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魯
迅
そ

の
小
説

の
思
想

林

田
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之

助

魯
迅

の
中
國
小
説
史
論
を
語
る
場
合
、
直
接
的
な
資
料
と
よ
て

『
中
國
小
説
史
略
』
と

『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』
の
二
著
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
外

に
も
中
國
の
小
説
を
論
じ
た

「
六
朝
小
説
と
唐
代
傳
奇
文
と
は
ど
の
よ
う
な
匠
別
が
あ
る
か
」
、
「
三
藏
取

経
記
に
つ
い
て
」
、
「宋
明
間
の
所
謂
小
説
と
そ
れ
以
後
」
と
い
っ
た
軍
猫
論
文
が
あ
り
、
こ
れ
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
中
國
小
説
史
略
』
は

一
九
二
三
年

(民
國
十
二
年
)
に
上
巻
が
上
梓
さ
れ
、
下
巻
は
そ
の
翌
年
に
刊
行
を
み
る
が
、
こ
れ
は
上
巻
發

刊
の
三
年
前
、
魯
迅
が
北
京
大
學
と
北
京
師
範
大
學
で
小
説
史
の
講
義
を
う
け
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
、
そ
こ
で
講
述
し
た
も
の
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
體
的

に
い
え
ば
、
こ
の
爾
大
學
で
魯
迅
が
小
説
史
の
講
義
を
は
じ

め
た

の
は
、

一
九
二
〇
年

(民
國
九

年
)
の
秋
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
弟
の
周
作
人
は
す
で
に
北
京
大
學

の
文
科
系
教
授
を
つ
と
め
て

い
た
。
本
來
北
京
大
學
で
、
小
説
史
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

の
講
義
を
割
當
て
ら
れ
た
の
は
周
作
人
で
あ

つ
た
が
、
自
分
よ
り
も
兄
の
方
が
適
任
だ
と
し
て
、
魯
迅
を
講
師

に
推
薦
し
た
結
果
で
あ

つ
た
。
そ
の
二
年
前

に
、
魯
迅
は

『
新
青
年
』
第
四
巻
第
五
號
誌
上
に
、
小
説

「狂
人
日
記
」
を
發
表
し
、
小
説
家
と
し
て
本
格
的
な

活
動
期
に
入

つ
た
ば
か
り
で
あ

つ
た
。
魯
迅
の
文
名
は

「
狂
人
日
記
」
で

一
時
に
高
く
、
北
京
大
學
も
小
説
史

の
講
師
と
し
て
彼
を
喜

ん
で
迎
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

周
作
人
が
北
京
大
學
附
屡
國
史
編
纂
所

の
編
纂
員
と
な
っ
て
北
京

に
入

っ
た
の
は
民
國
六
年
の
四
月
で
あ
り
、
魯
迅
は
そ
の
年
の
七

月
、
張
渤
の
復
辟
事
件
に
憤

っ
て
い
ち
ど
教
育
部
を
僻
職
し
た
こ
と
は
あ

っ
た
が
、
事
件
が
お
さ
ま

っ
て
復
職

し
、
あ

い
か
わ
ら
ず
漢

魏
六
朝
時
代
の
拓
本
の
研
究
を
つ
づ
け
て
い
た
。
彼
を
教
育
部
に
招
い
た
察
元
培
は
當
時
北
京
大
學
の
校
長
に
就
任
し
て
お
り
、
そ
の

大
學
の
文
科
學
長

に
は
陳
猫
秀
が
あ
た
り
、
雑
誌

『
新
青
年
』
を
主
宰
し
て
い
た
。
こ
の
大
學
と

『
新
青
年
』
を
舞
台
に
す
で
に
新
し

い
文
學
革
命
運
動
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
お
な
じ
民
國
六
年
の

一
月
に
遠
く
ア
メ
リ
カ
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
學
に
留
學
中
の
胡
適
が

「
文

學
改
良
劉
議
」
を

『新
青
年
』
に
寄
稿
し
、
所
謂
言
文

一
致
の
文
學
を
提
唱
、
つ
づ
い
て
二
月
に
陳
猫
秀
が

「
文
學
革
命
論
」
を

『
新

青
年
』
に
發
表
し
、
文
學
革
命
は
は
じ
め
て
蓮
動
と
し
て
の
具
體
的
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
藝
術
的
に
立
謹
す
る
小
説
の
出
現
は
い
ま
だ
な
く
、
そ
の
二
年
後
に
登
場
す
る
魯
迅
の

「狂
人
日
記
」
を
待
た
ね
ば
な
ら

な
か

っ
た
。

中
國
の
な
が

い
歴
史
を
支
配
し
て
き
た
禮
教
に
人
間
が
人
間
を
喰
う
喫
人
の
思
想
を
み
て
、
そ
の
犠
牲
者
で
あ
る
狂
人
の
目
を
と
お

し
て
、
禮
教
思
想
を
内
部
か
ら
告
發
し
た

『
狂
人
日
記
』
は
、
そ
の
深
刻
な
主
題
の
重
た
さ
に
加
え
て
、
最
初

の
白
話
文
で
書

か
れ
た

言
文

一
致

の
小
説
と
し
て
、
ま
さ
に
革
命
的
な
慣
値
を
も

っ
て
い
た
。
魯
迅
は
ひ
き

つ
づ
い
て

一
九
二

一
年

(民
國
十
年
)
の
末

に
は
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「
農
報
副
刊
」
に
巴
人
の
筆
名
で
中
篇
小
説

「阿
Q
正
傳
」
を
書
き
、
中
國
民
族
の
血
ハ型
的
性
格
と
辛
亥
革
命

の
悲
劇
を
、
阿
Q
と
い

う
農
奴
の
生
活
を
と
お
し
て
描
破
し
た
。
そ
の
間
に

「孔
乙
己
」
、
「
藥
」
、
「
故
郷
」
な
ど
の
名
作
を
績
々
發
表

し
、
す
で
に
魯
迅
の
中

國
文
壇
に
お
け
る
地
位
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
傍
、
北
京
大
學
、
北
京
師
範
大
學
の
教
壇

に
立

っ
て
、
彼
は
小
説

史
の
講
義
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
古
典
文
學
研
究
の

一
環
と
し
て
從
來
蓄
積
し
て
い
た
小
説
史
研
究
の
素
地
を

い
か
し
て
、
小
説
史

の
講
義
の
た
め
の
着
實
な
準
備
に
、
彼
は
追
わ
れ
て
い
た
。

『
中
國
小
説
史
略
』
の
序
言
で
、
「
講
義
が
拙
く
て
、
聴
講
者
が
或
い
は
了
解
し
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と

を
心
配
し
、
そ
の
大

要
を
書
き
、
謄
爲
に
し
て
聴
講
生
に
分
け
た
。
更

に
こ
れ
を
爲
す
も
の
の
手
数
を
お
も
ん
ぱ
か
っ
て
、
ふ
た
た
び
文
言
に
縮
め
、
そ
の

學
例
を
省
い
て
要
略
を
つ
く
り
、
今
ま
で
こ
れ
を
用
い
た
。
し
か
も
終
に
活
版
に
附
し
た
の
は
、
謄
爲
が
あ
ま
り
度

々
で
、
そ
の
事
に

任
じ
る
者
が
實
は
も
う
草
臥
れ
た
か
ら
だ
」
と
魯
迅
は
語

っ
て
い
る
。
『
中
國
小
説
史
略
』
は
文
言
で
書
か
れ

て

い
る
が
、
そ
れ
は
謄

爲
プ
リ
ン
ト
の
手
数
を
省
く
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
で
わ
か
る
。
た
だ
し
今
日
の

『中
國
小
説
史
略
』
の
體
裁
か

ら
み
て
、
そ
の
上
梓
に
あ
た

っ
て
は
、
講
義
要
略
の
プ
リ
ソ
ト
で
は
省
か
れ
て
い
た
畢
例
を
、
ま
た
も
と
に
も

ど
す
作
業
が
お
こ
な
わ

れ
た
と
み
て
よ
い
。

『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』
の
ほ
う
は
、

一
九
二
四
年

(民
國
十
三
年
)、
孫
伏
園
ら
と

一
緒
に
西
安

に
旅
行
、
西
安
大
學
の
夏
期

講
座
で
二
週
間
に
わ
た
っ
て
集
中
的

に
講
述
し
た
小
説
史
の
筆
記
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
ち
ら
は
白
話
で
ま
と
め
ら
れ
い
る
。
し

か
も
小
説

の
畢
例
が
全
く
な
く
、
主
に
中
國
小
説
史
の
發
展
過
程
に
焦
點
を
あ
わ
せ
、
ま
こ
と
に
要
領
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

前
年
發
刊
し
た

『
中
國
小
説
史
略
』
の
講
義
を
も
と
に
要
略
し
た
も
の
で
、
大
部
分
が
重
複
し
て
い
る
が
、
な
か
に
は
新
し
い
見
解
も

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)



中
國
文
學
論
集

第
九
號

は
さ
ま
れ
て
い
て
、
魯
迅
の
小
説
史
観

・
文
學
観
を
う
か
が
う
に
は
、
こ
の
ほ
う
が
む
し
ろ
要
を
得
て
い
る
。

魯
迅
が
中
國
の
小
説

に
關
心
を
み
せ
は
じ
め
た
の
は
、
辛
亥
革
命
前
後
か
ら
で
あ
る
。
漢
代
か
ら
六
朝
時
代
ま
で
の
小
説

の
逸
文
を

蒐
集
し
た

『
古
小
説
鈎
沈
』
に
は
、

一
九

=

一年
の
序
文
が
つ
い
て
い
る
。
唐
宋
の
傳
奇
小
説
を
集
め
て
校
勘
を
加
え
た

『
唐
宋
傳
奇

集
』、
明
清
の
小
説
家

の
傳
記
や
逸
話
を
集
め
た

『
小
説
奮
聞
砂
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
中
國
小
説
史
の
講
義
の
過

程

で
副
産
物
と
し
て

編
ま
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
集
を
み
る
と
、
魯
迅
の
小
説
史
の
講
義
が
い
か
に
用
意
周
到
な
準
備
の
上

に
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

清
末
小
説
史
の
研
究
家
で
著
名
な
阿
英
に
、
「『
中
國
小
説
史
略
』
に
つ
い
て
」
と
題
す
る

一
文

が
あ

る
。
『
中
國
小
説
史
略
』
に
つ

い
て
ま
と
ま

っ
た
論
評
を
下
し
た
も
の
は
意
外
と
な
く
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
こ
の
阿
英
の
短
い
論
文
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ

の
冒
頭
に
阿
英
は

「中
國

の
小
説
が
專
史
を
も

っ
た
の
は
、
魯
迅
先
生
の

『
中
國
小
説
史
略
』
に
は
じ
ま
る
」
(阿
英
文
集
)
と
い
う
よ

う
に
、
そ
れ
ま
で
中
國
に
は
小
説
史
と
い
う
も
の
は
、
皆
無
で
あ

っ
た
。
魯
迅
も

「あ

っ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
外
國
人
の
作

っ
た
中
國

文
學
史
の
な
か
に
み
え
て
、
し
か
る
後
に
中
國
人
の
作

っ
た
文
學
史
の
な
か
に
取
入
れ
た
の
で
あ
り
、
然
も
そ

の
量
は
常
に
全
書

の
十

分
の

一
に
及
ぼ
な
い
」
(中
國
小
説
史
略
、
序
言
)と
語

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
當
時
の
い
つ
わ
ら
ぬ
實
情
で
あ

っ
た
。
そ
の
原
由
は

一
に

か
か
っ
て
中
國
知
識
人
の
小
説
輕
覗

の
思
想
に
あ

っ
た
。
清
末
に
な

っ
て
、
梁
啓
超
、
嚴
復
な
ど
が
小
説

の
重
要
性
を
説
く
ま
で
は
、

從
來
中
國
知
識
人
の
間
で
は
、
詩
に
く
ら
べ
て
小
説
は
俗
文
學
と
し
て
輕
覗
さ
れ
て
き
た
。
實
際

に
は
彼
ら
の
問
で
も
、
小
説
は
秘
か

に
廣
く
讀
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
主
に
民
間
の
な
か
か
ら
發
生
し
て
き
た
小
説
、
戯
曲

の
類
は
お

お
む
ね
白
話
で
書

か
れ

て
い

て
、
民
衆
の
間
で
愛
好
さ
れ
て
き
た
だ
け
に
、
文
言
で
詩
文
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
れ
た
知
識
人
は
、
そ
れ
を
低
級
な
も
の
と
し
て
蔑
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覗
す
る
意
識
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
な
ん
と
い
っ
て
も
中
國
知
識
人
の
思
想
の
骨
格
に
は
、
輕
世
治
要
を
第

一
義
の
使
命
と
す

る
儒
教
が
あ
り
、
小
説
は
所
謂
道
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
街
談
巷
語
の
類
い
で
、
と
る
に
た
り
な
い
話
と
み
な
さ
れ
、
民
衆
が
そ
れ
を

娯
樂

に
供
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
詩
の
よ
う
に
経
世
治
要
の
は
た
ら
き
を
も
つ
文
學

の
範
疇
か
ら
は
は
み
だ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
し
た
が

っ
て
小
説

に
關
す
る
論
評
は
あ
る
に
は
あ

つ
た
が
、
そ
れ
は
片

々
た
る
断
簡
に
す
ぎ
ず
、
随
筆
文

の
な
か
に
散
見
で
き

る
程
度

の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
實
情
の
な
か
に
あ

っ
て
、
歴
代
の
小
説
を
歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
と

ら
え
る

こ
と
を
意
圖

し
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
魯
迅
の

『
中
國
小
説
史
略
』
が
い
か
に
書
期
的
な
仕
事
で
あ

っ
た
か
、
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二

清
末
に
な
っ
て
小
説
を
重
視
す
る
風
潮
が
生
じ
た
の
は
全
く
新
し
い
事
態
で
あ

っ
た
。
小
説
が
人
間
の
教
育
に
豊
か
な
意
義
を
も
つ

も
の
で
あ
る
と
考
え
、
小
説

に
経
書
、
史
書
以
上

の
債
値
を
認
め
よ
う
と
し
た
嚴
復
が
出
現
し
、
小
説

こ
そ
は
社
會
民
心
を

一
新
す
る

に
有
効
な
ち
か
ら
を
も

つ
も

の
と
考
え
、
さ
か
ん
に
政
治
小
説

の
必
要
性
を
説

い
た
梁
啓
超
が
あ
ら
わ
れ
、
更

に
は
、
小
説
は
自
己
の

理
想
美
の
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
よ
、
そ
れ
自
體
の
審
美
的
情
操
に
債
値
を
認
め
る
黄
摩
西
な
ど
が
い
で
、
從
來
小
説
を
娯

樂

の
一
道
具
と
み
な
す
か
、
さ
も
な
く
ば
、
風
俗
素
齪
の
害
毒
を
な
が
す
も
の
と
し
か
み
な
か
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
こ
の
時
期
、
中

國
の
小
説
観
は
大
き
く
攣
ろ
う
と
し
て
い
た
。

林
琴
南
が

『椿
姫
』
を
は
じ
め
、
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
ス
コ
ヅ
ト
な
ど
西
欧
の
小
説

を
百

五
拾
種
ほ
ど
醗
課
し
た
の

は
、

一
八
九
九
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
蘇
課
は
外
國
語
に
通
じ
な
い
林
好

(琴
南
)
が
、
外
國
語
の
で
き

る
者
が
課
し
た
も
の
を

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

更
に
美
し
い
文
言
の
文
章
に
な
お
し
た
も
の
で
、

一
種

の
醗
案
小
説
と
で
も
構
す
べ
き
種
類

の
も

の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
影
響
は
大
き

く
、
少
年
魯
迅
も
こ
れ
に
親
し
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後
に
東
京
留
學
當
時
、
魯
迅
が
弟
周
作
人
の
協
力
を
得

て
、
東
欧

ス
ラ
ブ
系

民
族
の
作
品
を
主
に
繹
し
た

『
域
外
小
説
集
』
を
出
版
し
た
の
も
、
林
紆
の
蘇
案
小
説
の
紹
介
か
ら
刺
激
を
う
け
、
さ
ら
に
そ
れ

に
あ

き

に
ら
ぬ
思
い
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
西
欧
の
作
家
よ
り
も
、
中
國
の
お
か
れ
た
情
況
に
よ
り
ち
か
い
、
東
欧
弱
小
民
族
の
作

家
か
ら
作
品
を
え
ら
び
と
り
、
た
と
え
英
、
猫
語
か
ら
の
重
課
で
あ

っ
て
も
、
翻
案
を
排
し
て
、
じ
か
に
外
國
語

か
ら
醗
繹
し
よ
う
と

し
た
こ
と
な
ど
は
、
林
紆
の
醗
案
小
説
の
域
を
懸
命
に
こ
え
よ
う
と
し
た
魯
迅
兄
弟
の
工
夫
と
努
力
の
あ
ら
わ
れ

で
あ

っ
た
。

林
縛
の
蘇
案
小
説
が
出
版
さ
れ
た
二
年
前

の

一
八
九
七
年

(清
の
光
緒
二
一二
年
)
に
、
嚴
復
は
夏
種
卿
と
の
共
著

『
本
館
附
印
小
説
縁

啓
』
に
お
い
て
、
小
説
が
文
學
の
正
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
豊
か
な
教
育
的
意
義
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
い
ち
は
や
く
指
摘

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
阿
英
に
よ
る
と
、
こ
の
論
文
は
七
千
五
百
言
に
お
よ
ぶ
長
篇
で
、
進
化
論

の
原
理
を
基

礎
に
す
え
、
人
類
文

明
史
の
發
展
と
か
ら
め
て
、
中
國
及
び
諸
外
國
の
著
名
な
小
説
か
ら
小
説
の
重
要
性
を
説
き
お
よ
び
、
小
説

の
債
値
が
経
書
、
史
書

の

償
値
を
上
廻
る
こ
と
を
計
量
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
嚴
復
は

バ
ク
ス
レ
イ
の

『
倫
理
と
進
化
』
を

『
天
演
論
』
と
題
し
て
蘇
繹
し
、
進

化
論
の
思
想
を
中
國
に
は
じ
め
て
導
入
し
て
、
當
時
の
哲
學
の
主
流
思
想
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
人
物

で
あ
る
。
魯
迅
思
想

の
根
底
に
あ
る
進
化
論
の
發
想
は
こ
の
嚴
復
の

『
天
演
論
』
を
媒
介
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
魯
迅
の
思
想
の
骨
格
が
形
成
さ

れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
影
響
に
は
は
か
り
し
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
嚴
復
が

『本
館
附
印
小
説
縁
啓
』
で
提
出
し
た
意
見
も
、
人
類
文
明

史
の
進
化
發
展
に
小
説
が
貢
献
す
る
意
義
の
大
き
さ
を
説

い
た
も
の
で
、
そ
れ
は
當
時
と
し
て
は
、
從
來
か
ら
の
随
習
に
な
ず
ん
で
小

説
蔑
視
観
を
か
た
く
な
に
い
だ
き

つ
づ
け
て
い
た
多
く
の
人

々
を
驚
か
せ
る
に
充
分
で
あ

っ
た
。
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こ
の
嚴
復
に
つ
づ

い
て
、
康
有
爲
の
強
い
影
響
下
に
あ

っ
て
攣
法
維
新

の
旗
手
と
し
て
活
躍
よ
て
い
た
梁
啓
超
は

一
八
九
八
年
に
發

刊
を
み
た

『
清
議
報
』
第

一
號
に
、
「
課
印
政
治
小
説
序
」
を
發
表
し
て
、
小
説
を
好
む
の
は
人
間
の
自
然
の
情
で
あ
る
と

い
う
考
え

方
を
あ
き
ら
か
に
よ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
小
説
が
社
會
改
革
に
有
効
な
武
器
で
あ
る
こ
と
を
説

い
た

「小
説

と
社
會

の
關
係
に
つ

い
て
」
な
ど
の
論
著
を
や
つ
ぎ
ぼ
や
に
世
に
問
う
こ
と
に
な
る
。
「
小
説
と
社
會
の
關
係
に
つ
い
て
」
で
は
、
「今

日
社
會
を
改
良
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
小
説
界
の
革
命
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
國
民
を

一
新
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

必
ず
小
説
を

一
新
す

る

こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
「
な
ぜ
な
ら
、
小
説
に
は
人
間
を
支
配
す
る
不
思
議
な
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と

い
う

の
が
、
そ

の
結
論
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
小
説
重
覗
の
風
潮
が
急
速
に
た
か
ま

っ
て
き
た
清
末
の
情
況
の
な
か
に
あ

っ
て
、
魯
迅
が
小
説

へ
の
關
心
を
抱
き
は
じ

め
た
と
し
て
も
、

い
っ
こ
う
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
自
然
科
學
の
學
問
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
日
本
に
留
學

し
、
仙
台
で
醤
學
を
學
ん
だ
魯
迅
で
あ

っ
た
が
、
中
國
民
族
の
魂
の
救
濟
は
自
然
科
學
で
は
で
き
な
い
と
み
て
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
以

來
、
魯
迅
の
文
學
志
向
は
ま
ず
内
外

の
小
説

に
思
い
を
ひ
そ
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
る
。
『域
外
小
説
集

』
の
編
纂
刊
行
は
そ

の

一
弾
で
あ

っ
た
。
東
欧
弱
小
民
族
の
小
説
を
醗
課
す
る
ね
ら
い
は
、
中
國
も
ま
た
東
欧
の
被
塵
迫
民
族
と
お
な
じ
よ
う
な
社
會
境
遇

に
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
國
々
の
悲
憤
の
文
學
を
中
國
に
移
植
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
國
民
族
の
箆
醒
を
う
な
が
し
、
中
國
小
説

界
の
氣
風
を

一
新
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。
こ
の
點
で
は
、
梁
啓
超
の
小
説
は
赴
會
改
革

に
と

っ
て
有
効
で
あ
る
と
み
る
啓
蒙

的
な
小
説
観
の
洗
禮
を
、
魯
迅
も
ま
た
た
し
か
に
受
け
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

嚴
復

の
進
化
論
を
基
礎
に
お
い
た
小
説
観
が
魯
迅
の
小
説
観
に
ど
れ
だ
け
の
影
響
を
あ
た
え
た
か
を
、
正
確

に
測
定
す
る
こ
と
は
き

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
が
、
外
國
小
説

の
醜
課
紹
介
に
失
敗
し
蹄
國
し
た
魯
迅
が
中
國
の
小
説
に
思

い
を

ひ
そ

め
、
『
古
小
説
鈎

沈
』
を
編
み
、
や
が
て

『
中
國
小
説
史
略
』
を
講
述
す
る
よ
う
に
な

っ
た
時
點
で
、
小
説
を
歴
史
の
な
か
の
事
象
と
し
て
と
り
だ
よ
、

歴
史
と
し
て
語
る
過
程
で
、
人
類

の
歴
史
が
進
化
の
歴
史
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
説
の
攣
遷
の
歴
史
の
な
か
で
も
、
小
説
固
有
の
進
化
の

法
則
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
と
、
魯
迅
は
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
と
も
す
れ
ば
錯
齪
し
が
ち
な
中
國
小
説
史

の
複
雑
な
道
ゆ
き
の

な
か
で
、
そ
の
ひ
と
す
じ
の
進
化
の
道
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
自
畳
が
魯
迅
の
な
か
に
確
實
に
根
を
お
ろ
し
は
じ

め
た
と
み
て
よ
い
。

『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』
を
講
述
す
る
に
あ
た
っ
て
の
序
言

の
な
か
で
、
魯
迅
が
つ
ぎ

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
な
に

よ
り
の
證
擦
で
あ
る
。

私
が
お
話
し
ま
す
の
は
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
で
あ
り
ま
す
。
多
く
の
歴
史
家
は
人
類
の
歴
史
は
進
化
す

る
も

の
で
あ
る
と
語

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
中
國
も
當
然
例
外
で
あ
る
こ
と

は

で
き

ま

せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
國
の
進
化

の
情
形
に
は
二

種
類
の
特
別
の
現
象
が
あ
り
ま
す
。

一
種
は
新
し
い
も
の
が
で
き
て
久
し
い
時
間
が
経

っ
て
い
て
も
、
奮

い
も

の
が
ま
た
回
復
し

て
く
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
反
復
で
あ
り
ま
す
。

一
種
は
新
し
い
も
の
が
で
て
き
て
久
し
い
時
間
が
経

っ
て

い
て
も
、
曹
い
も

の

が
け

っ
し
て
す
た
れ
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
錯
齪
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
進
化
し
て
い
な
い
の
か
。

そ
れ
は
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
比
較
的

に
ゆ
る
や
か
で
あ

っ
て
、
私
た
ち
の
よ
う
な
性
急
な
人
間
に
は

一
日
三
秋
の
感

が

あ

る

の
で
す
。
文

藝
、
そ
の
文
藝

の
一
つ
で
あ
る
小
説
に
も
自
然
こ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
今
日
に
至

っ
て
も
、
多
く
の
小
説
の
な

か
に
唐
宋
的
な
も
の
、
甚
し
く
は
原
始
人
民
の
思
想
手
段
の
糟
粕
が
そ
の
ま
ま
な
お
存
在
し
て
い
ま
す
。
今

日
お
話
し
ま
す
こ
と

は
、
た
と
え
そ
れ
が
な
お
社
會

の
激
迎
を
受
け
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
糟
粕
を
理
解
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
し
、
道
理
を
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無
覗
し
た
齪
雑
な
作
品
の
な
か
か
ら

一
す
じ
の
發
展

の
縣
を
も
と
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
全
部
を
六
回
に
わ
け
て
お

話
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
清
末
に
あ

っ
て
小
説
の
重
硯
を
唱
え
た
文
藝
思
潮

の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
と

め
な

が
ら
、
『
域
外
小
説
集
』
の
飜
課
出

版

を
お
こ
な

っ
た
思
想
的
動
機
は
、
や
は
り
中
國
民
族
の
自
立
を
も
と
め
る
民
族
主
義
的
思
想
に
ね
ざ
す
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
思
想

に
文
學
的
表
現
を
與
え
よ
う
と
し
た
の
が
、

『
域
外
小
説
集
』
で
あ

っ
た
と
も
い
え
る
。
東
京
で
出
版
し
た

『
域
外
小
説
集
』
が
費
れ

ず

に
経
濟
的
に
失
敗
に
終

っ
た
後
、
魯
迅
は
故
郷
會
稽
の
地
に
蹄

っ
て
教
師
を
す
る
傍
ら
、
中
國
の
古
小
説
の
逸
文
を
拾
い
集
め
る
作

業

に
か
か

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
『
古
小
説
鈎
沈
』
と
な
る
。
『域
外
小
説
集
』
と

『古
小
説
鈎
沈
』
を
並
べ
て
み

る
と
き
、
外
國
文
學
と
自
國
の
古
小
説
と
い
う
取
扱
う
封
象
に
違

い
は
あ
る
が
、
小
説

へ
の
關
心
と
興
味
は
依
然
持
績
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
外
國
小
説
の
飜
譯
紹
介
か
ら
、
漢
魏
六
朝
期
の
古
小
説
の
發
掘

へ
の
轄
移
を
ど
う
み
る
か
。
表
層
的
な
轄
移
と
み
れ
ば
、
小

説

へ
の
關
心
が
外
か
ら
内
に
攣
化
よ
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
小
説

へ
の
自
畳
が
清
末
に
あ

っ
て

一
つ
の
思
想
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
い
、

そ
の
小
説

の
思
想
が
民
族
文
化

の
進
化
と
民
族
自
立
の
社
會
改
革
の
自
畳
を
意
味
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
魯
迅

の
民
族
主
義
的
思
想

が
、
『
域
外
小
説
集
』
の
挫
折
後
、

一
層
深
化
す
る
方
向

に
む
か

っ
た
現
象

の
一
つ
と
し

て
、
自
國
の
古
小
説
の
逸
文
蒐
集
を
と
ら
え

る

こ
と
も
で
き
る
。

や
が
て
こ
れ
ら
の
内
外
の
小
説
紹
介
と
研
究
の
作
業
を
基
礎
に
し
て
、
『
中
國
小
説
史
略
』
と

い
う
未
曾
有

の
研
究

に
取
組
む
こ
と

に
な
る
魯
迅
が
、
中
國
固
有
の
小
説
の
攣
蓬
を
と
お
し
て
何
を
み
よ
う
と
し
た
の
か
、
古
典
小
説
を
と
ら
え
る
と
ら
え
方

一
つ
に
し
て

も
、
彼
猫
自

の
好
み
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
そ
う
よ
た
か
た
ち
で
で
て
く
る
彼
の
批
評
を
と
お
し
て
、
魯
迅
の
小
説
観
、
文
學
観
を
考

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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え

て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
ま
で

『
中
國
小
説
史
略
』
『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』
の
二
著
に
師
し
て
、
魯
迅

の
小
説
観
、
文
學
観

を

ほ
り
お
こ
す
作
業
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
も
又
意
義
な
し
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

三

魯
迅

の

『中
國
小
説
史
略
』

の
特
徴
と
よ
て
第

一
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
、
小
説
が
ど
の
よ
う
な
社
會
背
景

の
も
と
に
生
れ
、

そ

の
時
代
性
を
小
説
が
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
反
映
し
て
い
る
か
に
、
大
攣
注
意
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
説
は
社

會
生
活
の
攣
化
の
上
に
あ

っ
て
、
ど
の
よ
う
に
前

に
む
か
っ
て
發
展
し
た
か
。
そ
し
て
い
か
に
漸
次
豊
富
多
彩
に
な

っ
て
い
っ
た
か
、

そ
れ
ら
の
こ
と
に
魯
迅
は
留
意
し
た
。
云
い
換
え
る
な
ら
ば
、
小
説
と
時
代

の
情
況
と
社
會
思
想
を
考
慮
し
、
そ
れ
を
適
確
に
お
さ
え

て
論
じ
る
こ
と
に
、
魯
迅
の

『
中
國
小
説
史
略
』
は
多
く
の
頁
を
費
し
て
い
る
。
中
國

の
小
説

の
歴
史
を
語
る
以
上
、
そ
の
こ
と
は
當

然
だ
と
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
こ
の
小
説
の
書
か
れ
た

一
九
二
〇
年
代
以
前
は
云
う
に
及
ぼ
ず
、
そ
の
當
時
に
こ

の
點

に
留
意
し
て
、

中
國
小
説
を
論
じ
た
も
の
は
皆
無
で
あ

っ
た
。
今
日
で
も
、
歴
史
的
環
境
、
思
想
的
情
況
が
小
説
に
あ
た
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
魯
迅

ほ
ど
に
適
切
な
考
察
を
く
わ
え
た
中
國
小
説
史
論
を
發
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
お
お
む
ね
の
小
説
史
論
家

は
小
説
の
内
容

の
紹

介
と
言
語

・
文
章

の
特
質
、
及
び
前
後
の
縫
承
發
展

の
様
態

に
論
及
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
時
代

の
思
想
と
社
會
生
活
と

の
關
連

の

な

か
で
小
説
が
發
生
す
る
必
然
的
な
契
機
や
小
説
の
意
味
を
考
察
し
、
検
謹
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
極
め
て
憶
病
で
さ
え
あ
る
。
今

日

か
ら
み
て
も
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
は
、
小
説
史
論
家
魯
迅
は
驚
く
ほ
ど
果
敢
で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

元
來
小
説
は
そ
れ
自
體
と
し
て
の
藝
術
的
世
界
を
も
ち
、
讀
者
と
封
鷹
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
の
作
家
は
正
賢
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い
ず
れ
の
か
た
ち
で
あ
れ
、
み
ず
か
ら
が
現
に
生
き
て
い
る
時
代
と
社
會
と
の
か
か
わ
り
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
創
作
の
螢
爲
の
な

か
に
い
か
し
て
い
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
魯
迅
は
小
説
史
論
家
と
よ
て
こ
の
事
實
に
積
極
的
な
關
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
こ

れ
ま
で
時
代
と
社
會
の
動
き
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
く
、
た
だ
つ
ま
ら
な
い
娯
樂
と
し
て
し
か
み
な
さ
れ
な
か

っ
た
小
説
の
地
位
を

見
直
そ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
圖
を
讀
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
朝
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
小
説
に
、
志
怪
小
説
と
志
人
小
説
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
志
は
誌
す
こ
と
で
あ

っ
て
、
民
間
に
口
頭

で
傳
承
さ
せ
て
き
た
奇
怪
な
出
來
事
、
蜜
異
な
現
象
の
類
を
、
當
時
の
知
識
人
が
蒐
集
し
記
録
し
た
も
の
が
志
怪
小
説
で
あ
り
、
魏
晋

時
代
の

一
流
の
名
士
た
ち
の
言
行
を
逸
話
風
に
仕
立
て
誌
し
た
も

の
が
志
人
小
説
で
あ
る
。
前
者
を
代
表
す
る
も

の
に
、
魏

の
曹
　
の

『
列
異
傳
』、
西
晋
の
張
華
の

『
博
物
志
』
、
東
晋
の
干
寳

の

『捜
神
記
』、
宋

の
陶
淵

明

の

『捜
紳
後
記
』、
宋

の
劉
義
慶
の

『幽
明

録

』、
梁
の
呉
均
の

『
績
齊
譜
記
』
な
ど
が
あ
る
。
後
者
で
は
晋
の
斐
啓
の

『
語
林
』、
宋

の
劉
義
慶

の

『世
説
新
語

』
を
代
表
作
と
す

る
。
こ
の
な
か
の
志
怪
小
説
は
秦
漢
以
來
さ
か
ん
に
な

っ
た
巫
系
の
鬼
道
信
仰
と
、
後
漢
末

に
入

っ
て
六
朝
に
な
る
と
す

っ
か
り
中
國

に
定
着
し
て
し
ま

っ
た
小
乗
系

の
佛
教
信
仰
が
時
代

の
背
景

に
あ

っ
て
、
こ
の
二
つ
の
道
と
佛

の
精
神
的
風
土
の
な
か
か
ら
生
れ
て
き

た
と
、
魯
迅
は
み
て
い
る
。
し
か
も
六
朝
の
志
怪
小
説
は
小
説
と
し
て
創
作
さ
れ
た
も

の
で
な
く
、
幽
鬼

.
奇
異

の
こ
と
が
ら
は
、
明

界

の
常
事
と
お
な
じ
よ
う
に
實
在
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
考
え
は
、
ど
う
や
ら
魯
迅
の
持
論
で
あ

っ
た
と
み
え
る
。
の

ち
に

「
六
朝
小
説
と
唐
代
傳
奇
文
と
は
ど
の
よ
う
な
匪
別
が
あ
る
の
か
」
(
且
介
亭
雑
文
二
集
)
と
題
す
る
雑
感
文

の
な

か
で
、
唐
代
の

傳
奇
小
説
が
作
者
の
意
識
的
な
虚
構

の
世
界
を
展
開
よ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
作
家

の
想
像
的
才
能
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
た
い
し

て
、
六
朝
の
志
怪
小
説
は
そ
う
で
な
く
、
實
在
性
の
強

い
談
話
だ
と
繰
り
返
し
發
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
六
朝
の
小
説
集

の
類
が

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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た

い
て
い
史
部
歴
史
書
の
雑
傳
の
部
類
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
も
、
そ
の
故
だ
と
彼
は
語

っ
て
い
る
。

鬼
神

・
神
仙
の
話
は
所
詮
人
間
の
運
命
、
人
間
の
願
望
、
人
間
の
欲
求
の
不
可
知
的
な
部
分
と
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
關
連
性
を
も

つ
。
し
か
も
鬼
神

・
神
仙
を
實
在
す
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
と
な
る
と
、
こ
の
時
代
は
實
在
す
る
人
間

へ
の
關
心
が
複
雑
で
旺
盛
に
な

っ
て
き
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に

『捜
神
記
』
な
ど
の
志
怪
小
説
と
な
ら

ん
で
、
『
世
説
新
語
』
の
よ

う
な
志
人
小
説
が
あ
ら
わ
れ
て
、
實
在
す
る
人
間
に
旺
盛
な
關
心
を
示
し
た
の
は
、
當
然
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
當
然
な
現
象
で
あ

っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
志
怪
の
書

は
お
お
む
ね
民
間
街
巷
に
流
傳
し
て
い
た
傳
承
説
話
で
あ
り
、
志
人
の
書
は
お
お
む
ね
知
識
階
級
に
屡
す
る

逸
話
の
類
で
あ

っ
た
。
魯
迅
は
こ
の
ち
が
い
を
あ
き
ら
か
に
ふ
ま
え
て
、
志
人
小
説
の
發
生
す
る
時
代
情
況
を

つ
ぎ
の
よ
う
に
把
握
し

て

い
る
。

漢
末
の
士
大
夫
階
級
は
す
で
に
品
目
を
重
ん
じ
、
名
聲

の
褒
財
は
片
言
の
な
か
に
決
し
た
が
、
魏
晋
以
來
ま
す
ま
す
し
ゃ
れ
た
風

格
と
こ
と
ば
を
尚
ん
で
、
言
う
こ
と
は
玄
虚
に
流
れ
、
畢
止
は
こ
と
さ
ら
に
粗
放
と
な
り
、
漢
が
俊
偉
堅
卓

を
重
ん
じ
た
の
と
大

攣
な
違

い
で
あ

っ
た
。
蓋
し
そ
の
頃
佛
教
は
大
い
に
ひ
ろ
ま
り
、
頗
る
脱
俗
の
風
を
あ
ふ
り
た
て
た
。
し
か
も
老
荘
の
説
も
大
い

に
盛
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
佛
に
刺
激
さ
れ
て
老
を
崇
拝
す
る
と
い
う
反
動
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
世
間
を
厭
離
す
る
と
い
う
點
で

は

一
致
し
て
い
て
、
た
が
い
に
拒
み
な
が
ら
も
實
は
た
が
い
に
煽
り
た
て
る
結
果
と
な
り
、
つ
い
に
は
、
な
が
れ
ひ
ろ
が

っ
て
清

談
と
な

っ
た
。
晋
の
渡
江
以
後
、
こ
の
風
は
い
よ
い
よ
は
な
は
だ
し
く
な
り
、
異
言
を
と
な
え
る
者
は
た
だ

一
二
の
彙
雄
の
み
で

あ

っ
た
。
世
間
の
好
尚
に
し
た
が

っ
て
撰
集
が
で
き
た
が
、
そ
れ
は
或

い
は
奮
聞
を
掻
拾
し
、
或

い
は
近
事

を
記
述
よ
、
叢
残
小

語
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
の
言
動
を
爲
し
て
、
途
に
志
怪
の
常
套
か
ら
脱
し
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は

『
世
説
新
語
』
な
ど
の
志
人
小
説
が
出
現
す
る
に
い
た
る
時
代
考
察
は
充
分
で
な
か

っ
た
と
み
え
て
、
魯

迅
は

『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
清
談
は
も
と
も
と
漢
の
清
議
か
ら
き
て
い
る
。
漢
末
の
政
治
は
暗
黒
で
、

一
般
の
名
士
は
政
治
を
議
論
よ
、
そ
の
當
初

は
社
會
で
か
な
り
の
勢
力
を
も

っ
て
い
た
。
の
ち
に
執
政
者
の
嫉
妬
に
あ
い
、
し
だ
い
に
害
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
孔

融
、
禰
衡
な
ど
が
曹
操
に
法
を
設
け
ら
れ
て
殺
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
晋
代
の
名
士
に
な
る
と
あ
え
て
再
び
政
事
を
議
論
し
な
く

な
り
、

一
攣
し
て
專
ら
玄
談
を
語
る
よ
う
に
な

っ
た
。
清
議
で
あ

っ
て
政
事
を
語
ら
な
く
な
る
、
こ
れ
が
所
謂
清
談
と
な

っ
た
。

し
か
し
こ
の
種
の
清
談
の
名
士
は
當
時
の
社
會
で
は
も
と
ど
お
り
大
攣
な
勢
力
を
も

っ
て
い
て
、
玄
談
が
で
き
な
け
れ
ば
、
名
士

の
資
格
が
得
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
こ
で

『
世
説
』
の
よ
う
な
書
物
は
ほ
ぼ

一
部
の
名
士
に
な
る
た
め
の
教
科
書
と
み

な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
(第
二
講
・
六
朝
時
代
の
志
怪
と
志
人
)

漢
末
、
清
議
と
い
わ
れ
た
談
論
批
評
の
な
か
に
は
政
治
批
剣
を
含
ん
で
い
た
が
、
そ
の
批
到
の
牙
が
ぬ
か
れ
て
風
流
玄
妙
な
談
論
に

攣
質
し
た
の
が
清
談
で
あ

っ
て
、
そ
の
攣
質
を
迫

っ
た
の
が
當
時
の
執
政
者
で
あ
る
と
魯
迅
は
み
た
の
で
あ

る
。
『中
國
小
説
史
略
』

の
な
か
に
、
魏
晋
の
政
治
の
き
び
し
い
情
況
と
知
識
人
の
風
流
談
議
を
重
ね
て
み
る
覗
點
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
も

『
中
國
小
説

の
歴
史
的
攣
遷
』
で
、
『
世
説
新
語
』
が
名
士
に
な
る
た
め
の
教
科
書

の
役
割
を
果
し
た
も
の
と

み
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
現
實
的
な

見
方
に
は
い
か
に
も
魯
迅
ら
し
い
現
實
感
畳
が
は
た
ら
い
て
い
て
面
白

い
。

現
實
感
毘
と
い
え
ぽ
、
『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』
を
讀
ん
で
み
る
と
、
宋
初
の
時
期
に

『
太
平
廣
記
』
『
太
平
御
覧
』
『
文
苑
英

華

』
な
ど
多
く
の
類
書
が
編
纂
さ
れ

て

い
る
こ
と
に
ふ
れ
、
宋
王
朝
が
學
者
知
識
人
を
類
書
編
纂
に
從
事
さ
せ
て
牢
籠
し
、
彼
ら
の

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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政
治
批
到
を
少
し
で
も
減
じ
よ
う
と
し
た
政
治
的
意
圖
か
ら
出
た
と

み
て

い
る

の
も
、
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
魯
迅
は
小
説
史

論
家
と
し
て
必
要
な
現
實
的
な
時
代
感
畳
を
鏡
く
は

た
ら
か
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
の
ち
に
彼
が

『
四
庫
全
書
』
所
牧
本
に
つ
い
て
、

そ
の
あ
く
ど
い
改
窟
情
況
の
具
體
例
を
ひ
き
だ
し
て
、
悲
惨
な
文
字
獄
の
實
體
を
つ
き

つ
け

て
み

せ
な

が
ら
、

返
す
刃
で

一
九
三
0

年
代
の
國
民
政
府
が
お
こ
な

っ
た
言
論
統
制

へ
の
痛
烈
な
批
剣
を
ゆ
る
が

せ

に
し
な

か

っ
た
特
異
な
現
實
感
畳

に
も
つ
な
が

っ
て
い

る
。

軍
に
雍
正

・
乾
隆
二
朝
の
中
國
人
の
著
作
に
た
い
し
て
と

っ
た
や
り
口
を
見
た
だ
け
で
も
、
實

に
人
を
驚
愕
さ
せ
る
に
充
分
だ
。

版
木
全
部
の
焼
却
、
刀
で
創
り
と
る
等
の
庭
置
に
つ
い
て
は
暫
く
お
く
と
し
て
も
、
も

っ
と
も
陰
瞼
な
の
は
古
書

の
内
容
を
改
胴

し
た
こ
と
だ
。
乾
隆
期
に
お
け
る

『
四
庫
全
書
』
の
纂
修
は
多
数
の
人
々
に
よ

っ
て

一
代
の
盛
事
と
讀
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら

は
古
書
の
格
式
を
台
無
し
に
し
た
ば
か
り
か
、
更
に
古
人
の
文
章
ま
で
修
正
し
た
。
宮
廷
内
に
保
存
し
た
ぼ

か
り
で
な
く
、
更
に

學
問
の
や
や
盛
ん
な
慮
に
頚
布
し
て
、
天
下
の
知
識
人
に
閲
讀
さ
せ
、
わ
が
中
國
の
作
者
の
な
か
に
も
、
か

っ
て
相
當
氣
骨
の
あ

る
人
物
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
永
久
に
畳
り
得
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
(且
介
亭
雑
文
、
病
後
雑
談
の
餘
)

『
四
部
叢
刊
』
績
篇
に
牧
め
る
洪
湛
の

『容
齋
随
筆
』
の
清
代
刊
本
が
創
除
し
た
部
分
、
晃
説
之
の

『
嵩
山
文
集
』
で
改
窟
さ
れ
て

全
く
語
意
が
違

っ
て
き
て
い
る
部
分
の
具
體
例
を
、
魯
迅
は
こ
の

「
病
後
雑
談
の
餘
」
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
清
朝
が
自
分

の
残
虐
を
掩

い
か
く
す
た
め
に
、
同
じ
侵
略
異
民
族
王
朝
の
金
、
元
人
の
た
め
に
そ
の
残
虐
非
道
の
振
舞

い
を
掩
飾
す
る
作
業
で
あ

っ

た
。
宋
の
洪
湛
の

『
容
齋
随
筆
』
の
宋
版
の
影
印
本
、
明
の
活
字
本
と
清
刊
本
を
照
合
し
た
結
果
、
清
代
刊
本
が
創
除
し
た
文
章

の
う

ち
、

つ
ぎ
の

一
條
だ
け
を
魯
迅
は
摘
録
し
て
い
る
。
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元
魏
は
江
陵
を
破

っ
た
時
に
俘
虜
と
よ
た
士
民
を
貴
賎
の
別
な
く
す
べ
て
奴
隷
と
し
た
。
北
方
の
夷
狭
の
風
習
で
は
み
な
そ
う
す

る
か
ら
で
あ
る
。
靖
康

の
後
、
金
軍
の
手
に
落
ち
た
者
は
、
王
公
貴
族
の
公
子
と
顯
官
士
大
夫
の
家
の
子
弟
も
す
べ
て
没
牧
さ
れ

て
奴
碑
と
な
り
、
使
役

の
用
に
供
せ
ら
れ
た
。

一
人
に
毎
月
稗
五
斗
を
支
給
し
、
自
分
で
春
い
て
米

一
斗
八
升
に
さ
せ
、
そ
れ
を

乾
飯
と
し
て
用
い
さ
せ
た
。

一
年

に
鹿
五
束
を
支
給
し
、
そ
れ
を

つ
む
い
で
衣
服
を
つ
く
ら
せ
た
。
こ
れ
以
外
に
は

一
枚
の
銭
も

一
片
の
布
地
も
手
に
わ
た
ら
な
か

っ
た
。
庇
を

つ
む
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
男
は

一
年
中
裸
で
あ

っ
た
。
夷
狭

の
中
に
は
そ
れ
を
可

愛
そ
う
に
思
う
者
も
い
て
、
炊
事
當
番
を
や
ら
せ
、
時
に
は
大
い
に
當

っ
て
媛
を
と
る
こ
と
も
あ
る
が
、
外

に
薪
を
取
り
に
出
て

欝
り
、
ま
た
火
の
傍
に
坐
る
と
、
と
た
ん
に
皮
膚
も
肉
も
ぞ
ろ
ぞ
ろ
剥
げ
落
ち
、
数
日
な
ら
ず
し

て
死

ん

で
し
ま

う

の
で
あ

っ

た
。
た
だ
手
に
技
術
を
も

っ
た
馨
者
や
刺
繍
職
人
な
ど
の
類
が
重
寳
が
ら
れ
た
が
、
不
断
は
地
面
に
車
座
に
坐
り
、
破
れ
た
席
や

薩
を
下
に
敷
く
だ
け
で
あ

っ
た
。
客
が
き
て
宴
會
を
開
く
時
に
は
、
音
樂
の
で
き
る
者
を
引

っ
ぽ

っ
て
き
て
演
奏
さ
せ
た
。
宴
が

終
り
客
が
蹄

っ
て
し
ま
う
と
、
各
々
ま
た
元
に
も
ど

っ
て
相
攣
ら
ず
輪
に
な

っ
て
坐
り
、
刺
繍
を
す
る
の
で
あ

っ
た
。
生
き
よ
う

が
死
の
う
が
全
く
か
ま
わ
ず
、
塵
芥
の
よ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
(同
、
病
後
雑
談
の
餘
)

『
四
庫
全
書
』
の
編
修
に
あ
た

っ
て
、
清
朝
が
動
員
し
た
数
多
く
の
著
名
な
學
者
は
、
そ
の
仕
事
に
没
入
す
る

こ
と
に
よ
り
、
厚
遇

さ
れ
は
し
た
が
、
清
朝
の
政
治
を
人
間

の
立
場
か
ら
批
剣
す
る
力
も
ま
た
完
全
に
去
勢
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
か

つ
て
宋
王
朝
が
政
治

批
剣
の
ロ
を
封
ず
る
た
め
に
、
『
太
平
廣
記
』
『
文
苑
英
華
』
『太
平
御
覧
』
な
ど
の
彪
大
な
類
書
編
修
事
業
に
す

ぐ

れ
た
學
者
知
識
人

を
狩
り
出
し
、
そ
の
精
力
を
吸
牧
し
て
し
ま

っ
た
事
情
と
お
な
じ
で
あ

っ
た
。

'
『太
平
廣
記
』
『
四
庫
全
書
』
が
編
纂
さ
れ
た
ζ
と
に
よ

っ
て
、
後
世
の
人
々
が
大
き
な
稗
盆
を
う
け
て
い
る
事
實
を
、
魯
迅
は
認
め

.魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
認
め
た
上
で
、
文
章
表
現
が

一
定

の
政
治
目
的
の
た
め
に
勝
手
に
創
除
改
鼠

さ
れ
る
政
治
的
情
況

の
な
か
で
、
文
學
の
自
立
性
が
確
實
に
侵
蝕
さ
れ
て
ゆ
く
恐
ろ
し
さ
か
ら
、
彼
は
目
を
そ
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
か

っ
た
の
だ
。

『
中
國
小
説
史
略
』
の
な
か
で
、
清
の
李
汝
珍
の

『
鏡
花
縁
』
に
ふ
れ
た
魯
迅
は
、
こ
の
小
説
が

「
學
を
論
じ
藝
を
説
き
、
典
を
あ

げ
経
を
談
じ
る
こ
と
、
連
篇
累
膜
で
あ

っ
て
、
自
己
を
能
く
表
現
し
て
い
な
い
。
博
識
多
通
で
あ
る
こ
と
が
小
説
で
あ
る
こ
と
を
害

?

て
い
る
」
と

の
べ
て
、
『
鏡
花
縁
』
の
作
者
李
汝
珍
が
小
説
の
な
か
で
、
博
識
多
通
を
誇
り
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
清
朝
の
文

字
獄

に
原
因
が
あ
る
と
み
て
い
る
の
は
、
慧
眼
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

雍
正
、
乾
隆
以
來
、
江
南
の
人
士
は
文
字
の
蝸
を
お
そ
れ
て
、
史
實
を
避
け
て
語
ら
な
く
な
り
、
そ
の
代
り

に
経
書
や
子
書
を
考

謹
し
、
や
が
て
小
學
と
な
り
、
藝
術
の
微
小
す
ら
も
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
。
よ
か
し
語
れ
ば
必
ず
實
に
徴
し
て
空
談
す
る
こ
と
を

忌
ん
だ
た
め
、
博
識
の
風
が
盛
ん
に
な

っ
た
。
こ
の
風
氣
が
で
き
あ
が

っ
て
し
ま
う
と
、
學
者
の
面
目
も
自
ら
そ
な
わ

っ
て
、
小

説
は
乃
ち

「道
蕪
途
説
者
の
造
る
と
こ
ろ
」
で
、
史
家
は

「
観
る
べ
き
無
し
」
と
し
た

の
だ

か
ら
、
こ
れ
を
語
る

こ
と
を
い
さ

ぎ
よ
し
と
し
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
猫
り
李
汝
珍
の
作

『
鏡
花
縁
』
が

あ
る
。
(第
二
十
五
篇

.
清
の
小
説
で
才
學
を
あ
ら

わ
す
者
)

清
朝
の
考
謹
學
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
の
は
雍
正
乾
隆
の
文
字
獄
を
恐
れ
て
史
實
を
論
じ
る
こ
と
を
忌
避
よ
た
學
者
た
ち
が
、
経
書
や

諸
子
の
書
、
及
び
文
字

の
考
謹
に
そ
の
學
問
的
情
熱
を
傾
注
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
小
學
は
文
字
の
學
問
で
あ
り
、
博
識

の
實
謹
學
で
あ
る
。
實
謹
學
は
給
空
ご
と
を
談
じ
る
小
説
を
輕
覗
す
る
風
潮
を
招
く
は
必
然
で
あ

る
。
そ

の
な

か
で
濁
り
李
汝
珍
の

『
鏡
花
縁
』
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
が
、
彼
も

『
音
鑑
』
の
著

で
知
ら
れ
た
音
韻
學
者
で
あ

っ
た
。
そ
の

『
鏡
花
縁
』
が
結
局
自
分
の
博



識
を
頁
り
物

に
す
る
性
格
の
小
説
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
必
然
性
を
、
魯
迅
は
清
朝
の
特
種
な
政
治
的
情
況
と
學
問
的
背
景
の
な
か
で
、

實

に
み
ご
と
に
と
ら
え
て
い
る
。

さ
ら
に
清
末
に
あ
ら
わ
れ
た

『児
女
英
雄
傳
』
『
三
侠
五
義
』
な
ど
の

一
連
の
侠
義
小
説
を
み
て
、

こ
れ
を

お
な

じ
侠
義
を
描
い
た

清

初
の

『
後
水
激
傳
』、
清
朝
の
安
定
期
を
迎
え
た
道
光
時
代
の
作

『
結
水
潜
傳
』
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
、
魯
迅

は
つ
ぎ
の
よ
う
に

分
析
よ
て
い
る
。

清
初
に
流
賊
は
こ
と
ご
と
く
平
定
さ
れ
た
が
、
遺
民
は
い
ま
だ
明
の
善
君
を
忘
れ
ず
、
草
澤
の
英
雄
が
明
の
た
め
に
活
躍
す
る
こ

と
を
つ
い
に
念
願
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
陳
枕
は

『後
水
濤
傳
』
を
作

っ
て
、
李
俊

(水
溜
傳
の
人
物
)
を
し
て
國
を
去
り

逞
羅
に
王
た
ら
よ
め
た
の
で
あ
る
。
康
煕
か
ら
乾
隆
に
至
る
百
三
十
餘
年
を
歴
て
、
清
の
威
力
は
ゆ
き
わ
た
り
、
人
民
は
畏
服
し
、

士
人
も
威
心
を
抱
か
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
道
光
の
時
に
禽
萬
春
は

『
結
水
濤
傳
』
を
作

っ
て
、

一
百
八
人
を
よ
て

一
人
も
幸
い

に
命
を
冤
れ
る
も

の
な
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
な
お
官
僚
の
見
解
で
あ
る
。
『
三
侠
五
義
』

は
市
井
の
細
民
の

心
理
を
描
爲
し
、
や
や

『
水
濤
』
の
餘
韻
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
よ
や
は
り
外
貌
の
み
が
似
て
い
て
、
精
神
は
別
で
あ

る
。
時
に
明
は
亡
び
て
す
で
に
久
し
く
、
説
書
の
場
所
も
北
京
に
な

っ
て
い
た
が
、
こ
れ

よ
り
先

に
し
ば

し

ば
内
鼠
が
平
定
さ

れ
、
游
民
は
從
軍
し
て
功
名
を
た
て
、
郷
里
に
蹄

っ
て
錦
を
飾

っ
て
大
攣
田
舎
者
を
羨
し
が
ら
せ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
す
べ
て
侠

義
小
説
の
中
の
英
雄
は
、
民
間
に
あ

っ
て
つ
ね
に
極
め
て
粗
豪
で
、
大
い
に
匪
賊
の
氣
味
が
あ
る
が
、
終

に
は
必
ず
大
官
僚

の
手

下
と
な

っ
て
、
使
い
ば
し
り
を
す
る
こ
と
を
光
榮
だ
と
考
え
た
。
思
う
に
心
悦
誠
服
し
て
、
樂
ん
で
臣
僕
と
な
る
時
代
で
な
け
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
書
は
著
さ
れ
な
い
で
あ
る
。
ー

其
の
時

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
勢
力
は
中
國
に
侵
入

し
た
。
(
中
國
小
説
史
略
、
第

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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中
國
文
學
論
集

第
九
號

二
十
七
篇
、
清
の
侠
義
小
説
と
公
案
)

清
朝
の
封
建
支
配
が
強
力
に
な
る
に
し
た
が
い
、
侠
義
小
説
の
性
格
が
す

っ
か
り
攣
り
、
小
説
の
な
か
の
挾
義
に
生
き
る
英
雄
も
つ

い
に
は
大
官
僚
の
走
狗
に
し
か
す
ぎ
な
く
な

っ
た
。
『
水
濤
傳
』
と
外
貌
だ
け
は
似
て
い
る
が
、
作
家
の
魂
が
す

っ
か
り
別
も
の
に
攣

化
し
て
ゆ
く
過
程
に
、
魯
迅
は
時
代
の
攣
容
と
抵
抗
精
紳
の
稀
薄
化
現
象
を
お
さ
え
て
い
る
。
結
語
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の

中
國
侵
入
を
告
げ
る
魯
迅
の
發
言
は
、
や
や
唐
突
で
あ
る
が
、
小
説
の
衰
弱
現
象
の
な
か
に
、
社
會
の
衰
弱
現
象
を
あ
わ
せ
み
よ
う
と

す

る
意
識
が
、
魯
迅
に
あ

っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
恰
好
な
資
料
と
い
え
る
。

か
つ
て
梁
啓
超
が

「
一
國
の
民
を

一
新
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
ま
ず

一
國
の
小
説
を

一
新
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
論
じ
た
こ
と
を
思
い

お

こ
さ
せ
る
も
の
が
、
こ
の

『
三
侠
五
義
』
の
小
説
に
論
及
す
る
魯
迅
の
語
氣
の
な
か
に
あ
る
。
清
末

の
小
説
界
は
お
と
こ
だ
て
の
世

界
を
描
く
こ
と
に
お
い
て
、
明
の

『
水
濤
傳
』
か
ら
は
る
か
に
後
退
し
て
い
た
。
小
説
家
の
精
神
が
後
退
し
、
小
説
自
體
が
衰
弱
し
て

い
た
と
き
に
、

ヨ
ー
β
ッ
パ
諸
國
の
中
國

へ
の
植
民
地
支
配
が
は
じ
ま

っ
た
と
み
る
魯
迅
が
、
小
説
と
時
代
と
の
關
係
、
小
説
と
國
民

感

情
の
關
係
を
重
覗
す
る
啓
蒙
的
批
評
家
と
し
て
の
相
貌
を
あ
え
て
か
く
そ
う
と
し
て
い
な
い
の
は
、
舞
台
が

『
中
國
小
説
史
略
』
で

あ

る
だ
け
に
、
大
攣
興
味
ぶ
か
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

四

魯
迅
が
時
代
の
生
活
環
境

の
な
か
に
小
説
を
置
い
て
、
爾
者
の
必
然
的
な
關
係
を
と
り
あ
げ
、
小
説
の
な
か
に
爲

よ
出
さ
れ
た
時
代

の
思
想
を
ほ
り
お
こ
す
こ
と
に
い
か
に
注
意
ぶ
か
く
あ

っ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
『
中
國
小
説
史
略
』
の
も

っ
と
も
重
要
な
特
色
を
發
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見
す
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
小
説
が

「
街
談
巷
語
」
と
し
て
蔑
覗
さ
れ
て
き
た
な
か
で
、
時
代
の
政
治
と
思
想
の
情
況
が
複
雑

に
か
ら
み
あ

っ
た
人
間
の
い
と
な
み
が
小
説

の
な
か
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
は
、
誰
も
が
本
氣
で
考
え
な
か

っ
た
時
期

の
こ
と
で
あ

れ
ば
、
魯
迅
が

『
中
國
小
説
史
略
』
の
な
か
で
展
開
し
た
小
説
史
観
が
い
か
に
書
期
的
で
創
造
的
な
新
鮮
さ
を
も

っ
て
い
た
か
、
想
像

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
彼
に
先
ん
じ
て
清
末
の
梁
啓
超
が
、
「
小
説
と
社
會
の
關
係
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
小
説
論
で
、
小
説
と
社
會
の
關
係
に
着

目
し
て
、
小
説
の
債
値
を
重
覗
す
る
小
説
論
を
提
唱
し
た
事
實
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
梁
啓
超
は
小
説
が
人
間
界
を
支
配
す
る
不
可
思

議

な
ち
か
ら
を
も
つ
が
故
に
小
説
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
小
説
を

「
街
談
巷
語
」
の
小
道
と
し
て

し
か
み
な
か
っ
た
從
來
の
小
説
観

に
、
債
値
の
轄
倒
を
迫
る
發
言
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
梁
啓
超
の
小
説
論
は
、
小
説
に
内
在
す
る
債
値
観
に
ま
で
入
り
、
時
代
と
社
會
と
人
心
に
か
か
わ
る
小
説
の
ち
か

ら

の
不
思
議
さ
を
と
き
お
こ
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
意
味
で
彼
の
小
説
論
は
外
延
的
で
あ
り
、
啓
蒙
的

で
あ
り
、
概
括
的
な

小
説
償
値
論

の
提
唱
に
し
か
す
ぎ
な
か

っ
た
。
文
學

の
政
治

へ
の
有
効
性
を
考
え
る
が
故
に
、
文
學
の
政
治
に
た
い
す
る
極
め
て
樂
観

的

な
優
位
性
を
説
く
が
ご
と
く
み
え
て
、
そ
れ
は
時
に
よ
っ
て
政
治
の
文
學
に
た
い
す
る
優
位
説
に
容
易
に
轄
換

し
か
ね
な
い
素
因
を

は
ら
む
小
説
論
で
あ

っ
た
。

こ
の
點
で
、
魯
迅
の
小
説
論
は
梁
啓
超
の
そ
れ
と
決
定
的
に
ち
が

っ
て
い
た
。
彼
は
梁
啓
超
ほ
ど
に
政
治
に
た
い
す
る
小
説
の
有
効

性

に
樂
観
的
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
小
説
を
も
ふ
く
め
て
文
學
は
権
力
や
大
砲
の
ま
え
に
無
力
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
し
ば
し
ば

で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
魯
迅
は
小
説

の
償
値
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
か

っ
た

し
、
「
街
談
巷
語
」
の
小
話
に
す
ぎ
な
い
と

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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い
う
認
識
と
は
す
で
に
無
縁
で
あ

っ
た
。
彼
が

『
域
外
小
説
集
』
を
出
版
し
て
主
に
東
欧

ス
ラ
ブ
系
の
蘇
課
紹
介
に
つ
と
め
た
の
も
、

そ
の
被
植
民
地
の
文
學
、
被
塵
迫
民
族
の
文
學
が
お
な
じ
よ
う
な
境
遇
に
お
か
れ
て
い
る
中
國
民
族
の
人
心
に
と

っ
て
有
効
で
あ
る
と

考
え
た
上
で
の
文
學
的
螢
爲
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
蘇
課
と
は
い
え
、
文
學
固
有
の
螢
爲
で
あ

っ
て
、
政
治
的
な
償
値
に
剣

断
さ
れ
て
の
螢
爲
で
は
な
か
っ
た
。
『中
國
小
説
史
略
』
の
仕
事
の
場
合
も
、
文
學
そ

の
も

の
、
小
説
そ
の
も
の
に
そ
く
し
た
文
學
固

有

の
い
と
な
み
で
あ

っ
た
。
云
い
換
え
れ
ば
、
中
國
歴
代
の
小
説
の
具
體
的
作
品
内
容

に
そ
く

し
て
、
個
別

の
小
説
に
密
着
し
な
が

ら
、
そ
れ
自
體
の
な
か
に
あ
る
時
代
の
政
治
的
、
思
想
的
情
況
と
の
か
か
わ
り
を
あ
き
ら
か
に
す
る
作
業
で
あ

っ
た
。

そ
も
そ
も
魯
迅
の
文
學
に
た
い
す
る
發
想
の
根
底

に
は
、
文
學
が
そ
れ
自
身
と
し
て
他
の
も
の
の
償
値

に
優
先
し
て
絶
封
的
な
債
値

を
保
有
す
る
と
い
う
認
識
は
な
か

っ
た
。
そ
う
し
た
認
識
を
自
ら
に
ゆ
る
さ
な
い
と
こ
ろ
に
、
彼
の
文
學
的
態
度
が
あ

っ
た
と
も
い
え

る
。
政
治
的
立
場
に
よ
っ
て
政
策
的
に
文
學
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
極
度

に
き
ら
う
文
學
的
態
度
も
、
實
は
お
な
じ
認
識
の
根
か
ら
で

て

い
た
。
文
學
に
内
在
す
る
償
値
が
社
會
の
な
か
の
人
間
の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
自
體
が
絶
封
的
債
値
と
し
て
は
完

結
し
な
い
が
、そ
れ

だ
け
に
文
學
は
、
そ
れ
を
政
策
的
に
利
用
す
る
政
治
的
な
ち
か
ら
に
侵
犯
さ
れ
な
い
自
律
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
た
。

そ
う
よ
た
魯
迅
の
小
説
観
、
文
學
観
が

『
中
國
小
説
史
略
』
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
あ
き

ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
作
業
で
あ
る
が
、
す
で
に
彼
は
つ
ね
に
小
説
の
主
題
の
構
成
を
時
代
の
社
會
的
背
景
、
思
想
的
情
況
の
な
か
で

考

え
る
操
作
を
綿
密
に
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、

一
つ
の
表
現
を
み
る
。
し
か
も
小
説
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
魯
迅
は
中
國
民
族

の
性
格
が
そ
の
上
に
ど
う
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
こ
ら
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
中
國
民
族
の
思
考
の
様
態
を
お

お
む
ね
否
定
的
な
側
面
で
あ
る
が
、
小
説
の
な
か
か
ら
と
り
だ
す
小
説
史
の
方
法
は
や
は
り
魯
迅
固
有
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
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小
説
の
起
源
に
つ
い
て
、
棘
話
に
そ
れ
を
み
る
こ
と
で
は
、
彼
も
ま
た
他
の
文
學
史
家
と
お
な
じ
で
あ
る
。
中
國
は
他
の
諸
外
國
に

比
較
し
て
神
話
の
材
料
が
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
こ
れ
は
の
ち
に
な

っ
て
散
亡
よ
た
の
で
は
な
く
、
本
來
的
に
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
と
い
う
の
が
彼
の
説
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
一
中
國
民
族
の
先
住
地
が
黄
河
流
域
に
あ

っ
て
、
自

然
界

の
情
形
が
嚴
し

く
、
そ
の
生
活
は
勤
勉
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
、
實
際
を
重
ん
じ
幻
想
を
し
り
ぞ
け
る
よ
う
に
な
り
、
古

い
傳
説
神
話
を
集

め
て
大
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ニ
孔
子
が
出
現
し
て
修
身
齊
家
治
國
平
天
下
な
ど
實
用
を
教
義
と
し
て
、
鬼
紳
の
こ
と
を
語
る
こ

と
を
欲
し
な
か
っ
た
の
で
、
太
古

の
荒
唐
無
稽
な
紳
話
傳
説
は
儒
者
の
口
に
の
ぼ
ら
ず
散
扶
す
る
ば
か
り
と
な

っ
た
。
⇔
中
國
民
族
に

は
神
と
人
鬼
の
匿
別
が
な
く
、
新
し
い
人
鬼
を
次
々
に
創
り
出
し
て
は
、
古

い
紳
に
ま
つ
わ
る
所
謂
紳
話
が
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
傾
向
が

あ

っ
た
。
ー

こ
れ
が
魯
迅
の
中
國
紳
話
貧
困
説
の
理
由
で
あ
る
。

自
然
環
境
説

に
し
ろ
、
儒
家
思
想
説
に
し
ろ
、
人
鬼
説
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
中
國
民
族

の
現
實
的
性
格
を
形
成
よ
た
原
由
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
想
像
的
、
幻
想
的
思
考
が
欠
落
し
て
い
て
、
き
わ
め
て
現
實
庭
理
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日

の
中
國
人

の
性
格
行

動
か
ら
も
、
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
族
的
性
格
と
し
て
肯
定
的
な
も

の
を

一
面
と
し
て
も
ち
な
が

ら
、
小
説
の
起
源
と

な
る
騨
話

の
面
で
は
、
否
定
的

に
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
魯
迅
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
文
化
的
の
み
な
ら
ず
、
政

治
的
覗
野
を
も
包
振
す
る
中
國
小
説
論
と
し
て
、
今
後
に
問
題
を
發
展
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

漢
代
の
小
説
と
い
わ
れ
て
傳
わ

っ
て
い
る
も

の
に
、
班
固
の

『
漢
武
内
傳
』
『
漢
武
故
事
』、
東
方
朔
の

『
神
異
経
』
『
十
洲
記
』
な

る
も

の
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
六
朝
の
制
作
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
今
日
の
見
方
で
あ
る
。
從
來
、
そ
れ
を
漢
代

の
著
名
な
文
人
に
假

託
す
る
と
こ
ろ
に
、
魯
迅
は
中
國
的
思
考
様
式
の

一
つ
の
否
定
面
を
み
い
だ
し
て
い
る
。

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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現
存
の
所
謂
漢
人
小
説
は
、
思
う
に

一
つ
と
し
て
眞
に
漢
人
の
手
に
な

っ
た
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
晋
以
來

の
文
人
方
士
は
み
な

億
作
を
つ
く
り
、
宋
明
に
至

っ
て
も
な
お
そ
の
風
習
は
つ
づ
い
て
い
る
。
文
人
は
好
ん
で
狡
猜
な
こ
と
を
や
り
た
が
り
、
或
は
奇

異
な
書
を
人
に
誇
示
し
た
が
る
。
方
士
は
自
ら
そ
の
教
え
を
神
聖
な
も
の
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
故
に
、
往
々
に
古
籍
を
帳

托
し
て
人
に
街
う
。
晋
以
後
の
人
が
漢
に
假
托
し
た
こ
と
は
あ
た
か
も
漢
人
が
こ
れ
を
黄
帝

・
伊
サ
に
依
託
し
た
と
お
な
じ
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
ー

大
抵
荒
唐
無
稽
な
事
を
述
べ
た
の
は
東
方
朔
、
郭
憲
と
い
わ
れ
、
漢
の
事
に
關
し
た
も
の
は
、
劉
歌

・
班

固
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
大
旨
は
神
仙
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
で
て
い
な
い
。
(中
國
小
説
史
略
、
第
四
篇

・
今
見
る

漢
人
の
小
説
)

、

中
國
で
書
物
を
古
人
の
名
に
假
託
す
る
の
は
、
六
朝
人
に
か
ぎ
ら
ず
、
宋
明
の
近
世
に
至
る
ま
で
、
そ
の
風
習
が
絶
え
な
い
の
だ
か

ら
、
こ
れ
は

一
つ
の
中
國
的
思
考
様
式
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
魯
迅
は
文
人
の
狡
猜
と
よ
び
、
方
士
の
街

い
だ
と
い
う
。
尚
古

主
義

の
張
い
民
族
性
は
そ
れ
を
容
易
に
許
容
よ
、
漱
迎
す
る
。
そ
う
し
た
假
託
の
思
想
に
魯
迅
は
中
國
民
族
の
思
考
様
態
の
否
定
面
を

發
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
東
方
朔
の

『
紳
異
経
』
『十
洲
記
』、
班
固
の

『
漢
武
内
傳
』
『
漢
武
故
事
』
を
六

朝
人

の
爲
作
で
あ

る
と
み
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
根
擦
に
も
と
つ

い
て
い
る
。

し
か
し

『
神
異
経
』
『
十
洲
記
』
は

『
漢
書
』
藝
文
志
の
上
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
東
方
朔
の
作

っ
た

も

の
で
は
な
く
、

偽
作
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
漢
武
故
事
』
『
漢
武
内
傳
』
は
班
固
の
文
章
と
筆
の
リ
ズ

ム
が
違

っ
て
い
て
、
そ
の
上
な

か
に
佛
家

の
語
が
は
さ
ま

っ
て
い
る
1

彼
の
時
代
は
佛
教
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ず
、
し
か
も
漢
人
は
佛
語
を
喜
ば
な
い
=

の

で
、

偽

せ

も

の
と

知

る

こ
と

が

で
き

る

。

(
中
國
小
説

の
歴
史
的
攣
遷
、
第

一
講

・
紳
話
か
ら
神
仙
傳

に
な
る
ま
で
)
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こ
れ
が
、
六
朝
人
が
漢
人
班
固
、
東
方
朔

に
偲
託
し
た
謹
擦
だ
と
魯
迅
は
み
る
。
實
に
簡
潔
で
要
領
を
え
た
到
断
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。唐

代
の
傳
奇
小
説
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
或
る
傳
奇
小
説

の
絡
幕
が
悲
劇
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
租
本
と
よ
た
金

・
元

・
明
の
戯

曲
が
い
ず
れ
も
大
團
圓
に
結
末
を
書
き
か
え
て
い
て
、
魯
迅
は
そ
こ
に
猫
特

の
中
國
民
族

の
性
格
が
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
そ
の
傳

奇
小
説
は
白
樂
天
の
親
友
元
積
が
書

い
た

『
鶯
々
傳
』
と

い
う
小
説

で
あ

る
。
才
子
張
生
と
佳
人
鶯

々
の
懸
の
物
語
が
主
題
で
あ
る

が
、
張
生
が
鶯

々
を
棄
て
る
悲
劇
で
幕
が
お
り
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
小
説
に
種
を
乏

っ
て
後
世
戯
曲
が
澤
山

つ
く
ら
れ
て

い
る
。
金
人
董
解
元
の

『
絃
索
西
廟
』
、
元
人
王
實
甫
の

『
西
廟
記
』
、
關
漢
卿
の

『
績
西
廟
記
』、
明
の
李
日
華
の

『
南

西
痛
記
』
、
陸
采

の

『
南
西
廟
記
』
は
い
ず
れ
も
傳
奇
小
説

『鶯

々
傳
』
を
素
材
に
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
傳
奇

小
説
と
違

つ
て
、
才

子
佳
人
が
め
で
た
く
結
ば
れ
る
團
圓
劇
に
お
さ
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
て

『
中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
』

の

「唐

の
傳
奇
文
」

で
、
魯
迅
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

こ
れ
は
中
國
人
の
心
理
が
非
常
に
團
圓
を
喜
ぶ
か
ら
で
、
必
ず
こ
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
お
お
む
ね
人
生

・
現
實
の
訣
陥
に
つ

い
て
中
國
人
も
非
常
に
よ
く
知

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
云
う
こ
と
を
願
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

一
た
び
云
い
だ
す
と
、
ど
の
よ
う
に

し
て
こ
の
訣
點
を
補
い
救
う
か
の
問
題
が
發
生
し
て
、
或
る
者
は
煩
悶
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
改
良
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
事
情

が
わ
ず
ら
わ
し
く
な
る
か
ら
だ
。
し
か
も
中
國
人
は
わ
ず
ら
わ
し
さ
と
煩
悶
を
喜
ば
な
い
。
現
在
も
し
小
説

で
人
生
の
敏
陥
を
の

べ
る
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
讀
者
を
し
て
不
快
に
感
じ
さ
せ
て
よ
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
歴
史
上

の
團
圓
で
な
い
も
の

は
、
小
説
で
は
往

々
に
し
て
、
そ
れ
を
團
圓
に
す
る
慮
報
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

に
鷹
報
を
あ

た
え
、
た
が

い
に
騙
す
の

魯
迅
そ
の
小
親
の
思
想

(林
田
)
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だ
。
こ
れ
は
實
に
國
民
性
の
問
題
に
關
係
よ
て
い
る
。

魯
迅
が

『中
國
小
説

の
歴
史
的
攣
遷
』
の
序
文
に
、
中
國
の
小
説
の
歴
史
は
必
ず
し
も
進
化
の
歴
史
で
は
な
く
、
反
復
か
錯
齪
か
の

い
ず
れ
か
で
あ

っ
た
と
の
べ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
が
、
中
國
小
説
史
の
進
化
を
は
ば
む
も
の
に
中
國
の
國
民
性
、
中
國
民
族
の
猫

特

の
思
考
様
式
が
あ

っ
た
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
現
實
を
み
つ
め
、
そ
れ
と
格
圖
す
る
か
た
ち
で
現
實
を
塵
理
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
積
極
的
な
庭
理
に
責
任
を
も
と
う
と
し
な
い
怠
慢
さ
が
、
安
易
に
團
圓
の
鷹
報
を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
れ
で
た
が

い
に
騙
し
あ

っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
小
説
の
筋
書
だ
け

の
こ
と

で
は
な
く
、
實
に
中
國
の
國
民
性
の
問
題
だ
と

い
う
魯
迅
の
な
げ
き

は
、
當
時

の
中
國
の
情
況
の
な
か
に
あ

っ
て
、
切
實
な
批
到
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

五

『
中
國
小
説
史
略
』
の
特
徴
と
し
て
留
意
す
べ
き
も
う

一
つ
の
點
は
、
魯
迅
が
各
時
代
の
小
説
を
論
じ
な
が
ら
展
開
よ
て
い
る
小
説

描
爲
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
小
説
に
關
す
る
藝
術
的
償
値
観
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
今
、

そ
の
す
べ
て
を
紹
介

す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
魯
迅

の
小
説
描
寓
論
と
し
て
典
型
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、
彼
の
小
説
観

に

ア
プ

ロ
ー
チ
す
る

一
つ
の
て
が
か
り
に
し
て
み
よ
う
。

清
代
の
最
も
傑
出
し
た
誠
刺
小
説
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に

『
儒
林
外
史
』
が
あ
る
。
作
者
は
呉
敬
梓
で
、
清
初
雍
正
年
間
の
作
と
さ

れ
る
。
五
十
五
回
に
及
ぶ
所
謂
章
回
小
説
で

一
貫
し
た
主
人
公
が
登
場
す
る
長
篇
小
説
で
は
な
く
、
當
時
の
官
界

に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ

ま
な
人
物
を
描
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
完
結
す
る
短
篇
を
つ
な
い
で
集
成
し
た
作
品
で
あ
る
。
雍
正
時
代
と
い
え
ば
、
明
が
滅
亡
し
て
百
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年
に
も
な
ら
な
い
時
期
で
、
讀
書
人
は
官
界

へ
の
登
龍
門
で
あ
る
科
學

の
試
を
め
ざ
し
て
八
股
文
の
練
達

の
み

に
こ
こ
ろ
が
け
た
時
期

で
あ
り
、
内
な
る
徳
の
涌
養
と
か
か
わ
り
な
く
、
表
む
き
は
聖
賢
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
る
、
い
わ
ば
虚
飾
と
野
心

に
み
ち
た
讀
書
人
で

あ
ふ
れ
て
い
た
。
こ
の
讀
書
人
の
輩
を
實
際
に
見
聞
し
た
呉
敬
梓
が
そ
の
生
態
を
誠
刺
的
に
描
い
た
小
説
が
、

こ
の

『
儒
林
外
史
』
で

あ

っ
た
。

敬
梓
が
描
鳥
し
た
も

の
は
す
な
わ
ち
こ
の
輩
で
、
す
で
に
多
く
は
自
か
ら
聞
見
し
た
と
こ
ろ
に
擦
る
。
し

か
も
彼
の
文
章
は
そ
れ

を
書
き
こ
な
す
に
充
分
な
も
の
が
あ

っ
た
。
だ
か
ら
よ
く
幽
を
て
ら
し
隠
を
も
と
め
て
あ

ま
す
と

こ
ろ
な
く
、
凡
そ
官
師

.
儒

者

・
名
士

・
山
人

・
其

の
問
に
市
井
の
細
民
を
も
、
み
な
紙
上
に
現
身
し
て
聲
態
を
活
爲
し
、
か
の
時
代

の
世
相
を
目
前
に
あ
る

が
ご
と
く
な
ら
し
め
た
。
(中
国
小
説
史
略
、
第
三
十
三
篇

・
清
の
誠
刺
小
説
)

か
か
る
評
償
は
魯
迅
が
爲
實
小
説
と
よ
て
の
描
爲
力
を
呉
敬
梓
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
爲
實
主
義
の
小
説

は
十
九
世
紀
の
後
半
に

台
頭
し
て
き
た
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
の
實
護
的
、
科
學
的
精
神
が
社
會
を
よ
く
観
察
し
て
描
い
た
鳥
實
的
要
素

の
つ
よ
い
小
説
を
意
味
す

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
。バ
ル
ザ

ッ
ク
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、

フ
ロ
ー
ベ
ル
、

ロ
シ
ア
で
は
ゴ
オ
ゴ
リ
ー
、

レ
ル
モ
ン
ト
フ
、
ト
ル
ス
ト
イ
の

諸
作
品
が
そ
の
種
の
小
説
の
顯
著
な
作
家
で
あ

っ
た
。
魯
迅
は
な
か
で
も
ス
ラ
ブ
系
の
爲
實
小
説
の
影
響
を
つ
よ
く
う
け
て
い
た
だ
け

に
、
爲
實
的
要
素
が
強
く
、
誠
刺
の
き

い
た

『
儒
林
外
史
』
の
描
寓
に
ひ
か
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
の
羅
貫
中
の

『
三
國
志
演
義
』
の
人
物
描
爲
に
ふ
れ
て
、
魯
迅
が

「
人
間
を
描
爲
す
る
に
し
て
も
頗
る
失
敗
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
劉
備

の
長
厚
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
し
て
憾
者
ら
し
く
な
り
、
諸
葛
孔
明
の
多
智
を
描
こ
う
と
し
て
狡
猜
な
る
も
の
に
し
て
い
る
。

た
だ
關
羽
に
つ
い
て
は
特
に
好
描
爲
が
多
く
、
義
勇
の
氣
概
は
時
と
し
て
目
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
」
(中
國
小
説
史
略
、
第
十
四
篇
.
元

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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明
傳
來
の
講
史
)
と
論
じ
て
い
る
の
も
、
爲
實
主
義
的
描
爲
論
の
具
體
的
展
開
だ
と

み
て
よ
い
。
關
羽
の
義
勇
の
氣
概
を
描
く
羅
貫
中

の
筆
致
に
、
「目
に
見
え
る
よ
う
な
」
好
描
篤
を

み
と

め
、
お
な
じ
筆
者
の
劉
備
玄
徳
、
諸
葛
孔
明
の
人
物
描
篤

に
、
筆
者
が
も
と
も

と
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
ね
ら
い
と
は
相
違
す
る
描
爲
の
乗
離
現
象
を

つ
く
批
評

が
そ
れ

で
あ
る
。
『中
國
小
説

の
歴
史
的
攣
遷
』

で
は
、
こ
の

『
三
國
志
演
義
』
の
人
物
描
爲
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
お
な
じ
角
度
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

描
爲
が
實
に
過
ぎ
て
い
る
。
好
い
人
を
爲
す
の
に
全
く

一
點
も
悪
い
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
し
て
好
く
な
い
人
を
窩
す
の
に
全
く

一

點
も
好
い
と
こ
ろ
が
な
い
。
其
の
實
、
こ
れ
は
事
實
と
は
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

一
個
の
人
間
は
こ
と
ご
と
く
す
べ

て
好
く
は
な
い
よ
、
ま
た
こ
と
ご
と
く
す
べ
て
悪
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
曹
操
だ
が
、
彼
に
は
政
治
の
上
で
は
彼
の

好
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し
か
し
て
劉
備
、
關
羽
等
に
い
さ
さ
か
も
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
作
者
は
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
た
だ
主
観
的
な
面
に
ま
か
せ
て
描
窩
し
、
往

々
に
し
て
情
理
の
外
に
出
つ
る
人
物
を
つ
く

っ
て
い
る
。
(第
四
講
.
宋

人
の
説
話
と
そ
の
影
響
)

曹
操
を
漢
の
王
室
の
築
奪
者
と
し
て
徹
底
的

に
悪
役
に
描
き
、
劉
備
を
漢
室

の
正
統
な
後
縫
者
と

し
て
徹
底
的
に
善
玉
に
描
く
の

が
、
『
三
國
志
演
義
』
で
あ
る
。
こ
れ
が
當
時
の
民
衆
の
歴
史
観
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
そ

の
小
説
は
市
井
街
巷

の
盛
り
場
で
、
宋
元

時
代
か
ら
演
じ
ら
れ
て
き
た
三
國
時
代
の
故
事
を
内
容
と
す
る
戯
曲
、
講
談
の
類
か
ら
発
展
よ
、
そ
れ
を
小
説
に
集
大
成
し
た
の
が
、

羅
貫
中
で
あ
る
℃
「
實
に
過
ぎ
て
い
る
」
と
魯
迅
が
批
評
す
る
と
き
、
東
晋

の
陳
壽
が
著

し
た
正
史

『
三
國
志
』

の
な
か
の
曹
操
像
な

り
、
劉
備
像
が
彼
の
頭
の
な
か
に
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
羅
貫
中
は
必
ず
し
も

「主
観
的
な
面
に
ま
か
せ
て
描
爲
し
た
」

の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
從
來
か
ら
の
民
衆
史
観
に
羅
貫
中
が
と
ら
わ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
自
由
に
な
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、
自
分

の
目
と
見
識
で
歴
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史
上
の
人
物
を
活
爲

で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
か
か
る

「
實
に
過
ぎ
て
い
る
」
鮫
點
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
小
説
に
は
踏
ま
え

ね
ば
な
ら
ぬ
事
実
が
あ
る
。
そ
の
事
実
を
ま
げ
て
は
な
ら
な
い
が
、
事
実
と
事
実
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
、
作
家
の
想
像
力
が
は
た
ら
く
餘

地
が
あ
る
。
か
く
て
作
家
の
猫
自
の
史
眼
と
見
識
が
歴
史
事
実
の
場
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。

「往

々
に
し
て
情
理
の
外
に
出
つ
る
人
を
つ
く
り
」
「
實
に
す
ぎ
て
い
る
」
と
覧す
れ

ば
、
そ
の
人
物
描
爲
は
爲
実
描
寓

の
原
理
を
ふ

み
は
ず
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
よ
た
爲
実
性
に
訣
け
た

『
三
國
志
演
義
』
と
は
全
く
封
照
的
な
小
説
と
し
て
、
魯
迅
は

清
の
曹
雪
芹
の
小
説

『
紅
櫻
夢
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
人
物
描
爲
を
高
く
評
償
し
て
い
る
。

そ
の
要
點
は
爲
実
描
爲
を
敢
て
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
け

っ
し
て
虚
飾
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
小
説
が
好
い
人
を
完
全
に
好
い

人
と
よ
て
描
き
、
悪
い
人
を
完
全
に
悪
い
人
と
し
て
描
い
て
い
る
の
と
は
大
い
に
異

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

『
紅
櫻
夢
』
に
描

か
れ
る
人
物
は
す
べ
て
眞
な
る
人
物
で
あ
る
。
総
じ
て

『
紅
縷
夢
』
が
現
わ
れ
て
以
後
は
、
傳
統
の
思
想
と
描
爲
法
は
打
破
さ
れ

た
。
(中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
、
第
六
講
・
清
代
小
説
の
四
派
と
そ
の
末
流
)

『
紅
櫻
夢
』
は
清

の
乾
隆
三
十
七
年

(
一
七
九
一
)
に
最
初
の
木
活
字
本
が
で
て
い
る
。
物
語
は
作
者
曹
雪

芹
の
分
身

と

み
ら
れ
る

賞
寳
玉
を
め
ぐ
る
二
人
の
女
性
、
醇
寳
叙
と
林
黛
玉
と
の
愛
情
の
交
流
と
起
伏
を
軸
に
し
て
當
時
の
貴
族
の
華

か
な
生
活
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
魯
迅
は
虚
構
の
世
界
で
も
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
作
者
の
自
己
が
描
か
れ
て
い
な
い
小
説
で
な
け
れ
ば
小
説
と
は
み
な

さ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
魯
迅
が
、
作
者
の
姿
を
投
影
さ
せ
て
、
作
者
の
生
き
た
生
活
環
境
を
如
實
に
描
き
わ
け
た
『
紅
櫻
夢
』
に
爲

実
描
爲
が
あ
り
、
虚
飾
が
な
い
と
み
て
、
高
い
評
債
を
與
え
た
の
は
う
な
ず
け
る
。
先
に
引
用
し
た

『
中
國
小
説
の
歴
史
舶
攣
遷
』
の

一
紅
櫻
夢
』
の
人
物
描
爲
論
の
な
か
で
、
魯
迅
が
は
っ
き
り
と
、
「爲
實
描
爲
」
と
い
う
評
語
を
つ
か

っ
て
い
る

こ
と

に
》
我

々
は
改

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

、
(林
田
)
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め
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
中
國
で
は

『
水
濤
傳
』
『
西
遊
記
』
に

『
金
瓶
梅
』
を
あ
よ
ら

っ
て
、
三
大
奇
書
と
稔
し
て

い
る
が
、

魯
迅
は
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け

『
金
瓶
梅
』
の
も

つ
藝
術
的
香
氣
に
ふ
れ
、
世
態
人
情

の
洞
達
し
た
作
者
の
描
鳥
手
腕
に
舌
を
ま
い

て
い
る
。

作
者
は
世
情
に
關
し
て
は
ま
こ
と
に
洞
達
を
き
わ
め
て
い
る
。
お
よ
そ
形
容
す
る
と
こ
ろ
は
、
或
い
は
の
び
や
か
に
、
或
い
は
つ

ぶ
さ
に
、
或

い
は
深
刻
に
し
て
様
相
を
つ
く
し
、
或

い
は
お
く
ぶ
か
く
識
刺
を
含
み
、
或
い
は

一
時
に
爾

面
を
並
び
爲
し
て
た
が

い
に
照
鷹
さ
せ
、
攣
幻
の
さ
ま
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
小
説
で
こ
れ
以
上
の
手
腕
の
も
め
は
あ
る
ま

い
。
(中
國
小
説
史
略
、
第
十
八
篇
、
明
の
人
情
小
説
)

『
金
瓶
梅
』
の
作
者
は
笑
々
生
と
い
う
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
る
が
、
笑

々
生
が
い
か
な
る
人
物
か
い
ま
だ
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ

こ
で
明
の
嘉
靖
の
人
で
、
當
時
の
名
士
で
も
あ

っ
た
沈
徳
符
は
こ
の
笑

々
生
に
明
代
き

っ
て
の
文
人
王
世
貞
を
擬
し
た
。
こ
の
た
め
王

世
貞
が
か
か
る
淫
書
を
造
り
、
そ
の
紙
に
毒
を
ぬ

っ
て
、
父
の
仇
で
あ
る
嚴
世
蕃
を
殺
そ
う
と
は
か
っ
た
の
だ
と
い
う
ま
こ
と
し
や
か

な
噂
さ
が
巷
間
に
ひ
ら
が

っ
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
作
者
を
王
世
貞
に
擬
す
る
ほ
ど
に
、
こ
の
豪
商
西
門
慶
と
そ
れ
を
と

り
ま
く
三
人
の
淫
婦
を
め
ぐ

っ
て
、
當
時
の
世
情
の
生
態
を
描
き
と
め
た

『
金
瓶
梅
』
は
藝
術
的
に
も
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
書
を
作

っ
た
の
は
專
ら
市
井
間
の
強
夫
蕩
婦
を
爲
す
た
め
で
あ
る
と
謂
う
の
は
皮
相
な
見
解
で
、
本
文
を
讀
め
ば
そ
う
は
い

か
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
西
門
慶
は
も
と
世
家
と
稻
せ
ら
れ
た
絡
紳
で
あ
り
、
た
だ
椹
貴
と
交
わ

っ
た
の
み
な
ら
ず
、
士
大

夫
階
級
と
も
遊
ん
だ
。
だ
か
ら
彼

一
家
の
こ
と
を
書
け
ば
、
す
な
わ
ち
諸
方
面
を
蓋
す
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
下
流
の
言
行
を
描

鳥
し
て
、
こ
れ
に
筆
伐
を
加
え
た
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
(
中
國
小
説
史
略
、
第
十
八
篇
・
明
の
人
情
小
説
)
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・
魯
迅
は

『
金
瓶
梅
』
が
淫
書
だ
と
い
う
悪
名
を
あ
た
え
ら
れ
た
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
し
て
、
當
時
の
社
會
に
淫
風
を
助
長
す

る
風
潮
が
あ

っ
た
と
語
り
、
そ
の
歴
史
的
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。
成
化
の
時
、
方
士
の
李
孜
省
、
僧

の
縫
曉
は
す

で
に
房
中
術
を
献
じ

て
に
わ
か
に
榮
讐
を
得
た
し
、
嘉
靖
年
間
に
も
、
陶
文
仲
が
虚
女
の
経
血
で
造

っ
た
房
中
藥

「
紅
錯
」
を
進
献
し
て
寵
を
得
て
お
り
、

さ
ら
に
盛
端
明

・
顧
可
學
と

い
っ
た
進
士
出
身
者
も
童
貞

の
尿
中
か
ら
造

っ
た
房
中
藥

「
秋
石
方
」
を
献
じ
て
大
官

の
位
を
得
た
。
こ

れ
か
ら
と
い
う
も

の
は
、
人

々
は
智
力
を

つ
く
し
て
奇
し
い
塵
方
藥
を
求
め
、
世
間
は
閨
房
秘
事
を
談
じ
て
恥
と

し
な
く
な
り
、
か
か

る
世
風
が
文
壇
に
も
影
響
し
、
『
金
瓶
梅
』
の
な
か
に
も
、
強
夫
蕩
婦

の
交
情
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
そ
れ
だ

け
を
鳥
す
た
め
の

「
小
説
」
書
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
、
魯
迅
が
こ
こ
で
典
型
化
と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
西
門
慶

と
い
う
豪
商
の

一
家
に
小
説
描
爲

の
焦
點
を
あ
わ
せ
る
方
法
が
い
か
に
明
代
社
會
の
世
情
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間

の
姿
態
を
描
破
す
る

上
に
適
切
で
あ

っ
た
か
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
、
端
的
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

爲
實
的
で
あ
る
か
、
非
爲
實
的
で
あ
る
か
の
問
題
が
描
篇
論
に
か
か
わ
る
場
合
に
、
主
人
公
の
典
型
化
が
う
ま
く
い
つ
て
い
る
か
ど

う
か
に
蹄
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ゴ
オ
ゴ
リ
ー
の
検
察
官
も
、
魯
迅
の
阿
Q
も
い
ず
れ
も
否
定
的
形
象
で
あ
る
が
、
虚
構
の
世
界
で
あ

れ
ほ
ど
生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
は
(
作
者
が
作
中
人
物
の
典
型
化
に
成
功
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
典
型
化
の
方
法
は
二
つ
の
面
で

實
在
感
が
な
け
れ
ば
成
功
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
典
型
化
さ
れ
た
人
物
形
象
が
普
遍
性
を
そ
な
え
て
實
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
が

一
點
で

あ
り
、
そ
れ
が
特
殊
性
を
そ
な
え
て
實
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
他
の

一
點
で
あ
る
。
こ
の
二
點
に
、
實
は
小
説
家
が
典
型
化
に
取
組

む
際

の
成
否
の
鍵
が
あ
る
。
『
阿
Q
正
傳
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
阿
Q
は
な
が
い
間
魯
迅
の
な
か
に
あ
た
た

め
ら
れ
て
い
た
架
空
の
人

物
で
あ
る
が
、
中
國
の
農
奴
と
し
て
描
か
れ
た
阿
Q
が
発
表
當
時
、
葵

劣

譲

人
に
、
自
分
の
.芝

を
誠
刺
し
π
喀

の
で
は
な

魯
迅
そ
の
ゆ
説
の
思
想

轟

(林
田
)
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九
號

い
か
と
思
わ
せ
た
の
は
、
普
遍
性
を
具
え
た
實
在
感
が
阿
Q
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
實
に
は
阿
Q
は
實
在
し

な

か

っ
た
で

あ
ろ

う
し
、
た
と
え
實
在
し
て
い
た
に
し
て
も
、
魯
迅
が
農
奴
の
生
活
を
熟
知
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
中
國
の
農
奴
の
生
活
現
實
よ
り

も
中
國
知
識
人
の
精
紳
構
造
の
観
察
の
ほ
う
に
、
魯
迅
の
目
は
ゆ
き
と
ど
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
中
國
小
説
史
を
講
じ
て
、
彼
は

大
團
圓
を
好
む
中
國
民
族
の
性
格
は
實
人
生
の
敏
陥
を
み
て
、
そ
れ
を
改
め
救
う
た
め
に
煩
悶
す
る
こ
と
を
さ
け

る
と
こ
ろ
か
ら
き
て

い
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
が
、
阿
Q
が
精
神
勝
利
法
の
典
型
だ
と
い
わ
れ
る
の
も
こ
の
團
圓
を
好
む
中
國
知
識
人
の
精

紳
構
造
と
か
さ
な

っ
て
い
る
。
強

い
者
か
ら
抑
歴
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
よ
り
弱
い
者

に
腹

い
せ
を
し
て
う

ざ
を
は
ら
す
や
り
方
、
困
難
な
問
題
に
出
逢
う
と
、
そ
れ
を
直
覗
し
て
解
決
に
つ
と
め
る
こ
と
を
さ
け
る
場
合
に
、
自
分
を
ご
ま
か
し

て
納
得
さ
せ
て
ゆ
く
や
り
方
、
こ
れ
が
所
謂
精
神
勝
利
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
知
識
人
の
精
神
構
造
に
あ
る
典
型
的
な
自
己
欺
隔
の
方

法
で
あ
る
こ
と
を
魯
迅
は
知

っ
て
い
た
。
阿
Q
の
典
型
化
が
普
遍
性
を
且
ハえ
て
實
在
感
を
も

つ
理
由
が
そ
こ
に
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら

阿
Q
も
喜
た
か
ぎ
ら
れ
た

一
定
の
時
間
の
な
か
に
生
き
て
い
る
特
殊
性
の
存
在
で
あ
る
。
辛
亥
革
命
の
時
間
と
空
間
の
な
か
で
生
き
て

い
た
た
め
に
、
農
奴
阿
Q
は
革
命
を
欲
し
、
革
命
窯
を
自
稽
し
て
、
結
局
は
庭
刑
場
に
ひ
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ま
ぎ
れ

も
な
く
農
奴
阿
Q
が
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
時
間
と
空
間
の
特
殊
性
が
存
在
し
て
い
た
。
も

っ
と
も
痛
切
に
革
命
を
欲
し
た

阿
Q
は
革
命
か
ら
裏
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
。
阿
Q
の
典
型
化
が
特
殊
性
を
具
え
て
實
在
感
を
も

つ
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

『
金
瓶
梅
』
の
主
人
公
西
門
慶
は
明
代
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
の
典
型
的
な
ス
テ

ロ
タ
イ
プ

で
あ

っ
た
。
『金
瓶
梅

』
の
作
者
が
こ
の
人

物
を
作
中
の
主
人
公
に
設
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
小
説
が
明
代
社
會
の
現
實
を
観
察
し
た
鳥
實
小
説
と
し
て
成
功
し
た
秘
密
が
あ

っ

た
。
魯
迅
は
、
そ
れ
を
知
り
、
そ
れ
を
高
く
評
償
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
『
金
瓶
梅
』
が
爲
實
小
説
と
し
て
す
ぐ

れ

る

の
は
、
西
門
慶
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の
典
型
化
が
、
そ
の
普
遍
性
と
特
殊
性
を
具
え
て
實
在
感
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
あ
き
ら
か
に
魯
迅
に
あ

っ
た
こ
と
を
告
げ

る
も
の
で
も
あ

っ
た
。

六

魯
迅
の
小
説
観
を
要
約
す
る
と
、
小
説
の
な
か
か
ら
道
義
的
な
懲
勧
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と

い
、兄
る
。
云

い
換

、兄
る
な
ら

ば
、
小
説
が
つ
く
り
も
の
と
し
て
の
面
白
さ
を
も
ち
、
そ
の
面
白
さ
を
と
お
よ
て
人
生
社
會
を
考
え
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
小
説

観
で
あ
る
。
魯
迅
が
修
身

の
教
科
書
と
小
説
を
匿
別
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ

っ
た
の
は
、
小
説
に
關
す
る
中
國
特
有
の
思
想
環
境
が
外

に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

小
説
は
街
談
巷
語
で
道
の
大
事
と
か
か
わ
り
の
な
い
こ
ぱ
な
し
だ
と
規
定
し
た
の
は
、
班
固
の

『漢
書
』
藝
文
志
で
あ
る
。
班
固

の

分
類
で
は
諸
子
の
な
か
に

一
鷹
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
雑
家
の
末
に
つ
ら

ね
る

に
す
ぎ

な
い
。
小
説
が
人
生

の
大
事
を
語
る
大

道
と
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
く
、
市
井
で
娯
樂
と
し
て
語
り
つ
が
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
班
固

は
古
代

に
は
稗
官
と

い
う
小
吏
が
い
て
、
そ
う
し
た
片
々
た
る
こ
ぱ
な
し
を
集
め
て
、
政
治

の
参
考

の
具
に
供
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
、兄
る
。
こ
れ
が
後

漢
の
時
代
か
ら
中
國
の
思
想
環
境
の
な
か
に
あ
る
根
強
い
功
用
主
義
で
あ
る
。
民
間
に
傳
承
さ
れ
て
き
た
小
説

に
は
、
こ
の
種

の
功
用

主

義
が
入
り
こ
む
餘
地
は
な
か
っ
た
。
功
用
主
義
の
思
想
環
境
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
儒
教
的
知
識
人

の
思
考
で
あ
る
。
詩
に
く
ら
べ

て
、
小
説
を
は
る
か
に
蔑
覗
し
た
知
識
人
は
勧
善
懲
悪
の
思
想
の
網

の
目
の
な
か
に
、
こ
ぱ
な
し
さ
え
も
と
り
こ
む
精
神
的
風
土
を
形

成

し
て
い
た
。
こ
の
精
碑
的
風
土
の
な
か
で
、
知
識
人
が
書
く
小
説

に
政
治
と
道
徳
に
癒
着
す
る
傾
向
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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い
っ
こ
う
に
不
思
議
な
現
象
と
は
い
裏
な
か
り
た
。
こ
の
傾
拘
を
極
功
排
除
す
る
の
が
魯
迅
の
小
説
観
で
泌
乃
四

清
の
初
め
に

『
柳
齋
志
異
』
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
な
ど
文
語
で
か
か
れ
た
短
篇
小
説
集
が
現
わ
れ
て
く
る
が
、

こ
れ

は
様
式
内
容
か

ら
み
て
六
朝
の
志
怪
小
説
、
唐

の
傳
奇
小
説

の
復
活
現
象
で
あ

っ
た
。
『
柳
齋
志
異
』
『
閲
微
草
堂
筆
記
』
の
二
書

は
、
そ
の
種
の
小
説

と
し
て
傑
出
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
襲

っ
た
梁
薫
辰
の

『
地
上
常
筆
記
』
、
許
奉
恩
の

『
里
乗
』
-な
ど
の
小
説
液

つ
淋
て
、
魯
迅
は

「
盛
ん
に
禍
幅
の
こ
と
を
つ
ら
ね
て
專
ら
勧
懲
を
主
止
し
て
お
り
、
す
で
に
小
説
と

い
う
に
た
り
な
い
」
と
よ
り
ぞ
け
て
い
る
。
こ
こ

に
も
、
魯
迅
の
卒
直
な
小
親
認
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

.

一

〆

唐
代
の
傳
奇
小
説
は
六
朝
時
代
に
現
れ
た
志
怪
小
説
に
種
を
も
と
め
て
は
い
る
が
、
は
じ
め
て
小
説
を
意
識
的

に
構
想
し
、
創
意
工

夫

を
こ
ら
し
た
と
み
る
魯
迅
の
評
債
は
す
こ
ぶ
る
高
い
。
『
中
國
小
説
史
略
』
の
第
八
篇

「
唐
代
の
傳
奇
文
」
を

み
る

と
、
ー明
の
胡
慮

麟

が

「攣
異

の
談
は
六
朝
に
盛
ん
に
な
り
、
然
れ
ど
も
多
く
舛
誰
を
傳
録
し
、
未
だ
必
ず
し
も
幻
設
の
語
を
壼
さ
ず
。
唐
人
乃
ち
意
を

作
し
て
奇
を
好
む
に
至
り
て
、
小
説
に
假
り
て
以
て
筆
端
に
寄
オ
」
と
」
傳
奇
小
説
の
特
質
を
論
じ
た
文
章
を
引

い
て
魯
迅
は
、
そ
れ

に
ふ
か
く
共
鳴
し
て
い
る
。
胡
鷹
麟
の
所
謂

「作
意
」
「
幻
設
」
と
は
、
-小
説
を
意
識
的
に
創
造
す
る
虚
構
の
世
界
を
意
味
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

傳
奇
小
説
が
流
行
し
た
當
時
は
、
韓
愈
、
柳
宗
元
な
ど
の
古
文
派
の
文
人
た
ち
が
活
躍
よ
た
時
期
で
も
あ
る
が
、
彼
ら
に

「
汚
者
王

承
幅
傳
」、
「
種
樹
郭
嚢
駝
傳
」
蹴
ど
い
ず
れ
も
意
識
的
に
創
造
さ
れ
た
幻
設
文
が
あ
り
、
内
容
も
傳
奇
と
頗
る
近

似
し
て
い
る
こ
と
を

の
べ
た
魯
迅
は
、
こ
れ
と
傳
奇
文
と
の
ち
が
い
を
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
韓
柳
の
幻
設
文
が
玩
籍

の

「
大
人
先
生
傳
」
、

陶

淵
明
の

「桃
花
源
記
」
「
五
柳
先
生
傳
」
な
ど
の
流
れ
を
汲
必

庵

の
で
」
[
寓

君
を
本
と
し
て
、
文
詞
を
末
と
し
た
」
の
に
く
ら
べ
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て
、
傳
奇
小
説
は

「
そ
の
源
は
思
う
に

(
六
朝
の
)
志
怪
か
ら
出
て
、
こ
れ
に
文
飾
を
ほ
ど
こ
し
、
そ
の
波
瀾
を
ひ
日ろ
げ

た
も

の
で
あ

る
。
だ
か
ら
出
來
上

っ
た
も
の
は
特
異
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
謁
喩
に
託
し
て
牢
愁
を
の
べ
、
禍
幅
を
談
じ
て
懲
勧
を
寓
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
文
采
と
意
想
を
目
的
と
し
て
い
た
」
(中
國
小
説
史
略
、
第
八
篇

・
唐
の
傳
奇
文
)
と

し
て
爾
者

の
間

に
戴
然
た
る
差
異
を
認
め
て
い
る
。
唐
代
の
傳
奇
小
説
の

一
部
が
、
な
か
に
政
治
と
道
徳

に
か
か
わ
る
誠
刺
と
懲
勘
を
寓
す
る
こ
と
で

は
、
韓
愈
、
柳
宗
元
の
幻
設
と
共
通
し
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
の
傳
奇
小
説

の
ね
ら
い
は
、
「
文
采
」
と

「
意
想
」、

つ
ま
り
修
餅
と
構

想
の
な
か
で
奇
異
な
出
來
事
を
爲
す
こ
と
に
あ

っ
た
と
、
魯
迅
は
み
て
い
る
。
魯
迅
は
渤
善
懲
悪
の
道
徳
的
、
宗
教
的
要
素
、
誠
喩
教

化
の
政
治
的
要
素
を
極
力
排
除
し
、
修
餅
と
構
想
の
要
素
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
小
説
観
を
成
立
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
知
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
魯
迅

の
小
説
史
観
が
も

っ
と
も
明
快
に
表
明
さ
れ
て
い
る

の
は
、
『
中
國
小
説

の
歴
史
的
攣
蓬

』
の
第
四
講

「宋
人
の

説
話
及
び
影
響
」

に
お
い
て
で
あ
る
。

傳
奇
小
説
は
唐

の
滅
亡
の
時
に
絶
え
て
よ
ま

っ
た
。
宋
朝
に
な
る
と
傳
奇
を

つ
く
る
も
の
も
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
お
お
い
に
お
な

じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
唐
人
は
大
抵
時
事
を
描
鳥
し
た
が
、
宋
人

の
は
多
く
古
事
を
講
じ
て
い
る
し
、
唐
人
の
小
説
は
教
訓
が

少
な
い
が
、
宋
人
の
は
極
め
て
教
訓
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
お
お
む
ね
唐
の
時
に
は
講
話
は
自
由
で
あ
り
、
時
事
を
鳥
し
た
け
れ

ど
も
、
蝸
い
を
こ
う
む
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
宋
の
時
は
忌
誰
が
し
だ
い
に
多
く
な
り
、
文
人
は
法
の
網
の
目
を

さ
け
て
古
事
を
講
じ
た
の
だ
。
加
え
て
宋
の
時
は
理
學
が

一
時
に
き
わ
め
て
盛
ん
で
、
そ
れ
で
小
説
も
ま

た
理
學
化
し
、
小
説
に

教
訓
を
含
く
ま
ね
ば
云
う
に
足
り
な
い
と
考
え
た
。
し
か
よ
文
藝
の
文
藝
た
る
所
以
は
教
訓
で
あ
る
こ
と
を
喜
ば
な
い
。
も
し
小

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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説
を
修
身

の
教
訓
書
に
攣
・兄
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
文
藝
と
い
え
よ
う
、
宋
人
は
な
お
傳
奇
を
つ
く

っ
た
け
れ
ど
も
、
私

が
傳
奇
は
絶
え
て
よ
ま

っ
た
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。

魯
迅
の
小
説
観
は
文
藝
が
教
訓
道
徳
か
ら
自
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
道
徳
の
他
律
的
支
配
の
も
と
に
、
小
説
が
書
か

れ
る
こ
と
を
嫌
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
文
藝
の
純
粋
性
、
文
藝
の
藝
術
性
を
主
張
す
る
文
學
論
で
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
よ

な
が
ら
、
魯
迅
の
小
説
観
は
そ
こ
に
の
み
と
ど
ま

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は

「唐

の
時
に
は
講
話
は
自
由
で
あ
り
、
時
事
を
爲
し
た
」
と

い
う
彼
の
發
言
に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
清
初
の
紀
陶
の
小
説
集

『閲
微
草
堂
筆
記
』
に
つ
い
て
の
魯
迅

の
批
評
を
み

れ
ば
、
こ
の
問
題
を
具
體
的
に
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

彼
が
つ
く

っ
た

『
閲
微
草
堂
筆
記
』
は
完
全
に
六
朝
を
模
倣
し
、
質
を
尚
び
華
を
よ
り
ぞ
け
、
敲
述
は
簡

略
で
あ
り
、

つ
と
め
て

唐
人
の
作
法
を
さ
け
た
。
そ
の
話
の
材
料
は
だ
い
た
い
紀
陶
み
ず
か
ら
が

つ
く

っ
た
も
の
で
、
多
く
は
狐
鬼
の
話
を
か
り
て
社
會

を
攻
撃
し
て
い
る
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
彼
自
身
は
狐
鬼
を
信
じ
な
い
人
で
あ
る
が
、
彼
は

一
般
の
愚
民
に
た
い
し
て
紳
道

を
も

っ
て
教
・兄
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
非
常
に
侃
服
す
べ
き
部
分
を
も

っ
て

い
る
。
彼
は
乾
隆
の
間
、
法
律

の
も

っ
と
も
き
び
し
い
時
代

に
生
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
文
筆
を
か
り
て
社
會
上
に
通
用
し
な
い
禮

法
や
で
た
ら
め
な
習
俗
を
攻
撃
し
て
い
て
、
當
時

の
目
で
み
れ
ば
、
眞
に
氣
魂
を
も

つ
大
人
物
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
末
流
に
い
た
る
と
、
彼

の
社
會
攻
撃
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
紳
道
を
も

っ
て
教
え
よ
う
と
す
る

一
面
的
な
意
味
を

學
ぶ
だ
け
で
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
派
の
小
説
は
ほ
ぼ
勧
善
の
書
に
攣
わ

っ
て
し
ま

っ
た
。
(中
國
小
説
の
歴
史
的
攣
遷
、
第
六
講

・

清
の
小
説
四
派
と
そ
の
末
流
)
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紀
陶
の
筆
記
小
説
の
主
な
る
内
容
は
狐
鬼

の
談
で
あ
り
、
鬼
神
の
情
状
を
語
る
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
そ
の
志
怪
者
流
の
奇
諌
の
な
か

に
あ

っ
て
、
彼
は
清
朝
異
民
族
支
配
の
最
も
き
び
し
い
法
紀
を
か
い
く
ぐ
り
、
人
間
を
抑
塵
す
る
習
俗

へ
の
忌
揮

の
な
い
誠
刺
を
ひ
そ

ま
せ
た
の
で
あ
る
。

文
學
が
道
徳
の
道
具
に
な
る
こ
と
を
嫌

い
、
極
力
文
學
の
自
律
性
を
説
い
た
魯
迅
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
文
學
が
藝
術
の
高
さ
に
お

い
て
社
會
批
到
に
有
効
に
機
能
す
る
ち
か
ら
を
も
つ
こ
と
を
、
け

っ
し
て
否
認
し
て
は
い
な
い
。
小
説
は
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
な
藝

術
性
を
具
え
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
か
ぎ
ら
れ
た
現
實
の
時
間
と
空
間
の
な
か
で
時
代
的
特
殊
性
を
あ
わ

せ
も
つ
も
の
で
あ
る
。

作
家
は
そ
の
特
殊
性
の
造
形
な
か
で
當
面
す
る
社
會
的
現
實
と
な
ん
ら
か
の
意
味
で
か
か
わ

っ
て
ゆ
か
ざ
る
を

え
な
い
。
文
學
が
そ
れ

自
體
と
し
て
絶
封
的
な
債
値
が
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
と
こ
ろ
に
、
文
學
の
自
律
性
を
つ
ね
に
問
い
か
け
て
き

た
魯
迅
の
文
學
的
態
度

は
、
現
實
参
加
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
喪
失
よ
、
た
だ
勧
善
の
具
に
堕
し
て
し
ま

っ
た
清
末
の
小
説
に
假
借
な
き
批
剣
を
浴
び
せ
た
の
で
あ

る
。
か
か
る
彼
の
文
學
的
態
度
は

『
中
國
小
説
史
略
』
や

『中
國
小
説

の
歴
史
的
憂
遷
』
で
中
國
の
小
説
史
を
講

じ
る
さ
い
に
も
、

な

お
顯
著
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
未
成
熟
で
は
あ

っ
た
が
、
新
し
い
時
代
の
要
請
と
し
て
一
八
九
〇
年
代
の
後
半

に
登
場
し
た
小
説
の
思

想
は
、
僅
か
に
二
〇
年
の
歳
月
を
経
過
よ
た

}
九
二
〇
年
代
の
魯
迅
の
小
説
観
に
い
た
っ
て
、
か
く
も
豊
か
な
成
熟
を
み
た
こ
と
自
體

驚
異
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

久
し
い
問
、
、中
國
の
知
識
人
の
間
に
あ

っ
て
賎
蔑
覗
さ
れ
て
き
た
小
説
が
、
そ
の
内
在
的
な
債
値
に
お
い
て
、
詩
や
書
書
に
劣
ら
ぬ

藝
術
で
あ
る
こ
と
を
見
直
し
、
社
會
的
所
産
と
し
て
の
小
説
を
時
代
の
社
會
と
思
想
の
情
況
と
の
か
か
わ
り
の
な

か
で
、
歴
史
的
に
把

握
し
た
の
は
、
こ
の
魯
迅
の

『
中
國
小
説
史
略
』
に
は
じ
ま
る
。
清
末
、
嚴
復
、
梁
啓
超
の
小
説
重
現
は
そ
れ
が
人
間
の
教
育
、
政
治

魯
迅
そ
の
小
説
の
思
想

(林
田
)
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の
刷
新
に
有
効
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
る
が
故
の
提
唱
で
あ

っ
た
。
黄
摩
西
、
王
國
維

の
純
美
性

を
も
と
め
る
小
説
論
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
美
學
か
ら
の
か
り
も
の
で
よ
か
な
か

っ
た
。
魯
迅
の

「小
説
の
思
想
」
は
こ
れ
ら
の
清
末

の
小
説
論

の
影
響
を
う

け
な
が
ら
、
そ
れ
に
あ
ら
が
い
、
そ
れ
を
こ
、兄
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
小
説
の
思
想
家
と
し
て
の
魯
迅

の
偉
大
さ

が
あ
る
と
い
え
る
。
小
説
を
外
在
的
な
償
値
で
は
か
る
こ
と
で
、
小
説

の
償
値
を
見
直
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
從
來

か
ら
の
小
説
賎
蔑

の
償
値
観
を
裏
返
し
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
中
國

の
小
読
が
西
欧

の
小
説
美
學
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
か
た
ち
で
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
中
國
小
説
固
有
の
普
遍
性
と
特
殊
性
を
相
殺
す
る
こ
と
に
な
る
。

魯
迅
は
そ
の
い
ず
れ

の
方
法

に
も
よ
ら
な
か

っ
た
。
彼
は
ま
ず
中
國
小
読
を
文
献
的
に
校
勘
整
理
す
る
入
念
な
基
礎
作
業
か
ら
は
じ

め
て
、
そ
れ
に
關
す
る
奮
聞
資
料
を
で
き
る
だ
け
あ

つ
め
、
中
國
小
説
の

一
っ

一
つ
の
内
容
の
特
質
に
た
ち
い
り
な
が
ら
、
そ
の
縫
承

發
展
の
方
向
を
お
さ
・兄
る
と
い
う
地
道
な
手
績
き
を
と
お
し
て
、
彼
な
り
の
中
國
小
説
の
專
史
を
つ
く

っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
中
國

小
説
の
固
有
の
思
想
と
様
態
に
綿
密
に
し
て
冷
嚴
な
観
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
清
末

一
つ
の
思
想
と
し

て
た

ち
あ

ら
わ
れ
た

「
小
説
の
思
想
」
を
、
魯
迅
は
誰
よ
り
も
着
實
に
、
誰
よ
り
も
豊
か
に
成
熟
し
た
か
た
ち
で
、
自
己
の
内
に
形
成
す
る
こ
と
を
可
能
に

し
た
ま
こ
と
に
稀
有
な
思
想
家
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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