
凌
叔
華
と
中
国
画

池

上

貞

子

中
国
語

・
中
国
現
代
文
学
を
専
門
と
し
て
い
る
者
が
、
美
学
美
術
史

を
学
ぶ
女
子
学
生
と
連
帯
し
よ
う
と
し
て
、
〈女
性
〉
・
〈中
国
現
代
文

学
〉

・
〈
美
術
〉
と
い
う
三
つ
の
キ
ー

・
ワ
ー
ド
を
並
べ
て
み
た
と
き
、

ま

っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
凌
叔
華

(ピ
ぎ
αQ
ω
げ
ロ
歩
轟

本
名
凌
瑞
棠
、

一
九
〇
〇
～
九
〇
)
の
名
前
で
あ
る
。
凌
叔
華
の
作
家
と
し
て
の
活
動

は
、
短
篇
小
説
と
中
国
語
の

"散
文
"
す
な
わ
ち
評
論

・
随
筆
が
ほ
と

ん
ど
で
、

い
わ
ゆ
る
大
作
家
と
は
言

い
が
た
い
が
、
彼
女
自
ら
本
格
的

な
中
国
画

を
描
く
と
い
う
点
で
、
他

の
作
家
と
は
異
な
る
際
立

っ
た
特

徴
が
あ
る
。

凌
叔
華

の
文
学
に
つ
い
て
は
、
戦
前
の
日
本
で
同
時
代
的
に
読
ま
れ

た
あ
と
、
社
会
主
義
国
家
の
成
立
と

い
う
中
国
の
歴
史
的
な
事
情
や
、

　

彼
女
の
結
婚
と
夫
お
よ
び
夫
妻

の
社
会
的
立
場
、
ま
た
四
〇
年
代
後
半

に
渡
欧
し
て
以
来
、

一
貫
し
て
国
外
に
あ

っ
た
と
い
う
個
人
的
な
事
情

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
、
八
〇
年
代
に
入
る
ま
で
は
、
台
湾
や
香

港
は
別
と
し
て
、
中
国
大
陸
や
日
本
で
は
あ
ま
り
深
く
研
究
さ
れ
る
こ

と
は
な
か

っ
た
。
し
か
る
に
改
革
開
放
の
波
が
学
問
分
野
に
ま
で
及
ん

で
い
る
今
日
で
は
、
中
国
は
も
と
よ
り
日
本

で
も
彼
女
を
テ
ー
マ
に
す

ヨ

る
研
究
者
が
多
く
な

っ
て
い
る
。

筆
者
は
近
年
、
張
愛
玲

(
一
九
二
〇
～
九

五
)
と
い
う
作
家
を
研
究

テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
後
半
生
を
外
国
で
暮
ら
し
た
女
性
作

家
と
い
う
共
通
点
を
も
ち
な
が
ら
、
生
き
方

や
文
学
上
の
作
風
な
ど
で

非
常
に
対
照
的
な
こ
の
凌
叔
華
に
つ
い
て
、

ひ
そ
か
に
関
心
を
も
ち
つ

づ
け
て
き
た
。
だ
か
ら
研
究

の
方
法
と
し
て
は
、
こ
の
両
者
を
比
較
す

　

る
方

法

が

考

え

ら

れ

る

し

、

ま

た

V

・
ウ

ル

フ
や

K

・
マ
ン

ス

フ

ィ
ー

　

ル
ド
な
ど
英
文
学
と
の
関
連
を
考
察
す
る
も

の
、
あ
る
い
は
フ
ェ
ミ
ニ

　

ズ

ム

の
観

点

か
ら

の

ア
プ

ロ
ー

チ

な
ど

い

ろ

い

ろ
考

え

ら

れ

う

る

が

、

一1一



こ
こ
で
は
先
ほ
ど
の
キ
ー

・
ワ
ー
ド
を
押
さ
え

て
、
〈
凌
叔
華

:
人
と

文
学
と
絵
画
〉
と
い
う
部
分
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、

文
学
作

品

乏
絵
画

凌
叔
華
が
真
正
面
か
ら
中
国
画
を
論
じ
た

"散
文
"
に
、
「我
們
怎
様

看
中
国
画
」
(
「中
国
画
を
ど
う
見
る
か
」

一
九
三
四
)
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
中
国
画
が
わ
か
ら
な
い
と
言
う
人
や
、
わ
か
ら
な
さ
を
悪
用
す
る

人
間
が
い
る
状
況
を
憂
え
て
、
中
国
画
を
見
る
た
め
の
基
礎
知
識
を
ま

と
め
た
も

の
だ
。
以
下
の
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
歴
代
の
大
家

や
名
画
を
引
き
合
い
に
し
な
が
ら
解
説

し
て
い
る
。
①

"気
韻
与
形

似
"
…
…
形
が
そ
れ
ら
し
く
あ
る
こ
と
よ
り
は
、
作
品
全
体
が
か
も
し

だ

す
気

品
、
あ

る
い
は
趣
き

の
ほ
う
が
大
切

で
あ
る
。
②

"
布

局
"
…
…
中
国
画
に
と

っ
て
構
図
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
「
画
尽

意
在
」
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
詩
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③

"用
筆
用

墨
"
…
…
筆
つ
か
い
墨
つ
か
い
は
形
や
気
骨
を
端
的
に
表
す
も
の
で
、

書
に
通
じ
る
。
④

"画
題
及
落
款
"
…
…
元
以
前
は
画
題
や
署
名
も
慎

ま
し
や
か
だ

っ
た
が
、
倪
雲
林

(贋

、
元
代
の
文
人
画
家
。

一
三
〇

一
～
七
四
)
あ
た
り
は
絵
と
は

「胸
中
の
逸
気
」
を
写
し
、
自
ら
楽
し

む
も
の
と
考
え
た
の
で
、
意
が
余

っ
て
題
辞
を
つ
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。

⑤

"士
大
夫
画
家
与
文
人
画
"
…
…
官
職
に
つ
い
て
い
る
者
と
、
形
に

と
ら
わ
れ
な
い
者
と

い
う
違
い
は
あ
る
が
、
と
も
に
で
た
ら
め
に
や

っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
努
力
や
素
養
が
あ

っ
て
の
こ
と
だ
。

そ
し
て
李
成

(
五
代
宋
初
の
文
人
画
家
。

?
～
九
六
七
)
の
寒
林
、

米
菷

(北
宋
の
書
家

・
画
家
。

一
〇
五

一
～

一
一
〇
七
)
の
雲
山
な
ど
、

歴
代
の
大
家
の
学
ぶ
べ
き
特
質
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。

ま
た
凌
叔
華
の
紀
行
文
に
は
、
他

の
作
家

に
増
し
て
、
中
国
画
に
対

す
る
関
心
の
強
さ
や
造
詣
の
深
さ
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「中

国
画
を
ど
う
見
る
か
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た

「泰
山
曲

阜
紀
游
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
ず

っ
と
以
前
の

一
九

二
七
年
、
日
本

滞
在
中
に
書
い
た

「登
富
士
山
」
は
、
描
写

の
あ
ま
り
の
克
明
さ
に
、

読
者
も
い
っ
し
ょ
に

一
歩

一
歩
、
歩
を
進
め
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
と

ら
わ
れ
る
。

が
、
何
と
い
っ
て
も
美
術
と
深
い
関
わ

り
を
も

つ
凌
叔
華
ら
し
い

エ
ッ
セ
イ
は
、
「重
游
日
本
記
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
戦
後
復
興
期
の
日

本
を
再
訪
し
た
と
き
の
印
象
で
あ
る
が
、
戦
前

の
自
信
に
み
ち
て
い
た

日
本
の
雰
囲
気
を
知
り
、
か
つ
ま
た
イ
ギ
リ

ス
で
の
生
活
を
経
た
彼
女

に
は
、
日
本
の
西
洋
模
倣
の
部
分
だ
け
が
目

に
つ
い
た
ら
し
い
。
強
い

調
子
で

「欧
米
に
な
い
も
の
だ
け
を
見
に
い
こ
う
」
と
決
意
を
表
明
し

て
い
る
。
折
し
も
移
住
先
の
南
米
か
ら
東
京

に
来

て
い
た
張
大
千

(現

代
中
国
の
文
人
画
家
。

一
八
九
九
～

一
九
八
三
)
や

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か

ら
き
て
い
た
済
遠
と
い
う
人
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
行
動
を
と
も
に
す
る
。

鎌
倉
瑞
泉
寺

へ
梅
を
見
に
い

っ
た
り
、
上

野
の
国
立
博
物
館
で
梁
楷

(南
宋
の
画
家
)
や
李
龍
眠

(公
鱗
、
北
宋

の
文
人
画
家
。
?
～

=

一2一



〇
六
)
な
ど

の
、
中
国
絵
画
の
名
品
の
数

々
を
特
別
に
見
せ
て
も
ら

っ

た
り
し
て
い
る
。
同
じ
く
京
都
や
奈
良
で
も
、
寺
院
見
物
の
ほ
か
に
京

都
博
物
館
な
ど
に
行

っ
て
、
特
別
に
蔵
画
を
見
せ
て
も
ら

っ
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。

一
方
、
小
説
で
美
術
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
た
の
で
は
、
や
は
り

三
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る

「倪
雲
林
」
が
あ
る
。
詩
、

書
を
も
能
く
し
、
山
水
画
に
す
ぐ
れ
て
い
た
倪
雲
林
、
字
讚
に
凌
叔
華

は
よ
ほ
ど
関
心
を
よ
せ
て
い
た
ら
し
く
、
散
文
で
も
折
り
に
ふ
れ
て
言

及
し
て
い
る
。
こ
の
短
篇
で
は
、
詩

・
書

・
画
の
た
め
に
実
生
活
に
無

頓
着
な
倪
と
、
そ
れ
に
つ
け
こ
ん
で
彼

の
絵
を
得
よ
う
と
躍
起
に
な

っ

て
い
る
俗
人

た
ち
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
直
接
的
な
形
で
は
な
く
、
小
説
の
な
か
の
情
景
描
写
な
ど

に
、
そ
の
素
養
を
偲
ば
せ
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
た
と
え
ば

「春
天
」
(
「春
」)
は
新
婚
の
妻

の
憂
欝
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
原
文
で

二
〇
〇
字
く
ら
い
の
、
あ
る
二
段
落
の
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
と
形

が
凝
縮
し
て
い
る
。

「彼
女
は
あ
い
か
わ
ら
ず
窓
の
外
を
見
て
い
る
。
灰
褐
色
の
空
に
は

す
で
に
淡

い
青
色
が
塗
ら
れ
、
蜜
色
が
い
っ
そ
う
濃
く
な

っ
た
、
中

庭
の
ひ
と
も
と
の
海
棠
は
、
ま
る
で
春
の
野
に
あ
そ
ぶ
妙
齢
の
乙
女

の
よ
う
。
葱
翠

(青
緑
)
色
の
衣
を
身
に
つ
け
て
、
髪
に
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
に
細

い
花
技
を
さ
し
て
い
る
よ
う
な
風
情
が
あ
る
。
蝶
や
蜂

が
数
知
れ
ず
幹
を
め
ぐ

っ
て
飛
び
か

っ
て
い
る
の
に
、
彼
女
は
ち
ら

と

も

動

こ
う

と

し

な

い
。

そ

の
た

め

い

っ
そ
う

誇

り
高

く

見

え

る

の

だ

。ど
う
し
た
わ
け
か
霄
音

(主
人
公
の
女
性

の
名
ー

引
用
者
)
に

は
、
今
日
は
海
棠

の
こ
う
し
た
様
子
が
と
て
も
ぶ
ざ
ま
に
思
え
た
。

仰
向
く
と
、
今
の
空
は
淡
い
青
色
の
す
べ
す

べ
し
た
緞
子
の
よ
う
だ
。

そ
こ
に
た
ま
さ
か
雪
の
よ
う
に
白
い
柳
絮
が
飛
び
か
い
、
軽
や
か
に

ゆ
る
や
か
に
春
風
に
の
つ
て
、
緞
子
の
う
え
を
旋
回
す
る
。
黒
い
鳥

が
数
羽
斜
め
に
よ
ぎ
る
。
そ
の
影
の
麗
し
さ
!

ど
こ
ぞ
の
絵
描
き

の
手
に
な
る
も
の
や
ら
。」

さ
な
が
ら
絵
そ
の
も
の
を
見
る
よ
う
な
感
が
あ
る
。
同
じ
く
彼
女
の

一
ヨ

得
意
な
若
夫
婦
も
の
の
ひ
と
つ

「病
」
(
一
九

二
七
)
は
、
病
気
の
夫
の

[

転
地
療
養
の
費
用
を
稔
出
す
る
た
め
、
妻
は
夫

に
内
緒
で
偽
画
を
描
き

に
友
人
宅

へ
通
う
が
、
夫
は
そ
れ
を
浮
気
を
し
て
い
る
と
誤
解
し
て
悩

み
憤
る
と
い
う
、
「賢
者
の
贈
り
物
」
風
の
小
話
。
話
と
し
て
は
た
わ
い

な
い
が
、
妻
が
絵
を
描
く
女
性
で
あ
る
と
い
う

の
は
作
者
自
身
の
姿
を

彷
彿
さ
せ
る
。

い
っ
た
い
に
彼
女
の
作
品
は
、
若
夫
婦
や
若

い
女
性
、
子
ど
も
の
こ

と
を
扱

っ
た
も
の
が
多

い
が
、
こ
れ
は
当
時
活
躍
し
て
い
た
女
性
作
家
、

ア

た
と
え
ば
謝
冰
心
な
ど
と
も
共
通
す
る
特
徴
で
、

一
見
何
と
い
う
こ
と

　

も
な
い
話
だ
が
、
凌
叔
華
研
究
者
の
大
槻
幸
代

の
指
摘
す
る
と
お
り
、

「核
家
族
」
と
い
う
形
が
、
儒
教
的
な
大
家
族
か
ら
離
れ
て
個
人
を
確

立
す
る
た
め
の
ひ
と

つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
だ

っ
た
と
す
れ
ぼ
、
今
日
で



は
考

え

ら

れ

な

い
く

ら

い
強

い
意

味

を

も

っ
て

い
た

は

ず

で

あ

る
。

こ

う

し

た
骨

組

み

の
う

え

に
、

詩

人

で
も

あ

る

謝

冰

心

は

フ

ァ

ン
タ

ジ

ー

や

時

に

は

メ

ル

ヘ
ン
的

な
要

素

を
加

え

て

ス
ト

ー

リ

ー
を

仕

立

て

た

が
、

　

凌
叔
華
の
場
合
は
ス
ト
ー
リ
ー
は
借
り
物
の
要
素
が
強
く
、
そ
の
情
景

描
写
の
絵
画
的
写
実
性
に
真
骨
頂
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

二
、

中

国

画
と

の
関

わ
り

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
凌
叔
華

の
文
学
と
絵
画
と
の
深
い
関
わ

り
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
必
然
性
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の

.

血
筋
。
父
凌

福
彭
の
外
祖
父
謝
蘭
生

(
一
七
六
〇
～

一
八
三

一
)
は
広

東
の
著
名
な
書
画
の
大
家
で
、
父
自
身
も
、
現
在
の
北
京
市
長
や
河
北

省
長
に
あ
た
る
要
職
を
歴
任
し
て
引
退
し
た
後

は
、
「北
京
画
会
」
を

組
織
し
て
陳
衡
恪
、
陳
年

(半
丁
)
や
王
雲

(竹
人
)
と
い
っ
た
多
く

の
画
家
た
ち
と
交
流
を
も
ち
、
斉
白
石

(近
代
中
国
の
著
名
な
文
人
画

家
。

一
八
六
三
～

一
九
五
七
)
な
ど
も
凌
家
に
出
入
り
し
て
い
た
と
い

う
。母

は
六
人
い
た
父
の
妻
の
う
ち
の
第
四
夫
人
で
、
生
ん
だ
四
人
の
子

ど
も
は
す

べ
て
女
の
子

(凌
華
は
三
番
目
)
だ

っ
た
た
め
、
儒
教
思
想

の
強

い
当
時
の
大
家
族
の
な
か
で
は
弱
者
で
し
か
な
か

っ
た
。
慈
母
で

は
あ

っ
た
が
、
妻
あ
る
い
は
女
と
し
て
は
屈
辱
的
な
こ
と
も
あ

っ
た
よ

う
だ
。
凌

叔
華
に
は
異
母
兄
弟

(父
の
子
ど
も
全
体
の
な
か
で
は
彼
女

は

一
〇
番
冖目
)
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
核
家
族

の
な
か
で
父
の
愛
を
じ
か

に
受
け
る
の
と
は
様
子
が
ち
が

っ
て
い
た
。
お
と
な
し
い
目
立
た
な
い

子
で
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
彼
女
に
絵
の
才
能
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、

か
な
り
期
待
の
的
に
な

っ
た
。
最
初
繆
笥
と

い
う
女
性
画
家
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
、
の
ち
に
王
竹
林
や
赫
漱
玉

(女
性
)
な
ど
と
い
う
画
家
た

ち
に
師
事
し
た
。

一
〇
歳
前
後
の
こ
ろ
、
何
年
間
か
京
都
に
住

ん
だ
経
験
が
あ
り
、
日

本
の
文
化
や
生
活
に
も
親
し
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

大
学
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
燕
京
大
学
外
国
語
学
部
に
入
り
、
英
、
仏
、

日
語
を
学
ぶ
と
と
も
に
、

一
九
一
=
二
年
イ
ソ
ド
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
の
訪

　

中
を
契
機
に
で
き
た
新
月
社
と
い
う
文
学
サ

ロ
ン
に
出
入
り
す
る
よ
う

に
な

っ
て
、
新
聞
の
文
芸
欄
な
ど
に
短
編
小
説
や
論
文
を
投
稿
す
る
よ

湘

う
に
な

っ
た
。

二
六
年
六
月
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
当
時
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
故

宮
博
物
館
の
書
法

・
絵
画
部
門

に
勤
務
。
七

月
に
は
新
月
社
で
知
り

合

っ
た
陳
源
と
結
婚
。
九
月
に
は
母
校
燕
京
大
学
の

「美
術
学
義
務
助

手
」
(日
本
の
大
学
の
非
常
勤
助
手
に
相
当
?
)
に
な

っ
て
、

一
年
ほ
ど

勤
め
た
。
直
接
美
術
に
関
わ
る
仕
事
を
し
た
こ
の
時
期
の
詳
し
い
状
況

に
つ
い
て
は
調
査
が
間
に
合
わ
ず
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
先
に
紹
介

し
た

「中
国
画
を
ど
う
見
る

か
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
は
、
こ
う
し
た
裏
づ
け
が
あ

っ
て
の
こ
と
で

あ
る
。
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二
七
年

か
ら
北
京
大
学
の
研
究
費
を
得
て
、
夫
と
と
も
に
二
年
近
く

京
都
に
滞
在
し
て
、
日
本
文
学
の
研
究
な
ど
を
お
こ
な

っ
た
。
先
に
ふ

れ
た

「登
富
士
山
」
や
日
本
を
題
材
と
す
る
二
、
三
の
短
篇
小
説
が
こ

の
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
二
九
年
か
ら
夫
の
武
漢
大
学
赴
任
に
と
も
な
い
武
昌
に
行

く
が
、
創
作
は
続
け
、
前
年
創
刊
さ
れ
た
文
芸
雑
誌

『新
月
』
に
せ

っ

せ
と
投
稿
し
て
い
る
。
や
が
て
日
中
戦
争
の
た
め
、
さ
ら
に
奥
地
の
四

川
省
楽
山

へ
と
移
動
す
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
要
因
が
重
な

っ
て
精
神
的

に
消
耗
し
、
V

・
ウ
ル
フ
に
窮
状
を
訴
え
る
の
は
こ
の
時
の
こ
と
だ
。

四
七
年

に
、

ユ
ネ
ス
コ
の
仕
事
で
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
に
住
ん
で
い
た

夫
の
も
と

へ
渡

っ
た
あ
と
は
、
九
〇
年
に
北
京
の
病
院
で
亡
く
な
る
半

年
前
ま
で
、
ず

っ
と
国
外
に
い
た
。
そ
の
間
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
南
洋

大
学

(
五
六
～
六
〇
)
や
カ
ナ
ダ
の
大
学
な
ど
で
、
中
国
の
現
代
文
学

に
つ
い
て
講
義
し
た
り
、
演
劇
や
芸
術
に
関
す
る
論
文
を
雑
誌
に
発
表

し
た
り
し

て
い
る
。
ま
た
絵
画
に
関
わ
る
活
動
も
活
発
で
、
以
下
の
よ

う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
九
六

二
年

一
二
月
か
ら
翌
年

二
月
ま
で
、

パ
リ
の
チ

ェ
ル
ヌ
ス

キ
ー
博
物
館
が
漢
学
者

ル
ネ

・
グ
ル
ッ
セ
逝
去

一
〇
周
年
を
記
念
し
て
、

凌
叔
華
所
有
の
元
明
清
の
文
人
画
二
〇
数
点
お
よ
び
叔
華
本
人
の
近
作

三
〇
点
の
展
覧
会
を
お
こ
な

っ
た
。

七
〇
年
六
月
台
湾
で
中
山
博
物
館
主
催
の

「中
国
古
画
討
論
会
」
に
、

欧
米
、
日
韓

の
博
物
館
関
係
者
や
国
内
外
の
専
門
家
と
と
も
に
参
加
。

七
八
年
、
大
陸
に
行
き
、
敦
煌
の
石
窟
を
参
観
。
帰
国
後
、
「敦
煌
礼

賛
」
の

一
文
を
書
い
た
。

八
三
年

一
一
月
に
、
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
所
属
の
ア
シ
ュ
モ
リ

ア
ン
博
物
館
が

「凌
叔
華
お
よ
び
そ
の
友
人
画
展
」
を
開
催
、
博
物
館

設
立
三
〇
〇
周
年
記
念
の
行
事
の

一
つ
と
し
た
。

三
、
凌

叔
華

に
と

っ
て

の
中

国
画

凌
叔
華
が
中
国
画
の
素
養
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
に

と

っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
作
家
と
し
て

匚

は
、
感
性
や
対
象
観
察
の
鋭
さ
、
描
写
力
の
確
か
さ
な
ど
、
技
術
面
で

の
プ
ラ
ス
が
大
き
か

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
凌
叔
華

そ
の
人
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
て
も
、
九
〇
年

に
及
ぶ
彼
女
の
長

い
人
生

で
、
そ
の
時
々
の
時
代
を
反
映
し
た
さ
ま
ぎ
ま
の
意
味
あ
い
を
も

っ
た

に
違
い
な
い
。
た
と
え
ぼ
、
幼
児
期
に
は
父
親
に
認
め
ら
れ
る
た
め
の
、

言
葉
を
か
え
て
言
え
ぽ
、
他
か
ら
抜
き
ん
で
る
た
め
の
強
力
な
武
器
で

あ

っ
た
と
も
言
え
る
。

ま
た
晩
年
の
異
国
で
の
展
覧
会
は
、
今
日
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
国

際
交
流
の
も

っ
と
も
よ
い
手
段
で
あ

っ
た
ろ
う
。
中
国
語
文
化
圏
は
別

と
し
て
、
祖
国
を
離
れ
母
国
語
以
外
の
世
界

に
あ

っ
て
は
、
か
つ
て
彼

女
の
表
現
手
段
で
あ

っ
た
小
説
や
散
文
が
、
そ
れ
ほ
ど
有
効
だ

っ
た
と

は
思
え
な
い
。
そ
の
点
、
絵
画
は
よ
り
普
遍
性
を
も

っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
筆
者
が
も

っ
と
も
興
味
深
く
感
じ
る
の
は
、
先
に
紹
介
し

た

「中
国
絵
画
を
ど
う
見
る
か
」
を
、
な
ぜ
あ
の
時
点
で
書

い
た
か
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た

一
九
三
四
年
当
時
、
彼
女

は
武
漢
大
学
教
授
夫
人
と
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ

っ
た
武
昌
郊
外
の
珞

珈
山
に
あ
り
、
時
々
北
京
と
も
行
き
来
し
な
が
ら
、
創
作
活
動
を
続
け

て
い
た
。
四
月
に
は
短
篇
小
説

「千
代
子
」
を
北
京
の

『文
学
季
刊
』

に
、

一
〇
月
に
は
先
に
紹
介
し
た

「泰
山
曲
阜
游
」
を
天
津

の

『
国
聞

週
報
』
に
、
同
じ
く

一
〇
月
に
こ
の

「中
国
画
を
ど
う
見
る
か
」
を
天

津
の
新
聞

『大
公
報
』
の
文
芸
欄
に
、
そ
し
て

一
二
月
に
は
素
心
と

い

う
筆
名
で
、
武
漢
大
学
で
出
し
て
い
た

『珞
珈
月
刊
』
文
学
芸
術
特
集

号
に

「読
詩
札
記
」
を
発
表
し
て
い
る
。

と
こ
ろ

で
、
凌
叔
華
は
初
期
に
は
そ
の
作
品
の
多
く
を
、
夫
陳
源
が

責
任
編
集

に
当
た

っ
て
い
た
総
合
雑
誌

『現
代
評
論
』
に
、
ま
た
二
八

年
三
月
に
文
芸
雑
誌

『新
月
』
が
創
刊
さ
れ
る
と
そ
ち
ら
を
中
心
に
と
、

い
ず
れ
に
し
て
も
新
月
派
と
呼
ば
れ
る
範
囲
の
な
か
で
発
表
し
て
い
た
。

し
か
る
に
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
時
代
の
要
請
か
ら
、
中
国
近
代
文
学

の
流
れ
を
大
き
く
取
り
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
上
海
に
左
翼
作
家
連
盟

が
成
立
し
、
文
学
界
は
左
傾
的
な
風
潮
が
主
流
に
な

っ
た
。
凌
叔
華
個

人
に
関
し
て
言
え
ば
、
中
国
の
現
代
女
性
作
家
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

ほ

括
ら
れ
て
、
謝
冰
心
や
丁
玲
な
ど
他
の
女
性
作
家
と
と
も
に
、
時
に
は

比
較
さ
れ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

三

一
年

一
〇
月
に
は
、
左
連

の
機
関
誌
の
ひ
と

つ
で
丁
玲
主
編
の
雑

誌

『北
斗
』
に
、
「晶
子
」
(後
に

「生
日
」
と
改
題
)
と
い
う
日
本
人

の
生
活
を
モ
デ
ル
に
し
た
短
篇
を
載
せ
て
い
る
。
『北
斗
』
創
刊
に
あ

た
っ
て
、
「丁
玲
は
独
立
し
た
不
偏
不
倚
の
質

の
高

い
文
学
刊
行
物
を

お

め
ざ
し
た
。
友
人
の
沈
従
文
に
凌
叔
華
や
謝
冰
心
、
袁
昌
英
、
陳
衡
哲

な
ど
と
い
っ
た
女
性
作
家
か
ら
原
稿
を
引
き
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
手

は

紙
を
書
い
た
」
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
こ
の
丁
玲
と
凌
叔
華

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
日
中
戦
争

の
時
期
の
凌
叔
華

の
具
体

的
な
生
活
の
状
況
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
筆
者

の
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
こ
の
異
質
な
二
人
の
女
性
作
家
の
、
ひ
と
つ
の
接
点
が

で
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。

こ
こ
で
改
め
て
時
代
様
相
に
目
を
転
じ
る
と
、
三

一
年
九
月
に
は
満

州
事
変
が
お
こ
り
、
翌
年
満
州
国
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
国

。

民
党
と
共
産
党
の
対
立
が
激
化
し
、
日
本
は
そ
の
ス
キ
を
つ
い
て
中
国

本
土
に
侵
攻
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
三
七
年
に
日
中
戦
争
が

始
ま
る
と
す
ぐ
、
南
京
に
あ

っ
た
国
民
党
政
府
が
そ
こ
に
移

っ
て
い
る

こ
と
を
考
え
て
も
、
当
時
、
内
陸
の
武
漢
に
も
緊
張
し
た
落
ち
着
か
な

い
空
気
が
漂
い
は
じ
め
て
い
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
三

一
年

=

月
、
文
学
の
う
え
で
も
ま
た
私
的

め

に
も
親
し
か
っ
た
徐
志
摩
が
不
慮
の
死
を
と
げ
た
こ
と
も

一
因
に
な

っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
三
二
年
、
三
三
年
と
凌
叔
華
に
は
目
立

っ

た
作
品
が
な
い
。
そ
う
し
て
再
び
筆
を
と

っ
た
の
が
、
先
に
述
べ
た

「千
代
子
」
を
は
じ
め
と
す
る
三
四
年
の
作
品
群
で
あ
る
。
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「千
代

子
」
は
京
都
の
下
町
の
小
学
生
の
女
の
子
千
代
子
を
通
じ
、

上
海
事
変

(
一
九
三
二
年
)
以
後
日
本
の
庶
民
の
生
活

の
な
か
で
顕
著

に
な

っ
て

い
く
、
中
国
人
蔑
視
の
風
潮
を
描
い
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た

「晶
子
」
も
同
じ
日
本
の
庶
民
の
暮
ら
し
の
な
か
の
ひ
と
こ
ま
だ
が
、

幼
子
に
対
す
る
父
母
の
愛
が
淡

々
と
描
か
れ
る
だ
け
で
、
と
く
に
反
日

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

い
ず
れ
も
二
七
年
頃
の
京
都
で
の
生
活
体
験

が
も
と
に
な

っ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
。
「晶
子
」
が
三
五
年

一
〇
月

発
行
の
第

三
短
編
集

「小
哥
児
倆
」
に
収
め
る
に
あ
た
り
、
タ
イ
ト
ル

を

「生
日
」
(誕
生
日
)
と
改
め
た
の
は
、
何
か
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ

っ

た
の
か
も

し
れ
な
い
。

一
方
、

二
七
年
当
時
書
か
れ
た

エ
ッ
セ
イ

「登
富
士
山
」
の
な
か
で

は
、
と
う

に
日
本
人
に
対
す
る
違
和
感
を
示
し
て
い
る
。
茶
店
の
娘
た

ち
や
馬
方

の
口
吻
に
中
国
人
蔑
視
を
感
じ
、
せ

っ
か
く
の
山
の
神
秘
性

も
失
せ
て
、
「形
に
な
ら
な
い
失
望
感
と
、
旅
に
つ
き
も
の
の
疲
労
感

だ
け
が
残

っ
て
、
胸
隔
の
あ
い
だ
を
徘
徊
し
て
い
る
」
状
態
に
な

っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。

「泰
山
曲
阜
紀
游
」
で
は
日
本

へ
の
言
及
は
少
な
い
が
、
山
中
最
大

の
寺
碧
霞
宮
に
あ
る
、
明
の
万
歴
年
間
に
建
て
ら
れ
た
銅
の
碑
が
傾
き
、

白
玉

(は
く
ぎ

ょ
く
)
の
碑
に
大
き
な
亀
裂
が
入

っ
て
い
る
の
は
、
「日

本
人
が
持
ち
去
ろ
う
と
し
た
か
ら
だ
」
と
い
う
寺
の
人
の
言
葉
を
紹
介

し
、
「真
偽

の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
が
」
と
し
て
い
る
。
紀
行
文
全
体
は

き
わ
め
て
写
実
的
か
つ
記
録
的
で
あ
る
が
、
泰
山
そ
し
て
孔
子
廟
の
あ

る
曲
阜
は
、
中
国
の
伝
統
文
化
の
象
徴
と
も
言
え
る
場
所
だ
。

一
〇
歳

の
こ
ろ
か
ら
訪
れ
て
み
た
い
と
願

っ
て
い
た

こ
の
地

へ
の
旅
を
、
こ
の

時
期
に
新
聞
広
告
で
見
る
な
り
急
に
思
い
立

っ
た
の
も
、
そ
う
さ
せ
る

何
か
雰
囲
気
的
な
も
の
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
旅
で
は
中
国
古
来
の
家

族
観
念
と
安
土
重
遷

(住
み
な
れ
た
土
地

へ
の
執
着
)

の
思
想
を
確
認

し
、
こ
れ
は
世
界
で
も
ま
れ
な
こ
と
だ
と
述

べ
て
い
る
。

そ
し
て
帰
路
、
車
中
で
目
を
閉
じ
て
、
孔
子
の
言
葉
を
思
う
。

「『論
語
』
の
言
葉
に
想

い
を
致
す
と
、
中
国
人
の
生
活
は
い
つ
も
苦

し
く
、
孔
子
は
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
も

彼
は
何
千
年
の
問
帝
王
の
食
客
と
な

っ
て
き

た
の
に
、
こ
こ
に
き
て
と

厚

つ
ぜ
ん
、
そ
の
ゆ

っ
た
り
し
た
衣
を
脱
い
で
、

二
〇
世
紀
の
服
装
を
し

ろ
と
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
こ
の
お
人

好
し
の
先
生
に
は
気
の
毒
な
こ
と
だ
」

ま
た
、
同
じ
こ
ろ

「読
詩
札
記
」
を
書

い
て
、
中
国
文
学
の
原
点
と

も
言
う
べ
き

「詩
経
」
の
、
そ
の
な
か
で
も
最
も
民
意
を
反
映
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
諸
国
の
民
謡
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー

「国
風
」
に
つ
い
て
も

論
じ
て
い
る
。

「中
国
画
を
ど
う
見
る
か
」
は
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
書
か
れ
た
。

と
す
る
と
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
コ
ン
セ
プ

ト
は
何
か
。
素
直
に
こ
こ

か
ら
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
も
の
を
す
く
い
あ
げ
て
み
る
と
、
そ
れ
は

「中
国
文
化
と
は
何
か
」
と
い
う
問

い
か
け

に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
中
国
人
と

い
う
も
の
を
、
忍
び
寄
る



敵
軍
侵
攻

の
予
感
の
前
に
、
自
己
に
も
他
者
に
も
確
認
を
迫
り
た
か

っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
中
国
画
は
従
来
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
特
権
階
級

の
も
の
だ

っ
た
。
こ
の
自
国
の
文
化
の
伝
統
を
守
る
た
め
に
は
、
中
国

人
内
部
で
も

っ
と
広
く
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
け

っ

し
て
抽
象
的
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
差
し
迫

っ
た
現
実
的
な
問
題
も

あ

っ
た
。
こ
の
論
文

の
な
か
で
は
、
先
に
紹
介
し
た
中
国
画
を
見
る
た

め
の
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
の
前
に
、
ま
え
お
き
風
の
彼
女
の
現
状
分
析
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
に
中
国
画
を
あ
り

が
た
が

っ
て
や
た
ら
に
買
い
付
け
よ
う
と
す
る
日
本
人
や
欧
米
人
の
存

在
と
、
そ
れ
ら
に
つ
け
こ
む
投
機
的
な
動
き
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
を

憂
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

凌
叔
華

は
洋
風
の
教
育
を
う
け
、
周
囲
に
は
欧
米
留
学
帰
り
が
多
く
、

自
分
も
そ

の
雰
囲
気
を
謳
歌
し
て
き
た
ひ
と
り
で
は
あ

っ
た
が
、
彼
女

は
ま
た
自
己
の
内
に
中
国
画
と
い
う
伝
統
を
か
か
え
て
い
た
。
「中
国

画
を
ど
う
見
る
か
」
は
、
民
族
の
危
機
に
臨
み
、
凌
叔
華
が
同
胞
に
む

け
た
自
己
確
認
を
促
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
彼
女
自
身
の

自
己
確
認

で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

翌
年
出
版
の

『
小
哥
児
倆
』
に
は
当
時
の
武
漢
大
学
長
で
、
西
洋
の

そ
れ
を
ふ
ま
え
た
中
国
の
美
学
の
創
始
者
と
言
わ
れ
る
朱
光
潜

(
一
入

九
七
～

一
九
八
六
)
が
序
を
寄
せ
て
い
る
。
彼
は
凌
叔
華
の
絵
を

「元

・
明
の
諸
大
家
の
文
人
画
師
を
継
承
す
る
も
の
」
と
認
め
、
「古
典
の

仕
組
み
や
き
ま
り
を
め
ざ
す
な
か
に
、
彼
女
特
有
の
清
逸
な
趣
き
と
精

緻
な
感
性
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
の
画
風
の
示
す
生
活
は
、

古
く
は

「隠
逸
」、
近
代
で
は

「逃
避
」
と
呼
ば
れ
て
、
や
や

「出
世

相
」
(俗
世
間
脱
出
)
の
気
味
が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
一
方
で
は
こ
れ

も
ま
た

一
種
の

「解
放
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
曰
く

「人
は
な
ぜ

必
ず
現
実
生
活
が
描
く
と
こ
ろ
の
牢
獄
の
な
か
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
が
無
限
に
対
し
て
何
か
を
追
い
求
め
、

現
実
世
界

の
上
に
現
実
世
界
に
代
わ
る
も
の
、
も
し
く
は
そ
れ
と
明
暗

の
対
照
的
な
境
地
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
よ
り
能
く
人
類
の

精
神
な
価
値
の
高
さ
を
証
明
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
女
の
書
く
小
説
は
絵
と
同
じ
く
淡

々
と
し
た
描
写
で
、
墨
の
つ
け

具
合
は
多
く
な
い
が
、
伝
わ

っ
て
く
る
意
味

は
す
ぐ
れ
て
意
味
の
深
い

一

も
の
で
あ
る
」

凌
叔
華
に
お
け
る
中
国
画
の
あ
り
よ
う
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。

本
論
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
V

・
ウ
ル
フ
に
つ
い
て
、
本
学
英
文

学
科
の
村
松
加
代
子
教
授
に
多
大
の
ご
教
示
を
受
け
た
。
こ
こ
に
記
し

て
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
今
回
は
テ
ー

マ
の
関
係
上
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
余
り
言
及
で
き
な
か

っ
た
が
、
今
後

こ
の
英
中

の
女
性
作
家
の

交
流
に
つ
い
て
、
分
野
お
よ
び
学
科
を
こ
え
た
共
同
研
究
が
実
現
で
き

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

な
お
、
凌
叔
華
の
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
を
使
用
し
た
。

一8一



①

『凌
叔
華
小
説
集
1
』
『凌
叔
華
小
説
集
皿
』
(台
湾

・
洪
範
書
店
、

一
九
九

二
版
…
…
第

一
短
編
集

『花
之
寺
』
初
版

一
九

二
入
、
第
二
短

編
集

『女
人
』

一
九
三
〇
、
第
三
短
編
集

『小
哥
児
倆
』

一
九
三
五
お

よ
び
未
所
収
の
も
の
数
編
を
含
む
)

②
柳
紅
、
夏
暁
非
編

『凌
叔
華
陳
西
漢
散
文
』
(北
京

・
中
国
広
播
電
視

出
版
社
、

一
九
九

二
)

注1

飯
塚
容

「凌
叔
華
の
死
1

あ
わ
せ
て
最
近
の
凌
叔
華
研
究
に
つ
い
て
」

(『
夏
天
』

創
刊

号
、

一
九
九

二
、

一
二
)
に
よ
る
と
、
翻
訳
は
単
行
本
と

し

て
桃
生
翠

(
沢
田
瑞
穂
)
訳

『花

の
寺
』

(伊
藤
書
店
、

一
九

四
〇
)
と
村

田

孜
郎
訳

『
お
千
代

さ
ん
』

(興

亜
書
局
、

一
九

四

一
)
が
あ

る
ほ
か
、

二
〇
年

代

か
ら
す
で
に
、
か
な
り
の
作
品
が
原
文
発
表
と
あ
ま
り
時

を
お

か
ず

に
日

本

の
雑
誌
に
翻
訳
掲
載

さ
れ
、
ま
た
ア

ン
ソ

ロ
ジ

ー
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

2

凌
叔
華

の
夫
陳
源

(
西
潼

、

一
八
九

六
～

一
九
七
〇
)

は

ロ
ン
ド

ン
大
学

で
博
士
号
を
と
り
、
北
京
大
学
、
武
漢
大
学

の
教
授
を

つ
と

め
、

の
ち

に
国

民
党
政
府

の
た

め
に
外
交
を
担

っ
た
人
物

で
あ

る
。

か

つ
て

『
現
代

評
論
』

(
一
九

二
四
～

二
八
)
と

い
う
総
合
雑
誌

に
関

わ
り
、
当
時

の
社
会

運
動

や

学
生
運
動
を

め
ぐ

っ
て
、
雑
誌

『
語
絲
』

を
主
宰

し
て
い
た
魯

迅

と
熾
烈

な

論
争

を
か
わ

し
た
。

ま
た
夫
妻
が
属
し
て

い
た
新
月
派
と

い
う
文

学
グ

ル
ー

プ
も
プ

チ
ブ

ル
的
と
さ
れ

て
、
社
会
主
義
中
国
で
は
否
定
的

な
評

価
を
与

え

ら
れ
て
き

た
。

3

日
本

で
の
主

な
研
究
と

し
て
は
、

a
飯

塚
容

「凌

叔
華
1
ー

人

と
作
品

」

(『
中
央
大
学
文

学
部
紀
要
』
文
学
科
第

五
十

一
号

〔通
巻
第

一
〇
六
号
〕
、
昭

和

五
八
年
所
収
)
、

b
大
槻
幸
代

「凌
叔
華
と

〈
新
月
社

サ
ロ
ソ
>
1

恋
愛

結
婚

・
核
家
族
制

度

お
よ
び

マ
ン

ス
フ

ィ
ー

ル
ド

の
受
容

を

め
ぐ

っ
て
ー

1
」

『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
六
集

、

一
九
九

四
)
、

c
大

槻
幸

代

「
レ

ポ

ー
ト
…
…
凌
叔
華

『
〉
コ
O
圃①
昌
け
7自
Φ
一〇
住
一①
ω
』
と
V

・
ウ

ル
フ
」
(『
小
冷
賢

一

郎

君
記
念
論
文
集
』
東
大
学
生
友
人

一
同
、
代
表
鈴
木
将
久
、

一
九
九
三
)
な

ど
が
あ
る
。

4

凌
叔
華

は
武
漢
大
学
時
代
、

一
九

三
五
年
秋

か
ら
同
大

に
英
文

学

を
教

え

に
き
た
V

・
ウ

ル

フ
の
甥

ジ

ユ
リ

ア

ン

・
ベ

ル
と
極

め
て
親

し

い
関

係

に

な

っ
た
。
三
七
年

に
ベ
ル
が

ス
ペ
イ

ン
戦
争
で
死
ん
だ
あ
と
、

三
八
年

か
ら

三
九
年
に
か
け
て
ウ

ル
フ
と
文
通
し
、
戦
争

の
た
め
に
思
う

よ
う

に
書

け
な

い
と
悩
み
を
う
ち
あ
け
、
自
分
自
身

の
こ
と
を
書

く
よ
う

ア
ド

。ハ
イ

ス
さ
れ

た
。
五

三
年
に
は
ウ

ル
フ
ゆ
か
り
の
ホ
ー
ガ

ス
社
か
ら
、
ウ

ル

フ
の
助

言
と

^

励

ま
し

を
得

て
書

き

た

め
て

い
た
幼
年
時

代

の
自
伝

小

説

集

『
〉
琴

δ
葺

ζ
Φ
δ
臼
Φ
ω』

を
出
版

し
て
い
る
。

5

凌
叔
華

の
小
説
に
は

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド

の
作
品
と

の
類
似

点
が

多

い
と

ノ

言

わ
れ

る
。
注
3

の
諸
論
文

と
く
に
b
に
詳
し

い
。

6

た
と
え
ば
中
本
百
合
枝

「凌

叔
華

の

『女
人
』

に
つ
い
て
ー
ー

男

社
会

に

仕
組

ま
れ

た
罠
」

(国
学
院
大
学

『漢
文
学
会
報
』
三
十

六
輯
、

一
九
九
〇
所

収
)
な
ど
。

7

あ

る
い
は
冰
心
、
本
名
謝
婉
瑩
。

一
九

〇
〇
～
。

五
四
運

動

の
影

響

を
受

け
、
家
族

や
子
ど
も
を

テ
ー

マ
と
す
る
短
篇
小
説

や
詩

を
書

く
。
若

い
こ
ろ

ア
メ
リ
カ
に
留
学

し
た
が
、

四
六
年
か
ら
五
年
間
、
夫

と
も

に

日
本

に
滞

在

し
、
東
京
大
学

で
も
教
鞭
を
と

っ
た
。
当
時
、
倉
石
武

四
郎
訳

『
お
冬
さ

ん
』

(岩
波
文
庫
)
な
ど
が
出
さ
れ
た
が
、
最
近

の
も

の
と
し

て
は
竹
内
実
訳

『女

の
ひ
と
に

つ
い
て
』

(朝

日
新
聞
社
、

一
九
九

三
)
が
あ
る
。
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8

注

3
b
参
照
。

9

注

3
b
で
、

チ

エ
ー
ホ
フ
や

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド

の
作
品

と

の
類

似

を
例

証

し
て
い
る
が
、
他

に
も
た
と
え
ば

「旅
途
」

(原
載

『文
季

月
刊
』

一
九
三

六
)
な
ど
は
、
志
賀
直
哉

の

「網
走

ま
で
」

に
酷
似
し
た
内
容

で
あ
る
。

10

徐
志
摩

く
注
15
参

照
)
が

イ
ギ

リ

ス
留
学
中

に
交
遊

の
あ

っ
た
ブ

ル
ー

ム

ズ
ベ
リ

ー

・
グ

ル
ー
プ
に
倣

っ
て
、
陳
源
そ

の
他

の
友
人
た

ち
と
作

っ
た
文

芸

サ

ロ
ン
。

二
四
年

タ
ゴ
ー
ル
来
華

の
折
、

メ
ン
。バ
ー
が
関

わ

っ
た

一
連

の

歓
迎
行
事

に
女
子
大
生

の
凌
叔
華
も
接
待
役

の
ひ
と
り
と
し

て
参

加

し
、
当

時
北
京
大
学
教
授
だ

っ
た
陳
源
と
知
り
合

っ
た
。

11

略
称

、
左
連
。
無
産
階
級
革
命
文
学

の
ス

ロ
ー
ガ

ン
の
下

に
、

一
九

三
〇

年
三
月
に
結
成
さ
れ

た
左
翼
文
化
運
動
最
大
の
組
織
。

日
中

戦
争

開
戦
前

夜

の
三
五
年
末

に
解
散
さ
れ
た
が
、
中
国
三
〇
年
代
文
学

の
主

流
を

成

し
た
。

凌
叔
華

の
拠

っ
た
雑
誌

『
新
月
』

(
二
八
、
三
～
三
三
、
六
)

の
同
人
た
ち
は

"新
月
派
"
と
呼
ぼ
れ
、
欧
米
留
学
帰

り
を
中

心
に
西
欧
的

リ
ベ

ラ

リ
ズ

ム

と
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
実
現

の
思
想

を
根
底

に
も

っ
て
い
た
が
、

こ
う

し
た
動

き

の
な

か
で
否
定
的

に
見
ら
れ
た
。

12

一
九
〇

四
～

八
六
。
本
名

は
蒋
冰
姿
。

五

一
年
度

ス
タ
ー
リ

ン
文

学
賞

を

受
け

る
な
ど
女
性
党
員
作
家

の
代
表
的
存
在

で
あ

る
が
、

五
〇
年
代

半
ば

か

ら
批
判
運
動

の
対
象
と
な

っ
て
、

五
七
年

か
ら
七
九
年
ま

で
農

場
労
働

や
投

獄
な
ど
悲
惨
な
体
験
を
し
た
。

二
七
、

入
年

の
創
作
初
期

に
は
女
性

の
自
我

や
内
面

の
苦
悩
な
ど
を
描

い
て
い
た
が
、
左
連

に
加
盟
す
る
頃

か
ら
革

命

と

恋
愛
と

の
相
克

な
ど
を
描
く

よ
う

に
な

る
。

三

一
年

一
月
に
夫
胡

也
頻

が
逮

捕
処
刑
さ
れ
、
生
後
間
も
な

い
子
ど
も
を
郷
里

の
母
に
あ
ず
け
て
、
『
北
斗
』

(
ゴ
=

年
九
月
創

刊
)
の
編
集

に
当
た

っ
た
。
こ
の
頃

入
党
し
、
そ
れ
と
前
後

し
て
作
風
も
社
会
的

な
も

の
に
変
わ

っ
て
い
る
。

13

一
九
〇

二
～

八
八
。
本
名
沈
岳
煥
。
作
家
。
湖
南
省
鳳
凰
県

の
出
身

で
、
漢

.
苗

.
土
家
族

の
血
を
引
く
と
言
わ
れ
る
。
新
月
派

の
代
表

的
な
作

家
と

目

さ
れ

る
が
、

二
九
年

に
上
海
で
丁
玲

ら
と

一
緒

に
雑
誌
を
出

し
た

り
し

た
。

そ

の
叙
情
的
な
小
説
は
日
本
に
も
愛
読
者
が
多
く
、

「辺
城
」
は
有
名
だ
。
新

中
国
成
立
後
は
故
宮
博

物
館

に
勤
め
、
陶
磁
器
や
服
装
史
を
研
究
し
て

い
た
。

そ

の
成
果
と
し
て
、
『
中
国
古
代

服
飾
研
究
』

(
一
九

八

一
)
が
あ
る
。

14

テ
キ

ス
ト

『凌

叔
華

小
説
集

∬
』
付
録

の
泰
賢
次

「凌
叔
華
年

表
」

に
よ

る
。

15

一
八
九
七
～

一
九

三

一
。
本
名

は
徐
章
埣
。
詩
人
。

一
八
年
渡
米
、
後

に
イ

ギ
リ

ス
に
留

学
し
、
詩
作

を
姑

め
る
。
帰
国
後
、

二
三
年

に
注

10

に
紹

介

し

た
新

月
社
を
興

し
、

タ
ゴ

ー
ル
来
華

の
折

に
は
通
訳
を

つ
と

め
た
。

二
五
年

ソ
連

を
訪
問
、
そ

の
後
反
共
的
立
場
を
明
確
に
し
た
。

二
八
年
上

海

で

『
新

月
』
月
刊

を
発
刊

し
、
魯
迅
や
革
命
文
学
運
動
を
批
判

し
た
た

め
、
注

11

に

述

べ
た
よ
う

に
当
時

の
文
学
運
動

の
主
流
と
敵
対
す

る
形

に
な

っ
た
。

三

一

伯

年

=

月
、
飛
行
機
事
故

で
不
慮

の
死
を
と
げ

た
。

マ
ン
ス

フ

ィ
ー

ル
ド

を

中
国

に
紹
介

し
、
翻
訳

『
曼
殊
斐
尓
小
説
集
』
も
あ

る
。

冖 ⊥u一


