
芥
川
龍
之
介

「湖
南

の
扇
」

の
虚
と
実

魯
迅

「薬
」

を
も
視
野

に
入
れ

て

単

援

朝

芥川龍之介 「湖南の扇」の虚 と実

は
じ
め
に

「湖
南

の
扇
」
は
大
正

一
五
年

一
月
発
行

の
雑
誌

『中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ

た
。
作
品
世
界
は
、
か

つ
て
旅
行
者
と
し
て
湖
南

の
長
沙
を
訪
れ
た

「僕
」
が
、

そ
こ
で
体
験
し
た
こ
と
を
語
る
と
い
う
形

で
展
開
す
る
。
大
正

一
〇
年
五
月

一

六
日
、
「僕
」
は
湖
南
省
省
都

の
長
沙
市

に
着

い
た
。
長
沙
を
案
内

し
て
く
れ

た
譚
永
年

の
勧
め
で
、
翌
々
日
嶽
麓

ヘ
モ
ー
タ
ー

・
ボ
ー
ト
を
走
ら
せ
た
。
途

中
で
別

の
ボ
ー
ト
に
乗

っ
た
芸
者

の
玉
蘭

を
見
か
け
た
が
、
彼
女
は

一
週
間
前

に
斬
首
さ
れ
た
土
匪

の
頭
目
黄
六

一
の
情
婦

だ

っ
た
。
そ
の
晩
、
彼
女
が

「わ

た
し
は
喜
ん
で
わ
た
し
の
愛
す
る
…
…
」

と
い
っ
て
黄
六

一
の
血
の
染
み
込
ん

だ
ビ

ス
ヶ
ッ
ト
を
食
べ
る
の
を
見

て
、
情
熱

に
富

ん
だ
湖
南

の
民
の
心
意
気

に

驚
く
。
中
国
旅
行

の
体
験
を
背
景

に
し
た
短
編

で
あ
る
が
、
第

八
短
編
集
、
生

前
出
版
さ
れ
た
最
後

の
短
編
集

の
題
名

に
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
作
品
に

つ
い

て
、
吉
田
精

一
氏
は
、

こ
れ
を
書
く
た
め
に
、
芥
川
が
何
回
も
メ
リ
メ
の

「
コ

ロ
ン
バ
」
を
読

ん
だ
と
い
う
堀
辰
雄

の
言
及
を
踏
ま
え

て
、
「
小
説
と
し
て
よ

り
も
、
旅
行
記

の
一
節
と
い
っ
た
よ
う
な
淡
々
と
し
た
味
が
あ
り
、
苦
心
の
わ

　
ユ

　

り
に
報

い
ら
れ
な

い
作
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
世
評
も
よ
く
な
か
っ
た
」
と
の

見
解
を
示
し
て
い
る
。
「
世
評
」

の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は

「
小
説
と
し
て
よ
り
も
、
旅
行
記
の

一
節
」
と

い
う
発
言
で
あ
る
。
関

口
安
義
氏
は
作
中

の
時
間
設
定
と
実
際
の
旅
行

の
時
間
と
の
ず
れ
に
注
目
し
て
、

「
こ
の
日
付

の
作
為

は
、
こ
の

一
編
が
旅
行
記

で
は
な
く
し
て
、
虚
構

に
立
脚

し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
を
読
者

に
告
げ
る
」
と
指
摘
し
な
が
ら
、
「基
本
的

に

『湖
南

の
扇
」
は
中
国
旅
行

の
見
聞
に
則

っ
て
書
か
れ
」
た
、
「旅
行
記

の
中

に

　
　

　

小
説
的
ド
ラ
マ
を
盛
り
込
む
と
い
う
工
夫
を
こ
ら
し
た
作
品

で
あ
る
」
と
す
る
。

一
方
、
作
中

の
風
景
描
写
だ
け
は

「芥
川

の
長
沙

へ
の
実
感
に
支
え
ら
れ

て

　
ヨ

　

い
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
両
方
と
も
基
本
的

に
首
肯
で
き

る
見
解
で
あ
る
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が
、
旅
行
記
と
小
説
、
体
験
と
虚
構
化

の
問
題
を
含
め
、
作
品

の
成
立
と
方
法

に

つ
い
て
再
考

の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
作
品
世
界

の
構
築
に

中
国
旅
行

の
体
験
が
い
か
に
生

か
さ
れ
た
か
を
検
証
し
つ
つ
、
玉
蘭

の
物
語
を

中
心
に
作
品

の
成
立
と
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
探

り
、
さ
ら
に
魯
迅

の

「薬
」
と

の

比
較
を
通
じ
て
作
品
の
位
相
を
考
え
た
い
と
思
う
。

一

三

つ
の
章
に
プ

ロ
ロ
ー
グ
と

エ
ピ

ロ
ー
グ
を
加
え
る
構
成
を
も

つ
作
品
は
次

の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

広
東

に
生
ま
れ
た
孫
逸
仙
等
を
除

け
ぽ
、
目
ぽ

し
い
支
那

の
革
命
家

は
、

黄
興
、
蔡
鍔
、
宋
教
仁
等
は

い
つ
れ
も
湖
南

に
生
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
勿
論
曾
国
藩
や
張
之
洞
等
の
感
化

に
も
よ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
し

か
し
そ

の
感
化
を
説
明
す
る
為
に
は
や
は
り
湖
南

の
民
自
身

の
負
け
ぬ
気

の
強
い
こ
と
も
考

へ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
僕
は
湖
南

へ
旅
行
し
た
時
、
偶

然
ち
よ
つ
と
小
説
じ
み
た
下
の
小
事
件

に
遭
遇
し
た
。

こ
の
小
事
件
も
こ

と
に
よ
る
と
、
情
熱
に
富
ん
だ
湖
南

の
民
の
面
目
を
示
す
こ
と
に
な
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

旅
行
者
の
体
験
談
と
い
う
設
定
で
あ
る
以
上
、
語
り
手

の

「僕
」
が
作
者
と

重
な

っ
て
映
る
部
分

は
ど
う
し
て
も
大
き

い
。

こ
れ
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
時

問
設
定
な
ど
に
注
目
す

る
と
、
「僕
は
三
泊

の
予
定
通
り
、
五
月
十
九
日

の
午

後
五
時
頃
、
前
と
同
じ
況
江
丸

の
甲
板

の
欄
干
に
よ
り
か
か
つ
て
ゐ
た
」
と
書

き
出
さ
れ
た

エ
ピ

ロ
ー
グ
が
、
「大
正
十
年
五
月
十
六
日

の
午
後
四
時
頃
、
僕

の
乗

つ
て
ゐ
た
涜
江
丸
は
長
沙
の
桟
橋

へ
横
着
け
に
な
つ
た
」
と
い
う

一
章

の

冒
頭
と
き
ち
ん
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
、
各
章

の
冒
頭

に
時
間
が
明
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
や
作
中

に
菊
池
寛

の
実
名
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

「僕
」
の
体
験
に
か
つ
て
中
国
を
旅
行
し
て
湖
南
を
訪
れ
た
自
ら
の
体
験
を
重

ね
て
旅
行
記

の
形

で
書
こ
う
と
す
る
作
者

の
制
作
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と

は
い
え
、
冒
頭

で
触
れ
た
よ
う
に
、
到
着
と
出
発
の
明
確
な
時
問
設
定
は
計
算

さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
長
沙
を
訪
れ
た
芥
川

の
日
程
に
つ
い
て
、
自

筆
書
簡
な
ど
か
ら
、
大
正

一
〇
年
五
月
二
九
日
に
長
沙

に
着
き
、
六
月

一
日
に

は
漢
口
に
向
か

っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
で
、
旅
行
の
日
程
と
作
品
の

時
間
と
の
間
に
ほ
ぼ

二
週
問

の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
こ

と
は
、
「
湖
南

の
扇
」
の
内
容
が
作
者

の
旅
行

の
体
験

の
再
現
で
は
な
い
こ
と

を
側
面
か
ら
示
し
て
い
る
。

旅
行

で
訪
れ
た
湖
南

の
地
が
近
代
中
国

の
著
名
な
革
命
家
が
輩
出
す
る
と
こ

ろ
で
あ

る
点

に
着
目
し
、
こ
れ
は
決
し
て

「湖
南

の
民
自
身

の
負
け
ぬ
気

の

強
」
さ
と
無
関
係

で
は
な
い
と
す
る
の
は

一
つ
の
命
題
と
な
る
。
曾
国
藩
や
張

之
洞

へ
の
言
及
を
含

め
、
こ
の
命
題
自
体
は
芥
川
の
中
国
観
察
の
深
さ
と
鋭
さ

を
示
し
て
い
る
。
湖
南

の
独
特
な
地
域
文
化
と
猛
々
し
い
気
風
に
つ
い
て
は
、

特
に
近
代
に
な

っ
て
中
国
で
も
よ
く
注
目
さ
れ
て
い
た
。
著
名
な
学
者

・
思
想
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芥川龍之介 「湖南の扇」の虚と実

家

の
梁
啓
超
は

「湖
南
は
天
下
の
中
で
人
材

の
集
ま
る
所
だ
。
そ
の
学
者
は
畏

斎
、
船
山

の
遺
風
が
あ
り
、
そ
の
任
侠

の
精
神
は
日
本

の
薩
摩
、
長
門
藩
士

に

似

て
い
る
。
…
…
」
(『飲
氷
室
文
集
』
第
二
冊

中
華
書
局
版

一
九
八
九
)
と

い
い
、
北
京
大
学
教
授
で
中
国
共
産
党
初
代
指
導
者

で
あ
る
陳
独
秀
も

「湖
南

人

の
精
神
を
歓
迎
す
る
」
(『陳
独
秀
文
章
選
集

(上
)』
所
収

三
聯
書
店

一
九

八
四
)
と
い
う
文
章
を
書
き
、
湖
南
人

の
意

志
強
固
な
奮
闘
す
る
精
神

に
敬
意

を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「山
々
が
連
な

り
、
川
の
流
れ
が
激
し
い
」
う
え
、

「石
の
多

い
赤

い
土
」
と
い
う
独
特
な
地
理
条
件

の
た
め
、
「湖
南

の
民
は
多
く

強
情

で
頑
固

に
流
れ
」
、
そ

の

「気
骨
」
が

ね
ぽ

り
強
く
屈
し
な
く
、
自
立

性

・
独
立
性

の
強

い
民
衆

と
な
る
の
で
あ

る

(銭
基
博

『近
百
年
湖
南
学
風
』

岳
麓
書
社
版

一
九
八
五
)
と

い
う
指
摘

も

あ

る
。
こ

こ
の

「強
情
」
さ
と

「頑
固
」
さ
は
芥
川

の
い
う

「負
け
ぬ
気

の
強
」
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

冒
頭

の
命
題
は
実

は
当
時

の
中
国
の
知
識
人

の
共
同
認
識

に
通
ず
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
え
る
。
問
題
は
、
表

に
は
作
者
が

そ
の
命
題
を

「僕
」

の
体
験
し
た

「小
事
件
」
で
検
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う

に
、
作
品

の

主
眼
は
あ
く
ま
で
玉
蘭
の
物
語
を
中
心
と
す
る

「小
事
件
」
に
あ
り
、
そ
れ
を

体
験
談
と
し
て
語
る
た
め
に
冒
頭
の
命
題
を
必
要
と
す
る
の
だ
と
い
っ
て
も
い

い
が
、
革
命
家

へ
の
関
心
も
体
験
談
と
し
て

の

「小
事
件
」
も
作
者

の
中
国
旅

行
に
関
わ

っ
て
い
る
。
何
故
こ
の
時
期
に
な

っ
て
中
国
旅
行

の
話
な
の
か
、
作

者

の
体
験
談
な
ら
、
何
故

『支
那
游
記
』
に
書
か
な
か

っ
た
の
か
、
と
い
う
疑

問
が
当
然
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

芥
川
は

「
現
代
十
作
家

の
生
活
振
り
」
(『文
章
倶
楽
部
』
大

一
四
、

一
)
の
中

で
、
自
分

の
生
活
振
り
に
触
れ
て
、
「
新
聞
を
読
む
の
は
、
飯
を
喰

ひ
な
が
ら

で
あ
る
。
ま
つ
読
み
始
め
る
の
は
海
外
電
報
で
、
そ
れ
も
近
頃

一
層
興
味
を
持

つ
て
ゐ
る
の
は
支
那
動
乱

の
電
報

で
あ

る
」
と
述

べ
る
。
こ
れ
は

『文
芸
春

秋
』

に
連
載

さ
れ

た

「侏
儒

の
言
葉
」
(大

一
二
、

一
～

一
四
、

一
一
)
中

の

「支
那
」
「支
那
、
又
」
と
と
も
に
、
旅
行
後
、
却

っ
て
中
国
の
現
状

へ
の
関
心

が
強
ま

っ
た
芥
川
の
姿
を
見
せ
示
す
も

の
と
し
て
、
お
よ
そ

「湖
南

の
扇
」

の

成
立
と
無
関
係

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「支
那
動
乱
」
と
は
、
大
正

一

三
年

一
〇
～

一
二
月

の
新
聞

(東
京
日
日
)
で
調
べ
た
ら
、
大
体
第
二
革
命
以

来
、
広
東

の
孫
文
を
リ
ー
ダ
と
す
る
国
民
党

の
革
命
勢
力

(臨
時
政
府
)
と
、

北
京
の
段
祺
瑞
を
始
め
と
す
る
北
洋
軍
閥

(民
国
政
府
)
と

の
戦

い
、

い
わ
ゆ

る

「
北
伐
戦
争
」
(前
期
)
を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。
芥
川
が
プ

ロ
ロ
ー
グ
で

名
前
を
あ
げ

た
黄
興
、
蔡
鍔
、
宋
教
仁

の
三
人
と
も
、
第

一
革
命

(辛
亥
革

命
)
で
活
躍
し
た
革
命
家

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
黄
興
が
孫
文
大
統
領

の
参
謀

総
長
と
な

っ
て
第
二
革
命
を
起
こ
し
、
宋
教
仁
が
国
民
党

の
創
設
に
努
力
し
た

人
物

で
も
あ
る
か
ら
、
南
北

の
対
立
を
中
心
と
す
る

「支
那
動
乱
」
を
報
じ
た

「電
報
」
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
彼
ら
の
存
在

に
興
味
を
も

つ
よ
う
に
な

っ

た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
お
ま
け
に
、
大
正

一
三
年

の
秋
、
段
祺
瑞
の
要

請
に
応
じ
て
孫
文
が
北
上
し
た
際
、
国
民
軍

の
総
司
令
官

に
任
命
さ
れ
た
譚
延

闡
と
い
う
人
物
は
、
実
名
で

「
湖
南
の
扇
」

に
登
場
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「支
那
動
乱
」

へ
の
関
心
と

「
湖
南

の
扇
」
の
成
立
と

の
問
に
時
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問
的
に
約

一
年

の
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「動
乱
」

に
触
発
さ
れ
た

革
命
家

へ
の
関
心
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
外
発
的

モ
チ
ー
フ

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
冒
頭

の
命
題

を
含

め
、
こ
の
作
品
の
成
立
は
芥
川

の
中
国
旅
行

の
体
験
や
見
聞
に
負
う
と
こ

ろ
が
大

で
あ
る
。
ま
ず
、
「長
沙
。
モ
オ
タ

ア

(ボ
イ
ニ
人
)。
水
陸
洲
。
橘
洲
。

中

ノ
島
」、
「湘
南
公
立
工
業
学
校
。
…
…
」
、
「張
継
尭

〔湯

(弟
)〕
ト
譚
延

闔

ト
ノ
戦

の
時
張
の
部
下

の
屍
骸
土
を
蔽
ふ
事
浅
け
れ
ぽ
屍
骸
湘
江
を
流
る
」

な
ど
、
作
者

の

「手
帳
」

の
長
沙
関
連

の
記
事
が
作
中

で
多
数
使
わ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
多
少

の
誤
記

例
え
ば

「湘
南
」
は
湖
南
、

「張
継
尭
」
は
張
敬
尭

の
誤
り
で
あ
る

が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の

ま
ま
作
中
に
出

て
い
る
。
そ
し
て
、
長
沙

で
の
見
聞
や
体
験
の
み
で
な
く
、
作

中

の
描
写
を
細
か
く
チ

ェ
ッ
ク
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

一
章
で
は
、
長
沙

の

第

一
印
象
や
譚
永
年
と
の
対
面
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
桟
橋

の
光
景

の
描

写
は

「上
海
游
記
」

の
中

の

「第

一
暼
」

に
お
け
る
作
者
の
観
察

の
目
を
彷
彿

さ
せ
る
。
三
章

で
は
、
玉
蘭
が
人
血
ビ
ス
ケ

ッ
ト
を
食

べ
る
場
面
を
含
め
、
妓

館
内
の
接
客
光
景
や
人
間
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
な
か
な
か
リ
ア

ル
な
描
写
で

「上
海
游
記
」
中

の
妓
館

の
場
面
と
異
曲
同
工

の
妙
が
あ
る
。
要

す
る
に
、
と
く
に
描
写

の
深
層
に
お
い
て
、
中
国
各
地
で
の
体
験
や
見
聞
が
活

か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
但
し
、
断
片
的

な
体
験
や
見
聞
が
あ
る
意
図

の
も

と
に
再
構
成
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
張
継
尭
と
譚
延
闔
と

の
戦
争

の
話
を
見

て
み
よ
う
。

こ
の
話
に
つ
い
て
、
筑
摩
版
全
集
の
注
は

「張
継
尭
は
陸
軍
に
仕
官
し
て
湖

南

の
督
軍
省
長
と
し
て
活
躍
、
後
、
張
作
霖

に
招

か
れ
た
。
譚
延
闔

は

(中

略
)
張
継
尭
と
戦
争
と
あ

る
が
芥
川

の
誤
聞

で
は
な

い
か
。
史
上

に
記
録
無

し
」
と
す
る
。
し
か
し
、
最
新

の
岩
波
版
全
集
の
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
実
は

張
継
尭
が
張
敬
尭

の
誤
り
で
、
張
と
譚
と
の
戦
争
は
歴
史

に
記
録

の
あ
る
出
来

事
で
あ
る
。
戦
争

の
話
が
事
実

で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違

い
な

い
が
、
こ
れ
を

ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
か
は
問
題
で
あ
る
。

こ
れ

の
挿
入
に
よ

っ
て
作
者
は
作

　
　

　

品
世
界

に

「革
命
的
雰
囲
気
」
を
漂
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
よ
り
、
「
小
事

件
」

の
現
実
性
、
実
在
性
を
裏
打
ち
し
よ
う
と
す
る
と
見
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
実
は
そ
の
裏
に
も
う

一
つ
作
者

の
狙

い
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
子
細
に
読

め
ぽ
気
付
く
よ
う
に
、

「張

の
部
下

の
死
骸
が

い
く

つ
も
こ
の
川

へ
流
れ
て
き
た
も
ん
だ
、
す

る
と
、

又
鳶
が

一
人

の
死
骸

へ
二
羽
も
三
羽
も
下
り
て
来
て
ね
…
…
」
と
い
う
譚

の
話

が
ま
だ
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
場
面
は

「
支
那
服

の
青
年
の
外

に
も
見
事
に
粧

つ
た
支
那
美
人
を
二
三
人
乗

せ
た
ボ
オ
ト
」
の
出
現
に
移

っ
て
い
き
、
そ
こ
に

ヒ
ロ
イ

ン
の
玉
蘭
が
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後

に
譚
の
口
か
ら

出
た
黄
六

一
の
話
を
含
め
、
こ
の
よ
う
に
、
死

の
陰
影
が
濃
厚

に
漂

っ
て
い
る

戦
争
や
処
刑

の
場
面

(伝
聞
)
と
華
や
か
な

「美
人
」
の
い
る
場
面

(実
景
)

と
の
対
照
は
極

め
て
印
象
的

で
あ
る
。
な
お
、

一
章

に
も
、
「僕
」
が

「半
開

の
扇
を
か
ざ
し
て
ゐ
た
」
=

人

の
支
那
美
人
」
を

「桟
橋

の
向
う
に
、

枝
の
つ
ま
つ
た
葉
柳

の
下
」
に
発
見
し
た
が
、
譚

の
話
に
よ
れ
ば
、
美
人

の
立
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っ
た

「あ
す
ご
で
こ
の
間
五
人
ぼ
か
り

一
時

に
首
を
斬
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う

な
対
照
が
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
華
や
か
な
美
人

の
場
面
に
戦
争
や
処
刑
な

ど

の
暗

い
話
を
背
景
と
し
て
配
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
作
品
の
中

に
対
照
的
な

構
図
が
巧
み
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
明

暗
虚
実

の
交
錯
は
譚
に
対
す
る

「僕
」

の
微

妙
な
心
理
の
張
り
合

い
と
と
も
に

作
品

の
基
調
を
成
し
て
い
る
。

一
方
、
戦
争
に
関
す
る
譚

の
談
話

の
内
容

が
芥
川

の

「手
帳
」
か
ら
も
確
認

さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
は
作
者
自
身

の
旅
行

の
見
聞
に
基
づ
く
も

の
で
あ

る
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
体
験
や
見
聞

は
手
帳
な
ど
記
憶
に
残
る
断
片
と

し
て
綴
ら
れ
、
あ
る
意
図

の
も
と
に
作
品
空

間
の
構
築

に
生
か
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
但
し
、
事
実
と
し
て
確
認

で
き
る
の
は
あ
く
ま
で
体
験
の
断
片

の
み
で
あ

る
。
こ
れ
は

『支
那
游
記
』
に
書
け
な
か

っ
た
理
由

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

二

 

「湖
南

の
扇
」

の
成
立
を
め
ぐ

っ
て
、
次

の
よ
う
な
事
実

に
注
目
し
て
お
き
た

い
。

つ
ま
り
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
こ
と

で
あ

る
が
、
芥
川

の

「手
帳
」
に

「
日
清
汽
船

の
傍
、
中
日
銀
行

の
敷
地
及
税
関
と
日
清
汽
船
と
の
間

に
死
刑
を

行
ふ
。
刀
に
て
首

を
斬
る
。
支
那
人
饅
頭

を
血

に
ひ
た
し
食
ふ
。

佐
野

氏
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
事
実

か
ら
、
佐
野
と
い
う
日
本
人
か
ら
聞

い

た
人
血
饅
頭

の
話
に
惹
か
れ
た
芥
川

は
、
こ
れ
を
も
と
に

「
湖
南
の
扇
」
と
い

う
作
品
を
作

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
人
血
饅
頭

の
話
が

「湖
南

の
扇
」

の
構
想

の
基
底

に
あ

っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
と

す
る
と
、
「僕
」
が
旅
行
中
偶
然

に

「遭
遇
し
た
」
「
小
事
件
」
は
じ

つ
は
旅
行

の
見
聞
を
も
と
に
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
人
血

饅
頭

の

「饅
頭
」
は

「ビ

ス
ケ
ッ
ト
」
と
な

っ
て
作
品

に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

「饅
頭
」
と

「ビ

ス
ヶ
ッ
ト
」
と
は
イ

メ
ー
ジ
が
大
分
違
う
。
恐
ら
く
妓
館
内

の
派
手
な
雰
囲
気
や
、

ヒ
ロ
イ
ソ
玉
蘭

の
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
、
芥
川
は
意

識
的

に

「饅
頭
」
を

「ビ

ス
ケ
ッ
ト
」
に
置
き
換
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
改

変
に
よ

っ
て
饅
頭

の
も

つ
土
着
性
が

一
掃
さ
れ
る
の
は
事
実

で
あ
る
が
、
改
変

自
体

に
多
少
の
誤
算
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、

「
こ
の
辺
ぢ
や
未
だ

に
こ
れ
を
食

へ
ば
、
無
病
息
災

に
な
る
と
思

つ
て
ゐ
る
ん

だ
」
と
い
う
譚

の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
土
地
の
民
衆

の
中

に
生
き

て
い
る
迷

信
的
治
療
法
と
し
て
、
洋
菓
子
の
ビ

ス
ケ

ッ
ト
よ
り
饅
頭

の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
作
者
は
全
く
意
識
し
て
い
な
か

っ
た
と
は

到
底
考
え
に
く

い
。
そ
う
す
る
と
、
彼
が
敢
え
て
こ
の
改
変
を
加
え
た
以
上
そ

れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
血

饅
頭

の
も

つ
土
着
性
と
と
も
に
そ
の
本
来

の
社
会
的
意
味
が
、
あ
る
程
度
剥
離

さ
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
人
血
饅
頭
か
ら
人
血
ビ

ス
ケ
ッ
ト
へ
の

改
変

は
、
「小
事
件
」
の
虚
構
性
を
側
面
か
ら
物
語

っ
て
い
る
と
同
時

に
、
人

血
饅
頭
を
め
ぐ
る
従
来

の
話
と

一
線
を
画
す
る
物
語

の
展
開
を
予
感
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
に
直
結
す
る
黄
六

一
の
存
在
を
検
証
し
て
み
よ
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う
。
「僕
」
が
長
沙
を
訪
れ
る

一
週
間
前

に
斬
首
さ
れ
た
土
匪
の
頭
目
黄
亠△

は
、
譚
永
年

の
話

に
よ
る
と
、
「湖
南

で
も
評
判

の
悪
党
だ

つ
た
」
人
物

で
あ

る
。
筆
者
は
芥
川
が
長
沙
を
訪
れ
た
当
時
、
湖
南
で
発
行
部
数

の
最
も
多
い
新

聞

『大
公
報
』
に
当

た

っ
て
、

一
九

二

一

(大

一
〇
)
年

一
月
か
ら
五
月
ま
で

の
紙
面
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
例
え
ぽ
、
三
月
九
日
付

の
紙
面
に
土
匪
の
頭
目

馬
桂

一
逮
捕

の
記
事
が
載

っ
て
い
る
よ
う

に
、
「本
省
新
聞
」

の
面

に
盗
賊

の

検
挙
や
土
匪

の
処
刑
が
し
ば
し
ぼ
報
道
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
黄
六

一
の
名
前
が
見
当
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
黄
が

実
在
の
人
物

で
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実

に
言
え
る
。
確

か
に
、
そ
の
数
々
の
悪

業

の
列
挙
に
よ

っ
て
黄
は
い
か
に
も
実
在

の
人
物

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
作
者
が
実
在
性
を
意
識
し
す
ぎ

た
せ

い
か
、
様
々
な
悪
行

(密
輸
入
、

強
盗
、
殺
人
等
)
を
働

い
た
黄

の
イ

メ
ー
ジ

に
は
、
却

っ
て
人
工
的

に
合
成
さ

れ
た
、
悪
党

の
集
大
成

と

い
う
印
象
が

つ
き
ま
と
う
。
そ

こ
で
、
「僕
」
が

「黄
六

一
の

一
生

の
悪
業
」
を
紹
介
す
る
譚

の
話
を
聞

い
て
、
「
大
部
分
新
聞
記

事
の
受
け
売
り
ら
し
か
つ
た
」
と
い
う
感
想
を
内
心
に
も

つ
箇
所
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。
そ
も
そ
も

こ
の

「僕
」

の
感
想

は
話

の
実
在
性
を
裏
づ
け
る
た
め

に
出
さ
れ
た
も
の
の
は
ず
だ
が
、
と
同
時
に

「新
聞
記
事

の
受
け
売
り
」
と
い

う
言
葉

に
黄
六

一
の
誕
生
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
悪
党
の
集
大
成

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も

つ
黄
は
、
ま
さ
に
芥
川
が
当
地
で
聞

い
た
土
匪

の
話
や

こ
れ
に
関
す
る
新
聞

の
記
事
に
基
づ
い
て
作

り
出

し
た
虚
構

の
人
物
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物

の
存
在
を
検
証

し
て
い
く
と
、
実

は

「僕
と
同
期

に

=
咼
か
ら
東
大

の
医
科

へ
は
ひ
つ
た
」
譚
永
年
も
架
空

の
人
物
で
あ
る
こ
と

　
ら

　

が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
あ

っ
た
が
、
筆
者
が
独

自

に
行

っ
た
調
査

の
結
果
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
作
中

で
長
沙
で
の
案
内
役

を
務

め
て
く
れ
た
譚
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
む
し
ろ

「上
海
游
記
」
中

の

「南
国
美

人
」

に
出
て
い
る
余
洵
と
い
う
人
物
を
想
起
さ
せ
る
。
恐
ら
く

一
高
時
代

の
あ

る
留
学
生
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、
日
本
留
学
の
経
験
者

で
上
海

の
妓
館
を
案

内
し
て
く
れ
た
余
を

モ
デ

ル
に
し
て
、
芥
川
は
譚
永
年
と
い
う
人
物
を
作
り
あ

げ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。
妓
館
内
に
お
け
る

「僕
」
と
の
や
り

と
り
な
ど
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
譚
永
年

の
造
形

に
余
が
投
影
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
但
し
、
前
掲

の
人
血
饅
頭

に
関
す
る

「手
帳
」

の
記
述
を
見
る

限
り
、
長
沙
で
実
際
に
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
日
本
人
の
佐
野
氏
か
も
し
れ
な

い
。
少
な
く
と
も
佐
野
氏
は
そ
の
中

の

一
人
だ

っ
た
ろ
う
。
佐
野
氏
が
作
中

に

登
場
し
な

い
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
玉
蘭

の
物
語
を
描
く
に
は
日
本
人

の

佐
野
氏
よ
り
中
国
人
譚
永
年

の
ほ
う
が
都
合
が
よ
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
作

中

で
は
、
単
な
る
長
沙

に
お
け
る

「僕
」
の
案
内
人
と
し
て
の
み
で
な
く
、
玉

蘭

の
物
語

の
進
行
役
を
務

め
る
登
場
人
物
と
し
て
、
譚
の
存
在
は
物
語

の
展
開

に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
作
品
世
界

の
構
築

に
お
い
て
、
作
者

の
旅
行

の
体
験
や
見
聞
が
生
か
さ
れ
て
い
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
体
験
や
見
聞

の
再
構

成
を
含
む
虚
構
化
が
働

い
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も

「
ち
よ

つ
と
小
説
じ

み
た
」
と
い
う
作
中

の
こ
と
ば
も
こ
の
点
を
暗

に
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
留
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意
す
べ
ぎ
は
、
虚
構

の

「事
件
」
が
作
者

の
旅
行
の
体
験

に
支
え
ら
れ
て
い
る

と
同
時

に
、
ま
た
旅
行
者
た
る

「僕
」
の
体
験
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
叙
述

の
方
法
と
し
て
作
品
の
完
成
度

に
も
関
わ

っ
て
い

る
。
勿
論
、
虚
構

の

「事
件
」

の
核
心
は
玉
蘭

の
物
語
で
あ
る
。
玉
蘭
像

の
形

成
に

つ
い
て
、
メ
リ
メ
の

「
カ
ル
メ
ン
」
の
他
、
「
あ
こ
が
れ
た
片
山
広
子

へ

　
　

　

の
恋
情
の
昇
華

へ
の
懐
疑
」
を
見
る
人
も

い
れ
ぽ
、
「支
那

へ
旅
行
す

る
の
を

機
会

に
や

つ
と
秀
夫
人
の
手
を
脱
し
た
」
(小
穴
隆

一
宛
遺
書
)
と
い
う
記
述

か

　
ア

　

ら
、
「秀
し
げ
子
も
大
き
な
影
を
落
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
見

解
も
あ

る
。
い
ず
れ
も
作
者

の
実
生
活

の
面

か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ

る
が
、

彼
女
は
ま
ず
人
血
饅
頭
の
話
を
作
品
化
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
人
物
だ
と
見
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
斬
首
さ
れ
た
土

匪
の
情
人

の
血

の
染
み
込
ん
だ
ビ

ス
ケ

ッ
ト
を
食
べ
る
芸
者
と
し
て
、
玉
蘭

の
存
在
は
人
血
饅
頭

の
扱

い
か
た
に

も
関
わ

っ
て
い
る
が
、
彼
女

の
造
形
を
構
想

す
る
時

の
芥
川
の
意
識

の
中
に
む

し
ろ

『支
那
游
記
』
に
登
場
し
た
蘇
小
小
や
西
施
な
ど
の
名
妓
が
あ

っ
た
の
で

は
な
い
か
。
芸
妓

で
あ
り
な
が
ら
生
涯
愛
情

を
求
め
続
け
る
、
ま
た
愛
す
る
人

に
尽
く
す
女
と
し
て
、
そ
の
面
影
が
玉
蘭

に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

湘
江
の
モ
ー
タ
ー

・
ボ
ー
ト
で
玉
蘭
を
見

か
け
、
そ
の
情
夫
だ

っ
た
黄
六

一

の
話
を
譚
か
ら
聞

い
た

「僕
」

は
、
同
じ
日

の
晩
、
譚
と

一
緒
に
あ

る
妓
館
に

行
き
玉
蘭
に
再
会
し
た
。
芸
者

た
ち
の
印
象
な
ど
を
含
む
妓
館
内

の
様
子
の
描

写

に
、
上
海
や
漢
口
の
妓
館

で

一
刻
を
過
ご
し
た
体
験
も
活
か
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
部
屋
に
飾
ら
れ
て
い
る
栗
鼠
の
籠
が

「上
海
や
漢

口
の
妓
館
」
に
な

い
も

の
で
あ

る
。
「僕
」
に
と

っ
て

「気
味

の
悪

い
見
物
」

で
あ
る
こ
の
栗
鼠

の
籠
は
妓
館
と
い
う
閉
さ
れ
た
空
間
を
象
徴
す
る
も

の
で
あ

る
。
そ
こ
に
登
場

す
る
芸
者

の
印
象

に
つ
い
て
、
「
テ

ニ
ス
か
水
泳
か
の
選
手
ら
し
い
体
格
」
を

も

つ
林
大
嬌
は

「鳥
籠
の
中

の
栗
鼠
と
は
吊
り
合
は
な

い
存
在
」
で
あ
り
、
船

上
か
ら
の

一
暼
で
そ
の
存
在
に
惹
か
れ
た
支
那
美
人

の
含
芳
も
、
近
く
か
ら
見

る
と

「日
か
げ

の
土

に
育

つ
た
、
小
さ
い
球
根
」
の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

「笑

ふ
度

に

エ
ナ
メ
ル
の
や
う
に
」
光
る
玉
蘭

の
歯
並
み
は

「僕
」

に
鳥
籠

の

中

の
栗
鼠
を
連
想
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
籠
中

の
栗
鼠
と
イ
メ
ー
ジ
的

に
釣
り

合
う

の
は
玉
蘭

の
み
で
あ
る
、
と
い
う

の
は

「僕
」

の
印
象

で
あ
る
。
こ
こ
で
、

籠

の
中

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
栗
鼠

の
よ
う
に
、
自
由
が
奪
わ
れ
た
身

で
あ
り
な

が
ら
鋭
利
な
歯

そ
れ
は

「僕
」

に
と

っ
て

「美
し
い
歯
」
で
あ
る

を

も

つ
存
在
と
し
て
、
美
し
さ
の
中

に
野
性
味

の
混
ざ

っ
て
い
る
玉
蘭

の
イ
メ
ー

ジ
が
自
ず
か
ら
浮
び
上
が

っ
て
く
る
。

玉
蘭

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「顋

の
四
角

い
彼
女

の
顔

は
唯
目
の
大
き
い
と
言
ふ

以
外

に
格
別
美
し
い
と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
」
と

い
う
オ
ペ
ラ

・
グ
ラ
ス
を
通

し
て
の

「僕
」

の
第

一
印
象
か
ら
、
妓
館

で
対
面
し
た
際
の

「彼
女
は
外
光
に

眺
め
る
よ
り
も
幾
分
か
は
美
し
い
の
.に
違
ひ
な
か
つ
た
」
と
い
う
印
象
を
経
て
、

「
エ
ナ
メ
ル
の
や
う
に
」
光
る
歯
並
み
、
「
美
し
い
歯
」

に
収
束
さ
れ
て
い
く

の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「僕
」

の
観
察

の
目
は
遠
景
か
ら
近
景

へ
と
次
第
に

焦
点
を
絞

っ
て
き
た
の
だ
が
、
玉
蘭
像

の
原
点
と
も

い
え
る

「美
し
い
歯
」

へ
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の
フ
ォ
ー
カ
ヅ
シ
ソ
グ
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
中
国
旅
行

の

実
体
験
と
し
て
芥
川
は

「上
海
游
記
」
の

「十
七

南
国

の
美
人

下
」

に
、

「支
那
の
女
」
の

「自
然
と
手
入
れ
の
届

い
た
、
美
し
い
耳
」
の
発
見

に
感
動

し
、
「丁
度
小
さ

い
貝
殻

の
や
う
な
、
世
に
も
愛
す
べ
き
耳
を
し
て
ゐ
る
」
芸

者

の
印
象
を
書
き
留
め
て
い
る
。
女
性

の
耳

へ
の
注
目
だ

っ
た
が
、
細
部
に
及

ぶ
観
察

の
目
は
、
美
し
い
耳
か
ら
美
し
い
歯

へ
と
、
焦
点
が
移
る
こ
と
も
十
分

あ
り
う
る
。
要
す
る
に
、
「美
し

い
歯
」
も
体
験
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

あ

る
。
だ
が
、
遠
景
か
ら
近
景

へ
、
全
景
か
ら
細
部

へ
と
い
う
玉
蘭
の
印
象

の

推
移
や
人
血
ビ
ス
ケ

ッ
ト
と
の
結
合

か
ら
見
れ
ぽ
、
「美
し

い
歯

に
ビ
ス
ケ

ッ

ト
の

一
片
」
と
い
う
構
図
は
実

は
最
初
か
ら
芥
川

の
中

に
あ
り
、

ク
ラ
イ

マ
ッ

ク
ス
の
シ
ー
ソ
と
し
て
、
彼

は
意
識
的

に

「美
し
い
歯

に
ビ

ス
ケ
ッ
ト
の

一
片

を
噛

み
は
じ
め
て
ゐ
た
。
…
…
」

の
形

で
自
分

の
中

の
原
光
景
を
静
止
さ
せ
、

ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
し
た
の
で
あ
る
。
作
中

に
鏤
め
ら
れ
た
対
照
的
な
構
図
は
す

べ
て
こ
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ン
に
収
斂
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味

で
、
作
者
は
、
実
は
最
初

か
ら
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ソ
が
あ
り
、
そ
れ

を
構
想
の
中
心
に
据
え
て

一
編

の
小
説
を
作

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

作
者

の
中
に
最
初

か
ら
人
血
饅
頭
+
情
熱

の
女
と
い
う
構
想
が
あ
り
、
プ

ロ
ロ

ー
グ
で
提
出
さ
れ
た
命
題
は
む
し
ろ
後

で
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

前
述

の
よ
う

に
、
「饅
頭
」
か
ら

「ビ

ス
ケ
ッ
ト
」

へ
の
改
変

に
多
少

の
誤

算
が
あ
る
も

の
の
、
作
者

の
中

の
原
光
景
、

ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ン
と
し

て
、
む
し
ろ

「
美
し
い
歯

に
饅
頭
」
よ
り

「美
し
い
歯

に
ビ

ス
ケ

ッ
ト
」
の
方

が
相
応
し
い
、
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
美
し
い
歯
と
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
こ

の
二
つ
の
も
の
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る

コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
は
相
当
強
烈
な
竜

の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
真

の
モ
チ
ー
フ
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿

論
、
こ
こ
の
人
血
ビ

ス
ケ

ッ
ト
は
も
う
伝
聞
中

の
人
血
饅
頭

で
は
な

い
が
、

「
こ
ん
な
迷
信
こ
そ
国
辱
だ
ね
。
…
…
」
云
々
と
す
る
譚

の
発
言

は
、
僅
か
な

が
ら
作
品
展
開
の
も
う

一
つ
の
可
能
性
を
示
す
点

で
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。

と
く
に

「迷
信
」
「国
辱
」
と

い
う
言
葉

は

一
種
の
文
明
批
判
を
内
包
す
る
も

の
と
し
て
、
同
じ
人
血
饅
頭
を
扱
う
魯
迅
の
小
説

「
薬
」
を
想
起
さ
せ
る
。
す

で
に

「薬
」
と

「湖
南

の
扇
」
と

の
関
連
性
に
注
目
し
、
そ
の
影
響
関
係
を
視

　
　

　

野
に
入
れ
て
両
者
の
比
較
を
試
み
る
先
行
論
考
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「薬
」

を

一
つ
の
対
照
系
と
し
て
こ
れ
と
の
対
比
を
通
じ
て

「湖
南

の
扇
」
の
問
題
を

考
え
て
み
た
い
。

三

 

一
九

一
九
年

五
月
、
五
四
運
動

の
さ
な
か
に
、
魯
迅
は

『新
青
年
』
(第
六

巻
第
五
号
)
に

「薬
」
を
発
表
し
た
。
「薬
」
と
は
人
血
饅
頭
を
指
し
て
い
る
。

小
説

は
魯
迅

の
故
郷
紹
興
を
思
わ
せ
る
南
方
の
小
さ
な
町
を
舞
台

に
展
開
す
る
。

町

で

「茶
館
」
を
経
営
す
る
華
老
栓
夫
婦
は
、
肺
病

に
苦
し
む
息
子
小
栓
を
救

う
た
め
に
、
大
金
で
首
切
り
役
人
の
康
大
叔

か
ら
人
血
饅
頭
を
買

い
、
小
栓

に

食
べ
さ
せ
る
。
ま
さ
に
譚

の
発
言
に
あ
る

「迷
信
」

に
よ
る
行
為
だ
が
、
そ
の

血
が
た

っ
た
今
ま
で
若

い
革
命
家
夏
瑜

の
体

の
中
を
流
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う
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人
は
お
ら
ず
、
こ
れ
は
さ
ら
に

「迷
信
」
に
囚
わ
れ
た
民
衆

の
愚
昧
さ

へ
の
絶

望
感
を
深
め
て
い
く
。
勿
論
、
人
血
饅
頭
は
小
栓

の
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
半
年
近
く
た

っ
た
清
明
節

の
共
同
墓
地
で
夏
瑜
の
母
と
小

栓

の
母
が
出
会
い
、
そ
れ
ま
で
互

い
に
何
の

つ
な
が
り
も
な
か

っ
た
二
人

の
死

者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
。
夏
瑜

の
死
か
ら
、
魯
迅
の
モ
チ
ー
フ

は
辛
亥
革
命
前
夜
に
命
を
捨
て
た
革
命
家
た
ち
の
こ
と
を
国
民
が
忘
れ
果

て
た

こ
と

へ
の
悲
憤
だ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
「薬
」

に
つ
い
て
、
魯
迅
と
同

　
　

　

時
代

の
作
家
茅
盾
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

病
態
社
会

の
中

の
不
幸
な
人
々
の

一
人
が
、
「薬
」
を
求

め
て
生
命
を

救
お
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

「ど
ん
な
肺
病
だ

っ
て
、

な
お
る
こ
と
請
け
合
い
さ
」
と
い
う

「薬
」
は
、
イ
ン
チ
キ
な
ま
じ
な

い

と
同
じ
だ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の

「霊
効
」

の
根
源
と
い
う
人
血
は

一
人
の
革
命
家

の
血
で
あ

っ
た
。
し
か
も
病
態
社
会

の
中

の
不
幸
な
人
々

の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
た
血

で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
魯
迅

の
悲
憤
は
二

重
で
あ
る
。

魯
迅

の
悲
憤
が

二
重
で
あ
る
と
す
る
指
摘

は
鋭

い
。

二
人
の
若
者

の
死
は
、

「薬
」
と
し
て
の
人
血
饅
頭
が
病
態
社
会

の
不
幸
な
人
々
を
救
う

こ
と
が

で
き

な
い
ぼ
か
り
か
、
病
態
社
会

の
根
源

の
一
つ
と
し
て
人
々
を
不
幸

に
す
る
の
を

物
語

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
品
の
文
明
批
判

に
秘
め
ら
れ
て
い
る
深
い
意
味

で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
魯
迅

の
批
判

の
目
は
直
接

に
民
衆
の
愚
に
向
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
人
血
饅
頭

の
迷
信

へ
の
憤
り

が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
夏
瑜
を

「気
が
狂

っ
た
」
と
見
る
茶
館

の

常
連
た
ち
、
夏
瑜

の
鮮
血
を

「薬
」
と
し
て
買
う
華
老
栓
夫
婦
、
そ
れ
と
引
き

か
え
に
銀
貨
を
手
に
い
れ
る
首
切
り
役
人
康
大
叔

の
よ
う
な
、
迷
信
に
手
も
な

く
だ
ま
さ
れ
、
痺
れ
て
い
る
、

い
わ
ぽ

「宿
命
」
と
し
て
の
民
衆
の
存
在
が
、

夏
瑜
と
い
う

一
人

の
若

い
革
命
家

の
死
を

一
層
無
残
に
す
る
の
で
あ
る
。
結
末

の
シ
ー
ソ
と
し
て
鳥

に
息
子

の
霊
を
見
る
夏
瑜

の
母
の
姿
が
と
て
も
印
象
的
で

あ
る
が
、
彼
女
も
結
局
そ
う
し
た
民
衆

の
中

の

一
人
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
確
か

に
、
革
命
と
民
衆
と
の
断
絶
と
い
う
現
状

の
中

に
、
不
幸
な
人
々
を
救
う
薬
は

な
に
か
と
い
う
問

い
か
け
を
投
げ
た
魯
迅

の
認
識
は
暗
く
て
深
い
。
し
か
し
、

一
方
、
原
始

の
祭
礼

に
病
気
治
療

の
動
…機
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点

に
注
目

す
れ
ば
、
薬
を
中
心
と
す
る

「
治
療
」

の
物
語
と
裏
腹

に
、
作
品
全
体
を
宗
教

的
な
祭
礼
に
擬
さ
れ
た

「犠
牲
」
の
寓
言
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
要
す

る
に
、
原
始
時
代

の
信
仰
と
し
て
、
祭
礼

で
生
贄

の
肉
を
食

べ
た
ら
そ
の
生
命

因
子
を
摂
取
し
、
病
気
治
療
や
健
康
増
進

に
つ
な
が
る
と
人
々
が
信
じ
て
い
た

と
い
う
。

こ
の
意
味

で
、
「黒
山

に
な

っ
て
い
た
」
群
衆

の
前

で
斬
首
さ
れ
た

革
命
家
の
夏
瑜
は
ま
さ
に
祭
礼
の
生
贄

で
、
そ

の
血

の
染
み
込
ん
だ
饅
頭
を
病

気
治
療

の
目
的

で
求
め
食

べ
る
華
老
栓
親
子
を
始

め
、
「
暗
紅
色
」
の
軍
服
を

身

に
纏
う
兵
隊
、
「全
身
真

っ
黒
な
」
首
切
り
役
人

の
康
大
叔

(祭
司
)
や
茶

館

の
常
連
た
ち
は
、
す
べ
て
祭
礼

の
参
加
者
だ
と
見
て
も
い
い
。
そ
し
て
夏
瑜
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の
墓
に
現
れ
た
来
歴
不
明
の

「赤
や
白

の
花

の
輪
」

は
祭
礼

の
成
立
を
決
定
的

に
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
変
革
を
も
た
ら
す
革
命

に
は
流
血
と
犠
牲
は
避
け
ら

れ
な
い
が
、
生
贄
と
さ
れ
た
革
命
家

の
血
が
昏
睡
状
態
に
あ
る
民
衆
を
目
覚
め

さ
せ
、
そ
の
立
ち
上
が
り
を
促
す
も

の
に
な

る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
は
魯
迅

の

心
底

に
潜
む
認
識
で
あ
ろ
う
。
ひ
い
て
い
え
ば
、
原
始
祭
礼
を
見
る
観
点
か
ら

み
て
も
、
戦

い
の
戦
士
と
し
て
、
生
贄
と
さ
れ
た
革
命
家
夏
瑜
は
体
内
に
強

い

生
命
因
子
を
も

つ
勇
者
で
、
そ
の
血
は
尊
ば

れ
る
べ
き
聖
な
る
も

の
で
あ
る
は

ず
だ
が
、
し
か
し
、
作
中

で
は
彼

の
血
が
商

品

(肺
病
の
薬
)
と
し
て
売
買
さ

れ
、
彼
自
身
も

「狂

っ
た
」
「と
ん
で
も
ね
え
や

つ
」
と
し
て
茶
化
さ
れ
る
。

血

の
祭
礼
が
民
衆

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
形

で
完
成
さ
れ
た
こ
と
は
勿
論
作
者

の
本
意

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
醜
い
現
代
版
の
血

の
祭
礼
を
描

い
て
み
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
主
題
が
深
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「薬
」
が
芥
川

の
目
に
触
れ
た
こ
と
が
あ

る
か
否
か
に
つ
い
て
、
現
在

の
段

階
で
は
は

っ
き
り
し
て
い
な

い
。
た
だ
創
作

の
モ
チ
ー
フ
に
革
命
家

へ
の
関
心

が
あ
り
、
か

つ
人
血
饅
頭
を
扱
う
作
品
と

い
う
点

で
は
、
確

か
に

「
湖
南

の

扇
」
と

「薬
」
は
共
通
す
る
。
と
は
い
う
も

の
の
、
両
作
は
方
法
的
に
も
内
容

的
に
も
異
な
る
作
品
で
あ

る
。
「湖
南

の
扇
」
で
は
、
斬
首
さ
れ
た
の
は
革
命

家
で
は
な
く
土
匪

の
頭
目
で
あ
り
、
そ
の
血

の
染

み
込
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食

う
の
も
土
匪
の
情
人

で
、
病
気

の
治
療
を
目
的
と
す
る
肺
病

の
少
年
で
は
な
い
。

こ
れ
だ
け
で
も
両
作

の
相
違
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
と
も
に
注
目

し
て
お
き
た
い
の
は
人
血
饅
頭

の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
「薬
」

で
は
、
人
血
饅

頭

は

「
そ
の
赤

い
も

の
は
、
ま
だ
ぽ
た
ぽ

た
と
滴

っ
て
い
る
」
「真

っ
赤
な
饅

頭
」、
「異
様
な
香
り
」
を
も

つ

「真

っ
黒
い
丸

い
も
の
」
と
生
々
し
く
描
か
れ

て
お
り
、
人
血

へ
の
作
者

の
こ
だ
わ
り
は
と
て
も
印
象
的
で
あ
る
。
民
間

の
迷

信
的
治
療
法
と
し
て
肺
病

の
特
効
薬
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の

「赤

い

も
の
」
は
革
命
家
夏
瑜

の
鮮
血

で
あ
る
こ
と
が
作
中

で
点
出
さ
れ
、

こ
れ
に
よ

っ
て
人
血
饅
頭
は
複
雑
な
意
味
を
も

つ
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
「薬
」
と

い

う
題
名
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
民
間

の
迷
信
的
な
治
療
法
と
し
て
、
人
血
饅

頭
は
魯
迅
に
と

っ
て
呪
詛
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
描
写
の
生
々
し
さ
に
そ

れ

へ
の
憤
り
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
同
時

に
、
そ
れ
は
生
贄
と
さ
れ
た
革
命
家

の
鮮
血
を
染
み
込
ま
せ
た
、
別

の
意
味
で
病
的
社
会

の
民
衆
を
救
う
も
の
と
し

て
、
尊
ば
れ
る
べ
き
聖
な
る
も

の
で
も
あ
る
。
守
る
べ
き
も
の
と
憎
む
べ
き
も

の
と
い
う
両
面
性
を
も

つ
人
血
饅
頭
は
革
命
と
民
衆
の
断
絶

の
み
で
な
く
、
自

分
と
民
衆

の
落
差
を
知

っ
た
魯
迅
の
内
面

の
矛
盾
と
苦
悩
を
如
実
に
語

っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「湖
南

の
扇
」

で
は
、
人
血
饅
頭
は
人
血
ビ

ス
ケ

ッ
ト

に
変
身

し
た
う
え
、
生
々
し
い
人
血

の
イ

メ
ー
ジ
が
捨
像
さ
れ
、
「
チ

ヨ
コ
レ

エ
ト
の
色
に
干
か
ら
び
た
、
妙
な
も
の
」
「褐
色

の

一
片
」
と
な

っ
て
登
場
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
抽
象
的

で
曖
昧
な
存
在
と
し
て
現
れ
る

人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
は
、
作
者
の
内
面

に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
痛
切
な
意
味
を
も

つ
も
の
と
い
う
よ
り
、
そ
の
原
型
が
小
説
の
構
想

の
根
底
に
据
え
置
か
れ
て
い

な
が
ら
も
、
結
局
作
中

で
は
そ
の
社
会
的
意
味
が
剥
離
さ
れ
た
、
玉
蘭

の
物
語

を
描
く
に
は
欠
か
せ
な
い
ネ
タ
の

一
つ
、
極
言
す
れ
ぽ
、
黄
六

一
と
玉
蘭
と
を
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芥川龍之介 「湖南の扇」の虚と実

結
び

つ
け
る
た
め
の
重
要
な
道
具
に
過
ぎ
ず

、
「美

し
い
歯
」
と
の
結
合

で
初

め
て
意
味
を
も

つ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
作
者
に
と

っ
て
肝
心
な
の
は
、
人

血
ビ

ス
ケ
ッ
ト
自
体

の
も

つ
意
味
と
い
う

よ
り
、
「美
し
い
歯
」
と
の
組

み
合

わ
せ
で
あ
り
、

ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ン
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
人
血
饅

頭

か
ら
人
血
ビ

ス
ケ
ッ
ト

へ
の
改
変

に
す
で
に
そ
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
作
者
は
人
血
ビ

ス
ケ
ッ
ト
自
体

の
も

つ
意
味
に
全
く
無
関
心
だ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
「迷
信
」
「国
辱
」
云
々
と
す
る
譚

の
発
言
は
そ

れ
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は

一
種
の
隠
喩
と
し
て
後

の
展
開
に
欠
か
せ

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「薬
」
と
の
僅

か
な

つ
な
が
り
を
示
す
こ
の
発
言

は
す
ぐ
、
「
そ
れ
は
斬
罪
が
あ
る
か
ら
だ
け
さ
。
脳
味
噌

の
黒
焼
き
な
ど
は
日

本

で
も
嚥
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う

「僕
」
の
発
言
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ

れ
は
単
な
る
意
地

の
張
り
合

い
で
は
な

い
。
「僕
」
の
発
言
に
、
人
血
ビ

ス
ケ

ッ
ト
の
話
が

こ
れ
に
終
わ
る
と
面
白
く
な
い
と
い
う
暗
示
と
、
別
の
方
向

へ
の

展
開
を
期
待
す
る
気
持
ち
が
読
み
と
れ
る
。
従

っ
て
、
結
局
、
「僕
」

の
発
言

を
き

っ
か
け
に
、
譚

の
発
言
が
人
血
饅
頭
の
も

つ
未
開
性
、
野
蛮
性

の
点
出

に

と
ど
ま
り
、
作
品
は

「
薬
」
と
全
く
異
な
る
方
向

へ
展
開
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

未
開
性
、
野
蛮
性

の
点
出

は
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
と

「美
し
い
歯
」
と
の
結
合
を

一
層
鮮
烈
な
も

の
に
す
る
と
同
時

に
、
近
代
科
学
の
教
育
を
受
け
た
知
識
人
の

常
識
と
し
て
、
作
者
は
そ
れ
を
人
血
ビ

ス
ケ

ッ
ト
を

「美
し
い
歯
」
と
結
合
さ

せ
る
と
い
う
、
読
者

の
意
表
を
つ
く
結
末
に
よ

っ
て
覆
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

譚
と

「
僕
」
の
対
話
は

「薬
」
を
意
識
し
た
も

の
だ
と
い
え
る
証
拠
は
な
い
が
、

確
実

に
人
血
饅
頭
に
関
す
る
作
者
の
認
識
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
「僕
」
の
発
言
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
日
本

で
は
、
明
治

に
な

っ
て

も
暫
く
の
問
斬
首
刑
が
残
さ
れ
、
こ
れ
を
担
当
す
る
首
切
り
役
人

の
山
田
浅
右

衛
門

は
、
旧
幕

の
こ
ろ
、
「斬
罪
者
の
胆
嚢
か
ら
採

っ
た
家
伝

の
薬
が
労
咳
に
効

　り
　

く
と
喧
伝
さ
れ
」、
か
な
り
の
収
入
を
得
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「薬
」
と

の
相
違
を
決
定
的

に
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
の
展
開
で
あ
る
。
「
僕
」
の

発
言
も
響

い
た
せ
い
か
、
人
血
饅
頭
に

つ
い
て
批
判
的
な
発
言
を
し
た
譚
永
年

は
、
そ
の
後
、
自
ら
黄
六

一
の
血

の
染
み
込
ん
だ
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
、
何
人
か
の

芸
者

に
勧
め
よ
う
と
し
た
末
、
玉
蘭

の
前

に
突
き
付
け
た
の
で
あ
る
。
作
中

の

「常
談
」
と
い
う
こ
と
ぽ
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「無
病
息
災
」
の
薬
と
し
て

勧

め
た
わ
け
で
は
な

い
し
、
そ
の
批
判

に
格
好

つ
け
る
部
分
は
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
言
動
は
譚

の
自
己
矛
盾
と
い
う
ほ
か
は

な
い
。
特

に

「僕
な
ど
は
医
者
と
言
ふ
職
業
上
、
ず
ゐ
ぶ
ん
や
か
ま
し
く
も
言

つ
て
ゐ
る
ん
だ
が
…
…
」
と
い
う
彼

の
発
言
を
加
え
る
と
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
作
者

は
こ
の
物
語
進
行
上

の
破
綻
と
も

い
え
る
矛
盾
を
よ
く
承
知
し
て

い
る
。

エ
ピ

ロ
ー
グ
に

「僕
は
鉛
筆
を
動
か
し
な
が
ら
、
時
々
又
譚

の
顔
を
思

ひ
出
し
た
。
彼

の
玉
蘭
を
苦
し
め
た
理
由
は
は

つ
き
り
と
は
僕
に
も
わ
か
ら
な

か
つ
た
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
。
作
者

の
存
在
を
強
く
感
じ
さ

せ
る
こ
の
唐
突
な

「僕
」
の
自
白

に
つ
い
て
策

に
お
ぼ
れ
た
感
を
禁
じ
え
な
い

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
者
は
読
者

に

一
つ
の
謎
を
残
す
形

で
そ
の
つ
じ

つ
ま

を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
傍
観
者

の

「僕
」
に
も
理
由
が
分
か
ら
な
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い
、
譚

の
謎

め
い
た
自
己
矛
盾

の
言
動

に

よ

っ
て
、
彼

の
発
言

の
示

し
た

「薬
」
と
の
僅
か
な

つ
な
が
り
が
断
た
れ
、
作
品
は
や
が
て
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス

の
シ
ー
ン
を
迎
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
結
末

の
こ
の
必
然
性
の
欠
如
す
る
や
や

不
自
然
な
展
開
は
、
「
美
し
い
歯

に
ピ

ス
ヶ

ッ
ト
の

一
片
」
が

は
じ
め
か
ら
あ

っ
た
、
作
者

の
中

の
原
光
景

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
多
少

の
無
理
が
あ

っ
て
も
作
者
は
そ
れ
を
通
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
喜

ん
で
わ
た
し
の
愛
す
る
…
…
黄
老
爺

の
血
を
味

は
ひ
ま
す
」

「あ
な
た
が
た
も
ど
う
か
わ
た
し
の
や
う

に
、
…
…
あ
な
た
が

た
の
愛
す
る
人

を
、
…
…
」
と
い
う
玉
蘭

の
発
言
は
、
「美

し
い
歯

に
ビ

ス
ケ

ッ
ト
の

一
片
」

と
い
う
構
図

の
演
出
効
果
を

一
層
高
め
る
。
本
来
、
民
衆

の
問
で
無
病
息
災
の

薬

(と
い
う
よ
り
、
肺
病
の
特
効
薬
)
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
で

あ
る
が
、
「僕
」
と
同
座

の
芸
者
を
戦
慄
さ

せ
た
玉
蘭

の
行
為

に
よ

っ
て
そ
の

意
味
が
全
く
変
質
し
、
こ
れ
を
食

べ
る
こ
と
も
も
は
や

「迷
信
」
や

「
国
辱
」

と

い
う
次
元
の
問
題

で
は
な
く
な
る
。
そ
も

そ
も
玉
蘭

の
行
為
に
譚

の
理
由
不

明
な
挑
発
に
激
発
さ
れ
た
部
分
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
挑
発
す

る
、
さ
れ
る
緊
張
感
が
漂
う
中
に
迎
え
て
き

た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ン
、

「愛
す
る
…
…
」
と
い
う
言
葉

の
響
き
と

「
美
し
い
歯

に
ビ

ス
ケ

ッ
ト
の

一
片
」

と
い
う
構
図
が
も
た
ら
し
た
の
は
、

一
種

の
野
性

の
美
に
包
ま
れ
て
い
る
女
の

愛
情
と
情
熱
の
発
見

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
女
は
斬
首
さ
れ
た
土
匪

の
頭
目

の
情
婦
と
い
う
民
衆

の

一
人
で
あ
る
。
同
じ
民
衆

の
女
性
と
し
て
、
こ
の
よ
う

な
愛
情
を
込

め
た
情
熱
的
行
為
を
す
る
玉
蘭

の
姿

は
、
「薬
」

の
末
尾
の
寒
々

暗
澹
た
る
風
景

の
中

に
鳥
を
虚
し
く
見
上
げ

て
い
た
夏
瑜
の
母
と
華
大
媽
の
姿

と
鮮
明
な
対
照

に
な
る
。
「迷
信
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る
は
ず

の
人
血
饅
頭

の

話
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ロ
マ
ソ
チ
ッ
ク
な
物
語
、
〈
情
熱

の
女
〉

の
神
話
に

作
り
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
玉
蘭

の
行
為

に
対
し
て
日
本
人

の

「僕
」
の
み

で
な
く
、
同
座

の
芸
者
も

「震

へ
る
」
こ
と
は
自
ず
か
ら
そ
の
神
話
性
を
裏
付

け
る
。
少
な
く
と
も
、
作
者

の
意
識
の
中

で
、
玉
蘭

の
行
為
は
遥
か
に
常
識
を

超
え
た
、
非
日
常
的
な
も

の
に
ほ
か
な
ら
ず
、

一
座

の
者

の
戦
慄
は
そ
れ
を
忠

実
に
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

片
岡
鉄
兵

は
、
「湖
南

の
旅
人
が
、
あ
る
妓

の
情
熱
的
行
為

に
驚
く
。
が
す

ぐ
彼
は
、
そ
の
事
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
土
地

で
費
や
し
た
滞
在
費

な
ど
計
算
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も

一
つ
の
悔
恨
が
感
じ
ら
れ
る
。/

『湖
南

の

扇
』

の
作
者
に
は
、
人
生
に
対
す
る
何
の
興
味
も
、
熱
情
も

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

　　
　

も
失
わ
れ
て
い
る
」
と
評
す
る
。
確

か
に
船
中

で
滞
在
費
を
計
算
す
る

「
僕
」

の
姿
と
玉
蘭
の
情
熱
的
行
為
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
な
る

作
者
内
面

の
問
題
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
方
法

に
も
関
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「僕
は
湖
南

へ
旅
行
し
た
時
、
…
…
」
と
い
う
プ

ロ
ロ
ー

グ
の
設
定
と
正
確
に
呼
応
さ
せ
る
た
め
に
、
作
者

は
意
識
的

に
エ
ピ

ロ
ー
グ
に

滞
在
費
を
計
算
す
る
場
面
を

つ
け
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
譚
の
不
可
解
な

言
動
に
つ
い
て
の

「僕
」

の
自
白
を
含

め
、
む
し
ろ
そ
こ
に
首
尾

一
貫

の
構
造

に
こ
だ
わ
る
作
者

の
姿
が
見
え
て
く
る
。
但
し
、
旅
行
者

の
体
験
談
で
あ
る
こ

と
を
印
象
付
け
る
た
め
の
こ
の
操
作
は
却

っ
て
蛇
足
と
な

っ
て
裏
目
に
出
る
。
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芥川龍之介 「湖南の扇」の虚と実

作
品

の
出
来
に
つ
い
て
、
芥
川
自
身
は
原
稿
送
付

の
高
野
敬
録
宛
書
簡

(大

一

四
、

一
二
、

一
五
)
に
、
「
し
ま
ひ
の
方
大
急
ぎ

に
て
書
き
、
甚
だ
不
満
…
…
」

と
反
省
し
て
い
る
。
そ

の

「
不
満
」

の
中

に
、
譚
の
自
己
矛
盾
的
な
言
動
と
そ

れ

へ
の

「僕
」

の
弁
明
や
滞
在
費
計
算

の
場
面
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の

「不
満
」
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
「出
来
損
ひ
」
(斎
藤
茂
吉

宛

大

一
四
、

一
二
、
三

一
)
と
い
う
自
評

に

つ
な
が

っ
て

い
く
。
「出
来
損

ひ
」

の
内
実
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
原
光
景

の

展
開
を
軸
と
す
る
作
品

の
形
成

に
か
か
わ
る
、
錯
綜
し
た
虚
構
と
現
実
と
の
葛

藤

に
起
因
す
る
方
法
上

の
破
綻
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
架
空

の
人
物
と

物
語

に
自
ら
の
旅
行

の
体
験
や
見
聞
を
重
ね

て
描
こ
う
と
す
る
作
者

は
、
と
う

と
う
虚
構

の

「事
件
」
を
旅
行
者

の
体
験
談

(旅
行
記
)
と
し
て
描
き
き
れ
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
て
い
う
と
、
芥
川
は

「薬
」
を
読

ん
だ
こ
と
が
あ
る
に
し
ろ
な
い
に

し
ろ
、
「湖
南
の
扇
」
は
事
実
上
、
「薬
」

へ
の
反
措
定
を
試
み
る
作
品
と
捉
え

る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
両
作
の
比
較
を
通

し
て
い
え
る
の
は
、
中
国

の
暗

い

現
実
を
描

い
て
見
せ
た

「薬
」
が
魯
迅
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
所
産
だ
と
す
れ
ば
、

「湖
南

の
扇
」
は
民
衆

の
情
熱
と
野
性

の
美

の
発
見
を
指
向
す
る
ロ
マ
ネ

ス
ク

風
の
作
品

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
革
命
家

の
テ
ー
マ
か
ら
見

て

も
、
同
じ
人
血
饅
頭

の
話

に
、
魯
迅
は
迷
信

に
囚
わ
れ
た
民
衆
と
革
命
と
の
断

絶
、
そ
し
て
自
分
と
民
衆
と
の
落
差
を
見
た
の
に
対
し
て
、
芥
川
は
民
衆

の
中

に
潜
ん
で
い
る
情
熱
と
生
命
力
を
見
、
こ
れ

を
革
命
家
の
輩
出
と
関
連
づ
け
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
血
饅
頭

の
話
に
関
す
る
視
座
及
び
対
象
化

の
方
法
の
相
違
か
ら
し
て
、
こ
の
時
期

の
芥
川
の
奥
底

に
依
然
と
し
て
根
強
く

潜
ん
で
い
る
ロ
マ
ソ
チ
シ
ズ
ム
へ
の
志
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確

か
に

「湖
南

の
扇
」
に
も
戦
争
や
処
刑

の
話
な
ど
、
死
が
描

か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
死
の
陰
影
は

「美
し
い
歯

に
ビ

ス
ケ
ッ
ト
の
一
片
」
の
原
光
景
に
よ

っ

て
見
事
に
払
拭
さ
れ
、
情
熱

に
満
ち
た
生

の
賛
美

に
切
り
替
え
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
玉
蘭

の
一
座
を
戦
慄
さ
せ
た
行
為

に
よ

っ
て
、

斬
首
さ
れ
た
湖
南

で
も
評
判

の
悪
党
黄
六

一
に
関
す
る
記
憶
も

「愛
す
る
…
…

黄
老
爺
」
と
し
て
変
質
す
る
の
で
あ
る
。
「犠
牲
」
に
関
す

る
寓
言
は
、
こ
の

よ
う
に

〈情
熱

の
女
〉

の
神
話

に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り

に

以
上
、
見

て
き
た
よ
う
に
、
旅
行

の
体
験
を
再
現
す
る
旅
行
記
を
思
わ
せ
る

ほ
ど
写
実
的

で
あ
る

「湖
南

の
扇
」
は
、
体
験

の
再
構
成
を
含
む
虚
構
化

の
方

法

に
よ
る
紀
行
体
の
小
説

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
旅
行

の
体
験
や
見
聞
に
基
づ
く

作
者
の
中

の
原
光
景

の
生
成
を
中
心

に
作
品
が
作
ら
れ
、
虚
構

の
内
容
が
体
験

的
現
実
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
作
品

の
方
法
が
あ
る
。
玉
蘭
の
情
熱

的
な
行
為

に

一
種
の
野
性
的
な
美
を
伴
う
た
く
ま
し
い
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
が
、
魯
迅
の

「薬
」
と
の
対
比
を
通
じ
て
見

る
と
、
芥
川
の
そ
う
し
た
野

性
と
生
命
力

へ
の
憧
れ
と
、
奥
底
に
潜

ん
だ

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
へ
の
志
向
が

一

層

は
っ
き
り
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
芥
川
が
人
血
饅
頭
の
話

に
見

つ
け
た
重
要
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な

モ
チ
ー
フ
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
玉
蘭

の
物
語

は
、
恰
も

「唯
今

の
小
生

に
欲
し
き
も
の
は
第

一
に
動
物
的

エ
ネ
ル
ギ

イ
、
第

二
に
動
物
的

エ
ネ
ル
ギ
イ
、

第
三

に
動
物
的

エ
ネ

ル
ギ
イ
の
み
」
(斎
藤
茂
吉
宛

昭
二
、
三
、
二
八
)
と

い

う
悲
願

の
反
証
と
な
る
と
同
時
に
、
芥
川
の
中

に
お
け
る
中
国

の
位
相
を
も
示

唆

し
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
彼

に
と

っ
て
玉
蘭

の
よ
う
な

「情
熱
に
富
ん

だ
湖
南

の
民
」
が
生
活
す
る
中
国
は
、
単
に
完
璧
な

「趣
味
」
性

の
裡
に
鋭
く

把
握
さ
れ
た

エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
対
象
、
な

い
し
は

「不
自
然
な
障
碍
を
避
け

る
為
」
の
方
法
と
し
て
の

「
異
国
」
に
終
わ

る
も

の
で
は
な
く
、
美
し
い
も

の

と
野
蛮
な
も

の
、
現
実
と
非
現
実
が
常

に
混
在
す
る
不
思
議
な
土
地
、
た
く
ま

し
い
行
動
力
、
生
命
力

へ
の
憧
憬
が
託
さ
れ

た
絶
望
的
な

〈救
済
〉
の
場
で
も

あ

る
。
こ
れ
は
末
期
の
眼

で
見
た
現
実

の
中
国
で
あ
り
な
が
ら
自
分
の
中
の
中

国

で
も
あ
る
。

注(1
)

吉

田
精

一

『芥

川
龍

之
介

』

(新

潮

社

一
九

五

八
、

一
)

(2
)

関

口
安

義

『
特

派
員

芥

川

龍

之

介

1
中

国

で
な

に
を
視

た

の
か
ー

』

(毎

日
新
聞

社

一
九

九
七

、

二
)

(3
)

神

田
由

美

子

「
芥
川

龍

之
介

『湖

南

の
扇

』
」

(
『国

文
学

解

釈

と

鑑
賞

』

一
九
九

七
、

一
二
)

(4
)

塚

谷

周

次

は

「
『
湖

南

の
扇
』
論

考

i

芥

川

竜

之

介

晩

年

の
位

相

1

」

(『
日
本

文

学
』

一
九

七
三
、

=

)

で
、

「
湖
南

の
扇

」

は
佐

藤

春
夫

「
『
女

誡
扇
綺
譚
』
の
異
国
趣
味
に
対
す
る
反
措
定
を
試
行
し
た
」、
「
リ
ア
リ
ズ

ム
」
の
作
品
で
、
そ
の
主
題
が

「長
沙
の
革
命
的
雰
囲
気
の
原
核
を
さ
ぐ
り

出
そ
う
と
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
。

(5
)

施
小
諱

「〈人
血
饅
頭
〉
と

〈人
血
ビ
ス
ケ
ッ
ト
>
1

「湖
南

の
扇
」
に

つ
い
て
ー
」
(早
大

「国
文
学
研
究
」

一
一
七
集
、

一
九
九
五
、

一
〇
)

(6
)

渡
部
芳
紀

「第
八
短
編
集

『湖
南
の
扇
』
」
(『国
文
学
』

一
九
七
七
、
五
)

(7
)

宮
坂
覚

「芥
川
文
学
作
品
論
事
典

湖
南

の
扇
」
(『別
冊
国
文
学

芥
川

龍
之
介
必
携
』
学
燈
社

一
九
七
九
、
二
)

(8
)

彭
春
陽

「芥
川
龍
之
介
と
魯
迅
1

「湖
南
の
扇
」
と

「薬
」
を
中
心
と
し

て
ー
」
(『安
川
定
男
先
生
古
稀
記
念

近
代
日
本
文
学
の
諸
相
』
明
治
書
院

一
九
九
〇
、
三
)

(9
)

「魯
迅

従
革
命
的
民
主
主
義
到
共
産
主
義
」
(『鼓
吹
集
』
作
家
出
版

社

一
九
五
九
、

一
)
但
し
、
訳
文
は
今
村
与
志
雄
著

『魯
迅
と
伝
統
』

(勁
草
書
房
)
に
よ
る
。

(10
)

山
田
風
太
郎

『警
視
庁
草
紙

下
』
(文
藝
春
秋

一
九
七
五
、
三
)

新
島
淳
良

『魯
迅
を
読
む
』
(晶
文
社

一
九
七
九
、
二
)
に
よ
れ
ぽ
、
山

田
風
太
郎
の

「史
実
的
調
査
は
感
嘆
す
る
ほ
ど
行
き
届
い
て
い
る
」
と
は
、

東
大
教
授
西
義
之
の
保
証
で
あ
る

(文
庫
版
解
説
)
と
い
う
。

(11
)

「芥
川
竜
之
介

の
文
学
」
(『近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第
十

一
巻

芥
川
龍
之

介
』
角
川
書
店

一
九
五
八
、
六
)
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