は
「
芸
文
志
」
ま
た
は

「
経
籍
志
」
と
し
て
目
録
学
が
記
録
さ
れ

た
。
経
（
儒
教
の
教
典
）
・
史
（
歴
史
書
）
・

子
（
儒
教
以
外
の
思
想
書
）
・
集
（
詩
文

の
総
集
や
個
人
集
）
に
四
部
分
類
し
た

う
え
で
、
さ
ら
に
下
位
分
類
し
て
、
書
籍

を
列
挙
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
小
説
と
は
、
街
頭
で
受
け
売
り
の
よ
う
な
か
た
ち
で
広
ま
る
う
わ
さ
話
（
「
芸
文
志
」
の
原
文
で
は

ど
う
ち
ょ
う
と
せ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
か
　
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち

「
道
聴
塗
説
」
）
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
『
論
語
』
陽
乳
下
の
「
道
に
聴
い
て
塗

に
説
く
と
は
、
徳
を
回
れ
三
つ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
こ
う
し
た
う
わ
さ
話
は
道
徳
的
に
価
値
の

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
価
値
の
な
い
「
小
説
」
が
、
ま
が
り
な
り
に
も
図
書
目
録
に
正
式
に
記
録
さ
れ
た
の
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。
『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
は
、
上
の
部
分
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

孔
子
が
云
わ
れ
た
、
「
た
と
え
ち
っ
ぽ
け
な
道
で
あ
っ
て
も
、
取
る
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
道
を
大
き
な
と
こ
ろ
ま
で
及
ぼ
そ
う
と
す
る
と
、
足
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
君

子
は
そ
う
し
た
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
そ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
も
さ
れ
な
か
っ
た
。

裏
町
の
ち
ょ
っ
と
し
た
見
識
の
あ
る
者
た
ち
が
見
聞
し
た
と
こ
ろ
を
も
、
書
き
付
け
て
忘
れ
な
い
よ
う

に
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
中
に
一
言
で
も
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ

で
広
く
民
衆
か
ら
意
見
を
求
め
て
政
治
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
＊
。

つ
ま
り
、
立
派
な
君
子
は
小
説
な
ど
書
か
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
小
説
を
抹
殺
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

く
だ
ら
な
い
内
容
の
お
話
で
あ
っ
て
も
、
記
録
に
と
ど
め
て
お
け
ば
、
何
か
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
て
小
説
は
か
ろ
う
じ
て
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
伝
統
的
な
目
録
学
－
儒
教
を
中
心
と
し
た
学
問
観
一
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
小

説
」
は
、
事
実
あ
る
い
は
そ
の
伝
聞
に
基
づ
く
実
録
で
あ
る
こ
と
が
必
要
条
件
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

孔
子

▽
『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
の
引
用
は
、
小

南
一
郎
「
語
り
物
文
芸
の
形
成
：
漢
か

ら
宋
へ
」
（
『
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座

・
・
新
シ
ノ
ロ
ジ
ー
・
文
学
篇
』
東
方
書

店
、
一
九
九
八
）
一
三
三
頁
に
よ
っ
た
。
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ず
い
し
ょ
　
　
け
い
せ
き
し
　
　
　
　
く
　
と
う
じ
よ

史
部
・
雑
伝
類
に
分
類
さ
れ
て
い
た
志
怪
小
説
が
（
『
階
書
』
「
経
籍
志
」
、
『
旧
唐
書
』
「
経
籍
志
」
）
、
子
部
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
と
う
じ
よ

小
説
家
類
に
移
動
す
る
（
『
新
唐
書
』
「
芸
文
志
」
以
降
）
と
い
っ
た
調
整
は
あ
り
ま
し
た
が
、
歴
史
の
補
欠

と
し
て
の
性
質
は
強
ま
り
こ
そ
す
れ
、
弱
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
虚
構
を
排
除
す

る
「
小
説
」
観
は
、
ほ
ぼ
二
千
年
に
わ
た
っ
て
中
国
人
の
意
識
を
強
固
に
支
配
し
続
け
た
の
で
す
。

口
承
文
芸
と
小
説
，

　
そ
れ
で
は
、
事
実
で
は
な
い
虚
構
の
物
語
が
小
説
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
中
国
に
お
い
て
虚
構
の
物
語
－
神
話
や
伝
説
を
含
む
一
が
ど
の

よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
た
か
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
近
代
以
前
の
社
会
で
は
1
中
国
で
も
他
の
地
域
で
も
一
、
少
数
の
識
字
階
級
を
除
い
て
、
大
多
数
の

人
々
は
文
字
と
無
縁
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
語
り
物
や
お
芝
居
と
い
っ
た
口
承
文
芸
が

き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
目
録
学
の
「
小
説
」
観
が
あ
く
ま
で
書
か
れ
た
文
字
の
世
界
の
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ロ
つ
と
し
つ
む
　
け
い

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
口
承
文
芸
は
そ
の
よ
う
な
束
縛
か
ら
自
由
な
、
荒
唐
無
稽
な
神
話
や
虚
構
の
物
語
を

含
む
世
界
だ
っ
た
の
で
す
。

　
小
説
の
中
に
虚
構
が
意
識
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
黒
影
の
伝
奇
小
説
が
最
初
で
す
。

　
　
　
　
　
り
あ
で
ん
　
　
お
う
お
う
で
ん

代
表
作
に
「
李
娃
伝
」
や
「
野
鼠
伝
」
が
あ
り
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
芥
川
龍
之
介
「
杜
翌
春
」
や
中
島
敦
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
こ
う
か
ん
　
　
げ
ん
じ
ん
　
　
り
　
こ
う
さ

月
記
」
の
も
と
に
な
っ
た
の
も
、
唐
の
伝
奇
小
説
で
し
た
。
白
行
簡
・
元
槙
・
李
公
佐
と
い
っ
た
伝
奇
小

説
の
作
者
は
、
口
承
文
芸
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
＊
、
語
り
物
か
ら
刺
激
を
受
け
て
、

文
人
た
ち
が
伝
奇
小
説
を
書
き
始
め
た
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
け
い
　
　
か
い
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ん
あ
ん
　
　
ご
う
し
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

　
唐
の
都
・
長
安
か
ら
、
北
宋
の
沐
京
（
開
封
）
、
南
宋
の
臨
安
（
杭
州
）
へ
と
首
都
は
遷
り
、
都
市
は
ま

▽
こ
の
分
野
の
専
門
的
な
参
考
書
に
、

『
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座
：
新
シ
ノ
ロ

ジ
ー
・
文
学
篇
』
（
東
方
書
店
、
一
九
九

八
）
の
特
に
、
金
文
京
「
中
国
の
語
り
物

文
学
：
説
唱
文
学
」
お
よ
び
小
南
「
郎

「
語
り
物
文
芸
の
形
成
：
漢
か
ら
宋
へ
」

が
あ
る
。
中
国
の
語
り
物
は
、
散
文
の
語

り
（
説
・
講
）
と
韻
文
の
歌
（
唱
）
か
ら

な
り
、
「
説
唱
文
学
」
ま
た
は
「
講
唱
文

学
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
本
章
で
は
「
般
的

な
口
承
文
芸
と
い
う
語
を
用
い
る
。

▽
元
槙
は
「
か
つ
て
白
居
易
の
家
で
コ

直
叙
』
の
話
を
語
り
、
六
時
間
か
か
っ
て

も
語
り
終
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う

（「

V
翰
林
白
学
士
代
書
一
百
韻
順
序
」
）
。

こ
の
語
り
物
の
コ
枝
花
」
か
ら
、
白
行

簡
の
「
李
娃
伝
」
が
書
か
れ
た
と
す
る
説

が
有
力
で
あ
る
。
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す
ま
す
繁
栄
し
、
語
り
物
や
演
劇
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
北
宋
の
都
の
様
子
を

　
　
　
　
と
う
け
い
む
　
か
　
ろ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
っ
さ
ん
ぶ
ん

記
し
た
『
東
京
夢
華
録
』
に
よ
る
と
、
「
説
三
分
」
と
い
う
三
国
志
の
物
語
を
聞
か
せ
る
講
談
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
と
ま
っ
た
三
国
志
物
語
と
し
て
現
存
最
古
の
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
れ
か
ら
約
二
百
年
後
の
元
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
ご
く
し
　
へ
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
ご
く
し
　
え
ん
ぎ

（一

�
Z
〇
1
一
三
六
八
）
の
『
三
国
志
平
話
．
』
で
す
。
私
た
ち
が
ふ
つ
う
読
む
『
三
国
志
演
義
』
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ん
　
　
か
　
せ
い

よ
り
さ
ら
に
約
二
百
年
後
の
、
明
・
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
ニ
ー
一
五
六
六
）
に
出
版
さ
れ
た
も
の
が
確
認
さ

れ
る
最
古
の
テ
キ
ス
ト
で
す
。
こ
の
よ
う
に
三
国
志
の
物
語
は
、
小
説
と
し
て
出
版
さ
れ
る
は
る
か
以
前
か

ら
語
り
物
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
語
り
物
や
演
劇
の
三
国
志
物
語
が
、
小
説
の
『
三
国
志
演
義
』
へ
と
定
着
し

て
い
く
過
程
で
、
荒
唐
無
稽
な
虚
構
の
要
素
が
削
除
さ
れ
て
、
よ
り
歴
史
事
実
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ま
　
　
ま
う

す
。
例
え
ば
、
『
三
国
志
平
話
』
の
冒
頭
は
「
司
馬
貌
の
冥
界
裁
判
」
の
話
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ま

後
漢
・
二
三
の
時
代
の
司
馬
貌
が
天
帝
の
怒
り
を
買
い
、
天
帝
は
司
馬
貌
に
一
日
だ
け
閻
魔
大
王
の
代

理
を
さ
せ
て
、
処
分
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
司
馬
貌
は
未
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
楚
筆
の
英
雄
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
し
ん
　
　
そ
う
そ
う
　
　
　
り
ゅ
う
ぼ
う
　
け
ん
て
い
　
　
　
え
い
ふ
　
　
　
そ
ん
け
ん
　
　
　
ほ
う
え
づ

三
国
時
代
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
1
興
信
は
曹
操
に
、
尊
信
は
欝
欝
に
、
調
布
は
孫
権
に
、
彰
越
は

り
ゅ
う
び
　
　
　
　
こ
ロ
つ
う
　
　
　
か
ん
う
　
　
　
　
　
か
い
と
う
　
　
し
ょ
か
つ
こ
う
め
い

劉
備
に
、
上
高
は
関
羽
に
、
渕
通
は
諸
葛
孔
明
に
一
と
い
う
判
決
を
下
し
た
。
司
馬
貌
は
公
平
な
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ち
ゆ
う
た
つ

決
を
下
し
た
た
め
に
、
三
国
を
統
一
す
る
司
馬
仲
達
に
転
生
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。

『
三
国
志
平
話
』
［
内
閣
文
庫
所
蔵
］

一
難
無
籍
鞘
定
書
灘
羅

総
一
脳
欝
、
藁

▽
『
三
国
志
平
話
』
は
元
の
至
治
年
間

（
＝
二
二
一
一
＝
一
一
二
三
）
に
刊
行
さ
れ

た
『
全
相
平
話
五
種
』
の
一
つ
。

『
三
国
志
平
話
』
二
階
堂
善
弘
・
中
川
諭

訳
注
（
光
栄
、
一
九
九
九
）

ほ
か
に
、
金
文
京
『
三
国
志
演
義
の
世

界
』
（
東
方
書
店
、
一
九
九
三
）
、
井
波
律

子
『
三
国
志
演
義
』
（
岩
波
新
書
、
一
九

九
四
）
も
参
照
。
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た
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
か
ん
さ
く

こ
う
し
た
非
現
実
的
な
転
生
諦
が
削
除
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
関
羽
の
三
人
目
の
息
子
・
止
血
索
と
い
う
架

空
の
登
場
人
物
も
、
『
三
国
志
演
義
』
で
は
姿
を
消
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
花
甲
索
に
つ
い
て
は
、
一
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
か
ん
さ
く
で
ん

七
年
に
偶
然
、
明
代
の
墓
か
ら
出
土
し
た
『
再
三
索
伝
』
と
い
う
語
り
物
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
口
承
文



芸
の
世
界
で
活
躍
し
て
い
た
架
空
の
英
雄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
＊
。

　
こ
の
よ
う
に
、
語
り
物
や
演
劇
の
中
に
見
ら
れ
る
虚
構
の
要
素
は
、
小
説
と
し
て
文
字
化
さ
れ
る
際
に
は

削
除
、
な
い
し
縮
小
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
唐
の
伝
奇
小
説
が
生
ま
れ
て
か
ら
清
代
の
末
ま
で

の
一
千
年
に
も
わ
た
る
期
間
、
目
録
学
に
代
表
さ
れ
る
正
統
的
文
学
観
と
、
語
り
物
・
演
劇
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
虚
構
の
物
語
を
容
認
す
る
民
間
の
指
向
と
が
、
小
説
と
い
う
場
で
せ
め
ぎ
あ
い
を
続
け
て
い
た
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

新
た
な
小
説
観
の
台
頭
－
虚
構
と
白
話
文
か
ら
な
る
小
説
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
こ
　
で
ん
　
　
　
　
さ
い
ゆ
う
き
　
　
　
　
　
き
ん
べ
い
ば
い

　
明
代
（
＝
二
六
八
－
一
六
四
四
）
に
は
『
三
国
志
演
義
』
、
『
水
濡
伝
』
、
『
西
遊
記
』
、
『
金
蓮
梅
』
と
い
っ

た
長
編
小
説
、
い
わ
ゆ
る
四
大
奇
書
が
刊
行
さ
れ
、
小
説
の
黄
金
時
代
を
迎
え
ま
す
。
こ
う
し
た
時
代
背
景

　
　
　
　
し
ゃ
ち
ょ
う
せ
つ

の
中
で
、
謝
荒
誕
＊
と
い
う
人
は
、
虚
構
の
価
値
を
認
め
る
考
え
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
小
説
は
稗
官
も
記
録
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
う
そ
っ
ぱ
ち
で
で
た
ら
め
ば
か
り
だ
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
至
高
の
真
理
が
含
ま
れ
て
も
い
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ん
ま
い

　
小
説
と
戯
曲
は
す
べ
て
、
事
実
と
虚
構
が
混
ざ
り
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
遊
戯
三
昧
の
文
章
と
な
る
の

だ
。
ま
た
感
興
と
描
写
を
と
こ
と
ん
ま
で
追
求
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は

必
ず
し
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
…
…
も
し
事
実
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
史
伝
を
見
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

ば
事
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
戯
［
遊
戯
1
1
芝
居
］
と
名
づ
け
る
必
要
な
ど
な
い
で
は
な
い
か
。
（
『
五

ざ
つ
そ

雑
組
』
巻
十
五
）

▽
井
上
泰
山
・
大
木
康
・
金
文
京
・
氷
上

正
・
古
屋
昭
弘
『
三
関
索
伝
の
研
究
』
（
汲

古
書
院
、
一
九
八
九
）
。

金
文
京
「
詩
讃
系
文
学
試
論
」
（
『
中
国
：

社
会
と
文
化
』
七
、
東
大
中
国
学
会
、
一

九
九
二
）
参
照
。

▽
本
節
の
記
述
は
、
石
戸
戸
「
”
小
説
”

界
説
」
（
『
文
学
遺
産
』
一
九
九
四
一
一
）

お
よ
び
石
昌
漁
『
中
国
小
説
源
流
論
』

（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九

九
四
）
一
一
一
二
頁
を
参
照
し
た
。

▽
謝
進
呈
（
一
五
六
七
f
一
六
二
四
）
。

『
五
雑
組
』
岩
城
秀
夫
訳
注
（
平
凡
社
東

洋
文
庫
、
　
一
九
九
六
1
一
九
九
八
）
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一
方
、
唐
代
伝
奇
小
説
を
含
む
そ
れ
ま
で
の
小
説
が
す
べ
て
基
本
的
に
文
言
文
で
書
か
れ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
四
大
奇
書
は
い
ず
れ
も
白
話
文
、
す
な
わ
ち
口
語
体
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
『
一
二
国
志

演
義
』
だ
け
は
か
な
り
文
言
文
に
近
い
）
。
正
統
な
書
き
こ
と
ば
で
あ
る
文
言
文
に
対
し
て
、
白
話
文
は
俗

語
と
し
て
低
い
地
位
し
か
認
め
ら
れ
な
い
状
態
が
、
建
て
前
と
し
て
は
二
十
世
紀
初
め
の
文
学
革
命
ま
で
長

く
続
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
部
に
は
白
話
小
説
に
積
極
的
な
価
値
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
人
も
現
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
く
き
ん
べ
い
ば
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
よ
う
こ
う

う
に
な
り
ま
す
。
清
の
順
治
十
七
年
（
一
六
六
〇
）
、
『
耳
金
瓶
梅
』
の
作
者
・
丁
耀
充
＊
は
、
そ
の
序
文
で

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

小
説
は
唐
宋
に
始
ま
り
、
元
に
普
及
し
た
が
、
そ
の
体
裁
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
田
舎
の
無
学
な
者

が
経
書
や
史
書
と
同
じ
よ
う
に
大
事
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
た
い
て
い
ど
れ
も
真
情
が
書
き
留
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
真
情
が
生
ま
れ
れ
ば
、
文
章
は
そ
こ
に
付
随
す
る
。
そ
の
文
章
が
華
麗
な
文
言
文
で

あ
る
か
、
野
卑
な
白
話
文
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
歴
史
記
録
と
し
て
文
言
文
で
記
さ
れ
た
「
小
説
」
か
ら
、
虚
構
の
物
語
を
白
話
文
で

書
い
た
「
小
説
」
へ
と
、
中
国
の
小
説
は
長
い
時
間
を
か
け
て
、
実
際
の
作
品
、
観
念
と
も
に
百
八
十
度
転

回
し
た
の
で
す
。

虚 事
構 実

の
記
録

唐
代
伝

『
漢
書
』

文
奇
小 雲

言
文

説 文
志
一
の

小
説
観

明
●

清 白
の 余
白 文
話
小
説
の
小
説
観

▽
丁
耀
占
几
（
一
五
九
九
～
一
六
七
二
）
。

明
末
清
初
の
文
人
で
、
戯
曲
や
小
説
も

書
い
た
。

胡
適
（
二
十
三
歳
、
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
頃
）

、
覧
蚤

．
’

虹
70



文
学
革
命
か
ら
近
代
小
説
へ
、

　
一
九
一
七
年
、
文
言
文
中
心
の
文
学
観
に
代
わ
っ
て
、
言
文
一
致
の
白
話
文
学
を
主
張
す
る
文
学
革
命
が

　
　
　
　
　
　
こ
　
て
き

お
こ
り
ま
す
。
胡
弓
．
は
文
言
文
は
話
す
人
の
い
な
い
死
ん
だ
文
学
で
あ
り
、
白
話
文
学
こ
そ
生
き
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
　
じ
ん

ば
に
よ
る
生
き
た
文
学
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
魯
迅
は
『
中
国
小
説
史
略
＊
』
と
い
う
本
格
的
な
小
説
史
を

　
　
　
　
　
　
と
っ
か
ん
　
　
　
ほ
う
こ
う

書
き
、
ま
た
『
哨
城
』
、
『
襲
撃
』
と
い
う
小
説
集
で
近
代
文
学
の
模
範
を
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
後
、
小
説

は
初
め
て
文
学
の
中
心
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、
特
権
的
な
地
位
を
認
知
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
、

西
欧
の
ロ
マ
ン
主
義
的
文
学
観
、
そ
し
て
日
本
の
言
文
一
致
運
動
や
政
治
小
説
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
指

摘
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
小
説
観
と
ほ
ぼ
共
通
す
る
中
国
近
代
の
小
説
観
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
も
の
な
の
で
す
。

中
国
小
説
の
典
型
的
ス
タ
イ
ル
ー
文
言
小
説
・
白
話
小
説
・
近
代
小
説

　
そ
れ
で
は
、
実
際
の
中
国
小
説
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

三
つ
の
典
型
例
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
こ
で
は

　
（
1
）
文
言
小
説
の
ス
タ
イ
ル
ー
1
歴
史
家
の
筆
で
書
く
（
史
伝
の
ス
タ
イ
ル
）

　
文
言
小
説
の
ス
タ
イ
ル
は
、
史
伝
す
な
わ
ち
歴
史
書
と
同
じ
も
の
で
す
。
文
言
小
説
の
多
く
が
「
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
し
よ
う
が
で
ん

伝
」
と
題
す
る
よ
う
に
、
史
伝
と
小
説
の
境
界
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唐
の
伝
奇
小
説
「
謝
小
耳
伝
」
＊

を
例
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
よ
う
　
　
　
　
　
ご
き
ゃ
く
　
む
す
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
な
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
う

小
蛾
、
姓
は
謝
氏
、
豫
章
の
人
、
信
客
の
女
な
り
。
生
ま
れ
て
八
歳
に
し
て
、
母
を
喪
う
。
歴
陽
の
侠

▽
本
節
に
関
す
る
詳
し
い
参
考
書
と
し

て
、
藤
井
省
三
・
大
木
康
『
新
し
い
中
国

文
学
史
：
近
世
か
ら
現
代
ま
で
』
（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
七
）
が
あ
る
。

▽
胡
弓
（
一
八
九
一
i
一
九
六
二
）
。

「
文
学
改
良
鋼
議
」
（
一
九
一
七
）
に
よ
っ

て
文
学
革
命
の
火
ぶ
た
を
切
っ
た
。

『
中
国
現
代
文
学
選
集
3
　
五
・
四
文
学

革
命
集
』
「
文
学
改
良
主
導
」
増
田
渉
・

服
部
昌
之
訳
（
平
凡
社
、
一
九
六
三
）

『
吉
川
幸
次
郎
全
集
1
6
　
清
・
現
代
篇
』

「
四
十
自
述
」
吉
川
幸
次
郎
訳
（
筑
摩
書

房
、
　
一
九
八
五
）

▽
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』

「
九
二
四
年
発
表
。
日
本
語
訳
の
単
行

本
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

『
中
国
小
説
史
略
』
今
村
与
志
雄
訳
（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
）

『
中
国
小
説
三
略
』
中
島
長
文
訳
注
（
平

凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
七
）

▽
「
謝
小
蛾
伝
」

『
太
平
広
記
』
巻
四
九
一
所
収
。

『
唐
宋
伝
奇
集
　
上
』
今
村
与
志
雄
訳

「
敵
討
ち
：
三
三
蛾
伝
」
（
岩
波
文
庫
、
一

九
八
八
）

『
唐
代
伝
奇
集
』
前
野
直
彬
編
訳
「
謝
小

蛾
の
物
語
」
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九

六
三
1
｝
九
六
四
）
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し
だ
ん
き
よ
て
い
　
と
つ

士
段
居
貞
に
嫁
ぐ
。
居
貞
は
気
を
負
い
義
を
重
ん
じ
、
豪
俊
と
交
遊
す
。
小
蛾
の
父

　
　
　
　
し
ょ
う
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
　
　
と
も

も
、
名
を
商
頁
の
間
に
隠
し
、
常
に
段
婿
と
同
に
貨
を
舟
に
の
せ
、
江
湖
を
往
来
す
。

　
　
た
く
わ

巨
峯
を
畜
う

72

こ
れ
と
同
じ
内
容
の
話
は
、
正
史
『
新
雨
書
』
の
巻
二
〇
五
「
列
女
伝
」
に
も
採
ら
れ
ま
し
た
。
次
の
引
用

は
『
新
唐
書
』
の
も
の
で
す
が
、
小
説
と
歴
史
書
が
同
じ
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
ロ
つ

段
居
貞
の
妻
謝
、
字
は
小
蛾
、
洪
州
豫
章
の
人
な
り
。
反
落
は
本
も
と
歴
陽
の
侠
、
少
年
に
し
て
気
決

　
　
　
　
　
め
と
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

を
重
ん
ず
。
嬰
り
て
歳
鯨
、
謝
父
と
同
に
江
湖
の
上
に
恋
す
る
に
、
並
び
に
盗
の
殺
す
所
と
為
る
。

物
語
の
内
容
は
、
謝
小
蛾
が
男
装
し
て
父
と
夫
の
か
た
き
を
と
る
と
い
う
も
の
で
す
。
途
中
で
、
作
者
で
あ

る
李
公
佐
が
謝
小
蛾
の
た
め
に
夢
の
な
ぞ
解
き
を
し
て
、
犯
人
の
名
前
を
つ
き
と
め
ま
す
。
「
謝
小
風
伝
」

の
最
後
は
、
次
の
よ
う
に
謝
小
男
の
行
為
を
道
徳
的
に
た
た
え
る
文
章
を
付
し
て
、
閉
じ
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ほ

　
　
君
子
曰
く
、
「
志
を
誓
い
て
捨
て
ず
、
父
夫
の
仇
を
復
す
は
、
節
な
り
。
傭
保
と
雑
処
し
て
、
女
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
　
知
ら
れ
ざ
る
は
、
貞
な
り
。
女
子
の
行
い
、
唯
だ
貞
と
節
と
能
く
終
始
之
を
全
う
す
る
の
み
。
小
溝

　
　
　
ご
と
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
し

　
　
の
如
き
は
、
以
て
天
下
の
道
に
逆
り
常
を
乱
す
の
心
を
徹
む
る
に
足
り
、
以
て
天
下
の
貞
夫
孝
婦
の
節

　
　
を
観
る
に
足
る
。
」
と
。

謝
小
禽
（
明
・
呂
坤
『
多
脳
』
よ
り
）

こ
れ
も
ま
た
『
史
記
』
以
来
、
列
伝
の
末
尾
に
付
さ
れ
る
論
賛
と
い
う
形
式
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
す
。



　
（
2
）
　
白
話
小
説
の
ス
タ
イ
ル
ー
1
説
話
人
の
口
ぶ
り
で
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
あ
ん
き
ょ
う
き
ち

　
次
に
白
話
小
説
の
例
を
、
『
拍
案
驚
奇
』
三
十
九
「
李
公
佐
　
巧
み
に
夢
中
の
言
を
解
き
、
謝
小
手
　
智

　
　
　
　
　
　
　
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
よ
う
も
う

も
て
船
上
の
盗
を
檎
う
」
と
い
う
作
品
で
見
て
み
ま
す
．
。
こ
れ
は
「
謝
小
罫
引
」
の
物
語
を
明
認
の
凌
号

し
よ初

が
白
話
小
説
に
書
き
直
し
た
も
の
で
す
。

　
　
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
　
　
　
か
み
か
ざ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
む
り

賛
に
云
く
、
士
に
し
て
或
い
は
巾
個
あ
り
、
女
に
し
て
或
い
は
弁
冤
あ
り
。

　
　
　
　
　
よ
く
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
　
行
い
は
閾
を
喩
え
ず
、
護
り
ご
と
は
能
く
遠
き
を
致
す
。

　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
こ
　
　
あ
さ
は
か
　
　
は

　
　
彼
の
英
英
を
賭
て
、
斯
の
議
講
を
漸
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
し
よ
う
よ
　
　
そ
う
た
い
こ
　
　
　
ぎ
ょ
げ
ん
き
　
　
　
せ
つ

こ
の
賛
は
、
智
恵
の
あ
る
女
は
男
に
ま
さ
る
こ
と
を
称
え
て
い
る
。
班
捷
好
・
曹
大
家
・
魚
玄
機
・
醇

と
う
　
　
ゆ
　
き
　
ら
ん
　
　
り
せ
い
し
よ
う
　
し
ゅ
し
ゆ
く
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん
こ
　
　
　
よ
う
ゆ
う
　
　
　
　
　
ろ
し
よ
う

涛
・
李
季
蘭
・
李
清
照
・
朱
淑
真
の
よ
う
な
よ
く
文
章
を
作
る
女
は
、
上
は
班
固
・
揚
雄
、
下
は
盧
照

り
ん
　
ら
く
ひ
ん
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
じ
ん
じ
よ
う
　
　
じ
ょ
う
し
ぐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
し
　
　
　
　
　
　
　
り
よ
ぼ

鄭
・
騎
賓
王
に
肩
を
並
べ
る
。
夫
人
城
・
娘
子
軍
・
高
涼
の
洗
面
・
東
海
の
呂
母
の
よ
う
な
武
に
す
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
し
ん
　
　
は
く
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
う
　
　
　
ら
よ
う
ひ

れ
た
女
は
、
知
略
は
韓
信
・
白
起
に
並
び
、
勇
名
は
関
羽
・
張
飛
に
ま
さ
る
。
…
…

　
今
か
ら
お
話
し
す
る
の
は
、
大
難
に
遭
遇
し
、
女
が
男
に
身
を
や
つ
し
、
知
恵
を
絞
り
苦
難
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し

め
、
仇
に
報
い
操
を
守
る
、
世
に
も
稀
な
る
女
の
話
。
証
と
な
る
詩
が
あ
り
ま
す
。

　
　
き
ょ
う
が
い
　
　
た
　
　
　
　
　
い
に
し
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
そ
　
　
　
ひ
と
す
じ

　
　
侠
概
　
惟
だ
推
す
古
の
剣
仙
、
凶
を
除
き
恨
み
を
雪
ぐ
　
只
の
香
煙
。

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
き
ゃ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
し
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
だ

　
　
誰
か
知
ら
ん
　
佑
客
　
奇
女
を
生
み
、
隻
手
　
能
く
翻
す
　
両
姓
の
冤
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
る
で
講
釈
師
が
講
談
を
語
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
、
賛
や
詩
詞
を
挟
ん
だ
ま
く
ら
（
入
墨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
し
ゃ
く
し

を
ま
ず
語
り
、
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
本
題
の
物
語
が
始
ま
り
ま
す
。
物
語
の
途
中
で
は
、
聴
衆
が
説
話
人
に

向
か
っ
て
問
い
か
け
る
場
面
ま
で
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
『
全
訳
中
国
文
学
大
系
　
第
1
集
第

15
|
1
7
巻
　
拍
案
驚
奇
』
凌
漂
初
編
、
塩

谷
温
監
修
、
辛
島
醗
訳
註
（
東
洋
文
化
協

会
、
　
一
九
五
八
）
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こ
う
し
ゃ
く
し

説
話
的
、
も
し
そ
の
夢
の
意
味
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
二
度
見
た
夢
は
む
だ
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。

お
き
ゃ
く
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
っ
か
け

看
官
、
そ
う
焦
り
な
さ
ん
な
っ
て
、
何
事
に
も
機
縁
っ
て
も
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
ま
だ
謝
蛍
蛾
は

機
縁
を
つ
か
ん
で
な
い
か
ら
こ
う
だ
け
ど
、
機
縁
さ
え
つ
か
め
ば
、
自
然
に
う
ま
く
い
き
ま
す
っ
て
。

こ
の
よ
う
に
、
白
話
小
説
の
ス
タ
イ
ル
は
語
り
物
を
模
倣
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
長
編
の
章
回
小
説
は

つ
づ
き
は
じ
か
い
を
お
き
き
く
だ
さ
い

「
且
聴
下
回
分
解
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
で
、
物
語
の
続
き
に
対
す
る
興
味
を
持
続
す
る
の
で
す
．
。

　
（
3
）
　
近
代
小
説
の
ス
タ
イ
ル
ー
1
作
中
人
物
自
身
の
声
で
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ム
ニ
シ
ア
ン
ト
コ
ナ
レ
　
タ
　

　
文
言
小
説
の
歴
史
家
や
、
白
話
小
説
の
説
話
人
に
扮
し
た
語
り
手
は
、
全
知
の
語
り
手
。
と
し
て
超
越
的

な
立
場
か
ら
物
語
を
語
り
、
道
徳
的
評
価
を
下
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近
代
小
説
で
は
作
中
人

物
自
身
が
自
分
の
声
で
物
語
を
語
り
は
じ
め
る
一
そ
の
た
め
物
語
の
視
点
や
価
値
基
準
も
き
わ
め
て
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
リ
フ
ォ
ニ
　

的
な
も
の
に
な
り
、
多
声
的
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
一
と
い
う
点
に
、
大
き
な
変
化
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
く
ん

も
し
で
き
る
こ
と
な
ら
、
私
は
こ
の
悔
恨
と
悲
哀
を
書
き
留
め
た
い
。
子
君
の
た
め
、
そ
し
て
自
分

の
た
め
に
。

会
館
の
は
ず
れ
の
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
な
お
ん
ぼ
ろ
の
部
屋
は
、
こ
ん
な
に
静
寂
で
空
虚
だ
。
時
が
た

つ
の
は
本
当
に
は
や
い
。
私
が
子
君
を
愛
し
、
彼
女
を
た
よ
り
に
こ
の
静
寂
と
空
虚
か
ら
逃
げ
出
し

て
、
も
う
ま
る
一
年
が
過
ぎ
た
の
だ
。
こ
ん
な
偶
然
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
私
が
再
び
戻
っ
て
き
た
と

▽
白
話
小
説
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
中

里
見
敬
『
中
国
小
説
の
物
語
論
的
研
究
』

（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
）
の
第
二
章
を

参
照
。

▽
語
り
手
を
は
じ
め
と
す
る
、
小
説
分

析
の
用
語
や
概
念
に
つ
い
て
は
、
以
下

を
参
照
。

『
読
む
た
め
の
理
論
：
文
学
・
思
想
・
批

評
』
石
原
千
秋
ほ
か
著
（
世
織
書
房
、
一

九
九
「
）

『
物
語
論
辞
典
』
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン

ス
著
、
遠
藤
健
一
訳
（
松
柏
社
、
一
九
九

七
）

『
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
現
代
文
学
・
文
化
批

評
用
語
辞
典
』
ジ
ョ
ゼ
フ
・
チ
ル
ダ
ー

ズ
、
　
ゲ
ー
リ
ー
・
ヘ
ン
ツ
ィ
編
、
杉
野

健
太
郎
ほ
か
訳
（
松
柏
社
、
一
九
九
九
）
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あ

き
、
空
い
て
い
た
の
は
ま
た
こ
の
同
じ
部
屋
だ
け
だ
っ
た
。
も
と
ど
お
り
の
壊
れ
た
窓
、
窓
の
外
の
枯

　
　
　
　
　
え
ん
じ
ゅ
　
　
　
　
　
ふ
じ

れ
か
か
っ
た
梶
の
木
と
藤
の
老
木
、
窓
辺
の
テ
ー
ブ
ル
、
く
ず
れ
か
か
っ
た
壁
、
壁
ぎ
わ
の
板
ベ
ッ

ド
。
夜
中
に
ひ
と
り
ベ
ッ
ド
で
横
に
な
っ
て
い
る
と
、
私
は
子
君
と
同
居
す
る
前
と
ま
る
で
何
も
変
わ

ら
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
一
年
の
時
間
は
す
べ
て
消
え
去
り
、
な
に
ご
と
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
私
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
ト
ン

の
お
ん
ぼ
ろ
の
部
屋
か
ら
引
っ
越
し
て
、
吉
兆
胡
同
で
希
望
に
あ
ふ
れ
た
小
さ
な
家
庭
を
作
ろ
う
と
し

た
こ
と
な
ど
、
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
　
（
魯
迅
「
傷
逝
」
、
『
彷
復
』
所
収
）

　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
せ
い

魯
迅
の
小
説
「
傷
逝
」
の
冒
頭
は
こ
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。
複
雑
な
物
語
の
時
間
の
枠
組
み
が
、
主
人
公

自
身
の
声
で
、
彼
の
感
情
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
。

物
語
の
一
形
式
と
し
て
の
小
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ラ
テ
イ
ブ

　
本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
を
語
る
文
学
形
式
の
一
つ
で
あ
る
小
説
は
歴
史
的
な
産
物
で
あ
り
、
私

た
ち
の
小
説
観
も
ま
た
日
本
や
中
国
、
そ
し
て
西
欧
ロ
マ
ン
主
義
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
歴
史
や
時
代
の

産
物
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ま
た
物
語
は
、
語
り
物
・
演
劇
・
小
説
・
映
画
と
表
現
形
式
を
変
え
な

が
ら
、
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
小
説
研
究
は
、
書
か
れ
た
小
説
だ
け
を
材
料
に

し
て
い
ま
し
た
が
、
書
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
物
語
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
物
語

世
界
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
す
。
。

▽
「
傷
逝
」
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
中
里

見
敬
『
中
国
小
説
の
物
語
論
的
研
究
』

（
汲
古
書
院
、
「
九
九
六
）
の
第
三
章
を

参
照
。

▽
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
よ
り
現
在

の
中
国
農
村
に
お
け
る
口
承
文
芸
を
研

究
し
た
成
果
と
し
て
、
井
ロ
淳
子
『
中
国

北
方
農
村
の
口
承
文
化
：
語
り
物
の

書
・
テ
キ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
（
四

聖
社
、
一
九
九
九
）
が
あ
る
。
ま
た
、
知

識
人
の
家
庭
で
小
説
が
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
六
七
頁

脚
注
『
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座
』
所
収

の
大
木
康
「
通
俗
文
芸
と
知
識
人
」
を
参

照
。
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