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『
古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

そ
の
封
偶
構
成
に
つ
い
て

福
満

正

博

序

明
末
の
文
學
者
漏
夢
龍
は
、
そ
の
特
異
な
文
學
活
動

に
よ

っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
作
品
は
、
経
學

・
地
志
類
か
ら
、
傅
奇

・
散

曲

・
小
説
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
彼
が
か
か
わ

っ
た
文
學
活
動

の
領
域
の
広
さ
は
、
他

に
比
類
を
見
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

旺
盛
な
文
學
活
動

の
中
で
、
最
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
民
間
文
學

・
通
俗
文
學
と
關
係
よ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
民
歌
を
記
録
し

た

『
山
歌
』
『
掛
枝
児
』
、
宋
元
明
の
各
時
代
に
盛
行

し
た
話
本

・
通
俗
短
篇
小
説
を
集
め
た

『
三
言
』、
長
篇
歴
史
通
俗
小
説

『新
列

國
志
』
『
平
妖
傳
』
等

々
の
作
品
が
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
漏
夢
龍

に

つ
い
て
は
、
從
來

か
ら

「明
代
の
卓
越

し
た
通
俗
文
學
工
作

(
1
)

者
」
と
言
わ
れ
、
陽
明
學
左
派
、
特
に
李
卓
吾
と
の
關
係
や
、
明
末
の
結
社

「
復
社
」
と
の
關
係
等
が
指
摘
さ
れ
て
來
た
。

し
か
し
、
そ
の
膨
大
な
作
品
群
、
卓
越
し
た
文
學
活
動
を
支
え
て
い
た
凋
夢
龍
の
文
學
観
に
つ
い
て
は
、
從
來

十
分
に
明
ら
か
に
さ
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中
國
文
學
論
集

第
十
號

れ
た
と
は
言
い
難
い
。
か
か
る
状
況
を
も

た
ら

し
た
原
因
の

一
つ
に
は
、
彼
の
文
學
活
動
が
お
お
む
ね
既
成

の
作
品

の
編
纂

に
限
ら

れ
、
彼
自
身
に
よ
る
創
作
が
ほ
と
ん
ど
残

つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

つ
ま
り
、
彼

の
言
葉
に
よ
り
、
彼

の
思
想
を
探
る
こ
と
が
で
き

る
資
料
が
極
め
て
少
な

い
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
逆
に
彼
が
編
纂
し
た
文
學
作
品

を
手
掛
り
に
し
な
が

ら
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
編
纂

の
意
圖
か
ら
彼
の
文
學
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
彼
の
文
學
観
に

迫

る
重
要
な
作
業
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
我

々
は
、
例
え
ば
そ
れ
以
前
の
六
朝
の

『
文
選
』
や

『
玉
毫
新
詠
』
等
に
見

る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
軍
に
文
學
選
集
と
よ
て
の
資
料
的
債
値
に
止
ま
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
者
の
文
學
観
を
知
る
う
え
で

も
重
要
な
償
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

・

さ
て
、
そ
う
す
る
と
、
漏
夢
龍
の
数
あ
る
作
品

の
中
で
も

『
三
言
』
は
、
ま
た
新
た
な
意
味
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
漏
夢
龍
も

ま
た
、
小
説
が
興
隆
し
た
明
末
の
文
學
状
況
の
中
で
、
そ
れ
以
前

の
話
本

・
小
説
を
蒐
集
し
て

『
三
言
』
を
編
纂

し
た
人
物
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
編
纂
の
意
圖
か
ら
彼
の
文
學
観
を
お
さ
え
る
こ
と
は
、
明
末

の
文
學
思
想
史

の
動

向
を
把

握
す
る
上
で
重
要
な

意
義
を
持

つ
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

『
三
言
』
の
編
纂

の
意
識
と
意
圖
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
他
の
多
く
の
丈
學
選

集

の
例
に
も
れ
ず
、
こ
の
書

の
編
纂
方
法
に
顯
在
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今
ま
で
の
研
究
が
明
ら
か
に
よ
て
い
る
よ
う

に
、
『
三

言
』
は
そ
れ
以
前

の
時
代
の
話
本

・
小
説
を
集
録
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
漏
夢
龍
の
手
が
加
わ

っ
て
、
も
と
も
と
の
も
の

(
2

)

と
攣
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
漏
夢
龍

の
編
纂
方
法
、
編
纂
の
全
體
的
な
傾
向
を
明

ら
か
に
す
る
宅
と
で
あ
も
と
思
わ
れ
る
。

'

(
3
)

『
古
今
小
説
』
は

『
三
言
』

の
第

一
集
で
あ
り
、
通
俗
短
篇
小
説
集
と
し
て
、
漏
夢
龍
が
最
初
に
手
が
け
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
う



す
る
と
、
こ
れ
は
、
彼
に
は
ひ
と
ま
ず
猫
立
し
た
意
義
を
持

つ
編
纂
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
本
稿
で
は
、
漏
夢
龍
の
文

學
観
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
、
ま
ず
こ
の

『
古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法
に
着
目
し
て
、

一
つ
の
試
論
を
提
出
し
た
い
。

薦
夢
龍
の

『
古
今
小
説
』
編
纂
の
方
法
と
し
て
從
來
か
ら
指
摘
さ
れ
て
來
た
こ
と
は
、
個

々
の
短
篇
に
封
す

る
字
句

の
潤
色

.
改
作

(
4

)

で
あ

っ
た
。
だ
が
、
そ
の
全
體
を
貫
く
傾
向
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
い
う
の
が
現
在
ま
で
の
状
況
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
當
時
の
小
説

・
話
本
は
、
ほ
と
ん
ど
残

っ
て
い
な
い
の
で
、
薦
夢
龍
が
編
纂
時
に
ど
の
よ
う
な
傳
本

,を
底
本
に
し
た
か
明
ら
か
で
な
く
、
し
た
が

っ
て

『古
今
小
説
』
の
各
篇
と
他
の
傳
本
と
を
、
す
ぺ
て
に
わ
た

っ
て
比
較
封
照
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
古
今
小
説
』
を
改
め
て
詳
し
く
見
直
し
て
み
る
と
、
そ
の
全
體
を
貫
く
編
纂
方
法
を
解
明
す

る

上
で
新
し
い

一
つ
の
手

掛
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
從
來
か
ら

『古
今
小
説
』
(『
三
言
』
全
體
も
含
む
)
の
各
篇

の
題
目
が
、
第

一
巻
か
ら
二
つ
ず
つ
樹
偶

表
現
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
内
容
も
二
篇
ず
つ
樹
偶
的

な
並
べ
方
に
な

っ
て
い
る
事
實
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
に
僅
か
な
が
ら
三

つ
の
論
文
に
よ

っ
て
、
萌
芽
的
に
は
指
摘
さ
れ
て

(
5

)

き
た
こ
と
で
あ
る
。
今
そ
の
中
で
、
よ
り
明
確
な
内
田
道
夫
氏
の
論
文
を
引
用
し
て
み
る
。

.

古
今
小
説

(あ
る
い
は

『
三
言
』
)
に
見
ら
れ
る
題
目
と
排
列
は
ほ
ぼ
封
偶
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
七
巻

「羊
角
哀
捨
命
全
交
」、
第
八
巻

「呉
保
安
棄
家
贈
友
」
は
い
ず
れ
も
饗
偶
的
標
題
で
あ
る
。
そ
し
て
内
容
も
往

々
に
よ
て
封
偶
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中
國
文
學
論
集

第
十
號

的
場
合
が
あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
も
自
己
を
顧
み
ず
友
誼
を
全
う
す
る
と
い
う
平
行
的
な
物
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
よ
う
に
第
三
十

一
巻

「
闊
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」、
第
三
十
二
巻

「遊
螂
都
胡
母
迫
吟
詩
」
も
題
目
が
…封
偶

を
な
し

て
い
る
ば
か

り
で
な
く
物
語
の
内
容
も
平
行
的
布
置
を
と

っ
て
い
る
。
秀
才
が
地
獄
に
召
さ
れ
て
因
果
の
理
を
悟
る
と
い
う
構
想
の
平
行
が
そ

れ
で
あ
り
、
そ
の
爾
者
に
共
通
す
る
も
の
は
六
道
輪
廻
と
因
果
鷹
報

の
思
想
で
あ
る
。

内
田
氏
が
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

『
古
今
小
説
』
の
中
に
は
、
平
行
的
な
物
語
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
封
偶
關
係
の
短

篇
が
幾
組
か
存
在
し
て
い
飽

引
用
に
畢
げ
ら
れ
た
第
蓉

「
羊
角
哀
捨
命
全
交
」
、
第
八
巻

「呉
保
安
棄
護

友
」
の
両
巻
、
第
三

十

一
巻

「
闇
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
、
第
三
十
二
巻

「遊
螂
都
胡
母
連
吟
詩
」
の
爾
巻

の
各
組
な
ど

は
、
そ

の
封
偶
關
係
が
明
ら
か
な
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
七
、
第
八
の
爾
巻
が
内
容
的
に
平
行
な
物
語
に
ょ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
封
偶
で
あ
る

こ
と
は
、
ス
ト
ー
リ

(
7

)

1
の
展
開
の
分
析
を
待
た
ず
と
も
、
爾
巻
の
本
文
の
文
章
か
ら
も
容
易
に
明
ら
か
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
文
は
、
爾
巻
の
正
話

の
冒
頭

の
部
分
で
あ
る
。

第
七
巻

「
羊
角
哀
捨
命
全
交
」

今
日
説
爾
箇
朋
友
、
偶
然
相
見
、
結
爲
兄
弟
、
各
捨
其
命
、
留
名
萬
古
。

今
日
、
お
話
し
し
ま
す
る
二
人
の
友
人
は
、
偶
然
出
會

っ
た
だ
け
で
、
兄
弟
の
契
り
を
交
し
、
二
人
と
も
命
を
捨
て
て
友
情
を
全

う
し
、
萬
世
に
名
を
留
め
た
話
で
あ
り
ま
す
。

第
八
巻

「呉
保
安
棄
家
贈
友
」

如
今
我
説
的
爾
箇
朋
友
、
却
是
從
無

一
面
的
。
只
因

一
點
意
氣
上
相
許
、
後
來
患
難
之
中
、
死
生
相
救
、
這
纏
算
倣
心
交
至
友
。
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今
か
ら
私
が
話
し
ま
す
る
二
人
の
友
人
は
、
か
え

っ
て

一
面
識
も
無
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
意
氣

に
感
じ
合

っ
て
契
り

を
結
ん
だ
ば
か
り
に
、
後
で
も
患
難
の
中
で
、
生
死
を
隔
て
る
こ
と
な
く
助
け
合
い
ま
よ
た
。
こ
れ
こ
そ
、

心
か
ら
交

っ
た
眞
の

友
人
と
い
え
ま
よ
よ
う
。

話
本
で
は
、
正
話

の
始
め
の
部
分
に
、
そ
の
話
全
體

の
要
約
が
掲
げ
て
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
雨
巻
で
も
、
引
用
の
部
分
が
説

話
人
に
よ
る
内
容
要
約
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
見
て
も
、
共
に
生
死
を
貫
い
て
友
情
を
全
う
す
る
と
い
う
點
で
、
雨
巻
は
内
容
的
に
平
行

す
る
構
成

の
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
古
今
小
説
』
の
中
に
は
、
こ
の
爾
巻
の
よ
う
に
、
本
文
中
の
要
約
部
分
か
ら
も
、
平
行
的
な
物
語
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
は
っ
き
り
す
る
封
偶
だ
け
で
は
な
く
、
物
語

の
展
開
そ
れ
自
體
と
し
て
言
え
ば
共
通
す
る
要
素
が
少
な

い

の
で
あ

る
が
、
し

か

し
ど
う
し
て
も
平
行
的
な
構
成
の
封
偶
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
十
七
巻

「
梁
武
帝
累
修
蹄
極
樂
」
、
第
三

十
八
巻

「
任
孝
子
烈
性
爲
神
」
な
ど
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
第
三
十
七
巻

「
梁
武
帝
累
修
蹄
極
樂
」
は
、
前
世
曲
嬉
で
あ

っ
た
武
帝

が
、
佛
の
教
え
の
影
響
を
受
け
、
修
行
を
積
ん
で
轄
生
を
繰
り
返
し
、
皇
帝
に
ま
で
な
り
、
最
後
は
極
樂
に
行
く
と
い
う
話
で
あ
る
。

第
三
十
八
巻

「
任
孝
子
烈
性
爲
紳
」
は
、
任
珪
が
自
分

の
妻

の
不
貞
に
氣
付
き
、
妻
と
そ
の

一
家
、
そ
し
て
間
男
を
斬
殺
し
、
死
刑
に

な
る
が
、
天
帝
の
助
け
で
往
生
し
て
土
地
神
と
な

っ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
爾
巻
は
、
題
材
も
事
件
の
展
開
も
、
共
通
す
る
要
素
の
少
な

い
話
で
あ
る
。
し
か
し
物
語

の
結
末
を
見
る
と
、
第
三
十
七
巻
で
武
帝
は
修
行
を
積
ん
だ
お
か
げ
で
極
樂

へ
行
き
、
第
三
十
八
巻
で
任

珪
は
天
帝

か
ら
性
忠
烈
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
土
地
神
と
な
る
。
こ
こ
で
、
當
時
の
思
想
状
況
が
三
教
合

一
で
あ
り
、
特

に
民
衆

レ

ベ
ル
で
は
佛
教

・
道
教
も
土
俗
信
仰
も
あ
ま
り
匿
別
し
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
爾
巻
の
結
末
は
具
體
的
に
は
異
な
り
な

『古
今
小
説
』
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中
國
文
學
論
集

第
十
號

が
ら
、
そ
の
持

つ
意
義
は
、
當
時
の
人

々
に
と

っ
て
さ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
爾
雀
は
、

展
開
す
る
物
語
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
死
ん
で
ど
う
な
る
か
と
い
う
重
要
な
指
標
か
ら
見
る
と
、
共
に
同
じ
方
向
に
結
末
が
牧
束
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
『
古
今
小
説
』
は
あ

く
ま

で
、
潘
夢
龍
個
人
に
よ
る
創
作
集
で
は
な
く
、
既
成
の
作
品
を
編
纂

し
た
選
集
で

あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
編
纂

の
方
法
で
あ
り
、
傾
向
で
あ
る
。
平
行
的
な
構
成
と
言

っ
て
も
、
嚴
密
に
整
合
的

に
そ
れ
が
當
て
は
ま
る
必
要
は
な
い
。
二
巻
が
封
偶
と
な

っ
て

一
つ
の
何
ら
か
の
意
味
を
構
成
す
れ
ば

よ

い
の

で
あ

る
。
よ
た
が

っ

て
、
こ
の
雨
巻

の
よ
う
に
物
語

の
展
開
が
嚴
密

に
平
行
的
な
構
成
で
な
く
て
も
、
結
末
が

一
つ
の
重
要
な
指
標

に
と

っ
て
同
じ
方
向
に

牧
束
す
れ
ぽ
、
廣

い
意
味
で
、
平
行
的
な
構
成
と
よ
て
樹
偶
を
成
し
て
い
る
と
剣
断
で
き
る
。

そ
こ
で
、

こ
れ
ら
廣
い
意
味
の
も
の
も
含
め
て
、

一
つ
の
重
要
な
指
標
に
と

っ
て
同
じ
方
向
に
あ
る
二
つ
の
話
を
野
偶
に
し
た
も
の

を
、
假
り
に

「
正
」
封
偶
と
呼
べ
ば
、
私
の
調
べ
た
結
果
で
は
次
の
よ
う
な
巻
激
が
畢
げ
ら
れ
る
。
第

一
=
二
巻
、
第
五
ー
六
巻
、
第

七
i
八
巻
、
第
十
三
ー
十
四
巻
、
第
十
五
ー
十
六
巻
、
第
十
七
=
十
八
巻
、
第
十
九
-
二
十
巻
、
第
二
十
九
-

三
十
巻
、
第
三
十

一
-

三
十
二
巻
、
第
三
十
七
-
三
十
八
巻
、
第
三
十
九
ー
四
十
巻

の
十

一
組
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見

る
と
、
『
古
今
小
説
』
の
半
分
以
上
あ

る

こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が

っ
て
、
薦
夢
龍
の

『
古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法
と
よ
て
、
樹
偶
構
成
が
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
知

れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
で
、
從
來

の
研
究
な
い
し
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
果
に
つ
い
て
述
べ
て
來
た
。
そ
こ
で
ま
た
新
た
な
問
題
が
起
こ
る
。
そ



れ
は
、
先
に
畢
げ
た

「正
」
封
偶
以
外
の
各
短
箭
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
の
封
偶
構
成

に
、
漏
夢
龍
の
編
纂

意

圖
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

こ
れ
ら

の
問
題
を
ま
と

め
て
検
討
す
る
爲
に
同
じ
く
漏
夢
龍
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
文
言
小
説
集

『
情
史
類
略
』
二
十
四

(
8

)

巻

を
、
有
力
な
参
考
資
料
と
し
て
み
た

い
。
『
情
史
類
略
』
と

『
三
言
』
で
は
、
共
通
す
る
話
が
三
十
篇
近
く
、
今
問
題
に
し
て
い
る

『
古
今
小
説
』
の
中
だ
け
で
も
十

一
篇
あ
る
。
ま
た

『情
史
類
略
』
は
、
『
古
今
小
説
』
よ
り
も
先
に
成
立
よ
た

と
推
測
で
き
る
の
で

(
9
)

あ
る
。

さ
て
、
『
情
史
類
略
』
は
、
文
言
小
説
で
あ
り
、
『
古
今
小
説
』
は
話
本
を
含
む
白
話
小
説
で
あ
る
以
上
、
共
通

す

る
話

で
あ

っ
て

も
、
軍
純
に
は
比
較
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ

『
情
史
類
略
』
を
有
力
な
参
考
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
『
三
言
』

に
は
、
例
え
ば

『警
世
通
言
』
第
十
八
巻

「
老
門
生
三
世
報
恩
」
な
ど
の
よ
う
に
恐
ら
く
漏
夢
龍
の
創
作
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い

(
10

)

る
作
品
や
、
『
古
今
小
説
』
第
三
十
巻

「
明
悟
釋
師
起
五
戒
」
、
『
警
世
通
言
』
第
三
十
三
巻

「
喬
彦
傑

」
妾
破
家
」
な
ど

の
よ
う
に
薦

夢
龍
の
改
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
品
、
ま
た

『警
世
通
言
』
第
四
十
巻

「雄
陽
宮
鐵
樹
鎭
妖
」
な
ど
の
よ
う
に
漏
夢
龍

(
11

)

が
適
宜
創

っ
て
短
く
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
漏
夢
龍
は
、
『
三
言
』
編
纂

に
あ
た

っ
て
、
彼

の
編
纂
意
圖
を
基
準
と
し
な
が
ら
そ
れ
に
沿
う
内
容
と
な
る
よ
う
に
す
る
爲

に
、
傳
本

の
選
釋
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
原
形

の
ま
ま
操

用
す
る
か
、
改
作
を
加
え
る
か
、
ま
た
新
た
に
創
作
す
る
か
な
ど
を
も
勘
案
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
情
史
類
略
』
が
、
『
古
今

小
説
』
よ
り
も
先
に
成
立
よ
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
共
通
す
る

『情
史
類
略
』
の
話
は
、
『
古
今
小
説
』
編
纂
の
際
、
確
實
に
彼
の
参
照

し
た
傳
本
の

一
つ
と
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
よ
て
、
そ
れ
と
同
じ
内
容
に
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
彼
の
選
鐸
意

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
滞
正
博
)
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識
が
大
き
く
働

い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
た
が

っ
て
、
爾
者

の
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
選
釋
意
識

・
編
纂

の
全
體
的

傾
向
、

つ
ま
り
先
に
述
べ
た
漏
夢
龍

の
編
纂
意
圖
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

次
の
表
は
、
『
情
史
類
略
』
と

『
古
今
小
説
』
の
共
通
す

る
話
を
學
げ
、
併
せ
て
叙
述

・
描
寫

の
違
い
、
物
語

の
展
開

の
順
番

の
違

い
、
固
有
名
詞
、
登
場
人
物
等

の
些
細
な
違

い
を
無
硯
し
て
、
物
語
の
内
容
が
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
る
か
、
異
な

る
展
開
が
あ
る
か
ど

う
か
の
異
同
を
調
べ
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

対

照

表

内
容

異
同

102

(1)(2)(3)

『情
史
類
略
』

巻
十
六

「
珍
珠
杉
」

巻
三

「
院
華
」

巻
三

「
葛
周
寵
姫
」

『
古
今
小
説
』

第

一
巻

「
蒋
興
寄
重
會
珍
珠
杉
」

第
四
巻

「
聞
雲
奄
玩
三
償
冤
債
」

第
六
巻

「
葛
令
公
生
遣
弄
珠
見
」

同異同



④⑤(6)

 

⑦(8)(9)

巻
四

「
表
音
公
」

巻
十
八

「
柳
著
卿
」

巻
二

「
輩
飛
英
」

巻
二

「
楊
公
」

巻
二

「
紹
興
士
人
」

巻
二

「
王
善
聰
」

第
九
巻

「
斐
奮
公
義
還
原
配
」

第
十
二
巻

「
衆
名
姫
春
風
弔
柳
七
」

第
十
七
巻

「
輩
符
郎
全
州
佳
偶
」

第
十
八
雀

「
楊
八
老
越
國
奇
逢
」

第
二
七
巻

「
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」

第
二
八
巻

「
李
秀
卿
義
結
黄
貞
女
」

同異同同同同

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(
幅
滞
正
博
)
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⑩⑪

巻
十
九

「張
果
老
」

巻
四

「
沈
小
霞
妾
」

第
三
三
巻

「張
古
老
種
瓜
嬰
文
女
」

第
四
十
巻

「
沈
小
霞
相
會
出
師
表
」

〆

異異

104

 

右
の
封
照
表
に
見
る
よ
う
に
、
『
情
史
類
略
』
と

『
古
今
小
説
』
と
共
通
す
る
話
で
あ

つ
て
も
、
そ
の
中

に
は
、
物
語

の
内
容
が
ほ

と

ん
ど
同
じ
も
の
と
、
異
な
る
展
開
が
あ
る
も

の
と
そ
れ
ぞ
れ
い
く

つ
か
ず

つ
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず

『情
史
類
略
』
が
先

に
成
立
し
た
と
い
う
前
提
に
立

つ
て
、
『
古
今
小
説
』
の
各
篇
を

「
正
」
封
偶
の
場
合
と
、
そ
れ
以
外
の
場
合

と

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

に
封
鷹
す
る

『
情
史
類
略
』
所
牧
の
話
を
畢
げ
て
、
『
古
今
小
説
』
に
お
け
る
薦
夢
龍
の
編
纂
方
法
を
検
討
し
て
み
る
。

三

 

ま
ず

「
正
」
封
偶
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず

『古
今
小
説
』
が

『情
史
類
略
』
と
異
な
る
も
の
と
し
て
封
照
表

⑪
、
『
古
今
小
説
』
第
四
十
巻

「
沈
小
霞
相
會
出
師
表
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

る
。
参
考
の
爲
、
第
三
十
九
巻

「
注
信
之

一
死
救
全

家
」
も
併
せ
て
そ
の
内
容
を
示
す
。

第

三
十
九
巻

「
注
信
之

一
死
救
全
家
」



「
無

己
文
か
ら
財
産
を
作
り
あ
げ
た
江
信
之
は
、
義
を
重
ん
じ
財
を
輕
ん
じ
る
侠
氣
の
人
と
し
て
名
望
が
高

か

っ
た
。
時
に
金
の

侵
入
に
封
し
、
彼

は
都

へ
出
て
ま
で
抗
職
説
を
唱
え
る
が
、
そ
の
間
、
自
分
の
報
酬
に
不
満
を
持

っ
た
彼

の
食
客
に
よ

っ
て
、
注

信
之
は
謀
反
の
志
が
あ
る
と
誕
陥
さ
れ
、
朝
廷
よ
り
逮
捕
の
手
が
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
逃
れ
て
故
郷
に
蹄

っ
た
注
信
之
は
地
方

官
吏
と
の
い
さ
か
い
か
ら
反
齪
を
起
こ
す
に
至
る
。
し
か
し
、
敗
れ
た
の
で
家
族
を
連
れ
て
逃
亡
す
る
。
後

に
官
に
出
頭
し
、
も

と
も
と
無
罪
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
裁
剣
で
辮
明
す
る
。
到
決
は
、
涯
信
之

の
冤
罪
を
認
め
た
が
、
官
を
殺
害
し
た
か
ど
で
彼
だ

け
死
刑
に
な
り
、
他

の

一
族
は
助
か
る
。
後

に
、
在
信
之
の
兄
の
助
け
で

一
族
は
復
興
よ
繁
榮
す
る
。」

第
四
十
巻

「
沈
小
霞
相
會
出
師
表
」

「沈
錬
は
、
愛
國
濟
世
、
安
民
の
志
を
持

っ
た
義
士
で
、
出
師

の
表
を
愛
讀
し
て
い
た
。
時
に
、
宰
相
嚴
嵩
を
誘

っ
た
の
で
左
遷

さ
れ
る
。
そ
こ
で
彼
の
人
徳
を
慕
う
頁
石
と
義
兄
弟

の
關
係
を
結
ぶ
。
彼
を
目
障
り
と
思
う
嚴
嵩
は
、
部
下
を
迭
り
計
略
を
使

っ

て
白
蓮
教
の
反
齪

に
連
座
さ
せ
、
罪
を
被
せ
て
殺
す
。
事
態
を
察
し
た
質
石
は
、
遣
品
の
出
師
の
表
を
持

っ
て
逃
亡
す
る
。
沈
錬

の
長
男
沈
小
霞
も
任
地
で
捕
ま
り
、
護
途
の
途
中
秘
か
に
殺
さ
れ
る
手
は
ず
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
同
行
し
た
彼
の
妾
の
聞
氏
の

機
知
と
、
父
の
友
人
漏
主
事

の
助
け
で
匿
ま
わ
れ
る
。
後
、
嚴
嵩
が
失
脚
し
た
の
で
、
父
の
冤
罪
を
訟
、兄
認

め
ら
れ
る
。
そ
よ
て

出
師
の
表
を
き

っ
か
け
に
沈
小
霞
は
質
石
と
め
ぐ
り
會

い
、
そ
の
導
き
で
残
り
の

一
族
と
再
會
し
、
ま
た
官

に
復
簾
す
る
。」

さ
て
、
爾
巻
が
、
注
信
之

・
沈
錬
と
い
う
共
に
忠
義
愛
國
の
士
人
が
冤
罪
に
落
し
入
れ
ら
れ
、

一
族
が
没
落

し
本
人
も
死
ぬ
こ
と
に

な
る
が
、
最
後
に
は
冤
罪
が
は
れ
、
生
前
の
人
徳
の
お
か
げ
で
子
孫
が
ま
た
繁
榮
す
る
と
い
う
よ
う
に
平
行
し
た
構
成
の
話
で
あ
る
こ

と
は
容
易
に
氣
付
か
れ
る
。
こ
こ

で

『
古
今
小
説
』
の

「
沈
小
霞
相
會
出
師
表
」
と
、
『
情
史
類
略
』
の

「
沈
小
霞
妾
」
と
を
内
容
的

『
古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
滞
正
博
)
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に
比
較
し
て
み
る
と
、
「
沈
小
霞
妾
」
の
方
で
は
、
沈
錬

の
息
子
の
沈
小
霞
と
、
そ
の
妾
の
二
人
の
話
が
中
心
と

な

っ
て
い
て
、
沈
錬

の
書
い
た
出
師
の
表
が
き

っ
か
け
で
、
生
き
残
り
の

一
族
が
再
會
す
る
と
い
う
後
日
談
の
展
開
は
な
い
。
こ
の
出
師
の
表
を
め
ぐ
る
後

日
談
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前

に
典
拠
が
な

い
の

で
、
「沈
小
霞
相
會
出
師
表
」
は
、
恐
ら
く
漏
夢
龍

の
手
に
因

っ
て
い
る
と
推
測
さ

(
13

)

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
當
否
は
と
も
か
く
、
よ
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
出
師
の
表
を
き

っ
か
け
に

一
家
が
再
會
し
た
と
い
う

後
日
談
を
付
加
し
た
内
容

の
方
が
、
第
三
十
九
巻
と
よ
り
明
確

に
平
行
的
な
構
成
の
封
偶

に
な

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
後
日
談

の
な

い

『
情
史
類
略
』
の

「
沈
小
霞
妾
」
の
内
容
の
ま
ま
で
は
、
第
四
十
巻
は
第
三
十
九
巻

「
涯
信
之

一
救
全
家
」
と
構
成
か
ら
も
結
末
か

ら
も
共
通
性
が
薄

い
。

つ
ま
り
第
四
十
毬

「沈
小
霞
相
會
出
師
表
」
は
、
『
情
史
類
略
』

の

「沈
小
霞
妾
」
よ
り

も
、
内
容
的
に
新
し

い
展
開
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
明
確
に
第
三
十
九
巻

「
注
信
之

一
死
救
全
家
」
と

「
正
」
樹
偶
を
構
成
す
る
に
い
た

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
同
じ
く

「
正
」
封
偶
に
分
類
さ
れ
る
短
篇
で
、
且
つ

『
情
史
類
略
』
と
内
容
が
同
じ
で
あ
る
も

の
と

し
て
封
照
表

の
①
③
⑥

⑦
が
あ
る
が
、
叙
述

の
煩
環
を
避
け
る
爲
省
略
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
次

の
こ
と
が

言
え

る
。
す
な
わ
ち
、
『
情
史
類
略
』
と
共
通
す
る
話
を
と
り
あ
げ
た

『
古
今
小
説
』
の
短
篇
で
、

そ
れ
が
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど

『
情
史
類
略
』
の
も
の
と
同
じ
場
合

(封
照
表
①
③
⑥
⑦
)
、
そ

れ
は
そ
の
内
容

の
ま
ま
で

「
正
」
野
偶

を
成
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
内
容
的
に
攣
化
し
て
い
る
場
合

(
野
照
表
⑪
)
、
そ
れ

は
内
容
が
攣
化

す

る
こ

と

に
よ
っ
て
新
た
に

「
正
」
封
偶
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四

次
に

「
正
」
封
偶
以
外
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず

『
古
今
小
説
』
の
短
篇
が

『
情
史
類
略
』
の
も
の
と

共
通
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
内
容
的
に
異
な
る
例
で
あ
る
樹
照
表
②
⑤
⑩
を
代
表
と
し
て
畢
げ
て
検
討
す
る
。

始
め
に
封
照
表
②

『
古
今
小
説
』
第
四
巻

「
聞
雲
奄
玩
三
償
冤
債
」
に
つ
い
て
、
参
考

の
爲
第
三
巻

「新
橋
市
韓
五
費
春
情
」
も
併

せ
て
そ
の
内
容
を
示
す
。

第
三
巻

「
新
橋
市
韓
五
頁
春
情
」

「
臨
安
府

の
郊
外
灰
橋
に
爾
親
と
妻
子
を
持

つ
ま
じ
め
な
商
人
呉
山
が
い
た
。
あ
る
日
突
然
、
彼
の
店
に
娼
妓

の
韓

一
家
が
引
越

し
て
來
る
。
臭
山
は
、
そ
の

一
家
の
娘
金
奴
と
密
通
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
近
所
に
知
れ
わ
た
り
、
非
難

に
堪
え
切
れ
ず
韓

一
家
は
、
ま
た
城
内
に
移
り
住
む
。
が
、
そ
こ
は
昔
、
女
色

の
戒
律
を
犯
し
て
自
殺
し
た
僧
の
亡
璽
が

い
て
、
そ
こ
に
通
う
呉
山

に
崇

っ
て
殺
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
臭
山
の
家
族
の
助
け
で
霊
を
慰
め
、
臭
山
は
命
を
救
わ
れ
る
。
後

に
臭
山
は
、
心
を
入
れ

換
え
て
再
起
す
る
。」

第

四
巻

「
聞
雲
奄
玩
三
償
冤
債
」

一
陳
太
常
の
娘
玉
蘭
は
、
適
齢
期
で
あ

っ
た
が
、
父
親
の
條
件
が
嚴
よ
く
て
未
婚
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。
あ
る
夜
、
向

い
の
家
で
篇

を
吹
く
玩
三
を
見
、
心
魅
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
指
輪
を
證
擦
に
與
え
て
玩
三
を
召
く
が
、
二
人
が
顔
を
合
わ
せ
た
と
た
ん
父
が
臨

宅
し
た
の
で
二
人
は
止
む
な
く
別
れ
る
。
そ
の
後
、
玉
蘭
を
慕

っ
て
玩
三
は
病
に
倒
れ
る
。
や
が
て
事
情
を
知

っ
た
友
人
の
取
り

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(輻
漏
正
博
)
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計
ら
い
で
、
二
人
の
取
り
持
ち
を
尼
の
王
守
常
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
尼

の
計
書
で
二
人
は
聞
雲
奄
で
密
會
す

る
が
、
院
三
は
病
が

原
因
で
そ
の
場
で
死
ぬ
。
玉
蘭
は
、
周
園
の
非
難
に
耐
え
て
寡
婦
を
守
り
、
院
三
と
の
子
供
を
育
て
る
。
す

る
と
夢
に
院
三
が
出

て
き
て
、
二
人
は
前
世
に
愛
し
合

っ
た
金
陵
の
男
と
、
揚
州

の
名
妓
で
あ
る
こ
と
、
男
は
後
に
父
を
恐
れ
て
女
を
裏
切
り
、
女
は

悶
死
し
た
こ
と
、
玩
三
は
そ
の
報
い
に
よ

っ
て
現
世
で
玉
蘭
と
會

い
な
が
ら
死
ん
だ

こ
と

を
告

げ

る
。
そ

の
後
、
子
供
は
出
世

し
、
彼
女
は
朝
廷
か
ら
そ
の
貞
節
を
顯
彰
さ
れ
る
。」

第
四
巻

「
聞
雲
電
玩
三
償
冤
債
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は

『情
史
類
略
』
巻
三

「
院
華
」
と
お
お
む
ね
共
通
す
る
話
で

あ

る
。
『
古
今
小
説
』
の

「
閲
雲
奄
玩
三
償
冤
債
」
と

『情
史
類
略
』
の

「
玩
華
」
と
が
内
容
の
上
で
大
き
く
異

る
點
は
、
「
聞
雲
奄
院

三
償
冤
債
」
の
方
に
玩
三
の
死
が
、
前
世

の
報
い
で
あ
る
と
い
う
因
縁
譯
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
院
三

の
死
は
、
前
世
で
玉
蘭
と
結
婚
の
約
束
ま
で
し
た
仲
で
あ
り
な
が
ら
、
父
を
恐
れ
て
彼
女
を
裏
切
り
、
悶
死
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
報
い

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
因
縁
譯
を
付
加
し
た
も

の
と
、
し
な
い
も
の
と
で
は
ど

の
よ
う
に
異
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三
巻

「新
橋
市
韓
五
頁
春
情
」
と
の
關
係
が
意
味
を
持

っ
て
來
る
と
思
わ
れ
る
。

次
の
引
用
は
、
「
新
橋
市
韓
五
費
春
情
」
の
正
話
の
終
り
の
部
分
の
引
用
で
あ
る
。

呉
山
將
息
半
年
、
依
奮
在
新
橋
市
上
生
理
。

一
日
、
與
主
管
説
起
奮
事
、

不
畳
追
悔
道
、
「人
生
在
世
、
切
莫
爲
昧
己
勾
當
、
眞

個
明
有
人
非
、
幽
有
鬼
責
、
瞼
些
児
去
了

一
條
性
命
。
」
從
此
改
過
前
非
、
再
不
在
金
奴
家
去
。

臭
山
は
、
半
年
休
養
し
、
も
と
の
よ
う
に
新
橋
市
で
仕
事
を
始
め
た
。
あ
る
日
、
番
頭
と
昔
の
こ
と
を
話
し
始
め
て
、
思
わ
ず
後

悔
し
て
言

っ
た
。
「人
は
世
間
に
生
き
て
、
自
分
を
く
ら
ま
す
よ
う
な
こ
と
を
決
よ
て
し
て
は
い
け
な
い
。
ほ
ん
と

う

に
、
明
ら
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か
に
人
の
誘
り
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

目
に
見
え
な
い
世
界
で
鬼
神
の
責
め
が
あ
り
、

危
く
命
を
落
す
も
の
だ
」
。

こ
れ
よ
り
過
ち
を
改
め
て
、
二
度
と
金
奴
の
家

へ
行
か
な
か

っ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
呉
山
が
自
分
の
命
を
危
く
し
て
家
族
か
ら
救
わ
れ
た
後
、
自
分
で
悟

っ
た
結
論
は
、
自
分
を
く
ら
ま
す
よ
う
な
こ
と

を
し
て
は
な
ら
な
い
、
も
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
幽
界
か
ら
鬼
神
の
責
め
が
あ
り
命
を
落
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
第
三
巻

「新
橋
市
韓
五
質
春
情
」
は
、
も
う

一
度
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
呉
山
は
家
族
に
封
す
る
愛
情
に
背
い
て
、
娼
妓

と
密
通
し
た
ば
か
り
に
、
幽
界
の
崇
り
を
受
け
て
危
く
命
を
落
す
所
を
家
族
に
よ

っ
て
救
わ
れ

た
と
。

つ
ま
り
、
「
新
橋
市
韓
五
費
春

情
」
は
、
異
世
界

(
幽
界
)
と
現
世
の
二
つ
の
世
界
か
ら
な
り
、
現
世
で
自
分
を
く
ら
ま
す
よ
う
な
こ
と
を
し
た
者
が
、
異
世
界
か
ら

崇
り
を
受
け
て
命
を
危
く
す
る
と
い
う
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
こ
こ
で
第
四
巻

「
聞
雲
奄
院
三
償
冤
債
」
も
、
こ
れ
と
類
似
し
た
構
成
に
な

っ
て
い
る

こ
と

に
氣
付
く
。
と
い
う
の

は
、
「聞
雲
奄
玩
三
償
冤
債
」
も
、
異
世
界

(前
世
)
と
現
世
の
二
つ
の
世
界
か
ら
成
り
、
女
を
裏
切
り
、
死
に
追
い
や
る
と
い
う
自
分

を
く
ら
ま
す
行
い
を
し
た
た
め
に
、
現
世
に
も
う

一
度
生
れ
攣
わ

っ
て
も
院
三
は
異
世
界
で
の
報
い
が
働
い
て
、
命
を
危
く
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
雨
話
は
、
類
似
し
た
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
た
だ
異
な
る
點
は
、
雨
話
の
結
末
が
反
樹
の
方
向

に
牧
束
す
る
こ
と

で
あ
る
。
「
新
橋
市
韓
五
質
春
情
」
で
は
、
呉
山
は
家
族
に
よ
り
命
を
救
わ
れ
、
「
聞
雲
奄
玩
三
償
冤
債
」
で
は
、
院
三
は
前
世
で
女
を

悶
死
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
命
を
落
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
爾
巻
は
、
類
似
し
た
構
成
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
結
末
が
反
樹
の
方
向

に

牧
束
し
て
い
る
關
係
で
あ
る
。
そ
し
て
爾
巻
は
、
男
女

の
愛
情

に
關
す
る
類
似
し
た
題
材
を
扱

い
な
が
ら
、
結
末
と
し
て
異
る
二
つ
の

人
生

の
相
を
寫
し
て
い
る
、
と
い
う
封
偶
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
浦
正
博
)
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と
こ
ろ
が
、
『
情
史
類
略
』
の

「
院
華
」
の
よ
う
に
、
因
縁
譯
を
付
加
し
な

い
内
容
で
は
、
第
四
巻
は
、
第
三
巻

「
新
橋
市
韓
五
費

春
情
」
と
も
共
通
し
た
要
素
、
構
成
が
少
な
く
、
未
婚
の
女
性
が
ひ
き
起
し
た
珍
し
い
話
と
よ
て
、
輩
猫
に
終

っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
第
四
巻
は
、
因
縁
譯
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
明
確
に
第
三
巻
と
封
偶
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
類
似
よ

た
構
成
で
あ
り
な
が
ら
、
結
末
が
反
封

の
方
向
に
牧
束
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
假
に
こ
れ
を

「
反
」
樹
偶
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
封
照
表
⑤

『古
今
小
説
』
第
十
二
巻

「衆
名
姫
春
風
弔
柳
七
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
こ
の
話

は
、
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
と
、
次
に
引
用
し
た
正
話
の
冒
頭
の
部
分
が
そ
れ
を
要
約
し
て
い
る
。

如
今
我
又
説

一
椿
故
事
、
也
是
個
有
名
才
子
只
爲

一
首
詞
上
、
誤
了
功
名
、
終
身
玖
填
、
後
來
顛
到
成
了
風
流
佳
話
。

こ
れ
か
ら
、
ま
た

一
つ
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
も

一
人
の
有
名
な
才
人
が
、
た

っ
た

一
首

の
詞

の
爲

に
出
世
榮
身
を
誤
り
、

終
生
志
を
得
ず
、
後
に
か
え

っ
て
風
流
佳
話

に
な

っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
第
十
二
巻
は
、
才
人
で
あ
り
有
名
な
詩
人
で
あ

っ
た
柳
永
が
、
た
っ
た

一
首

の
詞
を
め
ぐ
る
手
違
い

か
ら
出
世
に
失
敗
し
、
最
後
は
昇
天
す
る
話
で
あ
る
。

こ
れ
に
樹
し
て

『情
史
類
略
』
巻
十
八

「柳
者
卿
」
は
ど
の
よ
う
な
話
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
柳
永
が
他
人

の
妓
女
を
策
略
で
奪
い

取
り
、
そ
の
詩
才
に
ま
か
せ
て
服
從
さ
せ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
爾
話
は
ま

っ
た
く
異
な
る
話
と
な

っ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
第
十
二
巻

に
お
い
て

『
情
史
類
略
』
の

「
柳
者
卿
」
を
こ
の
よ
う
に
異
な

っ
た
内
容

に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
第
十

一
巻

「
趙
伯
昇
茶
璋
遇
仁
宗
」
の
内
容
を
見
て
み
る
。
次
の
引
用
は
、
第
十

一
巻
の
篇
首
の
詩

で
あ
る
。

三
寸
舌
爲
安
國
劒

三
寸
の
舌
は
國
を
安
ん
ず
る
創
と
爲
り
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五
言
詩
作
上
天
梯

青
雲
有
路
絡
須
到

金
榜
無
名
誓
不
蹄

五
言
の
詩
は
天
を
上
る
梯
と
作
る

青
雲
路
有
ら
ば
絡
に
須
く
到
る
べ
く

金
榜
名
無
け
れ
ぽ
誓
ひ
て
蹄
ら
ず

こ
の
詩
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
十

一
巻

の
話
は
、
要
約
す
れ
ば
才
人
で
あ

つ
た
趙
伯
昇
が
、

一
字
の
誤
ち
か
ら
科
學
に
失
敗

す
る
が
、
そ
の
後
彼
の
作

っ
た
詩
が
き

っ
か
け
に
な
り
、
仁
宗
に
そ
の
才
を
認
め
ら
れ
て
出
世
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
第
十

一
、
十
二
の
雨
巻
は
、

一
つ
の
指
標
に
と

っ
て
反
封
の
方
向

に
結
末
が
牧
束
す
る
關
係
、
つ
ま
り
先
に
述
ぺ

た

「
反
」
封
偶
で
あ
る
こ
と
に
容
易
に
氣
付
く
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
爾
巻
は
、
才
子
、
詩
人
で
あ
る
と

い
う
點
で
共
通
よ
な

が
ら
、

一
人
は
詩
を
き

っ
か
け
に
官
僚
と
な
る
こ
と
に
成
功
し
、

一
人
は
同
じ
き

っ
か
け
で
官
僚
生
活

に
失
敗

す

る
と

い
う
、
一.一
つ

の
反
封
の
人
生
を
寫
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
第
十
二
巻
が
、
『
情
史
類
略
』
の

「
柳
替
卿
」
と
同
じ
内
容

の
ま
ま

で
あ
る
な
ら

ば
、
第
十

一
巻
と
ほ
と
ん
ど
共
通
す
る
構
成
の
な
い
、
軍
猫
の
話
で
終

っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
か
ら
、
第
十
二
巻

「衆
名
姫
春
風
弔
柳
七
」
は

『情
史
類
略
』
の

「柳
替
卿
」
と
内
容
的
に
異
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
に
第
十

一

巻

「
趙
伯
昇
茶
雛
遇
仁
宗
」
と
封
偶
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
封
照
表
⑩

『
古
今
小
説
』
第
三
十
三
巻

「
張
古
老
種
瓜
嬰
文
女
」
に
つ
い
て
検
討
よ
て
み
る
。
参
考
の
爲
、
第
三
十
四
巻

「李

公
子
救
蛇
獲
構
心
」
も
併
せ
て
そ
の
内
容
を
示
す
。

第
三
十
三
巻

「
張
古
老
種
瓜
嬰
文
女
」

「
あ
る
大
雪
の
晩
、
元
諫
議
官
章
恕
が
世
話
し
て
い
た
武
帝
の
白
馬
が
、
花
園
作
り
の
張
古
老
の
家

へ
逃
げ
込
む
。
張
古
老
は
白

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
滞
正
博
)
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馬
を
返
す

つ
い
で
に
大
き
な
瓜
を
迭
る
。
こ
の
事
件
を
き

っ
か
け
に
、
張
古
老
は
、
章
恕
の
娘
文
女
に
結
婚
を
申
し
込
む
。
怒

っ

た
章
恕
は
難
題

の
つ
も
り
で
十
萬
貫
を
條
件
に
つ
け
る
。
す
る
と
張
古
老
は
部
座
に
そ
ろ
え
て
文
女
を
嬰
る
。
そ
こ
で
遠
方
か
ら

蹄

っ
て
き
た
文
女
の
兄
、
章
義
方
が
、
妹
を
取
り
返
そ
う
と
し
て
張
古
老
に
齪
暴
を
振
う
。
張
古
老
は
、
文
女
を
蓮
れ
て
茅
山
に

逃
げ
る
。
追

っ
た
章
義
方
は
、
そ
こ
で
張
古
老
が
仙
人
で
あ
る
こ
と
、
妹
の
文
女
も
仙
人
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
章
義
方

・も
仙
人
に
な
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
齪
暴
を
振

っ
た
罪
に
よ
り
、
仙
人
に
な
れ

な

い
ま
ま

に
、
十
萬
貫
も
ら

っ
た
だ
け
で
録

る
。
す
る
と
も
う
二
十
年
が
経
過
し
て
い
て
、
章

一
家
は
す
べ
て
昇
天
し
た
こ
と
を
知
る
。
後
、
も
う

一
度
張
古
老
に
會
う
が
《

章
義
方
は
土
地
神
に
な
る
だ
け
で
最
後
ま
で
仙
人
に
な
れ
ず
に
終
る
。」

第
三
四
巻

「
李
公
子
救
蛇
獲
稻
心
」

「
李
元
は
蹄
郷
の
途
中
あ
る
廟

へ
参
る
。
そ
こ
で
、
小
さ
な

へ
び
が
子
供
た
ち
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
、
救

っ
て
や
る
。

す
る
と
そ
の
後
、
若

い
男
が
親
戚
と
偽

っ
て
近
づ
き
、
連
れ
て
い
か
れ
た
所
が
龍
宮
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
始
め
て
自
分
が
龍
王
の

息
子
を
救

っ
た
こ
と
を
知
る
。
歓
迎
さ
れ
、
蹄

る
際
に
龍
王
の
娘
稻
心
を
三
年
期
限
で
も
ら
う
。
後
、
彼
女
が
科
畢

の
試
験
用
紙

を
事
前

に
盗
ん
で
く
れ
た
お
か
げ
で
李
元
は
登
第
す
る
。
三
年
後
、
稻
心
は
龍
宮
に
帰
り
、
李
元
は
尚
書

ま
で
出
世
す
る
。」

さ
て
、
『
古
今
小
説
』
第
三
十
三
巻

「
張
古
老
種
瓜
婆
文
女
」
と

『
情
史
類
略
』
巻
十
九

「張
果
老
」
が
内
容
的
に
大
き
く
異
な

っ

て
い
る
の
は
、
章
恕

の
息
子
、
章
義
方

の
役
割
で
あ
る
。
『
情
史
類
略
』
の

「
張
果
老
」
に
お

い
て
、
彼
は
張
老
人
の
所

へ
尋
ね
て
行

っ
て
、
花
作
り
の
張
老
人
が
実
は
仙
人
で
あ

っ
た

こ
と
を
確
認
す
る
役
割
を
果
た
す
だ
け
で
、
「
張
古
老
種
瓜
婁
文
女
」
の
よ
う
に
、

張
老
人
に
気
暴
を
振
う
こ
と
も
な
く
、
ま
た
後
に
仙
人

に
な
れ
な
か

っ
た
こ
と
に
も
燭
れ
て
い
な
い
。
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こ
の
、
「
張
果
老
」
に
は
な
い
章
義
方
の
新
し
い
役
割
に
つ
い
て
、
「張
古
老
種
瓜
婁
文
女
」
で
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
叙
述
が

あ

る
。
次
の
引
用
は
、
第
三
十
三
巻
の
正
話
の
終
り
の
部
分
で
、
張
古
老
が
、
章
義
方
に
向

っ
て
話
よ
た
會
話
の

一
部
で
あ
る
。

章
義
方
本
合
爲
仙
、
不
合
殺
心
太
重
、
止
可
受
揚
州
城
陛
都
土
地
。

章
義
方
は
、
も
と
も
と
仙
人
に
な
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
齪
暴
な
心
が
た
い
へ
ん
強
い
の
で
、
た
だ
揚
州
府
の
城

陛
神
と
す
る
だ
け
に
す
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
章
義
方
は
本
來
仙
人
に
な
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
實

は
仙
人
で
あ
る
花
作
り
の
張
老
人
に
齪
暴
を
振

っ
た
の
で
、
}

結
局
仙
人
に
な
れ
ず
に
土
地
紳
で
絡

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
こ
の
章
義
方
は
第
三
十
四
巻

「李
公
子
救
蛇
獲
稽
心
」
の
李
元
と
反
樹
の
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
に
氣
付
く
こ
と
が

で
き
る
。
次

の
詩
は
、
第
三
十
四
巻

「李
公
子
救
蛇
獲
稻
心
」

の
篇
尾
の
部
分
の
引
用
で
あ
る
。

昔
時
柳
毅
傳
書
信

今
日
李
元
逢
構
心

側
隠
仁
慈
行
善
事

自
然
天
降
幅
星
臨

昔
時
柳
毅
は
書
信
を
傳
え

今
日
李
元
は
稽
心
に
逢
ふ

側
隠
仁
慈
も
て
善
事
を
行
な
は
ば

自
然
天
降
り
て
幅
星
臨
む

こ
の
詩
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
李
元
は
、
側
隠
仁
慈
の
心
が
あ

っ
た
か
ら
蛇
を
助
け
、
そ

の
こ
と

に
よ
り
幸
輻
が
舞
い
込
ん
で
き

た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
李
元
と
章
義
方
は
、
共
に
幸
福

へ
の
…機
會
が
あ
り
な
が
ら
、

一
人
は
側
隠
仁
慈

の
心
を
持

っ
て
い
た
の
で
成

功
よ
、

一
人
は
餓
暴
な
行
い
に
よ
り
そ
れ
を
逸
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
爾
巻
は
、
共
通
し
た
要
素
を
持
ち
な
が

『
古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
滞
正
博
)
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第
十
號

ら
、
反
封
の
方
向

へ
結
末
が
牧
束
す
る
封
偶
關
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

だ
か
ら
、
第
三
十
三
巻

「張
古
老
種
瓜
婆
文
女
」
は
、
『
情
史
類
略
』
巻
十
九

「張
果
老
」
に
比
べ

て
章
義
方

に
新
し

い
役
割
を
担

わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
明
確

に
第
三
四
巻

「李
公
子
救
蛇
逢
構
心
」
と

「
反
」
樹
偶
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
同
じ
く

「
正
」
封
偶
以
外
に
分
類
さ
れ
る
も

の
で

『情
史
類
略
』
と

『古
今
小
説
』
が
同
じ
内
容
で
あ

る
代
表
的
な
例
と
し

て
、
封
照
表
④

『
古
今
小
説
』
第
九
巻

「襲
巫日
公
義
還
原
配
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
次

の
引
用
は
、
第
九
巻

「袈
膏
公
義
還
原

配
」
と
、
第
十
巻

「縢
大
サ
鬼
断
家
私
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
話
の
冒
頭
と
終
り
の
部
分
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

第
九
巻

「斐
晋
公
義
還
原
配
」

説
話
的
、
弥
只
道
斐
奮
公
是
陰
徳
上
積
來
的
富
貴
、
誰
知
他
富
貴
以
後
、
陰
徳
更
多
。
則
今
聴
我
説
義
還
原
配
這
節
故
事
、
却
也

十
分
難
得
。

話
し
家
よ
、
今
た
だ
斐
否
公
が
陰
徳
を
積
ん
で
富
貴

に
な

っ
た
こ
と
だ
け
を
言

っ
た
が
、
誰
知
ろ
う
そ
、
實

は
富
貴

に
な

っ
た
後

も
、
陰
徳
を
積
む
こ
と
は
も

っ
と
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
話
す

「
義
に
て
原
配
に
還
す
」
の
話
を
お
聞
き
ゐ
さ
い
。

ほ
ん
と
う
に
こ
れ
も
ま
た
な
ん
と
珍
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

後
來
斐
公
壽
過
八
旬
、
子
孫
蕃
衛
、
人
皆
以
爲
陰
徳
所
致
。

後
に
、
斐
奮
公
は
八
十
過
ぎ
ま
で
生
き
ら
れ
、
子
孫
は
繁
榮
し
た
が
、
人
々
は
こ
れ
を
彼
の
陰
徳
の
お
か
げ

だ
と
思

っ
た
。

第
十
巻

「隙
大
サ
鬼
断
家
私
」

如
今
在
下
説

一
節
國
朝
的
故
事
、
乃
是

「
縢
縣
サ
鬼
断
家
私
」
。
這
節
故
事
、
是
勧
人
重
義
輕
財
、
休
忘
了
孝
弟
爾
字
経
。
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今
か
ら
話
し
ま
す

る
わ
が
明
朝
の
物
語
は
、
「縢
縣
サ
鬼
断
家
私
」
で
す
。
こ
の
物
語
は
、
人
に
義
を
重

ん
じ
財
を
輕
ん
じ
、
決

し
て

『孝
弟
』
の
二
字
の
道
徳
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
お
勧
め
す
る
も

の
で
す
。

若
是
侃
善
縫
存
心
忠
厚
、
兄
弟
和
睦
、
肯
將
家
私
平
等
分
析
、
這
千
爾
黄
金
、
弟
兄
大
家
該
五
百
爾
、
悠
到
得
膝
大
サ
之
手
、
白

白
裏
作
成
了
別
人
、
自
己
還
討
得
氣
悶
、
又
加
個
不
孝
不
弟
之
名
。
千
算
萬
計
、
何
曾
算
計
得
他
人
、
只
算
計
得
自
家
而
已
。

も
し
兄
侃
善
縫
が
ま
じ
め
で
情
深
く
、
兄
弟
仲
よ
く
し
て
財
産
を
平
等

に
分

け
て

い
た
ら
、
こ
の
千
爾

の
黄
金
は
、
兄
弟
そ
れ

ぞ
れ
五
百
爾
ず
つ
と
な

っ
て
い
た
は
ず
で
、
ど
う
し
て
縢
大
サ
の
も
の
に
な

っ
て
む
ざ
む
ざ
他
人
を
も
う

け
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
か
え

っ
て
自
分
は
腹
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
お
ま
け
に
不
孝
不
弟

の
汚
名
を
着

て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
れ
や
こ
れ
や
の
計
略
も
、
結
局
は
人
を
お
と
し
い
れ
ず

に
、
自
分
を
お
と
し
い
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で

す
。

こ
れ
ら

の
引
用
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
爾
巻

の
話
を
要
約
す
る
と
、
第
九
巻
は
斐
苦
公
が
義
を
重
ん
じ
自
分

の
妓
女
と
な

っ
て
い
た

女
を
、
も
と
の
許
婚

へ
返
す
と
い
う
陰
徳
を
行

っ
た
の
で
、
そ
の
後
、
子
孫
も
繁
榮
を
続
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
第
十
巻
は
椀
守
謙

の
長
男
侃
善
綴
が

「
重
義
輕
財
」
を
せ
ず
、
財
産
を
貧

っ
て
父
へ
の
孝
を

つ
く
さ
な
か

っ
た
の
で
、
遺
産
分
配
を
め
ぐ
る
、
弟
椀
善
述

と
の
裁
剣
で
、
他
人

の
縢
大
サ
に
そ
の

一
部
を
取
ら
れ
、
不
孝
不
弟

の
汚
名
ま
で
着
て
、
最
後

に
は
彼
の
家
が

没
落
す
る
と
い
う
話
で

あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
雨
巻
は
、
義
を
重
ん
じ
て
繁
榮
し
た
斐
公
と
、
義
を
輕
ん
じ
財

に
執
着
し
て
没
落
し
た
挽
善
縫
と
い
う
二
人

の
人
間
の
反
封
の
生
き
方
が
寫
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
つ
く
。

つ
ま
り
爾
巻
は
、
義
と
い
う
點
に
つ
い
て
反
封

の
方
向
に
物
語
が
展
開

し
、
そ
の
ま
ま
結
末
が
牧
束
す
る
封
偶
關
係
に
あ
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
第
九
巻

「
嚢
否
公
義
還
原
配
」

は
、
『情
史
類
略
』
巻

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
漏
正
博
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四

「
斐
脅
公
」
と
内
容
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
第
十
巻

「
縢
大
サ
鬼
断
家
私
」
と
封
偶
を
構
成
よ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
で
、
「正
」
封
偶
以
外
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と

よ

て
、
四

つ
の
例
を
検
討
し
て
來
た
。
こ
の
四
例
は
、
い
ず
れ
も

一
つ
の
重
要

な
指
標
に
と

っ
て
反
封
の
方
向
に
あ
る
も
う

一
つ
の
話
と
封
偶
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ

う
な
樹
偶
を
假
に

「
反
」
封
偶
と
呼
べ
ぽ
、
以
下
叙
述
を
省
略
よ
て
、
私
の
調
べ
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
實
は
先
に
分
類
し
た

「正
」
封

偶
以
外
の
す
べ
て
の
各
篇
が
こ
の

「
反
」
封
偶
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
更
に
言
え
る
こ
と
は
、
「反
」
樹
偶

の
短
篇
の
中
で
、
『
情
史
類
略
』
と
共
通
す

る
話

で
あ
り
、
な

お
か

つ
内
容
も
同
じ
も
の

(
封
照
表
④
⑧
⑨
)
の
場
合
そ

れ
は
そ

の
ま
ま

で

「
反
」
封
偶
を
成
し
て
い
る
。
ま
た

『
情
史
類
略
』
と
共
通
す
る
話
で
あ
り
な
が
も

ら
、
内
容
的

に
攣
化
よ
て
い
る
も
の

(
封
照
表
②
⑤
⑩
)
の
場
合
、
そ
れ
は
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
新
し
く
、
よ
り
明
確
に

「
反
」
封
偶

を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

・

、
、

、
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五

以
上
ま
で
の
分
析
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
つ
は
、
『古
今
小
説
』
の
す
べ
て
の
短
篇
の
配
列
は
、
假
に
「
正
」
封
偶
と

「
反
」
封
偶
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
封
偶
構
成
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
も
う

一
つ
は
、
『
情
史
類
略
』
と

『
古
今
小

説
』
の
共
通
す
る
話

の
内
容

の
異
同
は
、
『
情
史
類
略
』
の
話
が
ま
ず
先

に
あ

っ
て
、
『
古
今
小
説
』
の
も
の
は
各
篇
が
野
偶
構
成
と
な

る
よ
う
に
内
容
の
選
釋
が
行
な
わ
れ
た
後
の
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
め
て
整
合
的

に
説
明
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
『情
史
類
略
』
と
共
通
す
る

『古
今
小
説
』
の
短
篇
で
、
内
容
が
同
じ
場
合

(
封
照
表
①
③
④
⑤
⑦
⑧
⑨
)、
そ
れ
は
そ
の



ま
ま
で
封
偶
を
構
成
し
、
内
容
が
改
ま

っ
て
い
る
場
合

(
封
照
表
②
⑤
⑩
⑪
)
、
そ
れ

は
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
に
明
確
に
封
偶
を

構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
次
の
よ
う
に
結
論
で
き
る
。
漏
夢
龍
は
、
『
古
今
小
説
』
の
す
べ
て
の
短
篇
が
封
偶
構
成
と
な

る

よ
う
に
編
纂
し
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
、
彼
の
編
纂
意
圖
に
沿

っ
て
樹
偶
を
構
成
す
る
よ
う
に
、
各
篇
に
編
纂

の
手
を
加
え
た
可
能
性
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
體
的
に
は
、
傳
本
の
選
揮
や
、
内
容
の
改
作
等
が
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
漏
夢
龍
が

『古
今
小
説
』
の
編
纂
に
あ
た

っ
て
、
封
偶
構
成
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と

思
う
。
そ
れ
は
、
軍
猫
の
短
篇
で
は
わ
か
り
に
く
い
主
題
が
、
封
偶
と
し
て
並
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
明
確

に
な
る
こ
と
、
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、
中
國
の
傳
統
的
な
思
考
法
で
あ
り
、
表
現
技
法
で
あ
る
樹
偶
を
、
短
篇

の
配
置
に
鷹
用
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
引
用
は
、
『
警
世
通
言
』
第
三
十
巻

「
金
明
池
呉
清
逢
愛
愛
」
の
篇
首
の
詩
で
あ
る
。

朱
文
燈
下
逢
劉
情

朱
文
は
燈
下
に
て
劉
情
に
逢
い

師
厚
燕
山
遇
故
人

師
厚
は
燕
山
に
て
故
人
に
遇
ふ

凸

隔
断
死
生
終
不
混

死
生
を
隔
断
す
る
も
終

に
混
ず

人
間
最
切
是
深
清

人
間
最
も
切
な
る
は
是
れ
深
情

一
句
と
二
句
目
で
封
偶

に
な

っ
て
い
る
朱
文
と
師
厚
の
故
事
は
、
宋
元
時
代
に
話
本
や
南
戯
で
流
行
よ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

話

の
内
容
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
三
句
と
四
句
で
そ
こ
か
ら
生
れ
る
教
訓
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
間
の
故
事
を
樹
句

的

に
提
示
し
、
後

に
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
教
訓
に

つ
い
て
述
べ
る
形

の
詩
は
、
『
三
言
』
の
中
に
他
に
も
い
く
つ
か
散
見
し
て
い

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(幅
満
正
博
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
號

る
・
と
す
る
な
ら
ぽ
・
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
當
時
の
講
釋
師
や
小
説
の
中
で
も
常
套
手
段
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
よ
、
そ
れ
を
蓼

龍

が

『
古
今
小
説
』
編
纂
時
罎

用
し
た
こ
と
は
、
十
分
琵

ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
『
古
今
小
説
』
に
お
い
て
各
短
篇
の
覆

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
主
題
・
薪

こ
そ
、
彼
が
後
旨

ら
の
通
俗
鴛

小
説
集
の
第
二

.
三
集
に
付
け
た

「警
世
」
、
「
醒
世
」
と
い
う

言
葉
と
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上

『古
今
小
説
』
に
限

っ
て
で
あ
る
が
、
そ

こ
か
ら
窺
え
る
編
纂
方
法
、
傾
向

に
つ
い
て
述
べ
た
。
次
の
問
題
と
し
て
、
『
古
今

小
説
』
(『
三
言
』
も
含
め
て
)

の
翁

偶
か
ら
、
具
體
的

に
ど
の
よ
う
な
編
墾

.箇

、
文
學
禦

窺
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
垂
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じ

た

い
。

(
一
九
八

一
年
七
月
)

註

(
1
)
こ

の
こ
と

に
つ
い
て

は
、
次

の
論
文
が
あ
る
。
楊

國
鮮

「
漏
夢

龍
簡
論
」
(
吉
林
人
民

出

版

社

『
文
學
論
文
集
②
』
)
、
小
野

四

平

「
漏
夢
龍

の
小
説
観
ー

"
三
言
"
成

立
の
背
景

ノ
ー
ト
」

(
『
集
刊
東
洋
學
』

六
、

一
九

六

一
)
、
目
加
田
誠

「
陽
明
學
と

明
代

の
文
藝
」
(
明
徳
出
版
社

『
陽
明
學
入
門
』

一
九
七

一
)
、

胡
萬
川

「
漏
夢
龍

與
復
社

人
物
」
(
聯

経

出

版
事
業
公

司

『
中

國
古
典
小
説

研
究
専
集
』

一
、

一
九

七

九
)
、
　
詠

禾

『
漏
夢

龍
和
三
言
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
七
九
)

(
2
)
こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
次

の
論
文

を
参
考
と

し
た
。
小
川
陽

一
「
三
言
成
立
論
考
集
録
ー

上
-

古
今
小
説
の
部
」
(『山

形
大
學
紀
要
』
人
文

科
學
八
ー

四
、

一
九
七
七
)
、
弓
讐
同一鼻

=
ρ。b
β。b
.

、.■
ゲ
o

O
臣
b
①
ωo

ω
ゴ
o
昌

ω
8
蔓
、、
(
口
胃
く
胃
α

d
巳
く
臼
ω
一蔓

P
器
ooω
一り
刈
ω
)
・

(
3
)
漏
夢
龍

は
、
そ

の
策

一
集
を

「
古
今
小
説

一
刻
」
と
し
て
出
版

し
た
。
そ

の
出
版
年
は
不
明
で
あ
る
。
第
二
刻

、
三
刻
で
は
、

『
警
世
通
言
』
、
『
醒
世
恒

言
』
と
題

よ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
天
啓
四

年

、
七
年
に
出
版

し
て
い
る
。
『
古
今
小
説
』
は
、
後

に

『
喩
世

明
言
』
と
改
名

し

た

ら

し

い
が
、
そ

の
経
緯

は
は

っ
き

り
し

な

い
。
今
、
内
閣
文
庫

に
残

っ
て

い
る
衛

慶
堂

『
喩
世
明
言
』



二
十
四
巻

は
、
本
來

の

『
喩
世
明
言
』
と

は
違

う
。
『
古
今
小

説
』

は
、

同
じ
く
内
閣
文
庫

藏

の
明
天
許
齋
刊
本
が
原
本
と

思

わ
れ
、
本
稿

の
テ
キ
ス
ト
に
は
、

こ
れ
を
影
印

し
た
世
界
書

局

の
も
の
を
使

っ
た
。

(
4
)
こ
の
問
題

に

つ
い
て
論

じ
た
も

の
は
、
管
見
す

る
所
、
次

の
よ

う
な
も

の
で
あ
る
。
山

口
建
治
「
『
戒
指
児
記
』
と

『
聞
雲
奄
玩

三
償
冤
債
』
」
(
『
集
刊
東
洋
學

』
二
九
、
一
九
七
三
)
、

同

「
『
三

言
』
所
牧
短
篇
白
話
小
説

の
成
立
要
素
ー

因
縁
諏

の
付
加

に

つ

い
て

「

」
(
『集
刊
東

洋
學
』
三
三
、

一
九
七
五
)
、
大
塚

秀
高

「
『
話
本
』
と

『
通
俗
類
書
』
」
(
『
日
本
中
國
學
會
報
』

二

八
、

一
九
七
六
)
、
小
川
陽

一
コ
ニ
言

二
拍

と

善
書
」

(
『
日
本

中
國
學
會
報

』
三
二
、
一
九

八
0
)
。
尚
、

こ
れ
ら

の
論
文

は
、

本
稿

の
作
成

に
大

い
に
参
考

と
な

っ
た
。

(
5
)
内

田
道

夫

「
古
今

小
説

の
性
格

に
つ
い
て
」
(
『
文
化
』

一
七
ー

六
、

一
九
五
三
)
、
嚴
敦
易

「
『
古
今
小
説
』
四
十
篇

的
撰
述
時

代
」

(文

學
古
籍
出
版
社

『
古
今
小
説
』
、
一
九
五
五
)
、
稻
田
サ

「
宋

元
話
本
類
型
考

(
三
)
」
(
『
鹿
児
島
大
學
文
科
報
告
』
九
、

一
九

六
〇

)
。

(
6
)
あ

ら

か

じ

め
断

っ
て

お
く
が
、
短
篇

の
題
目
と
内
容

は
、
必

ず

し
も

一
致

し
な

い
こ
と
が
多

い
。

し

た
が

っ
て
、

内
容

の

樹

偶
は
、
題

目

の
封

偶
表

現
と
は
別
個
に
考

え

る

べ
き

で

あ

『古
今
小
説
』
の
編
纂
方
法

(輻
満
正
博
)

る
。
例

え
ば
、
第

二
十
四
巻

は
、
題

ヨ
が

「
楊
思
温
燕

山
逢
故

人
」
と
な

っ
て
い
る
が
、
楊

思
温

は
、
こ
の
話

の
展
開

で
副
次

的
な
役
割

し
か
果
た

し
て

い
な

い
。

こ
の
話
は
、
内
容

か
ら
す

れ
ぽ

「
韓
思
厚
燕
山
逢
故
人
」
と

で
も
す
べ
き
で
あ
り
、
事
實

そ

の
よ
う
な
例
も
あ

る
。
し
か
る

に
漏
夢
龍
が

こ
の
よ
う

に
し

た
理
由
は
、
他

に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
が

、
と

も
か
く
内

容

と
題
目
と
を
別
個

に
考

え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
例

で
あ

る
。
さ

ら
に
他
に
も
、
後
述
す

る
第

三
巻

「
新
橋
市
韓

五
費
春
情

」
の

よ
う
に
、
樹

句
表
現

に
す

る
爲

に
考
え
出

さ
れ
た
だ
け

で
あ

る

と
し
か
思
え
な

い
題
目
な
ど
も

い
く

つ
か
あ

る
の
で
あ

る
。

(
7
)
こ
の
名
稽

に

つ
い

て

は
、
胡
士
螢
著

『
話
本
小
説
概
論
』
(
中

華
書
局
、

一
九

八
〇
)

の
定
義

に
從

っ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
話

本

は
基
本
的

に
次

の
よ
う
な
部
分

に

よ

っ
て

構
成
さ

れ

て

い

る
。
題
目

・
篇

首

・
入
話

・
頭
同

・
正
話

・
篇

尾
で
あ
る
。
以

下
、
本
稿
は
す
べ
て

こ
の
定
義

に
從

っ
た
。

(
8
)
使

用
し
た
テ

キ
ス
ト
は
、
内

閣
文
庫
所

藏
の
清
初
版
類

『
情
史

類
略

』

二
四
巻

で
あ

る
。

(
9
)

『
情

史
類
略

』
の
出
版
年

は
不
明
で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う

に
到

断

よ
た
理
由

は
、
い
く

つ
か
考
え

ら

れ

る
。
例
え
ば
、
『
情
史

類
略

』
巻
十
九

「
張
果
老

」
な
ど

は
、
共
通
す
る
話

で
あ
る
が

ス
ト
!
リ
ー
展
開

の
異

る
も

の
と

し
て

『
古
今

小
説
』
第
三
十

9ーユ



中
國
文
學
論
集

第
十
號

三
巻

「
張
古
老
種

瓜
姿

文
女

」
が
あ

り
な

が
ら
、
そ

の
内
容
を

全
く

加
味

せ
ず

、
『
太
平
廣

記
』
巻

十
六

「
張
老

」
を
、

ほ
と

ん
ど
そ

の
ま
ま
引
用
よ
て

い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、

『
情

史
類
略

』
に
は
共
通
す
る
話
が

『
古
今
小
説
』

に
あ

り
な

が
ら
、
そ
れ
と

關
係

な

く

、
『
太
平
廣

記
』
等

の
文
言
小
説
集

か
ら
、

ほ
と
ん
ど
そ

の
ま

ま

引

い

て

い

る
例
が

い
く

つ
か
あ

る
。
從

っ
て

『
情
史
類
略

』
の
編
纂

時

に
、
共
通
す
る

『
古
今

小
説
』

の
い
く
篇
か
は
、
漏
夢
龍

の
も
と
に
な
か

っ
た
と
考
え

ら

れ

る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
情
史

類
略

』
は
少
な
く
と

も

『
古
今
小
説
』
よ
り
先

に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尚

こ
の

こ
と

に

つ
い
て
は
、
後

に
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

(
10
)
注
②

に
同
じ
、

(
11
)
小

野
四
平

「
内

閣
文
庫
本

『
許
仙

鐵

樹

記
』

に

つ
い

て
ー
ー

"
三
言
"
成
立

の
背
景

ノ
ー
ト
」
(
『
集
刊
東
洋
學
』
十
五
、

一

九

六
六
)
に
よ
る
。

(
12
)
注
②
に
同
じ
。
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