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●

か

わ

か

み

・
ひ

さ

と

し

】
般

に
、
歴
史

小
読

と
よ
ば
れ

て
い
る
故
事
新
編

は
魯
迅
交

学
の
な

か
で
ど

の
よ
う
な
地
位

を
し
め

て
い
る
の
か
。
小
読

、
雑

文
と

い

う
二

つ
の
大
き
な
流

れ
に
封

し
故
事
新
編
は
ど
ん
な
場

所

に
位
し

て
い
る
か
。
ま
た
野
草

や
爾
地
書

と

の
關
係

は
?

こ
れ
ら

の
こ
と
は

未

だ
あ
き
ら
か

に
さ
れ

て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
魯

迅

の
小
読
集
哨
城
と
彷
裡

に
つ
い
て
は
す

で
に
多
く

の
人
が

多
く
を
論
じ

て

い
る
、.

だ
が
故
事
新
編

に
つ

い
て
は
蓼

々
と
し
て
少

い
。
私

の
知

る
か
ぎ
り

で
は
中
國

で
は
雪
葦

の
魯
迅
散
論
中

の
關
干

故
事
新

編
、
文
藝

報

一

九

五
三
年
第

一
四
號

に
の
つ
た
伊

凡

の
魯

迅
先

生
的
故
事
新
編

が
ま

と
ま

つ
た
も

の
で
、
そ

の
他

多
く

の
魯
迅
研
究
書

に

の
つ
て
い
る
が

い
す

れ
も
断
片
的
な

も
の
で
問
題

に
な

る
も

の
で
は
な

い
。

わ
が
國

で
は

つ
と

に
竹
内

好
氏
、
そ

の
後

で
は
武

田
泰
淳

氏

の
魯

迅

と

ロ
マ

ン
チ

シ
ズ
ム
ぐ
ら

い
で
は
な

い
か
と
思
う
。
哨
賊
が
彷
裡

に
く
ら

べ
て
故
事
新
編

に
つ
い
て
論
す

る
も

の
が
少

い
と

い
う
こ
と

に
は
、
そ

れ

だ
け

の
理
由
が
あ

る
。
故
事
薪
編

の
う

ち
に
は
何
を
主
題

に
し
て
い
る

の
か

さ
え
よ
く
判
ら
な

い
も

の
も
あ
る
し
、
ま

た

一
九
二

二
年

か
ら

一
九

三
五
年
ま

で

の
十

三
年

に
わ
た

つ
て
書
か
れ
た

歴
史

的
故
事

を
題
材

に
し
た
八
篇

が
、
魯
迅
自
身

に
よ

つ
て
故
事
新
編

の
名

の

も

と

に

一
つ
の
集

に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
た

め
歴
史

小
読

と

い
う
観
念

に
と
ら
わ
れ
す
ぎ

る
と

い
う

こ
と
も
あ
ろ
う
。
と

に
か
く
故

事
新

故

事

新

編

論

H
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人

丈

研

究

第

九

輯

編

は
難

物
だ

か
ら

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
最
近

で
は
す

こ
し
づ

」
故
事
新
編

を
論
す

る
も

の
が
出

て
き
た
、
た
と

乏
ぱ
檜
山
久
雄
氏

の

「
故

事
新
編
」
お
ぼ
え
が
き

(
申
國
丈
学
会
編

集
北
斗

一
九

五
四
年
創
刊
號
)

。

こ
れ
は
魯
迅
研
究

の

一
歩
前
進
を
示
し

て
い
る
か
少

く
と
も

示
そ
う
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
雪
葦

の
故
事
新
編

論
お
よ
び

こ
れ

に
封
す

る
伊

凡

の
反
論
は

こ

の
意
味

で

一
つ

の
エ
ポ

ッ
ク
を
劃
す

も

の
と
い
之
る
だ
ろ
う
。

故
事
編
新

が
異
種

の
二

つ
の
材
料
を

も

つ
て
構
成

さ
れ

て
い

る
こ
と

は
あ
き
ら

か
な
事
實

で
あ
る
。

こ
の
二
つ

の
部
分

に
封
す
る
研

究
、
評
便

の
ち

が
い
が
故
事
新
編

に
封
す

る
二

つ
の
相
異

つ
た

論

議

の
根

源

を

な
し

て
い
る
。

二
つ
の
材
料
、

二

つ
の
部
分
と

い
う

の

は
、

い
う
ま

で
も
な
く
古

代
紳
話
、
傳
読

に
も

と
つ

い
た
古
籍

に
關
す

る
も
の
と
、
現
代

の
事
柄

や

現
代
の
人
物

を
材

料
に
し
た
部
分
と

で
あ

る
。
こ

の
二
種

の
観
黙

は
雪
葦

の

「
故
事
新
編

に
つ
い
て
」

(
關
於
故
事
新
編

)
お
よ
び

こ
れ

に
蜀
す

る
伊

凡

の
批
判

「
魯

迅
先
生

の
故
事
新
編

」

(
魯
迅
先
生
的
故
事
新

編

)
に
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
雪
葦

に
よ
る
と
、
故
事
新
編

は
小
読

の
内
容

か
ら

デ

ィ
ー

テ
イ
ル
に
い
た

る
ま

で
古
籍

に
根
擦

を
も

つ
て
お
り

、
そ
れ
ら

の
材
料
を
綜
合
し
た

も

の
で
あ

る
と
し

て
原
典

を

一
い
ち
あ
き
ら
か
に
し

て
い
る
。
そ

し

て
こ
の
出
典

の
研
究

が
彼

の
論
文

の
主
要
内
容
と
な

つ
て
お
り
、
じ

穿

つ
そ

の
論

文

の
過
孚

は

こ
の
研
究

に
し
め
ら
れ

て

い
る
。
も

つ
と
も
雲
葦
は
大

い
に
出
典

に
力
を
注

い
で
は

い
る
が
、
出
典

の
と
お
り

に
物
語

を
叙

述
し
た

い
う
と

こ
ろ

の

「
教

授
小
読

」

と
も
認
め

て
は

い
な

い
、
そ
う

い
う
見
方

は
誤
り

で
あ

る
と
も

い
つ

て
い
る
。
故
事
新

編
は
古
籍

に
取
材
し

て
い
る
と
は

い
え
現
代

の
事

實
も
ま
た
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ

こ
で
こ
の
鮎
が
彼

の
研
究

の
第

二

の
内
容

と
な

つ
て
い
る
。
彼

は
現
代

の
事
實
を
榊

話

、
傳
読

の
補
充
ま
た
は
挿
話

と
し
て
輕
く

取
り
扱

い
、
古
籍

に
封
し

て
從
属

的
地
位

に
あ
る
と

み

て
い
る
。

つ
い
で
彼

は
現
代
人

の
材

料
を
も

と
り
あ
げ
、
古
代
紳
話
や
傳
読
を
改
め

て
小
読

に
書
き
な
お
し
た

こ
と
は
反
歴
史
主
義

で
は
な

い
と

い
う
議

論
を
展
開

し
、
そ

の

理
由
と
し

て
次

の
よ
う

に
い
う
。
第

一
、

こ
の
補
充

は
傳
読
そ
れ
自
髄

が
必
要
と
す

る
も

の
で
そ

の
本
質
的
構
成
部
分
と
な

つ
て
い
る
。

第

二
、
こ

の
補

充
は
傳
読
自
髄

と
し
て
必
須

で
は
な

い
が
許

さ
る
べ
き

で
あ

る
。
す
な

わ
ち
そ

の
自
然

と
完

全
さ
を
破
ら
な

い
と

い
う
條
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件

の
も
と

で
、
傳
読

を
充
實

し
そ

の
職
闘
的
内
容

と
敏
育
的
意
義

を
強

め
て

い
る
。
第

三
、

こ

の
補

充
は
紳
話
或

い
は
傳
説

を

「
現
審
誠

刺

」
の
道
具
と
な

し
、
古
代

を
現
代

に
か
え
る
も

の
で
は
な
く
、
そ

の
反
封

で
あ

る
。

こ
れ

に
男

し
伊
凡
は
故
事
新
編
を
物
語

の
形
式

で
書

い
た
雑

文
と

い
つ
て
も
よ

い
と

い
う
立
場

で
あ
り
、
魯

迅

の
目
的

は
古
人

を
え

が
く
歴
史

小
読

に
あ

る
の
で
は
な
く
、
暗
黒
勢
力

へ
の
投
槍

と
し

て
の
雑
文
性
を
強
調

し

て
い
る

の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、

二
人
と
も
故

事
新
編

の
取
材

の
二
つ
の
部
分
を
否
定

し
て
い
な

い
し
、
ま
た
形
式

と
し

て

の
歴
史

小
詮

も
否
定

し

て
い
な

い
。
問
題

は
内
容

で
あ

る
。

い
つ
た
い
、

一
九
二
二
年

か
ら

一
九

三
五
年
ま

で
の
十
三
年
間

に
紳
話
、
傳
読
を
材

料

に
し

て
書

か
れ
た

八
篇

の
小
論

が
歴
史

的
題
材
と

い
う
窯

で
統

一
さ
れ
な

が
ら

、
思
想

的

に
も
文

学
的

に
も

い
ろ

い
ろ
な
傾
向
を
内
包

し

て
い
る
の
は
當
然

で
あ

る
。
補
天

が

一
九

二
二
年

十

一
月
、
鏡
創
と
奔
月

が

一
九
二

六
年

の
十
月
と

十
二
月
、
非
攻

が

一
九

三
四
年
八
月
、

理
水

、
釆
薇
…、
出
關
、
起
死
が

一
九
三
五
年
十

一
月
か
ら
十

二
月

の
間

に
書

か
れ

て
い
る
。

こ

の
十
三
年
間
と

い
う

の
は
魯

迅

の
思
想
上
か
ら
も
交
学
上
か

ら
も
ま
た
墜
史

観
か
ら

い
つ

て
も
、
誰

に
も

あ
き
ら
か
な
よ
う

に
相
異

つ
た

二

つ
の
時
代

に
わ
か
れ

て
い
る
。

こ
の
二

つ
の
時
代
を

み
す

に
歴
史

小
読

の
名

の
も

と

に

故

事
新
編
を
論

す

る
こ
と
は
正
當

と
ば

い
え
な

い
だ

ろ
う
。
ま
た
編
迅

の
思
想
や
文
学

の
ほ
か

に
歴
史
論
と

い
う
か
歴
史
襯

と

い
つ
た
も

の
も
考
慮

せ
す

に
故
事
新
編

を
論
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。

し
た

が
つ
て
、

こ

」
で
は
魯

迅

の
前
期

に
屡
す

る
補
天
、
錆

劒
、
奔
月

の
三

篇
と
後
期

の
五
篇

を

一
慮
匝
別

し
て
考

え

て
み
た
ら
ど
う
か
。
魯

迅
は

一
九

「
八
年
か
ら

一
九
二

五
年
ま

で

の
間

に
二
十
五
篇

の
小
読
を

書

い
た

き
り
そ

の
後
小
読
が
書

け
な
く
な

つ
た
、
そ

の
主
観
的
客
観
的

理
由

に

つ
い
て
は
す

で

に

「
魯

迅

の
雑
文
」
に
書

い
た

と
お
り

で

あ

る
。
小
読
も
雑
文
も
暗
黒
砒
会
攣
革

の
武
器

で
あ
る

こ
と

に
攣
り
は
な

い
が
、
小
論

に
お
い
て
特
徴

的
な

の
は
典
型

の
創
造

で
あ
る

の

に
封
し
、
雑
文

で
は
理
論

の
形
象
化

と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
そ

の
理
論
或

い
は
思

想
が
き
わ
め

て
職
闘
的

で
あ
る
。
魯
迅

の
創
造

し
た
典

型
的
人
物
は
暗

黒
肚
会

の
否
定

的
人

物
が
多

い
、
そ
う
い
う
共
通
性

に
も
か
＼
わ
ら
う
そ
れ
ぞ
れ
が
猫
立
し
た
個

性
と

二
。
ウ

ア

ン
ス
を

も

つ
て
い
る
。
巴
入

の
文
学

論
稿

に
ょ

る
と
三
種

に
δ
類

し

て
、

一
つ
は
封
建
計
会

に
生
れ
た

人
物
を
描

き
そ

の
病
根

を
治
,療

し

散

事

.
新

編

論

e
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ノ

人

丈

研

究

第

九

輯

よ
う
と
し
た
も

の
、

二
、
感
情

に
お

い
て
諒

と
す
る
も
理
性

で
は
否
定

さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
人

物
、
三

、
自
然
淘
汰

の
う
ち

に
波
落
し

て
ゆ

く
姿

を
描
か
ざ

る
を
え
な
か

つ
た

が
、
愛
憐

を

い
だ

い
た
人
物
。
第

一
に
腐

す
る
も
の

で
代

表
的
な

の
は
阿
Q

で
あ
り

、
第

二

の
も

の
は

頭
髪

の
こ
と

の
N
君

、
酒
櫻
上

に
て
の
呂
緯

甫
、
孤
猫
者

の
魏

蓮
受

、
傷

逝

の
消
生
、
第

三

は
故
郷

の
閏

土
、
観
輻

の
鮮
林
媛
、
離
婚

の

愛

姑

で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
人
物

の
ほ
と
ん
ど
は
實
在

の
人
物
が
直
接
間
接

に
据
大
或

い
は
潤
色

遷
れ

て
い
る
ぱ
あ

い
が
多

い
。

(
周
遽

壽

著

魯
迅
小
読
裏
的
人
物
参
照
)
と

こ
ろ
が
故
事
新

編

の
前
期

三
篇
と
な

る
と
違

う
、
こ
れ
ら
は
竹
内
好
氏

の
い
わ
れ
る
よ
う

に
題
材
が
ち

が

つ
て
い
る
だ
け
で
作

風
か
ら

み
れ
ば
哨
城
や
彷
裡

の
な
か

に
含
ま
れ
る
と
臨
い
え
る
が
、
典
型

の
黙
か
ら

み
れ
ば
以
上
三
種

の
中

に
は

入
ら
な

い
。

こ
れ
ら
は
現
實

の
暗
黒
砒
会

に
取
材

し
た

の
で
は
な
く
古
籍

に
よ

つ
て
お
り
、

こ
れ
ら
は

い
す

れ
も
詩

的
、
幻
想
的
、
物
語

的

で
あ
つ

て
、

理
論

の
具
象
化
と
し

て
の
雑
文

性
は
稀

薄

で
あ

る
。
も

つ
と
も
稀
薄
な

だ
け

で
な

い
わ
け

で
は
な

い
。
さ
ち

に
題
材

が
ち

が

つ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
大
切

で
あ
る
。
作
家
は

主
題
思
想

を
多
数

の
題
材

の
う
ち
か
ら

取
捨
選
揮

し
そ

れ
を
組
織
す

る
が
、
魯

迅
は

題
材
を
異

に
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
何
を
意
圖
し
た
か
。

一
九

二
六
年

に
書

い
た
鋳
劒

、
奔
月

の
二
篇

は
し
ば
ら
く
お
き
補
天
だ
け
が
哨
城

時
代

の
作
品

で
あ
り
、
そ

の
他

の
七
篇
は
す

べ
て

哨
賊
と
彷
径
以
後

の
も

の
で
あ

る
。
作
風
か
ら

い
つ
て
哨
城

に
入

る
こ
の
作
品

が
じ

罫
つ
作
者

に
よ
つ

て

一
旦
は
入
れ
ら

れ
な
が
ら
後

に

は
故
事
新
編

に
移

さ
れ
た
理
由

に
つ

い
て
は
成
彷

吾
が

ほ
か

の
作
品

を
け
な

し
て
こ
れ
だ
け
を
ほ
め
た
か
ら
だ
と

い
う
。

こ
れ
は
ほ

ん
と

う
だ
ろ
う
、
だ
が
そ

れ
以
上

の
理
由

が
あ
る
は
す

で
あ

る
。
た
し
か

に
、
同

時
代

の
作
品
と

し
て
同
じ
作
風

で
あ
り
な

が
ら
補

天
は
哨
賊

と

は
戴
然
と

こ
と
な

つ
た
も

の
を

も

つ
て
い
る
。
そ
れ

は
何
か
。

上

に
も
述

べ
た
よ
う
に

雑

文

性

で
あ

る
。

補

天

に
お

い
て
魯

迅
は
哨

賊
、
彷
裡

の
よ
う
な
典

型

の
創
造

を
し

て
い
る

の
で
も

な

け
れ
ば
雪
葦

の
い
う

よ
う

に
歴
史

小
読

と
し
て
傳
論

の
女
蝸
を
描

い

て
い
る

の

で
も
な
さ
そ
う

で
あ

る
。
そ
れ
で
は
ど
う

い
う
主
題
思
想

の
も
と
に
こ
う
し
た
題
材
を

用
い
た
か
。

故
事
新
編

の
う

ち
で
も
補

天
は
主
題

の
把
握

に
困
難
な
も

の

」

一
つ
で
あ

る
。
魯
迅
自
身

の
こ
と
ば

に
よ
れ
ば
、

「
那
時
的
意
見

・
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是
想
從
古

代
和
現
代
都
採

取
題
材

・
來
徹
短
篇

小
読

・
『
不
周
山
」
便

是
取
.J

『
女
蝸
煉
石

補
天
』
的
紳
話

・
動
手
試

作
的
第

一
篇
。

首
先

・
是
根
認
眞
的

・
雌
然
也
不
過
取
了
弗
羅
特
読

・
來
解
繹
創
造
-

人
和
文
学
-

的
縁
起

。
不
記
得
念
蟹

一
來

・
中
途
停

了
筆

・
去
看
日
報
了

・
不
幸
疋
看
見
了
誰
i

現
在
忘
記
了
名
字
…
i
的
樹
干
圧
静
之
君
的
惹
的
風
的
批
評

・
他
読
要
含
涙
哀
求

・

講
青

年
不
要
再
爲
這
様
的
文
字

・
這

可
憐
的
陰
瞼
使
我
感

到
滑
稽

・
當
再
爲
小
読

時

・
就
無
論
如
何

・
止
不
佳
有

一
個
古

衣
冠
的
小

丈

夫

・
在
女
蝸
的
雨
腿
之
間
出
現
了

。

這
就
是
從
認
眞
陥

入
了
油
滑
的
開
端

。
油
滑
是
創
作
的

大
敵

・
我
封
干
自

己
根

不
満
。

こ
れ

は
故

事
新
編

の
序
言

で
あ
る
。
す

べ
て
魯

迅

の
小
鋭

・
雑

文

の
理
解

の
た
め

に
序

の
も

つ
役
割

は
大

き

い
、

い
ろ

い
ろ
な
問
題

の
カ
ギ
が

序

の
な
か

に
秘
め

ら
れ

て
い
る
。
故
事
新

編

で
も
同

じ

で
あ

る
。

と
」
で
あ

き
ら
か
な

こ
と
は
、
魯
迅
が
嘲
笑

を
も

つ
て
小
男
を
誕

刺

し

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ

の
小
男
ま
た
は
小
男
た
ち

は
五
四
以
來

の
新
文

化

に
反
樹
す

る
反
動
的
國
学
者
、
道

学
者

、
奮

官
僚
を

さ
し

て

い
る
と
み
て
よ

い
、
小
男
た
ち

の
文
語
を

つ
か

つ
た
お

し
や

べ
り
と

こ
れ
に
封
す

る
女
蝸

の
嫌
悪

を
熱
風

の
何
篇
か

の
雑
文
と
比
較

し

て

み
よ
う
。
國

学
者

に
向

つ
て
放
た

れ
た
熱

火

の
職
岡
的

調
刺

は
直
接

に
補

天

と
つ
な

が
つ
て
い
る
。
そ
れ
を
當

時

の
魯

迅

の

肚

会

的
實

践

、
職
闘
を

ふ
り
返

つ
て
み
る
こ
と

に
よ
り
し
ら

べ
て
み
る

こ
と
に
す

る
。

魯
迅
が
狂
人
日
記
を
は
じ
め
と

し
て
孔
乙
巳
、
藥

を

つ
ぎ

つ
ぎ

と
獲

表

し
て
い
つ
た

こ
と
は

、
新

文
学

の
陣
螢

の
理
論

に
實
績
を

あ

た

え
た

の
み
な
ら
す
、
新
勢
力

を
か
ぎ
り
な
く
鼓
舞
激
鋤

し
,
彼
ら

の
陣

地
を
輩

固
に
し
据
大

せ
し

め
た
。
新

勢
力

の
昂
揚

は
國
内
封
建

勢
力

お
よ
び
國
際
帝
國
主
義

に
と

つ
て
は
脅
威

で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
彼
ら

の
同

盟

は
新

文

化

に
封

し
て
は
げ

し
い
攻
撃
を
加
え

て
き

た

。
當
時
、
新
文
化
新
文
学

に
封
立
す

る
も

の
と
し

て
あ

ら
わ
れ
た
も

の
に
学
衡
雑
誌
が
あ
る
。

こ
の
雑
誌

に
よ

る
國
粋

派
は
不
偏
不
窯

の
美
名

の
も
と

に
奮
文
化
奮

文
学
を
擁
護

し
新
文
学
を
排
撃

し
た
。
さ
ら

に
章
士
釧

の
主
宰
す

る
甲
寅

雑
誌
は
軍
閥
官
僚

と
い
う
背
後

の

主
人

の
援
助

を
仰
ぎ
、
新

興
勢

力

に
謝

L

て
は
さ
ら

に
卑
劣

で
あ
つ
た
。
こ
う
し

て
、
中
國

に
お
け
る
反
動
勢

力

の
復
活

、
撞
頭
を

み
た

國
際
帝
國
主
義

は
そ

の
同
盟

を
緊
密

に
し
新
文
化
陣
螢

に
封

し
墜
力
脅
滅

を
加

え
る
と

」
も

に
利

欲
を
も

つ
て
買

牧

の
誘
惑

の
手
を

さ
し

散

事

新

編

論

H
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人

丈

研

究

.
第

九

輯

の
べ
内
部
分
裂
を
圖

つ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
現
代
評
論
派

の
正
人
.君
子
陳
源

は
公

正
を
装

い

つ
㌧
内
外

の
主
人
に
忠
勤

を
は
げ

み
、

徐
志
摩

は

「
打
倒
帝
國
主
義

の

ス

ロ
ー
ガ

ン
は
分
裂
と
猜

忌

の
現
象

で
あ

る
」
と

い
つ

て
從
順

に
帝

國
主
義

に
仕

え
、
胡
適

は

「
主
義

よ

り
も
研
究

を
」
と
現
實
を
離

れ
て
内
外
反
動
勢
力
と
安
協

し
て
し
ま

つ
た
。

こ
の
文
化
界

の
情
勢

の
も

と
で
、
古
典

に
明
る
く
奮
文
学
を

自
家
藥
龍
中

の
も
の
と

し
て
い
た
魯
迅
は
誰

よ
り
も
彼
ら

の
弱
鮎
を

つ
く

こ
と
が

で
き
た
。
学
衡
雑

誌

の
淺
薄
無
知
を
衝
き
彼

ら

の
正
膣

を

暴
露

し
た

の
が
熟
風

に
牧

め
ら
れ

て
い
る
幾
篇
か

の
雑
文

で
あ

る
。

夫
所
謂

学
衡
者

・
撮

我
看
來

・
實

不
過
聚
在

「
聚
寳

之
門
」

左
近
的
幾
個
假

古
董
所
放

的
毫
光

;
難
然
自
構

爲

「
衡
」

・
而
本
身

的
精
星

術
且
未
曾
釘
好

-
更
何
論
於
他
所
衡
的
輕

重
的
是
非

。
所
以

・
決
用
不
着
較
準

・
只

要
信

一
佑

就

明
白
了

。

魯

迅
は
奮

文
学
、
菖

文
言
を
提

唱
し
自

話
に
反
釣
す

る
彼

ら
が

、
實
は
豫

な
交
言
も
書
け
す

、
そ

の
眞
橿

の
い
か
な

る
も

の
か
を

あ

ば

い
て
い
る
。

(
熱
風

の
佑

『
学
衡

』
参

照
)

と

こ
ろ

で
、
補

天

に
戻

つ

て
み
る
と
、
以
上

に
み
た
雑

文

に
つ
な
が

つ
て

い
る
部
分
は
次

の
二
三
個
所
で
あ

る
。

「
那
是
念

慶

一
回
事
泥
γ
」
伊
順
便
的
問

。

「
鳴
呼

・

天
降

喪

。
」
那

一
個
便
凄
涼

可
憐
的
読

・
「
頴
碩
不
道

・
抗

我
后

・
我

后
躬
行

天
討

・
職
干
郊

・
天

不
砧
徳

・
我

師

反
走

・

・:
…
」

「
什
慶
?

」
伊
向
來

湊
有

嘉
過
這
類
話

・
非
常
詑
異
了

。

「
我
師
反
走

・
我
后
袋
以
蕨
首
鰯
不
周
之
山

・
折

天
柱

・
絶
地
維

・
我
后
亦
殖
落

。
鳴
呼

・
是
實
惟

…
…
」

「
移
了
鯵
了

・
我
不

憧
像
的
意

思
。
」
伊
韓
過
瞼
去
了

・
御

叉
看

見

一
個
高
興

而
且
驕
傲

的
瞼

・
也
多
用
鐵
片
包
了
全
身

的

。

「
那
是

念
塵

一
回
事
泥
?
こ
伊
到
此
時
緩
知
道
這

些
小
東
西
寛
會
攣
這
塵
花
檬

不
同
的
瞼

・

所
以
想

問
出
別

様
的

可
憧
的
答
話
來
。

「
人
心
不
古

・
康
回
實
有
家

心

・
観
天
位

・
我
后
躬
行
天
討

・
職
干
郊

・
天
實
砧
徳

・
我

師

攻

職
無
敵

・
翔
康
回
干
不
周
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之

山

。
」

'

「
什
麿

?
」
伊
大
約
伍
然
湊
有
憧

。

「
人
心
不
古

-
…
…
」

「
移
了
移
了

・

叉
是
這

一
套
!
」

女
蝸

が
創

り
だ
し
た

小
さ
な
生
物
、
小
人

の
氣
取

つ
た
文
語

の
お
喋
り

に
封
す

る
彼
女

の
嫌
悪

と
輕
蔑
は
あ
ま
り

に
も
あ
き
ら
か

で

あ

る
、
と
く

に
最
後

の

「
も
う
澤
山
、
く
ど

い
わ
」

に
至

つ
て
編
頂

に
達
す

る
。

こ
う

い
う
蔑
覗
を
う
け
な

が
ら
小
人

は
か

え
つ
て
思

い

上

つ
て
満

足

し
き

つ
て
お
り
、
そ

の
表
情

も

い
ろ

い
ろ
に
攣

え
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
誠
刺

こ
そ

當

時

の
軍

閥

、
官

僚
、

國

粋
主
義

者
、
道

学
者

の
カ
リ
カ
チ

ュ
ァ
に
ぼ
か
な
ら

な

い
。

も
う

一
個
所

み
て
み
よ
う
。

那
頂
着
長
方

板
的
卸

偏
鈷
在
女
蝸
的
爾
腿
之
間

向
上
看

・
見

伊

一
順
眼

・
便

倉

皇

的
將
那
小
片
遮
上
來
了

。
伊
接
過
來
看

時

・

是

一
條
根

光
滑

的
青
竹
片

・
上
面
還

有
爾
行

黒
色

的
細
黙

・
比
桝
樹
葉

上
的
黒
班
小
得
多

。
伊
倒
也
復
侃
…服
這
手
段
的
細

巧

。

「
這
是

什
麿
?

」
伊
還
不
冤
干
好
奇

・
叉
忍
不
佳
要
問
了

。

頂
長
方

板
的
便
指
着
竹
片

・
背
請

如
流

的
読

道

・
「
裸
裡
淫
侠

・
失
徳
蔑
禮
敗
度

・
禽
獣
行

。
國
有
常
刑

・
惟
禁
1

」

.

女

蝸
封

那
小
方
板
瞳

了

一
眼

・
倒

暗
笑
自

己
問
得
太
惇
了

・

伊
本
已
知
道
和
這
類
東
西
板
談

・
照
例
是
読
不
通
的

・
干
是

不
再

開

ロ

。以
上

に
よ

つ

て
補
天
が
當

時
の
職
闘

の
必
要

に
慮

じ
た
政
論
思
想
性
を
含

む
雑
文
性
を
具
え

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
恐

ら
く
上

に

あ
げ
た
例
は
補

天

の
第

一
主
題
と

い
つ
て
も

よ
い
の
で
は
な

い
か
。

だ
が
、

こ
の
よ
う

に
現
實

的

職

岡

的

の
意
義

を
も

つ
て
い
る
補

天

に
は
逆

に
も
う

一
つ
の
面

が
あ

る
。
そ
れ

は
こ
の
作
品

の
幻
想

散

事

新

編

論

H
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人

文

研

究

第

九

輯

性
、
野
情

性
で
あ
り
、
雑
文

の
も

つ
嚴

し
い
リ

ア
リ
ズ

ム
に
封
す

る

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
で
あ

る
。

こ

の
貼
は
誰

の
眼
に
も
あ
き
ら

か

で
あ

り

、
も
は
や
議
論

の
余
地
は
な

さ
そ
う

で
あ

る
。
そ
し

て
こ
の
作

品

に
み
な
ぎ

る

・
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
が
最

も

中

心

的

主

要

な

も

の
で
あ

り
、
さ
き

に
述

べ
た
政
論
思
想

性
を
も

つ
た
雑
文

性
は
從
属
的
な

も

の
で
あ

る
か
或

い
は

こ
じ

つ
け
と
見
徹
す
も

の
も
あ

る
か
も
し
れ
な

い
。
そ

れ
で
も

う
す

こ
し
こ
の
窯

に
ふ

み
入

つ
て
み
よ
う
。

武

田
泰
淳

氏
は
補

天

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
い

つ
て
お
ら
れ

る
。

「
女

蝸
が
亘
大

で
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
物

う
げ
な

、
な
か
ば
無
意
識
的
な
歌
態

に
あ

る
こ
と
は
、

こ
の
作
品

の
重
要
な
鍵

で
あ
り
ま

す

。
そ
れ
は
、
彼
女

が
無
意
識

に
つ
く

り
出

し
た

人
間
た

ち
が
、
彼

女
と
反
劉

に
ひ
ど
く
小
ざ
か
し
げ

に
意
識
的

で
あ
り

、
か

つ
ひ
ど
く

微

小
な
生
物

で
あ

る
こ
と
と
封

比
さ
れ

て
あ

る
か
ら

で
す
。
・:
…

こ
」
に
は

一
種

の
人
間
蔑
覗
、
人
間

の
文
化

に
封
す
る
嘲
笑

が
あ
る
や
う
に
見

え
ま
す
。

(
一
九

二
二
年

と

い

へ
ば
、
ま

だ
彼
が
そ

の
政
治

的
立
場
を
明
確

に
し

て
い
な

い
頃

で
す
が
)

こ
こ
に
は
少
く
と
も
或

る
種

の
人
間
、
あ
る
種

の
文
化

に
鍬
す

る
嘲
笑
蔑
覗

が
あ
り

ま
す
。
と
も
か
く
亘
大

に
し

て
無
意
識

的
な
實
行
者

で
あ

る
女
神

と
、
み
じ

め
に
微

小
な
く

せ

に
ひ
ど
く
意
識
充
分
な

小
動
物
た
ち
と

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

封

比
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
疑

ひ
あ
り
ま

せ
ん
。

小
動

物
た
ち

へ
の
直
接

の
誠
刺
批
判

は
あ
る

に
し

て
も
、
そ
れ

よ
り
も

こ
の
封
比

が
美

し

い
ま
で
鮮
明
な

イ

メ
エ
ヂ

を
と
も
な

つ
て
我

々
に
迫

つ
て
來
ま
す
。
女
嫡
が
存
在

し
、
そ
し

て
小
動
物
た
ち
も
存
在
し
た
。
ど
ち
ら
か

】

方

が
で
は
な
く
爾
者

が
共

に
存
在
し
た
、
そ

し

て
そ

れ
が
宇
宙

の

一
景

を
な
し

て
い
た
と

い
ふ
眞

理
め

い
た
主
張

が
、

い
つ
の
ま

に
か
私

た

ち
を
包

ん

で
し
ま
う

の
を
お
ぼ
之
ま
す
。
そ

れ
が
鋭

い
不
安

、
暗

い
暗
示
を
私

に
あ
た

へ
ま
す
。
だ
か
ら
私
は

こ
の
小
篇
が

好
き
な

の

で
す
。
」

(
申
央

公
論

・
昭
和
二
十
八
年

十

二
月
號
、
魯
迅
と

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
)
.

武

田
氏
は
さ
ら

に
つ
づ
け

て
こ
う

い
っ
て
お
ら

れ
る
。

『
思

ひ
直

し
て
み
る
と
魯

迅

の
作
品

に
は

、
こ

の
や
う
な
封

比
、

こ
の
や
う
な
暗
示
は
き

は
め

て
多

い
の
で
す
。
徹
底

し

た
愚
者

で
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、

あ
る
阿
Q
は
愚

の
實
行
者
と

し
て
周
園
か
ら

さ
げ

す
ま
れ
な
が
ら
、
つ

ひ

に
銃

殺

さ

れ

ま
す
。

そ

し
て
そ

の
周
園

に
は
、
彼

を
殴

つ
た

り
、
彼
か
ら
金
を
し

ぼ

つ
た
り
、
或

は
彼
か
ら
盗
品

を
買

つ
た
り
、
そ
し

て
最
後

に
彼

の
盧

刑
を
見
物
す

る
村

の
普
通

の
人

々
が
居
ま

し

た
。
阿
Q
自

身

の
中

に
あ

る
人
間

の
弱

さ
醜

さ
に
封
す
る
作
者

の
批
制

が
痛
烈
な
あ
ま
り
、

『
阿
Q
正
傳
』

に
も
あ

る
、
こ
の
阿
Q

と
村

民

と

の
劉

比
は
や
や
明
瞭

で
な

い
や
う
で
す
が
、
そ
れ
を
見
失

つ
て
は
あ

の
小
読

の
曙

さ
は
理
解

さ
れ
な

い
で
せ
う

。

(,同

上
)

武

田
氏
は

こ
曳
で
魯

迅

の
小
読

に
お
け
る
劉

比

の
重
要
性
を

の
べ
て
お
ら

れ
る
。

だ
が
、

こ
の
ば
あ

い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
封

比

の
性
質

で
あ
る
。
故
事
新
編

の
ば

あ
い
と
、
哨
賊

や
彷
復

の
ば
あ

い
と
で
は
、
そ

の
内
容

、
性
質
が
ち

が
つ
て
い
る

の
で

は
な

い
か
。

そ
れ

に
ま
た

、
武

田
氏

の
い
わ
れ

る
阿
Q

の
例

で
も
、
阿
Q
と
村
民

の
封
比
と
だ
け
み
る
こ
と

に
も
疑
問

が
あ

る
。
魯
迅

の

小
読

で
は
、
多
く

の
ば
あ

い
、
樹
比
が

用
い
ら

れ

て
い
る
。
阿
Q
を
除

い
て
も
故
郷

、
藥

、
孔
乙

己
、
祀
幅
、
長
明
燈

と

い
く
ら

で
も
そ

の
例
は
あ
げ
ら
れ

る
。

こ
れ
ら

に
お

い
て
主
人
公

に
封
比
さ
れ
て
い
る
多
く

の
人
び
と
と

い
う

の
は
大
部
分
が
農
民

で
あ
る
。

そ

の
農

民

と

い
う

の
が

ま
た
人
間
關
係

や
肚
会
關
係
な

ど
に

一
向
に
無
頓
着

で
、
何
ら

の
關

心
を
も
た
な

い
、

い
わ
ゆ

る
無
自
畳
な
後

れ
た
農

民

で

あ

る
。

こ
れ
ら

の
樹
比
さ
れ
て
い
る
農

民
を
魯
迅

は
ど
う
考

え
℃
い
た
か
。
彼

は
否
定

さ
る
べ
き
も

の
消
滅

さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し

て
、

描

い
て
い
る

の
か
。
た

し
か

に
、
そ
う

で
あ

る
、
だ
が
他
方

で
は

、
彼

ら

の
弱
黙

,
鋏
顯
を
描
く

こ
と
に
よ
つ
て
、
彼

ら
を
自

己
改
造

に

だ
ち
上
ら

せ
よ
う
と
も
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
魯
迅
は
農

民
大
衆
を
衆
愚
と
し

て

一
蹴

し
よ
う
と
は
し

て
い
な

い
。
し
た
が

つ
て
、
魯
迅

は
、
小
設

で
封
比
さ
れ
て

い
る
大
衆

に
つ
い
て
、

二
つ
の
思

い
を

い
だ

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
長
期

に
わ
た
る
封
建

支
配
階

級

の
搾

取

と
璽
迫

に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ

た
大
衆

の
弱
鮎

に
封

し
、
そ
れ
を
櫓

む
と

瓦
も

に
、
ま
た
彼
ら

の
自

己

改

造

も

期

待

し

て
い
る
こ
と

で
あ

る
。
と

こ
ろ
が
、
故
事
新
編

の
補

天
に
な

る
と
、
女

蝸
に
封

比

さ
れ

て
い
る
も

の
は

小
男

で
あ
り
、

こ
れ
は
完
全
に
攻
撃

さ
れ
抹
殺

さ
れ

る
べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、
魯
迅

と
し

て
は

一
く
れ

の
愛
憐
も
箆

え
な

い
も

の
で
あ

る
。
同
じ
封
比

で
あ
り
な

が
ら
、
哨
賊
、
彷
裡
と
故
事

新
編

で
は
内
容
的
、
質

的

に
ち
が
つ
て
い
る
。

こ
れ
を
形
式
的

に
、
量
的

に
み
る
こ
と
は
誤

つ
て
は

い
な

い
か
。

さ
ら

に
ま
た
、
武

田
氏

故

亭

新

編

論

9
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人

丈

研

究

第

九

輯

が

阿

Q

と
村

民

の
封

比

と

い
つ

て
、

一
括

し

て
お

ら

れ

る
村

民

に
も

、
實

際

は

い
ろ

い
ろ

な

暦

が

あ

る
。

阿

Q

正

傳

の
ば

あ

い
な

ら

ば

、

雇

農

、
貧

農

の
ほ
か

に
地
主

や
そ

の
奮

間

が

い

る
、

こ
れ

ら
を
魯

迅

は

一
括

し

て
村
民

と

し

て
表
現

し

封

比

さ

せ

て

い
る

の
で
は
な

い
、

彼

ら

の
間

の
封

立

は
阿

Q

の
テ

ー

マ
の

一
つ
で
あ

る

。
し

た

が

つ

て
、
封

比

の
例

と

し

て
軍

に
阿

Q

と
村

民

と

の
封

比

と
形
式

的

に
庭

理

さ
れ

る

の
は
當

を

え

て

い
な

い

の
で
は
な

い
か

。

.

、

魯

迅

に
と

つ
て
讃

美

し
擁

護

し
輩

固

に
し
磯

展

せ
し

め
よ

う

と

し
た

も

の
は

、
新

ら

し

い
も

の
、
生

成

し

つ
㌧
あ

る

も

の
、
進

歩

的

な

も

の

で
あ

つ
て
、
奮

く

、

死

滅

し

つ

」
あ
り

、

か

つ
反

動

的
な

も

の
は

極

力

こ
れ

を
消

滅

さ
す

べ
く
完

膚

な

き
攻

撃

を
加

え
た

の

で
あ

る

。
し

た

が

つ

て
、
補

天

が

い
か

に

ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
劃

比

の
美

し
さ

に
み

ち

み
ち

て
い

よ
う

と
も

、
魯

迅

が
意

圃

し

た

も

の
は
、

反

動

的

人
物

へ
の
攻

撃

と

い
う

リ

ア
リ

ス
チ

ッ
ク
な

こ
と

で
あ

る
。
補

天

の

ロ

マ
ン
チ

。
ク
な

美

し

さ

に
眩
惑

さ
れ

て
、
そ

れ
を

高

く

評

償

し

す

ぎ

,
魯

迅

の
主
な
意

圖

で
あ

る

現
實

主
義

を
低

く

み
る

こ
と

は

正

し
く

な

い
よ

う

に
思

わ

れ

る
。

補

天

を

は
じ

め
と

し

て
故

事

新

編

が
多

分

に

ロ

マ
ン
チ

シ
ズ

ム

の
要
素

を
も

つ

て

い

る
と

い
う

こ
と

は

ま
ぎ

れ

も

な

い
。

故

事
新

編

の
前

期

の
作

品

に

つ
い
て
は

と
く

に
そ

う

で
あ

る
。

し
か

し
後

期

の
も

の

に

つ

い
て
は
概

し

て

い
乏
な

い

の

で
は
な

い
か
。

ま
た

前

期

に

圏

す

る

三
篇

も

こ
れ
を

軍

猫

に
孤
立

せ

し

め

て

み

れ
ば

、
た

し

か

に

ロ
マ

ン
チ

シ
ズ

ム

に
属

す

る

と

い

え

る
、

だ
が

、
魯

迅

の
文
筆

生

活

の
全
生

涯

に
わ
た

つ
て

こ
れ

を
眺

め

る

と

違
う

。
文

学
者

と

し

て

の
魯

迅

は

一
生
を

貫

い

て
リ

ァ
リ

ス
ト

で
あ

つ
た
。

も

つ
と
も

こ

の
こ

と

は
魯

迅

に

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム

の
氣

味

が
な

い
.と

い
う

こ
と

で
は
な

い
。
文

学

者

は

多
少

な

り

と

ロ
マ

ン
チ

シ

ス
ト

で
あ

る
、

こ

れ

を
機

械

的

に
わ

け

る
こ
と
は

で
き
な

い
。

冷

静

と

い
わ

れ
た
魯

迅

が

い
か

に
そ

の
皮

下

に
熱

血

を
た

ぎ

ら

し

て

い
た

か

は

す

で

に
知

ら
れ

て

い

る

こ
と

で
あ

る
。

ま
た

一
九

二
二
年

時
代

に
自

殺

を
想

つ
た

こ
と
も

あ

る
魯

迅

で
あ

る
。

一
面

に
お

い
て
魯

迅

が

・

マ

ン
チ

シ
ス
ト

で

あ

る

こ
と

は

否
定

で
き
な

い
、
そ

し

て
故

事
新

編

の

ロ

マ
ン
チ

シ
ズ

ム
も
否

定

す

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

こ
れ

は
彼

の
虚

無

思

想

を
否

定

し

え
な

い

の
と
同
じ

こ
と

で
あ

る
。
た

と

え
ば

野

草

で
あ

る
が
,

こ
れ

は

ぼ
ぼ

故

事
新

編

と

同

じ

頃

に
書

か

れ

て

い

る
。
そ

し

て

こ

L
に
何
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と
も

い
え
な

い
重
苦

し
い
虚
無
感
が
た

讐
よ

つ
て
い
る
。
し

か
し
同
時

に
ま
た
戦

闘
的

で
し
か
も
將

來

に
光

を

の
ぞ
む
樂
観
主
義

も
ま
た

存
在

し
て
い
る
。
野
草

に
虚
無
主
義

の
み
を
見

る
の
は

正
し
く
な

い
し
、
職
闘
的
樂
観
主
義

の
み
を

強

い
て
重
覗
し
よ
う
と
す

る

の
も
誤

つ
て
い
る
。

し
か

し
故
事

新
編

に
つ
い
て
も
同
じ

こ
と
が

い
え
る
だ
ろ
う
か
。
計
会
的
職
圖

の
必
要
性

に
鷹

じ
た
尖
鏡
な
誠
刺
と
批
判

の

政
論

と
思
想
を

も

つ
雑
文
性
と
共

に
幻
想
的

で
現
實
ば
な
れ
し
た
美
し

い

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
は
故

事
新
編

の
前

期
作
品

の
特
徴

で
あ

る
。

わ
れ

わ
れ
は

こ
れ
を
折
衷

し

て
し
ま

つ
て
い
玉
だ

ろ
う
か
。
私
は
こ

の
二

つ
を
折
衷

し
て
み
よ
う

と
す

る
立
場

に
は
く
み
し
が
た

い
。
補

天
な

ど
が

い
か

に

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
に
盗
れ

こ
れ
が
支
配

的

に
み
え
よ

う
と
も

、
そ
れ
は
外
貌

に
す
ぎ
す
基
本
的
本
質
的
な

も

の
は
そ

の

雑
文

性

に
あ

る
か
ら

で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
野
草

の
ば
あ

い
、
希
望
と
絶
望

、
光
明
と
暗
黒
、
職
.闘
と
寂
箕
、
樂
観

主
義
と
悲

観
主
義
が
混

沌

と

し
て
そ

の
内
容

を
構

成
し

て
い
る
。

だ
が
故
事
新

編

で
は
、
右

の
よ
う
な
當
時

の
魯
迅
思
想

の
矛
盾
が
内
容
と
な

つ
て

い
る

の
で
は

な
く
、
そ

の
主

題
思
想

は
あ
く
ま

で
も
職
闘
的

、
批
判

的

で
あ
り
、
そ

の
筆
鋒
は
反
動
的
な
暗
黒
瀧
会
や
そ

の
支
配
的
人
物

に
向

け
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら

に
同
時
代

の
雑
文

で
あ

る
熱
風

や
華
蓋
集
を
見
る
な

ら
ば
事
情

は
ま
た
違

つ
て
い
る
、

こ

Σ
に
は
野
草

の
混

沌
や
孤
猫
懐

疑
や
虚
無
も
な

け
れ
ば
、
故
事
新
編

の

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
も
な

い
、
こ

」
に
あ

る
の
は
熱
火

の
戦
圖

、辛
辣
な
誠

刺

で
あ
る
。
同
時
代

に
書

か
れ
た

こ
れ
ら
が
ど

う
し
て
か
く
も
異

つ
て
い
る

の
か
。

こ

」
で
わ
れ
わ
れ
は
彼

の
経
歴
、
生
涯

を
も
う

一
度
思

い
返
し

て
み
る
必
要
が

あ
る
、
彼

の
生
涯

の
ど

ん
な
時

に
肚
会
、
國
家
、
民
族

、
人
民

の
進
歩
、
利
釜

、
幸
福
を
考

之
な

い
と
き
が
あ

つ
た
ろ
う
か
。
彼

が
馨

学

を
学
ん
だ

の
も

ま
た
後

に
文
学

に
韓
じ
た

の
も

す

べ
て
瀧
会
國
家

の
進
歩

、
民
族

人
民

の
幸
幅
を

求
め
て

の
こ
と

で
は
な
か

つ
た

か
。

と

す

れ
ぼ
魯

迅

の
文
学
が
文

学
の
た
め

の
文

学
で
は
な

く
、
人
生

の
た
め

の
文
学

で
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
の
は
當
然

で
あ
る
し

、
そ

の
内
容

が
政
治

性
に
富

ん
で
い
る
こ
と
も

い
う
ま

で
も
な

い
。
す
な

わ
ち
、
魯
迅

の
文
学
は
就
会
攣
革

、
民
族

性

の
改
造

と

い
う
革
命
的
立
場

に

た

つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
革
命
思
想

の
傾
向
性
を
も

つ
て
い
る
。

こ
の
革
命
思
想

の
傾
向
性
と

い
う
こ
と
が
魯
迅

の
文

学
で

い
ち
ば
ん
大

事

で
あ

る
、

ζ
れ
あ

る
た

め

に
彼

の
文
学

は
高

い
藝

術
性

と
眞
實

性
を
統

一
し
深
刻

に
典

型
を
創
造
す

る
こ
と
も

で
き
た
し
、
現
實

の
矛

故

事

新

編

論

H

一71一



人

丈

研

究

第

九

輯

盾

と
闘
孚

を
認
識

し
そ

の
悪

傾
向
を
痛
烈

に
批
判
し
誠
刺

す

る
こ
と
庵

で
き
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
が
魯
迅
文
学

の
基
本
内
容

で
あ

る
。
こ

の
基
本
内
容

は
時
の
肚
会
情
勢

に
お
け

る
新

奮

勢

力

の
力
關
係
や
岡
孚

の
模
檬

に
よ

つ
て
い
ろ

い
ろ
な
形
を

と
つ
て
あ
ら
わ
れ

て
く

る

し
、
ま
た
魯
迅
自
身

に
そ
れ

が
反
映
さ
れ
た
ぱ
あ

い
の
感
受
度

に
よ

つ
て
も
ち
が

つ
て
く

る
。

ま
し
て
こ
の
時
代

の
魯

迅
は

マ
ル
ク

ス

・

レ
i

一一
ン
主
義
的

に
自

己
改
造

は
な
し
て
お
ら
す
、
奮
き
も

の

玉
死
滅
を
信
じ
な

が
ら
新

し
き
も

の

玉
何
か
を
知
ら
な
か

つ
た

時
代

で
あ

り
、

一
方

に
は
光
を
望

み
勇
を

ふ
る

つ
て
職

い
な
が
ら
他
方

で
は
強

大
な
暗

の
力

に
う

ち
ひ
し
が

れ
そ
う
な
自

分

の
姿

を
み

て
い
た

の
で

あ

る
。

こ
う

い
う
魯
迅

の
職
闘

面
を

あ
ら

わ
し

て
い
る

の
が

、
熱
風

や
華

蓋
集

の
雑

文
集

で
あ
り
、
職

い
な
が

ら
な

お
不
安

と
動

揺
、
懐

疑

と
虚
無
を
あ
ら
わ
し
て

い
る

の
が
野
草

で
あ
る
。
敵

に
野
し

て
苛
責
な
き
攻
撃
を
加
え
な
が
ら
、
な

お
心
底

に
は
墨

倒
的
強
大
な
暗
黒

勢

力

に
樹

す

る
無
力
感
が
芽

生
え
な

い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か

つ
た
。
故
事
新
編

で
も
や
は
り
敵

に
劉
す

る
職

圖
を
忘

れ

て
は

い
な

い
、
だ

が
野
草

の

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
と
は
ち
が

つ
て

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
が
あ
ら
わ
れ

て
く

る
、
そ

の
襲
生
根
源
は
第

一
に
野
草

の

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
ば
あ

い
と
同

じ
で
あ

る
と
考
之
ら

れ

る
。
第

二
に
は
激
烈
な
職
闘

に
疲
れ
た
職
士
魯
迅
が

い
こ
い
の
場
所

を
求

め
た
と
も
み
ら
れ
な

い
こ
と
は

な

い
。
第

三

に
職

い
は

一
つ
で
あ
る
が
職

い
の
方
法
は

い
く
ら

で
も

あ
る
、
魯

迅
は
多
様
な
職

闘
方

法
、
形
式
を
と

つ
た

の
で
あ
る
。
第

四
に
當

時
魯

迅

は
歴
史

や
古
籍
を
研
究
し

て
い
た
、

こ
れ
ら
を
素
材

と
L

て
、
小
詮

の
分
野

に
新

ら
し
い
境

地
を
拓

こ
う
と
試

み
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
典
型

の
上
か

ら
い
つ
て
も
哨
城
、
彷

裡

は
否
定
的
人
物
が
多

い
が
、
現
實

の
う
ち

に
肯
定

的
積
極
的
人
物
を
見
出
す

こ
と

が
で
き
な
か

つ
た
魯

迅
は
故
事
新
編

で
肯
定
的
人
物
を
描

こ
う
と
し

て
い
る
。

以
上

に
よ

つ
て
私
は
故
事
新
編

に
お

い
て
は
そ

の
雑

文
性
す
な

わ
ち
職
闘
性
、
革
命
的
思
想

の
傾
向
性
と

い
う
こ
と
が

基
本
的
な
も

の
で
あ
り
、

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
は
、
從
属
的

で
あ
り
魯
迅

の
砒
会
的
實
践

お
よ
び
職
闘

の
過
程
に
お
け
る
心
情

の
波
動

の

一
種

と
み
る
。

た

f

・
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
の
要
素

を
多
分

に
含

ん

で
い
る
と

い
う
だ
け

に
と
貸
ま

る
。
故
事
新
編

は
創
作
方
法

と
し

て
も

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム

で
は
な
く

リ

ア
リ
ズ
ム
で
あ
り
作
者
と
し

て
の
魯

迅
は
-ー

ア
"
ス
下
で
あ
る
、
補

天

に
み
ち
み
ち

て
い
る

・
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
も
よ
く
績

め

一72一



ぱ
、
現

實

の
暗
黒
を
逃
避

し
胡
魔
化

し
或

い
は
こ
れ
と
要
協

し
よ
う
と
す

る
も

の
で
は
な

く
、
積
極
的

に
暗

黒

の
現
實
を
暴
露

し
批
判

し

攻
撃

し
、
そ
れ
ら
を
は

つ
き
り
と
反
映

し

て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
リ
ア
リ
ズ

ム
'と

ロ
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
を
襲

ね
そ
な
え
て
い
る

こ
と
は
補

天
だ
け

で
は
な
く
故
事
新
編

の
前

期

の
作
品

に
共
通
す

る
と

こ
ろ

で
あ
り
、
故
事
新

編

の
研
究
に
は
重
大
な

カ
ギ
を
提
供

し

て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と

い
う

の
は
、
後
期

の
作
品

に
は

・
マ
ン
チ

シ
ズ

ム
の
要
素

は
な

く
な

り
完
全

に
雑

文
性
ば

か
り
残

さ
れ

て
い

る
と

い
つ
て
よ

い
か
ら
、

こ
れ
を

一
つ

の
推
移
韓
化
と

し
て
み
、
魯
迅
文
学

の
小
読

か
ら
雑
文

へ
の
韓

化
爽
展

を

こ
N
に
見

出
す

こ
と
が

で
き
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
れ
は
竹
内
好
氏

の
い
わ
れ
る
詩

的
拝
情

的
物
語
的
な
も

の
か
ら
散
文
藝
術

へ
の
韓

回

で
あ
る
。

補

天

の
も
つ
二
面

性
二
重
性
は
右

の
と
お
り

で
あ

る
。

そ
れ
で
は
雪
葦

の
い
う
歴
史

小
読
と

い
う

み
か
た
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

雪
葦

に
よ

る
と
、
補

天
は
主

と
し

て
風
俗
通
、

山
海
経
、
潅
南

子
、
列

子
、
楚
辞

、
郊
祀
志

、
漢
武
故
事
な
ど

か
ら
と

つ
て
綜
合
し

た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
例

と
し

て
次

の
よ
う
な
も

の
を
あ
げ

て
い
る
。

『
俗
読

:
天

地
開

閥

・
未
有

人
民

通
』
・
『
太
亭
御
覧
』
巻
七

十
八
引

。
)

・
女

蝸

搏

黄

土

作

入

・

劇
務
力
不
暇
供

・
乃

引
縄

於
緬
泥
中
墨

以
爲
人

。

」
(
載

『
風
俗

『
西
北
海

之
外

・
大
荒
之

隅

・
有

山
而
不
合

・
名

日
不
周
負
子

・
有
爾
黄

獣
守

之

・
有

水
日
寒
暑
之
水

・
水

西
有
漁
山

・
水
東

有
幕

山

・
有
萬
攻
共

工
國

山

。
有
國
名

日
淑
士
纈
預

之
子

・
,
有
帥
+
人

・
名

日
女
蝸
之
腸

。

…
…
」
(
『
山
海
経
』
:
『
大
荒
西
経

』

第

十
六

。
擦
商
務

四
部
叢
刊
本

。
叉

・
郭
瑛
註

云
:

「
潅
南

子
日

:
昔
者

・
共

工
與
頴
預
孚
帝

・
怒
而
鯛
不
周
之
山

,

天
維
絶

・

地
柱
折

。
故
今

此
山
峡
壌

不
周
匝
也

。
』
叉
註

:

『
女
蝸
之
腸
』
或
作

『
女
蝸
之
腹
」
。
)
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人

丈

研

究

第

丸

瞬

『
往
古
之
時

・
四
極
塵

・
九
州
裂

;

天
不
襲
覆

・
地
不
周
載

・
火
濫

妖
而

小
滅

・
水
浩
謙
而

不
息

五
色
石
以
補
蒼

天

・
漸

驚
足
以
立
四
極

・
積

盧
次

以
止

淫
水

。

…
:
」
(
『
准
南

子
」

:

『
覧
冥
訓
」

。
)

…
…
於

是

女

蝸
錬

一74一

 

『
…
…
天
地

・
亦
物
也

。

物
有

不
足

・
故
昔
者
女
蝸
氏
練

五
色
石
以
補
其

闘

・
断

竈

之

足
以
立

四
極

。
其

後
共

工
氏
與
顎
預

孚

爲
帝

・

怒
而
賜
不
周
之
山

・
折

天
柱

・
絶

地
維

・
故

天
傾
四
北

・
日
月
星

展
就

焉

;

地
不
満
東

南

-
故
白
川
水
濠
節
焉

。

」

(
『
列

子
」

:

『
湯
問

』
。
)

『
昔
者
共

工
與
顕
碩
争
爲
帝

・
怒
而
鱗

不
周
之
山

・

故
水
濠

塵
埃
蹄
焉

。
」
(
『
准
南

子
』
:

『
天
丈
訓
』
。

天

柱

折

・

亀

地
維
絶

。
天
傾
西
北

・
故
日
月
星
農
移

焉

;
地
不
満
東
南

・

名

『
孫
何
所
螢
?
稿
何
所
成

?
康

同
慧
怒

・

・

)

地

何

故

以
東

南

傾
?
』
(
屈
原

『
天
間
』
・

叉

:

『
辞

源
』
註

康
回

・
共

工

『
渤

海

之
東

・

不

知
幾

億

萬

里

・

・…

-
其

中

有

五

山

焉

。

…
…

所
居

之

人

・

皆

仙

聖
之

種

。

・:
…
而

五

山

之

根

無
所
連

着

・

常

随

潮

波

上

下

往
還

・

不

得
麗

峙

焉

。

仙

聖
毒

之

・

訴

之

於
帝

。
帝

恐
流

於

西
極

・

失

翠

聖

之

居

・
乃
命

禺

彊
使

互

竈

+

五

・
學

首

而

載

之

。

…
…
」

(
「
列

子
」

:

「
湯

問

」
。

按

:

關

於

『
禺

彊
』

・
『
山
海

経
』

・
『
大
荒

維

』

云

:

『
北

極

之

帥
名

禺

彊

・

籔

魑

爲
之

使

也

。

」

又

:

『
列
仙

傳

』

云

・

E

竈

載

蓬
莱

山
而
拝

潰
海

之
中

。

『
玄
中
記

」

云

・
帥

互

醜

也

。

叉

:

『
天

間

』

:

『
竈

載

山
併

・

何

以

安

之

?

』
)



ン

士
'』、

』

『
秦
始

皇
井
天
ド

・
甘
心
於
神
仙

之
道

・
遣

徐

幅

韓

絡

之

屡

・

多

餐

童

男

童

女

・

、

『
太

卒
御
覧
」
巻

八
百
八
十

一
引

。

)

入

海

求

神

采

藥

。

:

…

」

(
載

『
郊

祀

『
上
欲
浮
海

求
神
仙

・
海
水
暴
沸
涌

・
大
風
晦

冥

・
不
得
御
櫻
船

、
乃
還

。
」
(
載

「
漢
武
故
事
』

・
『
古

小

読
鈎

沈
』
輯

。

『
魯
迅

全
集
」
第
八

巻
四

六
九
頁
。
)

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
雪
葦

の

い
う
よ
う

に
内
容
か
ら

デ

ィ
ー
テ
イ

ル
に
至

る
ま

で
古
籍

に
よ

つ
て
い
る
こ
と
は
た
も
か

で
あ
り

、
歴
史

を
描

い
た
と

い
え
る
か
も

し
れ
な

い
。
だ
が
古
典

に
あ
か

る
い
魯
迅
と
し

て
、
た

と
え
古

籍

に
託
し

て
現
代
を
誠
刺
す

る
に
せ
よ
そ
れ
ら

を
無
硯
す

る
は
す

は
な

い
か
ら

こ
れ
を

も

つ
て
直
ち

に
歴
史

が
主
題

で
あ

り
現
代

の
事

實

は

軍

な

る
補
充

と
見

傲
す

わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
そ
れ

で
は
雲
葦

に
眞
向
か
ら
反
封
す

る
伊
凡
の
読

は
正
し

い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
な
か
な

か
難

し
い
問
題

で
あ
る
。

こ
の
問
題

を

解

決
す

る
カ
ギ
は
魯
迅

が
歴
史
や
神
話
傳
説
を
ど
う
考

え
て
い
た

か
と
關

係
し

て
く

る
。

そ
れ

で
ま

ず
、
魯

迅
が
史
籍

や
紳

話
傳
読
を

い
か

に
み
て
い
た
か
を
知

る
必

要
が
あ
る
。

文

学
者

で
あ

る
魯

迅

は
ま
た
歴
史

家

で
も
あ

つ
た

,
こ
の
ば
あ

い
彼

の
学
問
藝

術

へ
の
基
本
的
態
度

と
し
て
歴
史

の
た

め
に
歴
史

を

研
究

し
て
い
な

い
。

具
艦

的
な
中
國

の
歴
史

を
研
究
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
歴
史
科

学
の
内
容

と
本
質
を
あ
き
ら

か

に
し

、
從

來

の
歴
史
を

批
判
し

て
新
ら

し
い
時
代

の
方
向
を
求
め

て
い
る
。
魯

迅
は
中
國

の
歴
史

に
何
を
見
た
か
。
彼

は
多
く

の
雑
文

で
中
國

の
封
建
支
配
階

級

が

い
か

に
歴
史

的
事
實

を
歪
曲
し
ふ
み
に
じ
り
歴
史

を
改

ざ
ん
し

て
き
た
か
を

讃
明
し

て
い
る
。
從
來

の
史
籍

の
多
く
は
帝

王
の
家
系
圖

で
、
歴
史
家

の
大
部
分

は
彼
ら

の
御
用
史

学
者

で
あ
る
と
。
だ
か
ら
中
國

の
歴
史

は
人
民
被
堅
迫

の
歴
史

で
あ
る
と
同
時

に
人
民

反
抗

の

歴
史

で
も
あ

つ
た
と

い
う
事
實
は
、
あ
ま
り
史
籍

に
の
つ
て
お
ら
す
人
民
職
闘

の
歴
史
は
抹
殺

さ
れ

て
い
る
。

こ

の
よ
う

に
中
國

の
史
籍

散

事

新

編

論

H
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■

人

丈

研

究

第

九

輯

は
支
配
階
級

に
ょ

つ
て
長
期

に
わ
た
り
ゆ
が
め
ら
れ

て
き
た

」
め
ど

ち
ら
か

と
い
え
ぽ
虚
儒

の
方

が
多

い
、
し
た
が

つ
て
多
く

の
史

籍
は

書
き
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
魯

迅

は

い
つ
い
る
。

だ
が
こ

の
こ
と
は
中
國

の
史
籍

に
は
と
る

べ
き
も

の
が
な

い
と
魯

迅
が
考

え

て
い
た

こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
魯

迅
が
反
封

し
た

の
は
支
配
階
級

の
利

釜

に
奉
仕
す

る
た

め
眞
實
を
ゆ
が

め

た

御

用
史

籍

で
あ
り
、
多
少
な
り

と
も
氣
骨
を
も

つ
た
歴
史
家

の
手

に
な

る
と
こ
ろ

の

「
民
族

の
魂

を
反
映
し
將
來

の
運
命

を
預
見
し

て
い
る
」
も

の
は
重
覗
し
た

の
で
あ

る
。
魯
迅

の
皮
籍

に
劉
す

る
考

え
は
次

の
丈
章

に
あ

き
ら
か

で
あ
る
。

先
前

・
聴
到

二
十
四
史

不
過
是

『
相
研
書
』
・
是

『
猫
夫
的
家
譜
』

一
類

的
話

・
便

以
爲
誠
然

。
後
來
自
己
看
起

來

・
明
白
了

:
何
嘗

如
此

。

歴
史

上
都

爲
着
中
國
的
漿
魂

-
指

示
着
將

來
的
命
運

・
只
因
爲
塗
飾

太
厚

・
屡
話
太
多

・
所

以

根

不
容
易
察

出
底
細
來

。
正

如
通
過
密
葉
投
射
在
苺
苔

上
面
的
月
光

・
只
看
見

難
黙
的
砂

影

。
但

如
看
野
史

和
雑

記

・

可
更
容
易
了
然
了

・
因
爲
他
椚
究
寛

不
必

太
擢

史
官
的
架

子

。

秦
、
漢
遠
了

・
和

現
在
的
情
形
相
差
已
多

・
且
不
道

。
元
人
著
作
蓼
蓼

・

至
於
唐
、
宋

、
明
的
雑
史
之
類

-
則

現
在

多
有

。
試

將

訂
1
代
、
南
宋
、
明
末

的
事
情

的

・
和

現
今
的
朕

況

一
比
較

・
就
當
驚

心
動
塊
干
何
其
相
似

之
甚

・
彷
彿
時
間

的
流
験

・
猫
與
我

椚

中
闘

無
關

。

現
在
的
中
華
民
國
也
還

是
五
代

・
是
宋
末

・
是
明
季

。
(
華

蓋
集

・
忽
然
想

到
)

野
史
和
雑

記
自
然
也
冤
不
了
有
託
傳

・
挾
恩
怨

・
但

看
往
事
却
可
以
較
分
明

・
因

爲
壱
究
寛
不
像

正
史
那
様

地
装
腔
作
勢

。
看

宋
事

・
三
朝
北
盟
彙
編
已
経
攣
成
古
董

・
太
貴
了

・
新
排

印
的
宋

人
論

部
叢
書
却
還
便

宜

。
明
事
呪
?
野
獲
編
原
也
好

・
但
也

化
爲

古
董

了

・
毎
部
敏
十
元

・
易
干
入
手

的
是

明
季
南
北
略

・
明
季
稗
史
彙
編

・
以
及
新

近
集

印
的
痛
史

。

史
書
本
來
是

渦
去
的
陳

帳
簿

・
和
急
進
的
猛

士
不
相
干

・
但
先
前
読

過

・
個
若
還
不
能
忘
情
干
暇
喀

・
倒

也

可

以
翻
翻

・
知

道
我
椚

現
在
的
情
形

・

知
那
時
的
何
其
紳
似

・
而

現
在
的
昏
妄
學
動

・
胡
塗
思
想

・
那

時
也
早

已
右
過

・
並

且
都

闇
糟
了

。
(
華

蓋
集
、
這
個
與
那
個
)
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こ
れ
が
魯
迅

の
歴
史
観

、
史
籍
観

で
あ

る
、
右

に
あ
げ
た
引

用
文
は
階

級
的
立
場
を
明
確

に
し
た

一
九

二
七
年
以
前

の
も

の
で
ち
よ
う

ど
故
事
新
編

や
野
草
を
書

い
て
い
た
時

代
の
雑
文

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
そ

の
な

か
に
わ

れ
わ
れ
は
彼

の
階
級
的
観
鮎
を
嚢

見

で
き

る
。
正
史

と

い
わ
れ
る
も

の
は
歴
代

王
朝

の
欽
定
歴
史

で
あ
り
そ

の
時
代

の
政
治

に
よ

つ
て
制
限

さ
れ
支
階
配
級

の
要

求
に
よ
り
書

か
れ

て

い
る
。
魯
迅

は
歴
史

的
事
實

の
激

々
を
も

つ
て
こ
れ
を
實
誰
す

る
、
正
史

に
よ
れ
ば
漢

の
高

租
劉
邦

は
天

子

の
子
孫

と

い
う
こ
と

に
な

つ

て
い
る
が
實

は
無
頼

の
徒
か
ら
成
り
上
り
、
農

民

一
揆

に
参

加
し
後

に
は
農
民
を
裏
切

つ
て
王
位

に
つ
い
た
。
明

の
太
祀
朱
元
璋

は
皇

帝

に
な

る
と
蒙
古

を

「
大
元
」
と

い

玉
さ
ら
に
漢
人

を
殺
害
す

る
こ
と
蒙
古

人
よ
り
も
ひ
ど
か

つ
た
。

こ
れ

に
反

し
て
、
支
配
階
級

に
よ

つ
て
反
逆
者

の
烙
印
を
お
さ
れ
或

い
は
謀

反
と
し

い
ら
れ
た
事
件

こ
そ
肚
会
稜
展

の
背
骨

で
あ
り
歴
史

の
推
進
者

で
あ
り
、
民
族
と
歴
史

の
魂

の
具
現
者

だ

つ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
魯

迅
は
歴
史

の
本
質
内
容

を
知

る

の
に
殆
ど
役
立

た
な

い
正
史

の
階
級

性
を
暴
露
し
た

の
み

な
ら
す

、
さ
ら

に
進

ん

で
在
野

の
私
人

の
手
に
な
る
野
史
、
雑

記
、
詩

詞
、
民
間
物
語

、
小
読

、
戯

曲

の
う
ち

に
か
く

さ
れ
た
眞
實

を
も

と

め
た

。

こ
う

し

て
正
史

の
し
る
す
英

明
に
し
て
慈
悲

深

い
君
主

の
荒

淫
無

恥
左
あ
ぱ

い
た
魯
迅

は
不

逞

の
徒

や
匪
賊

と
罵

ら
れ
眞
實

を

暗

に
葬
ら

れ
た
人
物

に
民
族

の
魂
を
見
出
し

て
い
る
。

我
偶
從
古

以
來

・
就
有
埋
頭
苦
幹

的
入

・
有
耕
命
硬
幹

的
人

・
有
爲
民
請
命
的
人

・
有
捨
身

求
法
的
人

。
…
…
他
椚
有
自

信

・

不
自
欺

;

他
椚
在
前

什
後
綴
的
職
圖

・
不
過

一
面
被
推
残

・
被
抹
殺

・
消
滅
予

黒
暗
之
中

・
不

能

爲

大
家

所
知
道
罷

了

。

(
且

介

亭
雑

文

・
中
國
人
失
揮
自

信
力
了
囑
)

こ
う

し
て
歴
史

の
う

ち
に
消
極
的
面
と

」
も
に
な

お
積
極

的
な

一
面

も
見
落

さ
な
か

つ
た
魯

迅

は
中
國
就
会
攣
革

の

一
刻

も
忽
か
せ

に
で
き
な

い
こ
と
を
確
信
す
る
。

同
じ

こ
と
を

紳
話
傳
読

に
つ
い
て
い
つ
て
も
よ

い
の
で
は
な

い
か
。
魯
迅

の
神
話
傳
読

に
封
す

る
考

乏
を
わ
れ
わ
れ
は

申
國

小
読
史

略

に
見
出

す

こ
と

が
で
き
る
。
そ

の
第

二
篇
を
見

よ
う
。

志

怪
之
作

・
荘

子
謂
有
齊
諮

・
列
子
則
稻
夷

堅

・
然
皆
寓
言

・
不
足
徴
信

。
漢

志
乃

云
出
干

稗
官

・
然
稗
官
者

・
職

惟
釆

集

-
置董
團
繧■
冒

I

i

l
…

散

事

新

編

論

H
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人

文

研

究

第

九

輯

而
非
創

作

・
『
街
談
巷
語
』
自
生
干
民
間

・
固
非

一
誰
某
之
所
猫

造
也

・
探
其
本
根

・
則
亦
猫
他
民
族
然

・
在

干
棘
話

與

傳

説

。

肚
会

の
あ
ら
ゆ

る
富

が
勢

働

の
産
物

で
あ

る
以

上
文
学

と
い
う
精

神
上

の
創
造
物
も

や
は
り
榮
働

の
産
物

で
あ
り

し
か
も
肚
会
的
勢

働

の
産
物

で
あ

る
。
紳
話
傳
論

も
文

学
の

一
部
分
と
し

て
同
様

で
あ

る
。
し
た
が

つ

て
文

学
は
本
來
肚
会
的
な
實
用

の
必
要
性
か
ら
生
れ

勢

働
と
は

き
り
離
せ
な

い
し
、
個
人

の
創
造

に
よ
る
も

の
で
は
な

い
、

こ
れ

が
文
学

の
起
源

で
あ

る
。

だ
か
ら
魯
迅

は
晩
年

に
い
た

つ
て

こ

の
見
解
を
門
外
文
談

で
さ
ら

に
具
膿
的

に
襲
展

さ
せ

て
い
る
。

つ
f
い
て
魯
迅
は
帥
話
傳
読

の
性
質

お
よ
び
宗

教
藝

術
文
学
と

の
關

係
を
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

昔
者
初
民

・
見
天
地
萬
物

・
攣
異
不
常

・
其
諸
現
象

・
叉
出

干

人
カ
所
能

以
ヒ

・
則

自

造

衆

読
以
解

繹
之

:

凡
所
解
繹

・

今
謂
之
紳
話

・
騨
話
大
抵
以

一

『
瀞
格

』
爲
中
椹

・

叉
推
演
爲
叙
読

・
而
干
所
叙
読
之
紳

・
之
事

・

又
從
而
信
仰
敬
畏
之

・

干
是

歌
順
其
威
籔

・
致
美
干
壇

廟

・
久

而
愈
進

・
文
物
遽
繁

。
故
紳
話
不
特
爲
{示
敏
之
繭
芽

・
美
術
所
由
起

・
且
實
爲
文
章
之
淵
源

。

も

惟
神
話
雌

生
文
章

・
而
詩

入
則

爲
神
話
之
難
敵

・
蓋
當
歌
類
記
叙

之
際

・
毎
不
冤
有
所
粉
飾

・
失
其

本
來

・
-
是

以

神

話
難

託
詩
歌

以
光
大

・
以
存
留

・
然
亦
因
之
而
改
易

・
而
錆
歌
也

。
如
天
地
開
開
之
読

・
在
中
國
所
留
遺
者

・
已

設

想

較

高

・
而
初
民
之
本

色
不

可
見

・
即
其
例
也

。

こ
れ

に
よ
る
と
神
話

は
自

然
現
象
(
お
よ
び
肚
会

生
活

)
の
古

代
人

へ
の
反
映

で
あ
り
古
代
入

の
そ
れ

ら
に
劉
す

る
解
繹
、
認
識

で
あ

る
。
中
國
小
論
史
略
は
歴
史
唯
物
論

の
立
場
か
ら
書

か
れ
て
い
る

の
で
は
な

い
、
そ

し
て
紳
話

の
現
實

的
要
素

の
う
ち

に
も
し
ば
し
ば
現

實
よ
り
離
れ

て

一
致
し

て
い
な

い
こ
と
が
あ

る
と

い
う

こ
と
も
統

一
し
て
み

て
い
な

い
。
し
か
し
紳
話
を
古
代
人

の
無
知
蒙
昧

と
夢

と
な

す
襯

念
論
的
見
解
か
ら
は
遠

ざ
か

つ
て
い
る
。
そ
れ

に
ま
た
神
話
が
詩

人

の
手

に
よ

つ
て
本
來

の
面
目
を
失

つ

て
い
つ
た

こ
と
に
は
ふ
れ

て
い
る
が
、

こ
れ
は
丈

学
的

に
修
飾

さ
れ
た
ぱ

あ

い
の
こ
と
を

い
つ

て
い
る

の
で
あ

つ

て
、
屡
史

に
み
た
よ
う
な
支
配
階
級

の
意
識
的
な

攣

改

に
は
及

ん
で
い
な

い
。
さ
ら
に
後

に
は
中
國

に
紳
話

の
少

い
原

因
と
し

て
紳
鬼
不
別
と
鯛

れ
て
い
る
が
、
雑
文
で
歴
史

の
問
題
を
解
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亀

明

し
た
よ
う

な
明
快

さ

に
欠

け

て
い
る
。

だ
か
ら
こ
れ
を
補

つ
て
み
る
と
、
棘
話
傳
読
も
働
ら
く
人
民

の
創
造
し
た
も

の
と
し

て
本

來
は

人
民

性
を

も
つ
て

い
た
。

と

こ
ろ
が
ま

さ
に
こ

の
た
め

に
封
建
支
配
階
級

は
意
識

し

て
こ
れ
ら
を
改
攣

し
或

い
は
埋
没

せ
し
め
た

の
で
あ

る
と
。

「

こ
れ

で

一
鷹
魯
迅

の
歴
史
や
榊
話
傳
読

に
樹
す

る
観
方

が
わ
か

つ
た
。

こ
れ

で
も
う

一
度
補
天
を
讃

み
な
お
し

て
み

る
。
す

る
と
、

反
動

的
な
官
僚
、
國
粋
者

、
道
学
者

へ
の
誠

刺
が
第

一
主
題

と
な

つ
て
い
る
と
は

い
つ
て
も
、
前

に
武

田
氏

の
交
章
を
引

い
た
よ
う

に
、

こ
れ
ら

の
小
入
物

は
微
小

で
あ
り
互
大
な
女

蝸
と

の
封
比

に
お

い
て
描
か
れ

て
い
る
。
す

な
わ
ち

一
方

に
消
極
的
否
定
的
な
微

小
物

に
封

し
、
他
方

に
E
穴

で
實
践
的
な
女
蝸
が
封
置

さ
れ

て
い
る
と
い
う

こ
と

は
、
補

天

の
主
題

が
女

蝸

に
も
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
い

つ
た

い
女
蝸

と
い
う
女

紳
に
關
す

る
神
話
は
耽
会
的

に
ど
ん
な

意
義

を
も

つ
て
い
る

の
か
。
李
長
之

の
中
國
丈
攣
史
略
稿
第

一
巻

で
は
と

れ
を
次

の
六

つ
に
分
析
し

て
い
る
。

の

女

紳

で
あ

る
女

蝸
が
か
く
も
偉
大
な
力
を
も

つ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、

母
系

氏
族
部
落

コ
ン
ミ

ユ
ウ

ン
に
お
け
る
婦
人

の
地

位

を
反
映
し

て
い
る
。

仁⇒

女
蝸

の
補
天
は
、

中
國
古

代

の
勢
働
人
民
が
自
然

と
た

」
か

つ
た
勇

敢
で
偉
大
な
創
造
精
紳
を
反
映
し

て
い
る
。

匂

五
色

の
石

で
天
を

つ
く
ろ

つ
た

こ
と

で
、
古

代
人
が
美

し
い
幻
想

を
も
つ
て
い
た

こ
と

が
わ
か
る
。

四

地
東
南

に
満
た
す
は
、
古
代
人

の
中
國
地
形
観

で
あ

る
。

0⇒

蔵

の
友

で
洪
水
を
と

め
る
の
は
、
巫
術
思
想

で
あ

る
。

㈹

共

工
の
行

い
は
、

こ
の
紳
話
が
奴
隷
肚
会

に
い
た

つ
て
、
奴
隷

主

に
樹

す

る
奴
隷

の
反

抗
を
反
映
し
て

い
る
。

と
れ
ら

の
う
ち
e
か

ら
葡
ま

で
は
補

天

の
う
ち

に
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
史
籍

、
紳
話
、
傅
読
、
民
間

の
物
語
な
ど
か

ら
民
族

の
魂

を
ぼ
り

だ
し
、

こ
れ
を
讃

え
ま
う
と
し
た
魯

迅

は
、

は
じ

め
眞

面
目
な
氣
持

か
ら
う
る
わ
し
い
物
語

の
な
か

に
積
極
的
創
造

的
な
勤

勢
精

叡

事

新

編

論

H
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人

丈

研

究

第

九

輯

神

の
女

蝸

を
讃

え

よ
う

と

し
た

の

で
は
あ

る
ま

い
か
。
伊

凡
自

身
も

、
創

造

精

紳

と
勢

働

の
化

身

で
あ

る
女

蝸

を

た

」
え

る

と
と

も

に
、

口
や

か
ま

し

い
道

学
者

蓮

に
最

大

の
蔑

説

と
檜

悪

を
な

げ

か

け

て
い

る
と

い

つ
て

い

る
。

だ
か

ら
補

天

は
、

雪
葦

の

い
う
歴
史

小
読

と
し

て
、

は
じ

め

は
歴

史

を
描

く

べ
く

出
稜

し

た
も

の
で
あ

ろ
う

、

こ
れ

を
雑

文

の

一
艦

と

し

て
出
嚢

し
た

と

み
る

の
は
誤

つ

て

い
る

の
で
は

な

い
か

。

だ

が
、

は

じ

め

は
歴

史

を
描

く

っ
も

り

で
あ

つ
て
も

48
途

で
攣

る

こ
と

が
あ

る

、
そ
れ

が
序

の
な

か

で
述

べ
ら

れ

て

い

る
の

で

は

な

い
か

と
思

う
。

魯

迅

は
補

天

の
な

か

で
腿
史

や
神

話

の
眞

實

と
虐

儒

、
積
極

面

と
溝

極

面

、
肯

定
面

と

否
定

面

と

い

つ
た

も

の
を

、

雑

文

に
お

い
て
な
し

た

と
同

じ

よ
う

に

ご

」
う

み

て

い
る
。

こ

の
意

味

で

は
歴
史

を

描

こ
う

と

し

て

い

る

し
、
歴
史

小
読

で
あ

る
。

し

か

し
、

現
代

の
事

實
を

軍

に
そ

れ
ら

の
補

充

と

見
徹

す
見
解

は

正

し
い

と
は

い
え
な

い
。

私

と

し
て

は
雪

葦

よ
り
も

伊

凡

の
読

の
方

が
吃

し

い
よ

う

に
思

わ

れ

る
。
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次

に
奔
月
と
鋳
創

の
雑
文
性
を
み

て
み
よ
う
。

奔
月

に
お

い
て
魯

迅
が
何
を
意
圖

し
た
か

に
つ
い
て
は
す

で
に
定
説

が
あ
る
。
夷

葬
と
そ

の
弟
子
逢
蒙

と
の
孚

い
を
と
り
扱

い
、

そ

の
弟

子

の
卑
劣

な
行
爲

の
う
ち

に
高
長
虹

に

一
矢
を
む
く

い
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
、
魯
迅

に
よ

つ
て
述

べ
ら

れ

て
い
る
。
當

時
の
魯
迅

の
心
境

は
、
同
じ
頃

に
書

か
れ
た
雑

文
や
書
簡

、
と
く

に
爾

地
書

の
第

二
集

に
あ
き
ら
か

で
、
爾

地

書

第

二
集

は

奔
月

の
註

繹

に
も
な

る
。

こ
れ

ら
を
参
考

に
し

て
み
る
と
、
奔
月

は
た

f
高

長
虹

へ
の
誕

刺

に
の
み
と

壁
ま

つ

て
は

い
な

い
。
逢
蒙

は
高
長
虹

で
常

蛾
は
誰
だ

と

い

つ
た
詮
議

は
や
め

に
し

て
お

こ
う
。
た

璽
大
切
な

こ
と
は
、
補

天

に
み
ら
れ
な
か

つ
た

一
つ
の
特
徴

を
も

つ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

と

い
う

の
は
、
爾
地
書

や
野
草

に
は
見
受

け
ら
れ
る
が
、
作
品
中

に
は

み
ら

れ
な

い
、
彼
自
身

の
心
情

の
吐
露

が
あ

る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
野
草

が
戦
闘
的

で
あ
る
と
同
時

に
悲
親
的

で
暗
く
、
爾
地
書

が
ね
ば

り
強

い
職
圖
精

神

の
表
白
と
と
も

に
や
は
り
孤
猫

寂
案

の
惰
を

ρ



た

エ
え

て
い
る
よ

う
に
、
奔

月
も
裏

切
者

へ
の
輕
蔑

の
う
ち

に
も
寂
寛
ハ
の
思

い
ぴ
と
し
お
で
あ

る
。

こ
れ
は
奔
月

が
戦
闘
的
雑
文

で
あ
る

と
同
時
に
、
彼

の
心
情

を
吐
露
し
た
内
的

告
白

の
書

と
し

て
野
草

に
通

じ
る
と

い
う
特
質
を
も

つ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
奔

、
月
は
小
読

、
雑
文

、
野
草

と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
異

つ
た
魯

迅
文

学

の
構
成
要
素

を
具
有
し

て
い
る
。

こ

エ
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
魯
迅
文

学

の

型
態
が
集

中
し

て
い
る
、
思
想

的

に
も
文
学
的

に
も
轄

換

の
最
尖
端

に
た

つ
て
い
た

こ

の
時
代

β
一
九

二
六
年

)

の
魯
迅

の
文
学
形
式

を

集
約
的

に
表
現
し

て
い
る
の
が
奔
月

で
あ
る
。
こ
の
間

の
裏
情

は
爾

地
書
を

し
ら

べ
る
こ
と

に
よ

つ
て
あ
き

ら
か

に
な

る
だ
ろ
う
。
た

と

え
ば
、
第

二
集

の
六
十
、
七
十

一
、
七
十
三
、
七

十
五
、
七
十
九

,
八
十
三
、
等

で
あ

る
。

鋳
劒

に
な

る
と
幻
想

的
怪
奇
的

で
あ

る
。
だ
が
前

の
二
作
品

よ
り
す

つ
と
雑
文
性
が
強

い
。

こ
の
主
題

は
執
念
深
く
し

ぶ
と

い
復
讐

,
心

で
あ
り
、
奔
月

と
と
も
に
當
時

の
魯
迅
精
紳

の
主
要
特
徴

で
あ
る
寂
箕

と
職
圖

と
い
う

二
つ
の
面
を
代
表
し

て
い
る

・

こ
れ
を
翠

に
傳

奇
的
な
物
語
と

し
て
と

る
こ
と
は
誤

り

で
あ
る
、
何
故
な

ら
魯
迅

の
當

時

に
お
け
る
職
岡
任
務

が
何

で
あ

つ
た
か
、
ま
た
華

蓋
集

や
爾

地

書

、
野
草

と

の
關
連
を
考

え
て
み
ね
ば
な
ら
な

い
か
ら
。
す
る
と
、

こ
れ
は
三

・
一
八
事
件
直
後

に
書

か
れ
た
雑
文
と
同
じ
調

子

に
職
圖

的

で
あ

る
。
華

蓋
集
績
編
を

み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
職
闘

的
啓
蒙
主
義
者

と
し

て
の
魯
迅
が
、

い
か

に
暗

黒
支
配
勢
力

の
陰

瞼
、

悪
劣

、
残

忍
を
暴
露
し

、
或

い
は
尖
鋭

に
誠

刺

し
或

い
は
直
接

に
攻
撃

し
、
完
全
に
被
塵

迫
者

の
側

に
た

つ
て
彼
ら

の
弱

鮎

を

も

批

判

し
、
曙
黒
勢
力

と

い
か

に
職

う

べ
き
か
を
激

え

て
い
る
幾
多

の
雑

文
を
襲
見

で
き

る
は
す

で
あ
る
。

從

一
般
的
人

・
尤
其
是

久
受
異
族
及
其
奴
僕
鷹

犬
的
躁
踊

的
中
國
人
看
來

・
殺
人
者
常
是
勝
利
者

・
被
殺
者
常
是

劣
敗
者

。
而

眼
前
的
事
實
也
確
是
這
様

。

(
華

蓋
集
績
編

・
死
地
)

人
椚

的
苦

痛
是
不
容

易
相
通
的

。
因

爲
不
易
相
通

・
殺

人
者
便
以
殺
人
爲

唯

一
要
道

・
甚
至

予
還
當
徹
快
樂

。
(
同

上
)

我
已
経
読
過

:

我

向
來
是
不
揮
以
最
壌
的
悪
意

來
推
測
中
國
人
的

。
但
這
回
卸
根
有
幾
窯
禺
干
我
的
意

外
。

一
是
當
局
者
寛
會
這

檬
地
凶
淺

・

一
是
流
言
家
寛

至
如
此
之
下
劣

・

一
是
中
國

的
女

性
臨
難
寛
能
如
是
之
從
容

。

(華

蓋
集
綬

編

・
記
念
劉
和
珍
君
)

故

事

新

編

論

H
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人

文

研

究

第

九

着

.

這
回

死
者
的
遺
給
後

來
的
功
徳

・
是
在
斯
去
了
許

多
東
西
的
人
相

・
露
出
那
出
干

意
料
之
外
的
陰
毒

的
心

・
敏
給
糠
績
職
闘
者
以

別
種
方
法

的
職
闘

。
(
華

蓋
集
績
編

・
室
談
)

三

・

一
八
事
件
を

け

い
機

に
鋳

劒

が
書

か
れ
た

も

の
か
ど

う
か
は
知
ら
な

い
。
し
か

し
こ

の

「
死
地
」
を

み
た

f
け
で
、
そ

の
類
似

性

が
わ
か

る
。
鋳
劒

に
お
け

る
專
政
者

の
陰
瞼

淺
酷

に
封
す

る
憎
し

み
と
、
徹

底
し
た
反
抗
報
復

の
精
神
、
そ
れ
も
血
潮

に
は
血
潮

も

て

と

い
う
武
力
復
仇

心
が
強
く
出

て
い
る
黙

で
全
く
同

一
と

い
つ
て
よ

い
。

だ
か
ら
鋳
劒
を
雑
文

の

一
膿

と
見
徹
す

の
も

一
慮

は
も

つ
と
も

で
あ
り
、

こ
う
い
う
読
も
な

り
た

つ
。

で
は
あ

る
が
、
わ
れ
わ
れ

は
魯

迅

の
次

の
こ
と
ば
を
想

い
お
こ
す
。

こ
れ
は
ど
う

い
う

と
と
か
。

我
以
爲
根
本
問
題
是

在
作
者
可
是

一
個

『
革
命

人
』
・
個
是
的

・
則
無
論
爲

的
是
什
磨
事
件

・
用
的
是
什
慶
材
料

・
即
都

是
『
革

命

文
学
』
。
從
噴
泉
裏
出
來
的
都
是

水

・
從

血
管
裏
出
來
的
都
是
血

。

(
全
集
第

三
巻

五
二
買
而
已
集

・
革
命
文
学
)

魯
迅

の
文

学
は
、
そ

の
思
想

と
と
も

に
さ
ら

に
就
会
的
實
践

と
と
も

に
獲
展

し
た
が
、

魯

迅

の
創

造

的

文
饅

の

一
つ
で
あ
る
雑
文

も
、
彼

の
思
想

の
獲
展
深
刻
化
と
と
も

に
嚢
展

し
た
。
雑
文

の
最

も
特
徴
的
な
も

の
は
詩

と
政
論

が
融
合
し

一
盟

と
な

つ
て
い
る
こ
と

で

あ

る
が
、

こ
の
政

論
も
思
想

の

一
部
分

と
し
て
彼

の
頭
騰

に
概
念

と
し
て
ひ

つ
つ
い
て
い
る

の
で
は
な

い
。
か
え

つ
て
、
肚
会
的
載
闘

の

實
践

の
結

果
、
骨
肉
化
し
た

も
の
と
し

て
彼

の
肉
艦

の

一
部
分
な

の
で
あ

る
。

右

の
魯
迅

の
こ
と
ば

で
、
革
命
者

で
あ
る
な
ら

ば
何
を
書
き
何
を
材

料
に
し

て
も
革
命
文

学
で
あ

る
と

い
う

こ
と
は
よ
く
味
わ
ね
ば

な
ら

な

い
、

で
な

い
と
、
と
ん

で
も
な
く
魯
迅
を
誤
解
す

る
こ
と

に
な

る
。
た
と

え
ば
、
朝

華
夕
拾
を
例

に
し

て
考

え
て
み
よ
う
、
魯
迅

の
自
叙
傳
或

い
は
追
憶
と

い
わ
れ

て
い
る
こ
の
書
物

は
、
恐
ら
く
魯

迅

の
も

の
で
い
ち
ば
ん
政
論

に
乏
し

い
と

い
え
る
。
し

か
し
、
そ
れ

に
も
か

』
わ

ら
寅
、
職
岡

的
な
魯

迅

の
雑

文
性
を
見
出
す

の
に
困
難

で
な

い
。

「
狗

、
猫

、
鼠
」
、

「
二
十
四
孝
圖

…
…
」

「
無
常

」
、

「
磯
記
」
な

ど
が
そ
う

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
な
か

に
あ

る
政

論
、
時
局
批
判

、
反
動
的
人
物

に
封
す

る
批
判
と
誠
刺

に
つ
い
て
、
人

は
い

う
か
も

し
れ
な

い
。

こ
れ
ら
は
は
じ

め
か
ら
そ
れ
と
意
識
し

て
書

い
た
も

の
容
は
な

い
、
そ

し
て
拍
憶

の
叙
述

の
す

』
む

に
つ
れ

て
お

の
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す

と
滲

み
出

て
き
た
も

の
で
あ

る
。
は

つ
き
り
し

て
い
る

こ
と
は
、
晩
年

の
雑

文

の
よ

う
に
、
曙
黒
勢
力

に
封
す

る
意
識
的
計
書
的
攻
撃

を
目
的
と
し
た
ヒ
首
と
し

て
の
雑

文
と
は
ち
が
う
と
。
こ

の
こ
と
か
ら
次

の
よ
う

に
い
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
故

事
新
編
前
期

の
作
品
も

同
様

で
あ

る
、

と
く

に
補

天

に
つ
い
て
は
そ
う
い
え
る
し
、
奔
月
や
鑛
劒

に
つ
い

て
も
全

ぐ

い
え
な

い
と

は
い

」
き
れ
な

い
。
だ
か
ら
故

事
新
編

に
お

い
て
魯

迅

が

意

識

的

に
雑

文
性
を
も

た
せ

よ
う
と
し
た

こ
と
は
疑
問

で
あ

る
と
。
だ

が
、
魯
迅
が
力
鮎

を
お

い
て
い
る
の

は
、
文
学
者

が
革
命
者

で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
こ
と

で
あ

つ
て
、
何
を
書

き
何

を
材
料

に
し
て
も

よ

い
と
い
う
こ
と

で
は
な

い
。
概
念

に

お
い
て
で
は
な
く
、
肉
膿
的

に
革
命
者

で
あ
る
こ
と
だ
。

そ
う
い
う
革
命
者

は
無
意
識

の
う
ち

に
も
何

を
書

き
何
を
材

料
に
す

べ
き
か
を

え
ら
ん
で

い
る
、
そ
う

い
う
も
の
が
お

の
す

か
ら
滲

み
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
も

つ
と
も
後
期

の
魯

迅
は
積
極
的

に
意
識

し
て
そ
う
行

動

し
た

が
、
前
期

に
お

い
て
は
そ

の

へ
ん
が
ぼ
ん
や
り

し

て
い
る
。

だ
が
、
右

の
魯

迅

の
こ
と
ば

を
も
と

に
し

て
、
故
事
新
編

や
朝

華
夕
拾

に
お
け

る
雑
文

性
を
浩
…極
的

に
解

し
そ

の
雑

文
性

の
積
極
的
意
圖

を
輕

く

み
る
の
は
誤

つ
て

い
る
。

吹

に
雪
葦

が
典
撮

と
し

て
引

い
て
い
る
も
の
を

し
ら

べ

て
み
る
。

彼

は
奔
月

が
准
南

子
、
孟
子
、
列

子
等
を
綜
合

し
た

も
の
で
あ
る
と
し

て
、
吹

の
よ
う
な

例
を
あ
げ

て

い
る
。

『
尭
之

時

・

十
日
並
出

・
焦
禾
稼

・
殺
草
木

・
而

民
無
所
食

。
狭
扮

、
繋
歯
、
九
嬰

、
大
風
、
封
稀
、
修
蛇

・
皆

爲
民
害

。

発
乃
使
習
諒
馨
歯
於
疇
華

(
南
方

池
名
)
之
野

・
殺
九
嬰
於
凶
水
之

上

・

(
北
秋

有
凶
水
)
,緻

大
風
於
青
邸
之
澤

。
(
東

方
)
上

射
十
日

而
下
殺
撰
勒

・
断

修

蛇

於

洞
庭

・
禽

封
聯
於
桑
林

。
(
洞
庭
側
)

…
:
』
(
『
准
南

子
』
:

『
本
経
訓
』
・

又
高
誘
註

去

:

『
狭
鵜

・

獣
名
也

-
歌
若

龍
首

・
或

日
似
狸

。
善
走
而
食
人

・
在
西
方
也

;

繋
歯

・
獣
名

・
歯

長

三
尺

・
…
…
持
曳
盾

;

九
嬰

・
水

[

火

之
怪

・
爲
人
害

;

大
風

・
風
伯
也

・
能
壊

人
屋
舎

;

封
稀

・
大
家

・
楚
人
謂
雍
爲

聯
也

;
修
蛇

・
大
蛇

・

呑
象

三
年
而

83
醐

出
其
骨
之
類

。
』
)

囑
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人

交

研

究

第

九

輯

『
逢
蒙

學
射
於
習

・
書

零
之
道

・
思

天
下
惟
葬

爲
愈

己

・
於
是
殺
課

・
.…
-
』
(
『
孟

子
』

:

『
離
婁
篇
』
。

)

『
甘
蝿

・
古

之
善
射
者

。

…
…
弟

子
名
飛
衛

・
學

射
於
骨
蝿

・
而

巧
過
其
師

。
紀

昌
者

・
又
學
射
於
飛
衛

・
飛

衛
日

:

爾

先
學
不
瞬

・
而
後
可
言
射
突

。
紀

昌
脇

・
堰
臥
其
妻

之
機
下

・
以
目
承
牽

挺

。
二
年
之
後

・
難
錐
未
倒

・
皆
而
不
瞬
也

。
以
告

・飛
衛

・
飛
衛

日

:

未

也

・
必
學
覗
而
後

可

。
覗
小
如
大

・
硯
微
如
著

・
而
後

告
我

。

昌
以
奮

縣
鍛
於
糖
南
面
而
望
之

。
旬

日

之
間

・
浸

大
也

;

三
年

之
後

・
如
車
輪
焉

。
以
観
鹸
物

・
皆

丘
山
也

。
乃

以
燕
角

之
弧

・
朔
蓬
之
鋒
射
之

・
貫
鍛

之

心

而

懸

不
絶

。

以
告
飛

衛

。
飛
衛
高
踊
柑
麿

日

:

汝
得
之
　
!
紀

昌
既
蓋
衛
之
術

・
計
天
下
之
敵
己
者

一
人
而
己

。
乃
謀

殺
飛
衛

。
相
遇

於
野

。

二
人
交
射

・
中
路
矢
鋒
相
鯛

而
墜
於
地

・
而
塵
不
揚

。
飛
衛
之

矢
先
窮

・
紀

昌
遺

一
矢

・
既
焚

・
飛

衛
以
棘
刺
之
端
杵

之

而
無
差
焉

。

於
是

・

二
子
泣
而
投

弓
旭

拝
於
塗

・
請

爲
父
子

・
剋
瞥
以
誓

・
不
得
告

術
於
人

。
』
(
列

子
』
:

『
湯
問
』
。
)
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『
葬
請
不
死
之
藥
於
四

王
母

・
麺
蛾
窺

以
奔
月

。
』
(
『
准
南

子
』

:

『
覧

冥
訓
』
。

之
藥
於
西

王
母

・
未
及
服
之

。
廼
蛾
盗
食
之

・
得
仙

・

奔
入

月
中
爲
月
精

。
』
)

高
誘
注

云

『
麺

蛾

・
葬
妻

。
葬
請
不

死

『
習

左
…腎
脩

而
善
射

。

』
(
『
准

南

子
』

:

『
修

務

訓
』
。

叉

:

高

誘
註

於

同
書

『
淑
眞

訓

』

云

九
烏

・

緻

大

風

・
殺
契

郷

・
斬

九
嬰

・
射

河

伯

…
…

。

非
有

窮

后
葬

也

。

』

)

『
尭

時
葬
善
射

・
能

一
日
落

『
豊

狐

文
豹

棲

於

山

林

・

:
:
』
(
『
荊

子
』

『
山

木

篇

』

。

)

な
お
、
鋳
劒

に
つ
い
て
は
、
淫
樂
淺
忍
な

王
は
あ
き
ら

か
に
臭
越
春
秋

の
楚

の
荘
主

、
挙
王
、
呉

王

夫

差

お

よ

び

越

王
勾
践
な

ど



の
荒
淫
残
忍

の
記
録

に
も

と
つ

い
た
も

の
と
し

て
い
る
。

奔
月

の
典
擦

と
し

て
雲
葦

は
多
く
を
引

い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
大
し
た
重
要
性
を
も
た

な

い
、

爾
地
書
第

二
集

の

一
=

一と
李
鐸
野

宛

の
書
簡
だ
け

で
、

こ
れ
が
歴
史

を
描

こ
う
と
し
た
も

の
で
は
な
く
、
軍

に
そ
れ

を
か
り

て
高
長
虹
を
誠

し

て
い
る
こ
と
は
疑

い
な

い
。

ま

し
て
魯
迅

の
歴
史
観

か
ら
み
て
右

に
あ

が
つ

て
い
る
よ
う
な
古

籍

に
も

と
つ

い
た
歴
史

小
読
を
書
く
と

い
う

こ
と
は
格
別
意
昧

を
も
た

な

い
。鋳

創

と
な
る
と
、
な

お
さ
ら
楚
や
呉

の
王
檬

が
ど
う

の
と

い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
幻
奇
的
な
物
語

に
つ

玉
ま
れ
た
復
讐
心

の
方

が
重

大
な

の
で
あ

つ
て
、
古
籍

は
ほ
ん

の
借
物

と
い
つ
た
感
じ

で
あ
る
。
総
じ

て
雪
{葦

の
故
事
新
編
論
は
古

籍
に
ひ
き
す
り
ま
わ
さ
れ

て
し
ま

つ
た

と
い
つ
て
も

い

玉
過
ぎ

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

以
上

に
よ

つ
て
、
私

は
故
事
新
編
前
期

の
三
篇
を

つ
ら
ぬ
く
主
流

と
な

つ
て
い
る
も

の
が
、
雑
文
性

に
あ
る
こ
と
を
み
た
。

し
か
し

こ
の
こ
と
は
伊
凡

の
い
う
よ
う
に
、
歴
史

的
物
語

の
形
式
を
か
り
た
雑
文

の

一
盟

と
見
徹
す

こ
と

で
は
な

い
。
後

で
ふ
れ
る
が
、
伊

凡

の

見
解
は
後
期

の
故
事
新
編

に
つ
い
て
は
安
當
す

る
か
も
し
れ
な

い
。
伊
凡
は
主

と
し
て
後
期

の
も

の
に
つ

い
て
論
じ

て
い
る
の
で
、
前
期

の
三
篇

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぼ
ど
力
を
入

れ
て
い
な

い
。
前
期

の
三
篇
は
形
式
的
、
孤
立
的

に
み
れ
ば

、
雑

文
的

で
は
な

い
が
、

こ
れ
を
内

容

の
思
想
性
お
よ
び
魯

迅

の
肚
会
實
践

、
他

の
著

作
と

の
關
連

に
お

い
て
み

る
と
き
そ
の
本
質
が
雑

文
性

に
あ
る

こ
と
は
認

め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
だ
が
、

こ
れ

に
は
ひ
じ

よ
う

に
い
ろ
い
ろ
な

要
素

が
こ
み

い
つ
て
い
る
。
哨
賊
や
彷
徳

の
よ
う

に
典
型

の
創
造
を

こ
」
う
み

て
も
い
る
し
、
爾
地
書

や
野
草

の
よ
う

に
心

の
奥
底
を

の
ぞ
か
せ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

こ
う
み

て
く

る
と

、
故
事
新
編

は
哨
賊

や
彷

復

の
部
類

と
雑
文

の
部
類

の
い
す
れ

の
範
疇

に
も
入
る
よ
う
で
入
ら
な

い
。
と

い
う

こ
と

は
、
爾
者

の
中
間

に
位
す

る
と
い
う
ご
と
で
は

な

い
だ

ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
を

い
ま

こ
」
で
断
言
す

る

の
は
ま
だ
早

い
、

さ
ら

に
残
る

五
篇

を
槍

討

し
て
み
ね
ば
な

ら
な

い
だ
ろ
う
。

(
未
完
)

五
四

年

・
十

一
月

・
二
十
九
日
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