
愛知教育大学研究報告, 51 (人文・社会科学編), pp.224~216, March, 2002

郁
達
夫
『
蜃
楼
』
の
未
完
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て

一
、
は
じ
め
に

郁
達
夫
の
小
説
『
蜃
楼
』
は
、
第
十
二
章
ま
で
発
表
さ
れ
た
後
、
遂
に
完
成
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た
未
完
の
小
説
で
あ
る
。
そ
の
た
め
各
種
選
集
類
に
も
必
ず
し
も
収
録
さ
れ
て
い
る
と
は

限
ら
ず
、
彼
の
小
説
の
中
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
少
な

か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
郁
達
夫
の
日
記
や
書
簡
を
見
る
と
、
そ
の
後
も
『
蜃
楼
』
の

続
稿
執
筆
に
関
す
る
発
言
が
随
所
に
見
ら
れ
、
彼
が
こ
の
小
説
の
完
成
に
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を

抱
い
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

郁
達
夫
に
は
、
未
完
の
ま
ま
と
な
っ
た
小
説
が
、
『
蜃
楼
』
以
外
に
、
現
在
判
明
し
て
い
る
限

り
で
は
、
『
春
潮
』
(
一
九
二
二
年
十
一
月
)
、
『
人
妖
』
(
一
九
二
三
年
十
二
月
)
、
『
没
落
』
二

九
三
〇
年
六
月
)
の
三
篇
あ
る
。
や
り
か
け
た
仕
事
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
た
い
、
せ
っ
か
く

生
み
出
し
た
作
品
を
大
事
に
し
た
い
、
と
い
う
思
い
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
中

で
な
ぜ
『
蜃
楼
』
に
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
執
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
完
成
さ
せ
た

い
と
い
う
強
い
願
望
を
持
ち
な
が
ら
、
な
ぜ
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
郁
達

夫
に
は
、
『
蜃
楼
』
を
含
め
て
三
部
作
と
す
る
遠
大
な
構
想
が
あ
っ
た
が
、
『
蜃
楼
』
の
挫
折
と

と
も
に
、
そ
の
計
画
も
頓
挫
す
る
こ
と
と
な
る
。

小
稿
で
は
、
『
蜃
楼
』
の
内
容
と
執
筆
当
時
の
時
代
状
況
や
作
者
の
生
活
・
思
想
状
況
を
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
、
三
部
作
構
想
も
視
野
に
入
れ
て
、
『
蜃
楼
』
挫
折
の
背
景
や
意
味
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。

二
、
『
蜃
楼
』
に
お
け
る
人
物
像

『
蜃
楼
』
は
、
最
初
、
一
九
二
六
年
六
月
一
日
、
『
創
造
月
刊
』
第
一
巻
第
四
期
に
第
一
章
か

ら
第
四
章
ま
で
発
表
さ
れ
た
後
、
一
九
三
一
年
三
月
十
日
、
『
青
年
界
』
第
一
巻
創
刊
号
に
あ
ら

た
め
て
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
、
四
月
十
日
、
第
一
巻
第
二
号
に
第
七
章
か
ら
第
十
章
ま
で
、

五
月
十
日
、
第
一
巻
第
三
号
に
第
十
一
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
連
載
さ
れ
て
い
る
。

小
説
の
主
要
な
登
場
人
物
は
、
主
人
公
の
陳
逸
群
と
、
詰
孫
・
康
夫
人
と
い
う
二
人
の
女
性

高
橋
み
つ
る
(
国
語
教
育
講
座
)

で
あ
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
小
説
の
た
め
、
煩
瑣
で
は
あ
る
が
、
内
容
紹
介
も
兼
ね
て
、

三
人
の
人
物
像
に
つ
い
て
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

主
人
公
陳
逸
群
は
北
洋
道
台
の
令
息
で
、
か
つ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
五
年
暮
ら
し
、
そ

の
後
南
欧
を
二
年
間
旅
し
て
、
大
学
教
師
や
役
人
を
歴
任
し
た
典
型
的
な
近
代
の
エ
リ
ー
ト
知

識
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
彼
は
理
想
も
破
れ
、
心
身
共
に
傷
つ
き
疲
れ
果
て
た
敗
残
の

身
で
あ
る
。
冷
た
く
寂
し
そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
、
一
人
旅
の
孤
独
の
悲
哀
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

第
一
章
で
、
陳
逸
群
が
は
る
ば
る
諸
国
を
歴
遊
し
て
き
た
こ
と
や
、
そ
の
氏
名
、
北
京
出
身
の

三
十
歳
で
、
上
海
か
ら
病
気
療
養
の
た
め
に
来
杭
し
、
無
職
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
か
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
陳
逸
群
の
経
歴
の
中
で
、
現
実
の
政
治
的
事
件
と
の
重
要
な
関
わ
り
が
示
唆
さ
れ
る

の
は
、
逸
群
が
手
に
し
た
一
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
差
出
人
は
、
胎
孫
、
封
筒
の
宛
名

は
、
「
錦
州
大
本
営
の
陳
参
謀
」
と
な
っ
て
い
る
。

宛
名
の
「
陳
参
謀
」
は
、
も
ち
ろ
ん
陳
逸
群
の
こ
と
、
手
紙
の
中
に
あ
る
郭
軍
長
は
、
奉
天

軍
に
反
旗
を
翻
し
た
軍
人
郭
松
齢
の
こ
と
で
あ
る
。
陳
逸
群
は
、
郭
松
齢
軍
の
参
謀
と
し
て
従

軍
し
、
錦
州
に
駐
屯
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
郭
松
齢
の
反

乱
事
件
は
、
一
九
二
五
年
十
一
月
に
発
生
し
て
い
る
。
『
蜃
楼
』
の
最
初
の
発
表
は
翌
年
の
六
月

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
小
説
が
、
主
人
公
の
設
定
に
お
い
て
、
間
接
的
な
が
ら
激
動
の
同
時

代
史
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
章
で
、
陳
逸
群
の
回
想
に
よ
っ

て
、
「
数
週
間
前
の
馬
上
の
生
活
や
砲
弾
の
音
、
敵
軍
の
反
撃
、
変
装
し
て
の
逃
亡
、
大
道
に
着

い
て
初
め
て
自
分
の
死
亡
記
事
を
見
、
上
海
で
急
病
に
な
っ
た
」
と
い
う
参
戦
後
の
履
歴
が
、

よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。
戦
闘
に
敗
れ
た
後
、
逃
亡
先
の
上
海
で
発
病
し
、
医
師
の
薦
め
で

杭
州
に
静
養
に
来
た
の
で
あ
る
。
小
説
の
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
な
す
、
こ
れ
ら
の
陳

逸
群
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
ま
で
に
ほ
ぼ
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
作
者
が
執
筆
を
開
始
し

た
時
点
で
、
少
な
く
と
も
人
物
像
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
既
に
あ
る
程
度
周
到
な
構
想
が
準
備

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
陳
逸
群
の
氏
素
性
が
完
全
に
明
ら
か
と
な
る
の

は
、
最
初
の
掲
載
か
ら
約
五
年
後
に
新
た
に
連
載
さ
れ
た
第
八
章
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

次
に
、
二
人
の
女
性
の
人
物
像
と
、
陳
逸
群
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
詰
孫
は
、

一
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高 橋 みつる

陳
逸
群
が
好
意
を
寄
せ
る
女
性
で
あ
る
が
、
小
説
で
は
、
彼
女
が
直
接
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、

陳
逸
群
の
回
想
を
通
し
て
の
み
描
か
れ
る
。
陳
逸
群
が
胎
孫
と
知
り
合
っ
て
二
年
、
彼
女
は
活

発
で
、
ど
ん
な
異
性
に
対
し
て
も
細
か
い
心
配
り
が
で
き
る
と
同
時
に
自
己
主
張
も
忘
れ
な
い
。

陳
逸
群
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
惹
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
女
は
既
に
結
婚
し
て
い
る
。
冷

静
な
と
き
に
は
胎
孫
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
い
こ
と
を
願
う
逸
群
で
あ
る
が
、
自
分
と
親
密
な
つ
き

あ
い
の
あ
る
彼
女
に
、
自
分
の
面
前
で
夫
へ
の
熱
情
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
と
、
謹
厳
な
逸
群
に

は
一
種
の
侮
辱
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
詰
孫
に
し
て
み
れ
ば
、
陳
逸
群
に
対
し
て

と
る
親
密
な
態
度
は
、
男
女
間
の
恋
情
に
根
ざ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
当
然
な
が
ら
、
陳
逸
群

と
詰
孫
夫
婦
の
間
に
と
り
た
て
て
波
風
が
立
つ
わ
け
で
も
な
い
。
結
局
、
陳
逸
群
の
一
種
の
妄

想
が
生
ん
だ
失
恋
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
小
説
の
時
間
軸
で
見
れ
ば
、
詰
孫
は
す
で
に
過

去
の
人
で
あ
り
、
陳
逸
群
の
傷
心
の
一
因
と
し
て
、
折
り
に
つ
け
自
分
の
人
生
を
振
り
返
ら
せ

る
働
き
を
し
て
い
る
。

も
う
一
人
の
女
性
、
康
夫
人
と
の
出
会
い
も
、
詰
孫
と
無
関
係
で
は
な
い
。
第
四
彰
で
、
陳

逸
群
が
西
湖
に
遊
ん
だ
時
、
西
冷
印
社
の
茶
店
で
、
後
ろ
姿
が
詰
孫
そ
っ
く
り
の
、
黒
い
チ
ャ

イ
ナ
ド
レ
ス
を
着
た
女
性
を
見
か
け
る
。
そ
の
美
し
い
顔
立
ち
、
ど
こ
と
な
く
寂
し
げ
な
微
笑

に
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ
た
陳
逸
群
は
、
彼
女
が
何
者
で
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
突
き
止
め
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
胎
孫
と
面
影
が
似
て
い
る
こ
と
と
、
連
れ
の
紳
士
が
夫
と

思
し
き
こ
と
以
外
、
陳
逸
群
に
も
読
者
に
も
謎
の
女
性
で
あ
る
。
女
性
の
正
体
は
、
陳
逸
群
が

松
木
場
結
核
隔
離
病
棟
に
入
院
し
た
後
、
明
ら
か
と
な
る
。
山
肌
に
点
在
す
る
隔
離
病
棟
の
中

の
一
棟
、
山
頂
の
婦
人
結
核
療
養
所
清
気
院
を
創
立
し
た
女
性
慈
善
家
の
康
夫
人
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
西
冷
印
社
で
見
か
け
た
黒
衣
の
女
性
が
、
「
病
的
な
微
笑
」
だ
っ
た
の
は
、
彼
女
自
身
が

結
核
を
患
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
履
歴
の
伏
線
で
あ
り
、
そ
の
と
き
陳
逸
群
が
現
在
い
る

特
等
室
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
、
陳
逸
群
と
彼
女
を
結
び
つ
け
る
不
思
議
な
縁
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
風
邪
か
ら
症
状
を
悪
化
さ
せ
て
入
院
す
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、

夜
中
ま
で
彼
女
の
居
場
所
を
地
図
で
探
索
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
康
夫
人
と
の
偶
然
の
再

会
に
驚
き
、
お
茶
に
呼
ば
れ
た
こ
と
で
期
待
と
不
安
に
眠
れ
ぬ
夜
を
過
ご
し
た
陳
逸
群
は
、
翌

朝
、
大
自
然
の
中
で
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
、
客
観
的
な
自
己
分
析
を
始
め
る
。
少
な
く
と
も
、

発
表
さ
れ
た
冒
頭
か
ら
全
十
二
章
を
見
る
限
り
、
詰
孫
に
対
し
て
と
同
様
、
陳
逸
群
と
康
夫
人

と
の
関
係
も
、
逸
群
か
ら
の
一
方
的
な
好
奇
心
や
憧
憬
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
に
男
女
間
の
愛
情
や

人
間
関
係
を
め
ぐ
る
複
雑
な
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
後
、
小
説
は
、
結
核
療
養
所
を
舞
台
に
、
陳
逸
群
と
康
夫
人
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し

て
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
が
、
次
の
第
十
二
章
で
は
、
再
び
陳
逸
群
の
回

想
場
面
と
な
り
、
欧
州
か
ら
の
帰
国
途
上
、
地
中
海
で
経
験
し
た
ア
メ
リ
カ
娘
ジ
ェ
ニ
ー
・
バ
ー

-

一

一

グ
マ
ン

(
J
e
n
n
i
e
B
e
r
g
m
a
n
)
と
の
短
い
ロ
マ
ン
ス
が
語
ら
れ
て
、
途
絶
え
て
い
る
。

三
、
『
蜃
楼
』
の
特
徴

以
上
、
『
蜃
楼
』
の
三
人
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
で
は
、
こ
の
作
品
は
何
を
描

こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
章
の
説
明
で
わ
か
る
よ
う
に
、
一
見
、
胎
孫
・
康
夫
人
・
ジ
ェ
ニ
ー
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
の

恋
愛
小
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
其
の
実
、
純
然
た
る
恋
愛
小
説
と
は
見
な
し
難

い
。
ま
た
、
主
な
舞
台
は
結
核
療
養
所
で
は
あ
る
が
、
所
謂
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
小
諏
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
あ
る
い
は
、
西
湖
を
は
じ
め
と
す
る
杭
州
の
風
光
が
微
に
入
り
細
に
入
っ
て
描
写

さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
紀
行
文
学
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
い
ず
れ
の
要
素
・
傾
向
も

部
分
的
に
含
ん
で
は
い
る
か
、
基
調
を
成
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
陳
逸
群
の
こ
れ
ま
で
経

て
き
た
人
生
に
対
す
る
絶
望
と
孤
独
と
傷
心
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
血
痰
を
見
て
動
揺
し
、
混
乱
し
た
頭
に
浮
か
ん
だ
次
の
よ
う
な
考
え
が
、
陳
逸

群
の
心
境
を
表
し
て
い
る
。

私
は
今
ま
で
何
の
事
業
も
成
し
遂
げ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
生
の
楽
し
み
、
生
の
真
の

意
味
さ
え
も
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
。
…
…
従
軍
し
て
出
発
し
た
時
の
あ
の
満
腔
の
情

熱
・
理
想
は
、
今
、
生
死
の
境
に
至
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
幻
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も

と
も
と
、
そ
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
私
た
ち
が
社
会
を
改
革
し
、
制
度
を
改
革
し
よ
う

と
し
た
の
は
、
『
生
き
る
』
た
め
で
は
な
い
の
か
?
そ
し
て
、
自
分
と
民
衆
の
生
の
幸
福
を

増
進
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
?

療
養
所
に
落
ち
着
い
て
、
病
状
が
安
定
し
た
後
、
彼
は
、
さ
ら
に
、
過
去
の
人
生
の
意
味
を

次
の
よ
う
に
自
己
分
析
し
て
い
る
。

私
の
一
生
は
、
本
当
に
無
意
味
な
悲
劇
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
悲
劇
を
生
み
出
し
た

の
は
、
全
く
時
代
が
招
い
た
い
た
ず
ら
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
私
は
結
局
異
常
な
時

代
の
奇
形
児
な
の
だ
。
そ
の
上
、
こ
の
劣
悪
な
環
境
に
蝕
ま
れ
て
は
、
一
層
収
拾
が
つ
か

な
く
な
る
。
第
一
の
間
違
い
は
、
中
国
人
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
よ
り
に
よ
っ
て
中
途
半
端

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
紀
末
の
教
育
な
ど
を
受
け
た
こ
と
だ
。
…
(
中
略
)
・
:
私
は
と
も
か
く

自
分
な
り
の
自
我
を
発
見
し
、
ま
た
、
そ
の
自
我
主
張
を
拡
充
し
、
さ
ら
に
突
き
進
ん
で
、

障
害
物
と
死
に
物
狂
い
で
戦
っ
た
と
言
え
る
。
だ
が
、
そ
の
結
果
得
た
も
の
は
何
だ
っ
た

か
?
…
(
中
略
)
…
空
っ
ぼ
、
空
っ
ぼ
、
空
っ
ぼ
、
人
生
万
事
、
結
局
は
空
っ
ぼ
な
の
だ
'
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
思
想
を
身
に
つ
け
た
一
人
の
知
識
人
が
、
伝
統
中
国
の
厚
い
壁
に
ぶ
つ
か

り
、
敗
北
し
て
活
路
を
見
い
だ
せ
ず
、
虚
無
の
境
地
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
悲
劇
の

淵
源
は
、
「
異
常
な
時
代
」
に
あ
る
と
し
て
、
「
三
千
年
の
伝
統
的
礼
教
の
束
縛
を
受
け
て
き
た
」
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郁達夫『蜃楼』の未完の背景をめぐって

中
国
社
会
を
告
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
作
者
の
主
張
も
作
品
の
主
題
も
、
こ
こ

に
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
理
は
孤
立
的
に
存
在
す
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
支
え
る
形

で
有
機
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
い
は
ま
た
、
『
蜃
楼
』
は
、
陳
逸
群
の
心
身
の
挫
折
と
再
生
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
陳
逸
群
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
、
空
し
い
と
嘆
い
た
の
は
第
八
章
で
あ
る

が
、
第
九
章
で
、
か
つ
て
の
謎
の
女
性
、
康
夫
人
と
再
会
し
て
か
ら
は
、
悲
傷
感
は
や
や
影
を

潜
め
、
彼
女
へ
の
関
心
と
恋
情
が
陳
逸
群
の
心
中
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
康
夫
人
の
出
現
に

よ
っ
て
、
傷
つ
い
た
心
が
癒
さ
れ
、
次
第
に
立
ち
直
っ
て
い
く
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
か
し
、

再
生
の
契
機
・
原
動
力
と
な
る
に
は
、
陳
逸
群
の
康
夫
人
に
対
す
る
関
心
の
有
り
様
は
、
少
し

俗
っ
ぼ
い
情
欲
に
傾
き
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、
第
十
二
章
の
挿
話
は
、
あ

ま
り
に
も
唐
突
な
上
、
陳
逸
群
の
女
性
遍
歴
の
側
面
を
強
調
す
る
結
果
を
招
い
て
い
る
。
そ
も

そ
も
「
異
常
な
社
会
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
悲
劇
、
社
会
改
革
と
い
う
高
邁
な
志
が
破
れ

て
陥
っ
た
虚
無
感
が
、
一
女
性
へ
の
思
慕
だ
け
で
解
消
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
蜃
楼
』
の
不
可
解
さ
、
即
ち
主
題
が
不
明
瞭
で
展
開
が
不
透
明
で
あ
る
の
は
、

第
一
の
原
因
は
、
作
品
が
完
成
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
作
品
の
手

法
上
の
問
題
、
と
り
わ
け
情
緒
に
流
れ
て
焦
点
の
定
ま
ら
な
い
書
き
方
に
、
大
い
に
関
係
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
創
作
手
法
と
も
関
連
し
て
、
『
蜃
楼
』
に
は
、
郁
達
夫
が
好
ん

で
描
く
い
く
つ
か
の
人
物
像
や
描
写
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ま
ず
、

主
人
公
陳
逸
群
の
人
物
形
象
自
体
が
、
彼
の
心
情
と
い
い
行
動
様
式
と
い
い
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、

郁
達
夫
が
倦
む
こ
と
な
く
描
き
続
け
て
き
た
、
作
者
自
身
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
神
経
質
で
病
弱

な
多
情
多
感
の
知
識
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
郁
達
夫
と
し
て
は
珍
し
く
、

軍
人
で
有
産
階
級
と
い
う
特
異
な
人
物
設
定
に
挑
戦
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
貧
し
く
不
遇
な

境
涯
の
主
人
公
と
は
異
な
る
、
新
た
な
人
物
像
を
構
築
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
郁
達
夫
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
思
は
初
め
か
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
陳
逸
群
が
松
木
場
の
隔
離
病
棟
に
入
院
し
て
、
彼
の
世
話
係
と
な
る
眉
目
秀
麗
な
少

年
看
護
士
李
君
を
見
た
と
き
の
描
写
で
あ
る
。
陳
逸
群
は
、
少
年
の
赤
い
頬
、
黒
い
瞳
、
笑
う

と
弓
の
よ
う
な
細
い
目
、
そ
の
か
わ
い
い
小
さ
な
顔
に
見
覚
え
が
あ
り
、
さ
ん
ざ
ん
考
え
た
未
、

中
学
時
代
の
親
友
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
思
わ
ず
顔
を
赤
ら
め
る
。
親
友
を

思
い
出
し
て
恥
じ
ら
う
、
と
い
う
の
は
普
通
で
は
な
い
。
明
白
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、

陳
逸
群
が
過
去
に
お
い
て
同
性
愛
的
感
情
を
抱
い
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
郁
達
夫
の
そ
れ
以
前
の
作
品
、
『
茫
茫
夜
』
の
千
質
夫
と
呉
遅
生
の
間

に
お
い
て
、
あ
る
い
は
『
落
日
』
の
Y
か
ら
C
に
対
し
て
、
同
性
愛
を
ほ
の
め
か
す
描
写
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
『
春
風
沈
酔
的
晩
上
』
や
『
遅
桂
花
』
等
に
描
か
れ
た
「
情
欲
の
浄
化
」
の
図
式
も
、

第
十
一
章
に
表
れ
て
い
る
。
康
夫
人
を
思
っ
て
、
一
晩
中
、
愛
欲
と
感
傷
で
か
き
乱
さ
れ
た
陳

逸
群
の
心
が
、
大
自
然
の
も
と
で
、
悟
り
の
境
地
へ
と
化
し
て
い
き
、
彼
の
欲
念
や
自
我
は
、

清
新
で
純
粋
な
田
園
の
朝
景
色
に
よ
っ
て
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
違

い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
は
、
相
手
の
女
性
の
純
真
さ
が
主
人
公
の
理
性
を
呼
び
覚
ま
し
た

の
に
対
し
て
、
『
蜃
楼
』
で
は
、
康
夫
人
は
眼
前
に
は
居
ら
ず
、
主
人
公
の
邪
念
を
浄
化
し
た
の

は
自
然
の
景
物
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
郁
達
夫
の
出
世
作
『
沈
治
』
末
尾
の
「
祖
国
よ
祖
国
、
私
か
死
ぬ
の
は
お
ま
え

の
せ
い
だ
ぞ
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
台
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
主
人
公
の
性
の
苦
悶
と

民
族
的
屈
辱
感
を
象
徴
し
て
い
る
。
同
様
に
、
『
蜃
楼
』
第
十
二
章
で
、
ジ
ェ
ニ
ー
・
バ
ー
グ
マ

ン
に
言
葉
巧
み
に
言
い
寄
ら
れ
た
陳
逸
群
が
、
最
後
に
「
満
身
創
痍
に
な
り
な
が
ら
、
な
お
も

欧
米
列
強
と
対
等
の
地
位
に
な
れ
な
い
祖
国
を
思
い
出
す
」
場
面
は
、
そ
の
論
理
の
根
底
に
。

『
沈
治
』
と
相
通
ず
る
著
悩
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ジ
ェ
ニ
ー
と
陳
逸
群
と
の
関
係
は
、

表
面
上
は
思
い
を
寄
せ
ら
れ
る
陳
逸
群
の
方
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は

ジ
ェ
ニ
ー
は
自
分
の
性
的
魅
力
に
よ
っ
て
男
を
弄
ぶ
よ
う
な
女
で
あ
り
、
恰
好
の
対
象
と
さ
れ

た
陳
逸
群
が
危
う
く
篭
絡
さ
れ
か
か
る
、
と
い
う
状
況
設
定
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
彼

を
思
い
止
ま
ら
せ
た
も
の
が
、
祖
国
中
国
の
惨
状
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
舞
台
が
『
沈
治
』
の

日
本
か
ら
欧
州
へ
、
抑
圧
者
が
日
本
人
か
ら
欧
米
人
に
変
わ
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
に
被
抑
圧
者

の
民
族
的
悲
憤
と
い
う
共
通
の
認
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
同
性
愛
的
描
写
・
情
欲
の
浄
化
・
民
族
的
悲
憤
と
い
っ
た
描
写
や
モ
チ
ー

フ
は
、
い
ず
れ
も
作
品
全
体
あ
る
い
は
前
後
の
脈
絡
に
お
い
て
、
緊
密
な
関
係
性
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
孤
立
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
ど
こ
か
唐
突
の
感
が
あ
り
、

主
人
公
の
形
象
を
は
じ
め
と
す
る
そ
れ
ら
の
既
視
感
が
、
か
え
っ
て
作
品
の
斬
新
さ
を
削
ぐ
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
お
そ
ら
く
、
『
蜃
楼
』
は
、
た
と
え
完
成
し
た

と
し
て
も
、
所
謂
成
功
し
た
作
品
と
な
る
可
能
性
は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

作
品
分
析
の
最
後
に
、
『
蜃
楼
』
の
表
現
上
の
優
れ
た
点
を
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ

は
、
主
人
公
の
心
境
と
自
然
描
写
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
相
互
に
作
用
を
及
ぼ
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
遊
記
」
に
も
才
能
を
発
揮
し
た
郁
達
夫
の
こ
と
、
『
東
梓
関
』
『
遅

桂
花
』
等
秀
逸
な
自
然
描
写
が
際
立
つ
小
説
は
他
に
も
あ
る
が
、
『
蜃
楼
』
は
中
で
も
、
そ
の
比

重
と
精
妙
さ
が
顕
著
で
あ
る
。
上
記
の
モ
チ
ー
フ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
陽
光
、
冷
気
、
広
大

な
原
野
は
、
陳
逸
群
の
邪
念
を
追
い
払
い
平
常
心
を
取
り
戻
す
作
用
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

穏
や
か
で
晴
朗
な
る
大
自
然
は
、
主
人
公
の
精
神
の
浄
化
・
癒
し
の
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
第
三
章
で
、
胎
孫
の
こ
と
や
、
従
軍
前
の
著
悩
や
そ
の
後
の
後
悔
の
情
を
思
い
出
し
た
と

一
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高 橋 みつる

き
、
空
を
仰
い
で
、
「
あ
あ
、
こ
の
悠
久
の
果
て
し
な
い
空
、
こ
の
平
和
な
冬
の
日
!
」
と
思
う

と
、
知
ら
ず
知
ら
す
の
内
に
い
つ
も
の
の
ど
か
な
心
情
に
戻
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
も
、
自
然

の
癒
し
の
働
き
で
あ
る
。
陳
逸
群
の
病
状
が
回
復
す
る
の
も
、
暖
か
い
小
春
日
和
の
好
天
が
続

い
た
数
日
の
間
で
あ
っ
た
。

逆
に
、
陰
鬱
な
る
自
然
は
、
陳
逸
群
の
憂
い
や
恐
怖
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
心
境
を
反
映
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
風
邪
を
ひ
い
た
陳
逸
群
が
病
院
に
向
か
う
道
中
は
、
前
日
の
明
朗
な
風
情

と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
ど
ん
よ
り
と
曇
っ
I
た
空
と
不
気
味
な
湖
水
が
、
彼
の
不
安
な
心
情
を
代

弁
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
し
、
隔
離
病
棟
に
入
院
し
た
日
の
陳
逸
群
は
、
ガ
ラ
ス
窓
の
外

の
淡
雪
が
溶
け
る
音
さ
え
も
聞
こ
え
る
よ
う
な
一
面
の
靜
寂
に
、
い
わ
れ
の
な
い
恐
怖
を
覚
え

る
。
作
者
が
最
も
意
匠
を
凝
ら
し
た
と
察
せ
ら
れ
る
描
写
は
、
入
院
す
る
日
の
朝
、
一
晩
の
内

に
、
湖
畔
も
周
囲
の
峰
々
も
一
面
の
雪
景
色
に
変
わ
り
、
一
幅
の
水
墨
画
の
世
界
が
出
現
す
る

場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
雪
景
色
が
金
聖
嘆
、
詰
孫
、
柳
永
へ
と
連
想
を
呼
び
、
か
つ
、
主

人
公
の
心
象
や
情
景
を
作
者
の
造
詣
が
深
い
古
典
詩
詞
に
凝
縮
さ
せ
る
、
と
い
う
手
法
が
採
ら

れ
て
い
る
。

小
説
と
し
て
の
完
成
度
か
ら
見
れ
ば
あ
ま
り
高
い
と
は
言
え
な
い
『
蜃
楼
』
の
中
で
、
こ
の

よ
う
な
主
人
公
の
心
境
表
現
と
結
び
つ
い
た
優
れ
た
自
然
描
写
は
、
個
別
的
で
は
あ
る
が
精
彩

を
放
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
郁
達
夫
の
豊
か
な
感
受
性
と
鋭
い
観
察
眼
、
そ
し
て
杭
州
の
町

に
対
す
る
深
い
愛
着
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
杭
州
は
、
郁
達
夫
に
と
っ
て
、
故
郷
富
陽
に
次
い
で

な
じ
み
深
い
山
紫
水
明
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
、
『
蜃
楼
』
執
筆
の
動
機
と
背
景

こ
こ
ま
で
、
登
場
人
物
相
互
の
関
係
や
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
、
表
現
上
の
特
徴
を
中
心
に
小
説

『
蜃
楼
』
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
作
者
郁
達
夫
に
視
点
を
移
し
て
、
『
蜃
楼
』
執
筆
の

動
機
や
背
景
、
そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
主
人
公
陳
逸
群
の
人
物
設
定
で
触
れ
た
よ
う
に
、
郭
松
齢
の
反
乱
事
件
と
い
う
史
実

が
、
構
想
の
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
こ
の

事
件
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。

郭
松
齢
は
、
奉
天
省
瀋
陽
県
の
人
。
張
作
霖
の
部
下
と
な
り
、
奉
天
陸
軍
講
武
学
堂
教
官
と

し
て
東
北
軍
近
代
化
や
張
学
良
の
教
育
に
当
た
り
、
奉
天
軍
の
連
隊
長
、
師
団
長
な
ど
を
歴
任

し
た
。
事
件
の
発
端
は
、
一
九
二
五
年
、
二
四
年
十
月
以
来
北
京
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
馮
玉

祥
の
国
民
軍
と
、
奉
天
軍
と
の
間
に
対
立
が
起
こ
り
、
第
三
方
面
軍
副
軍
長
兼
第
十
軍
長
と
し

て
天
津
に
出
動
し
た
郭
松
齢
が
、
十
一
月
、
馮
玉
祥
・
李
景
林
と
連
絡
し
て
、
張
作
霖
に
反
旗

を
翻
し
た
も
の
で
あ
る
。
郭
松
齢
は
、
二
十
二
日
に
馮
玉
祥
と
正
式
に
「
反
奉
密
約
」
に
調
印

一
四

し
、
張
作
霖
に
退
位
を
要
求
、
翌
日
、
七
万
の
大
軍
を
率
い
て
藻
州
を
出
発
し
、
十
二
月
六
日

に
は
錦
州
を
占
領
す
る
も
の
の
、
二
十
二
日
の
激
戦
に
大
敗
し
て
、
二
十
四
日
夫
人
と
共
に
捕

ら
え
ら
れ
、
遼
中
県
に
護
送
さ
れ
て
、
翌
日
銃
殺
さ
れ
趣
。

さ
て
、
『
蜃
楼
』
で
は
、
郭
松
齢
軍
の
参
謀
を
務
め
た
陳
逸
群
が
、
敗
北
逃
亡
の
未
、
杭
州
に

や
っ
て
き
た
の
が
十
二
月
初
旬
、
錦
州
に
駐
屯
し
て
い
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
っ
と
前
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
実
際
に
は
、
錦
州
進
攻
が
十
二
月
初
旬
で
あ
る
か
ら
、
小
説
の
時
間
設
定
と
史
実

と
の
間
に
は
、
多
少
の
ズ
レ
が
あ
る
が
、
逆
に
見
方
に
拠
れ
ば
こ
の
ズ
レ
は
わ
ず
か
な
も
の
で
、

郁
達
夫
は
比
較
的
事
実
に
忠
実
に
描
こ
う
と
し
た
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

作
者
の
姿
勢
は
、
続
稿
を
書
く
た
め
に
杭
州
に
滞
在
し
て
い
た
一
九
三
二
年
十
一
月
三
日
の
日

記
に
、
「
午
前
は
図
書
館
で
過
ご
し
、
民
国
十
四
年
(
一
九
二
五
)
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
十
二

月
二
十
四
、
五
日
ま
で
の
古
い
新
聞
に
眼
を
通
し
て
、
郭
松
齢
に
関
す
る
事
跡
を
た
く
さ
ん
書

き
写
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

で
は
、
事
件
が
起
こ
っ
た
頃
、
郁
達
夫
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
っ
き
り
し
た
期
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
郁
達
夫
は
、
二
五
年
十
一
月
、
武
昌
師
範
大
学
の
騒

動
に
巻
き
込
ま
れ
て
排
斥
を
受
け
、
職
を
辞
し
て
上
海
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
結
核
が
再

発
し
て
、
翌
年
二
月
頃
ま
で
、
杭
州
の
結
核
療
養
院
や
富
陽
の
実
家
で
療
養
生
活
を
送
っ
て

い
る
。
憤
憑
と
失
意
の
上
海
帰
還
、
そ
し
て
疲
労
と
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
結
核
の
再
発
、
杭
州
の

結
核
療
養
所
に
お
け
る
療
養
。
郁
達
夫
の
当
時
の
状
況
は
、
『
蜃
楼
』
に
描
か
れ
た
陳
逸
群
の
行

跡
と
、
時
期
的
に
も
地
理
的
に
も
見
事
に
符
合
し
て
い
る
。
し
か
も
、
郁
達
夫
は
、
そ
の
時
陳

逸
群
と
同
じ
三
十
歳
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
然
次
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
も
し

か
す
る
と
、
郁
達
夫
は
、
陳
逸
群
と
い
う
架
空
の
人
物
を
借
り
て
、
自
分
自
身
の
真
情
を
吐
露

し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、

陳
逸
群
の
人
物
形
象
が
郁
達
夫
を
彷
彿
と
さ
せ
る
こ
と
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
杭
州

の
入
念
な
実
景
描
写
と
そ
れ
に
伴
う
陳
逸
群
の
心
理
描
写
も
、
特
に
最
初
に
発
表
さ
れ
た
第
四

章
ま
で
は
、
概
ね
こ
の
時
の
療
養
生
活
の
見
聞
や
体
験
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
少
し
、
郁
達
夫
の
文
章
を
見
て
い
こ
う
。

男
の
三
十
歳
は
、
最
も
危
険
な
年
齢
で
あ
る
。
・
…
…
私
自
身
が
今
年
三
十
歳
に
な
っ
た

が
、
こ
の
よ
う
な
心
の
苦
し
み
、
気
力
が
失
わ
れ
た
苦
し
み
は
、
二
、
三
年
来
、
一
刻
も

私
の
脳
裏
か
ら
離
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
上
、
去
年
肺
病
に
罹
っ
て
以
来
、
肉
体
も
日

増
し
に
痩
せ
衰
え
て
き
た
。

私
の
半
生
は
、
誠
に
空
し
く
浪
費
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
人
類
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し

て
、
自
分
に
対
し
て
さ
え
も
、
有
益
な
こ
と
は
何
一
つ
し
て
い
な
い
。
(
「
『
達
夫
全
集
』
自

序
」

一
九
二
六
年
六
月
十
四
日
)
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郁達夫『蜃楼』の未完の背景をめぐって

こ
れ
は
『
蜃
楼
』
の
発
表
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
十
歳
と
い
う
節
目
の
年
齢

で
あ
る
こ
と
、
精
神
的
著
痛
と
身
体
的
衰
弱
と
い
う
著
境
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
こ

れ
ま
で
の
人
生
に
対
す
る
無
為
感
・
空
虚
感
は
、
前
章
で
触
れ
た
陳
逸
群
の
自
己
分
析
と
似
通
っ

て
い
る
。
郁
達
夫
の
こ
の
頃
の
落
ち
込
み
方
は
確
か
に
相
当
ひ
ど
か
っ
た
よ
う
で
、
「
私
か
創
作

に
従
事
し
て
以
来
、
こ
れ
ほ
ど
心
境
が
劣
悪
だ
っ
た
経
験
は
こ
れ
ま
で
な
い
」
(
「
五
六
年
来
創

作
生
活
的
回
顧
」

一
九
二
七
年
八
月
三
十
一
日
)
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
気
に
か
か
る
の
が
、
郭
松
齢
事
件
に
対
す
る
郁
達
夫
の
反
応
・
見
解
で
あ
る
。
管

見
の
限
り
で
は
、
郁
達
夫
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
記
述
は
な
い
。

上
海
に
着
い
て
か
ら
、
彼
は
元
々
す
ぐ
に
北
京
に
帰
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
あ
い
に

く
毎
年
止
む
こ
と
の
な
い
内
戦
が
、
ま
た
津
浦
沿
線
で
勃
発
し
た
。
強
姦
略
奪
、
放
火
殺

人
が
至
る
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。
匪
賊
と
も
つ
か
ず
、
兵
隊
と
も
つ
か
な
い
輩
は
、
残
虐

が
習
い
性
と
な
っ
て
い
て
、
決
し
て
一
般
民
衆
を
見
逃
し
て
、
無
事
に
旅
行
さ
せ
て
は
く

れ
な
い
の
で
あ
る
。
(
『
煙
影
』

一
九
二
六
年
三
月
十
六
日
)

『
煙
影
』
は
短
編
小
説
で
あ
る
が
、
自
伝
的
色
彩
が
強
く
、
大
学
の
職
を
辞
し
て
、
結
核
の

悪
化
と
経
済
的
不
如
意
の
た
め
上
海
で
無
為
の
時
を
過
ご
し
て
い
た
文
朴
が
、
旧
友
の
援
助
で

帰
郷
す
る
話
で
あ
る
。
事
件
の
最
中
に
書
か
れ
た
『
牢
騒
五
種
』
二
九
二
五
年
十
二
月
十
八
日
)

に
も
、
「
今
北
京
に
帰
っ
て
静
養
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
軍
隊
と
匪
賊
に
阻
ま
れ
て
、
租
界
を
一

歩
も
出
ら
れ
な
(
ご
と
、
引
用
の
一
節
と
同
様
の
事
態
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
・
こ
の
頃
ヽ
郁
達

夫
の
妻
子
は
北
京
に
住
ん
で
お
り
、
兵
乱
の
為
に
彼
ら
を
訪
ね
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
津
浦
線
は
天
津
と
南
京
を
結
ぶ
鉄
道
で
、
『
中
報
』
(
一
九
二
五
年
十
一
月
二
十
五

日
付
)
に
「
二
十
一
∵
二
す
三
日
に
津
浦
線
で
天
津
を
通
っ
た
奉
天
軍
は
約
二
万
人
」
「
直
隷
省

奉
天
軍
、
津
浦
線
の
馬
廠
か
ら
楊
村
の
間
に
、
現
在
軍
隊
三
旅
団
が
駐
留
す
」
と
あ
る
の
は
、

郁
達
夫
の
上
京
を
阻
ん
だ
戦
乱
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
郁
達
夫
の
こ
れ
ら
の
記
述

は
兵
乱
に
よ
る
交
通
遮
断
を
嘆
い
た
も
の
で
、
事
件
そ
の
も
の
や
時
局
に
対
す
る
考
え
を
示
し

た
も
の
で
は
な
い
。
『
牢
騒
五
種
』
で
、
国
家
主
義
者
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
中
に
、
張
作
霖
・

馮
玉
祥
・
李
景
林
等
の
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
間
接
的
な
言
及
に
過
ぎ
な
い
。

落
ち
着
い
て
か
ら
そ
の
淵
源
を
考
え
る
と
、
こ
の
交
通
の
遮
断
、
こ
の
生
活
の
不
安
、

こ
の
中
国
人
の
離
散
惨
死
は
、
一
体
誰
が
そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
か
?

私
は
弱
い

人
間
で
あ
り
、
凡
人
で
あ
っ
て
、
刀
を
振
る
っ
て
賊
を
殺
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
、

こ
の
本
を
読
む
諸
君
が
、
読
後
に
昂
然
と
立
ち
上
が
り
、
あ
る
い
は
こ
こ
ま
で
読
ん
で
こ

の
本
を
放
り
出
し
、
有
用
な
時
間
を
こ
の
よ
う
な
く
だ
ら
な
い
寝
言
を
読
む
の
に
浪
費
し

な
い
で
、
今
す
ぐ
戦
い
に
立
ち
上
が
り
、
禽
獣
よ
り
も
は
る
か
に
劣
る
軍
人
共
を
殺
し
尽

く
す
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。
(
「
『
達
夫
全
集
』
自
序
」
)

郁
達
夫
が
こ
の
文
章
を
書
い
た
の
は
、
郭
松
齢
事
件
よ
り
も
半
年
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
。

北
京
の
長
男
龍
児
危
篤
の
報
に
接
し
、
上
京
を
急
い
で
い
た
が
、
こ
の
時
も
戦
乱
で
鉄
道
網
が

寸
断
さ
れ
て
い
た
た
め
、
郁
達
夫
は
や
む
な
く
上
海
か
ら
船
便
で
向
か
う
こ
と
と
な
る
。
我
が

子
の
安
否
を
気
遣
う
憂
慮
と
焦
燥
が
、
こ
の
言
葉
を
吐
か
せ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
、

民
衆
の
平
和
な
生
活
を
破
壊
し
、
国
家
を
疲
弊
へ
と
陥
れ
る
軍
閥
へ
の
憎
悪
の
念
と
糾
弾
を
読

み
取
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
郁
達
夫
が
巻

き
込
ま
れ
た
武
昌
師
範
大
学
で
の
騒
動
も
、
軍
閥
に
買
収
さ
れ
た
一
部
の
学
生
た
ち
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
郭
松
齢
の
反
乱
の
目
的
が
、
(
二
)
内
戦
に
反
対
し
て
平

和
を
主
張
し
、
(
二
)
張
作
霖
に
下
野
す
る
こ
と
を
請
い
、
(
三
)
張
学
良
を
領
威
軍
総
司
令
に

推
挙
す
る
こ
と
」
(
『
中
報
』

一
九
二
五
年
十
一
月
二
十
六
日
付
)
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
郭
松

齢
軍
の
参
謀
で
あ
る
陳
逸
群
と
い
う
人
物
設
定
に
は
、
郁
達
夫
の
な
に
が
し
か
の
政
治
的
思
い

入
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
以
上
見
て
き
た
よ

う
に
、
執
筆
の
動
機
は
明
白
に
は
認
定
し
が
た
い
。

結
局
、
史
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
背
景
設
定
の
段
階
で
あ
っ
て
、
作
品
に

描
か
れ
た
陳
逸
群
の
心
理
状
態
も
行
動
様
式
も
、
郁
達
夫
自
身
の
当
時
の
状
況
が
投
影
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

五
、
続
稿
執
筆
へ
の
意
欲
と
三
部
作
構
想

次
に
、
『
蜃
楼
』
の
続
稿
執
筆
に
対
す
る
郁
達
夫
の
態
度
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
四
章
ま
で
を
発
表
し
た
一
九
二
六
年
六
月
か
ら
、
再
掲
載
し
て
第

士
一
章
ま
で
の
連
載
を
開
始
す
る
一
九
三
一
年
三
月
ま
で
に
も
、
約
五
年
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。

そ
の
間
も
、
第
五
章
以
下
を
書
こ
う
と
い
う
意
思
が
あ
り
な
が
ら
、
な
か
な
か
書
け
な
か
っ
た

こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
窺
わ
れ
る
。

『
蜃
楼
』
は
、
最
初
の
『
創
造
月
刊
』
第
一
巻
第
四
期
に
掲
載
時
、
第
四
章
の
最
後
に
「
未

完
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
五
期
『
非
編
輯
者
言
』
で
、
郁
達
夫
が
「
私
の
『
蜃
楼
』

は
、
元
々
既
に
書
き
上
が
っ
て
は
い
る
か
、
同
時
に
未
完
の
作
品
で
も
あ
る
。
従
っ
て
今
期
は

掲
載
せ
ず
、
資
平
の
作
品
を
先
に
掲
載
し
て
か
ら
、
そ
の
後
引
き
続
き
掲
載
し
て
い
く
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
蜃
楼
』
は
当
初
『
創
造
月
刊
』
に
連
載
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
男
の
死
や
身
辺
の
雑
事
に
追
わ
れ
て
、
第
五
章
以
下
の
原
稿
が
、

次
の
第
五
期
(
雑
誌
の
発
行
自
体
も
遅
延
さ
れ
て
い
る
)
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
『
蜃
楼
』
執
筆
の
意
思
を
表
す
記
述
が
、
一
九
二
七
年
一
月
十
日
∴
九
二
八
年
二
月

ナ
百
の
日
記
に
見
え
び
・
一
九
二
九
年
六
月
に
は
、
゛
今
は
状
況
も
好
転
し
て
、
'
蜃
楼
』
も

ま
も
な
く
脱
稿
の
予
定
で
す
」
(
『
拝
金
芸
術
』
第
十
八
章
の
訳
者
記
)
と
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、一

五
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実
現
し
て
い
な
い
。
日
記
と
『
回
憶
魯
迅
』
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
同
年
八
月
十
二
日
、
『
蜃
楼
』

の
続
稿
を
書
く
た
め
に
杭
州
に
出
か
け
る
が
、
数
日
も
し
な
い
内
に
、
北
新
書
局
か
ら
上
海
に

帰
る
こ
と
を
促
す
電
報
が
来
て
、
魯
迅
の
印
税
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
等
を
解
決
す
る
た
め
に
奔

走
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
も
執
筆
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
三
〇
年
に
な
る
と
、
一
月
十
日
・
一
月
二
十
日
∴
二
月
三
日
・
六
月
七
日
・
六
月
九
日
・

六
月
十
三
日
と
、
頻
繁
に
『
蜃
楼
』
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
六
月
十
三
日
以
降
の
ど
の

時
点
で
書
き
始
め
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
結
局
、
五
年
後
の
一
九
三
一
年
三
月
十
日
『
青

年
界
』
創
刊
号
か
ら
第
三
号
に
か
け
て
、
第
十
二
章
ま
で
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
そ
れ
以
後
の
『
蜃
楼
』
に
関
す
る
記
述
を
追
っ
て
い
く
。

一
九
三
二
年
十
月
六
日
に
、
肺
病
の
療
養
と
『
蜃
楼
』
等
の
創
作
作
品
を
完
成
さ
せ
る
た
め
、

郁
達
夫
は
再
び
杭
州
に
赴
く
。
そ
の
日
か
ら
十
一
月
十
日
ま
で
の
生
活
を
記
録
し
た
『
洽
州
日

記
』
と
『
水
明
楼
日
記
』
、
及
び
上
海
の
妻
王
映
霞
に
宛
て
た
葉
書
に
は
、
『
蜃
楼
』
執
筆
へ
の

意
欲
を
語
る
言
葉
が
頻
出
す
る
。
『
蜃
楼
』
に
言
及
し
て
い
る
期
日
を
挙
げ
る
と
、
十
月
六
・
七
・

十
五
・
十
七
・
十
八
・
二
十
九
・
三
十
二
二
十
一
日
、
十
一
月
丁
三
・
四
・
五
・
六
・
八
・

九
日
と
、
実
に
十
五
日
間
に
わ
た
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
執
筆
経
過
を
記
し
た
も
の
で
は
な

く
、
す
べ
て
「
書
こ
う
」
「
書
く
ん
だ
」
と
い
う
希
望
や
抱
負
の
表
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

口
調
や
ト
ー
ン
は
、
時
を
経
る
に
従
っ
て
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
晴
天
が
あ
と
半
月
も
続
け
ば
、
『
蜃
楼
』
は
き
っ
と
書
き
上
が
る
だ
ろ

う
。
(
十
月
七
日
)

、

杭
州
に
や
っ
て
来
た
ば
か
り
の
郁
達
夫
の
語
調
に
は
、
強
い
自
信
と
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。

十
四
日
に
は
、
友
人
が
経
営
す
る
西
湖
医
院
の
水
明
楼
に
転
居
し
、
王
映
霞
が
送
っ
て
き
た
お

金
も
受
け
取
り
、

こ
の
数
十
元
が
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
『
蜃
楼
』
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

・
:
(
中
略
)
・
:
十
一
月
未
に
は
、
必
ず
『
蜃
楼
』
が
仕
上
が
る
だ
ろ
う
。
…
(
中
略
)
…

こ
れ
か
ら
の
日
常
生
活
用
品
は
全
て
そ
ろ
っ
た
の
で
、
あ
と
は
一
心
不
乱
に
執
筆
す
る
の

を
待
つ
の
み
で
あ
る
。
(
十
月
十
五
日
)

静
か
な
落
ち
着
い
た
環
境
と
生
活
の
準
備
も
整
い
、
い
よ
い
よ
『
蜃
楼
』
に
着
手
す
る
か
と

思
わ
せ
る
が
、
実
は
郁
達
夫
が
抱
え
て
い
た
創
作
は
、
『
蜃
楼
』
た
だ
一
編
で
は
な
か
っ
た
。
七

日
に
訪
れ
た
翁
家
出
に
着
想
を
得
た
の
か
、
す
日
か
ら
新
し
い
小
説
『
遅
桂
花
』
の
創
作
に
取

り
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
『
遅
桂
花
』
の
執
筆
は
大
変
順
調
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

午
前
『
遅
桂
花
』
を
四
千
字
書
き
、
午
後
さ
ら
に
千
字
書
い
た
。
創
作
力
は
、
今
日
の

よ
う
で
あ
れ
ば
、
ま
だ
衰
え
て
い
な
い
と
言
え
る
。
今
後
も
し
毎
日
五
千
字
書
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
一
ヶ
月
も
し
な
い
内
に
、
『
蜃
楼
』
は
書
き
上
が
る
だ
ろ
う
。
(
十
月
十
八
日
)

-

乙

自
分
の
作
家
と
し
て
の
能
力
に
自
信
を
取
り
戻
し
、
懸
案
の
『
蜃
楼
』
の
完
成
に
も
楽
観
的

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
同
日
の
王
映
霞
宛
の
葉
書
に
は
、
「
今
回
は
一
大
決
心
を

し
て
療
養
と
執
筆
の
た
め
に
来
た
の
で
、
『
蜃
楼
』
を
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
絶
対
に
帰
り
ま
せ
ん
」

と
、
堅
い
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
人
も
傑
作
と
自
負
す
る
『
遅
桂
花
』
は
二
十
日
に
脱

稿
す
る
が
、
差
し
迫
っ
た
経
済
的
事
情
な
ど
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
後
も
『
蜃
楼
』
に

は
手
を
着
け
ず
、
翻
訳
原
稿
と
、
二
十
九
日
か
ら
は
さ
ら
に
別
の
小
説
『
碧
浪
湖
的
秋
夜
』
を

書
き
始
め
二
二
十
一
日
に
完
成
す
る
。
そ
の
日
の
日
記
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

明
日
か
ら
、
『
蜃
楼
』
に
取
り
か
か
ろ
う
。
十
月
は
今
日
で
終
わ
り
だ
、
来
月
の
創
作
力

は
い
か
は
ど
か
見
て
み
よ
う
。
も
し
十
一
月
中
に
『
蜃
楼
』
が
書
き
上
が
れ
ば
、
今
年
の

冬
は
青
島
の
海
岸
に
行
っ
て
過
ご
そ
う
。
(
十
月
三
十
一
日
)

郁
達
夫
の
記
述
に
、
ど
こ
か
焦
り
の
色
が
見
え
て
く
る
の
は
、
十
一
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

私
は
今
日
か
ら
毎
日
少
し
で
も
書
く
つ
も
り
で
す
。
出
来
は
と
も
か
く
、
無
理
矢
理
で

も
『
蜃
楼
』
を
書
こ
う
と
思
い
ま
す
。
(
十
一
月
一
日
・
王
映
霞
宛
の
葉
書
)

こ
の
頃
に
な
る
と
、
書
き
た
い
、
と
い
う
積
極
的
願
望
よ
り
も
、
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
一
鞋
の
強
迫
観
念
に
も
近
い
思
い
の
方
が
勝
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
三
日
に
は
、

前
章
で
も
触
れ
た
が
、
実
際
に
図
書
館
に
足
を
運
び
、
郭
松
齢
事
件
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、

翌
日
か
ら
執
筆
に
取
り
か
か
れ
る
だ
ろ
う
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
取
材
は
、
続
稿
の
新
た
な
る

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
直
接
結
び
つ
く
の
か
、
陳
逸
群
の
回
想
場
面
の
背
景
説
明
と
し
て
必
要
な

の
か
、
あ
る
い
は
、
単
な
る
着
想
の
ヒ
ン
ト
を
求
め
た
だ
け
な
の
か
、
そ
の
意
図
は
は
っ
き
り

し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
取
材
も
完
了
し
て
、
あ
と
は
筆
を
お
ろ
す
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た

に
も
関
わ
ら
ず
、

杭
州
に
来
て
か
ら
、
今
日
で
ち
ょ
う
ど
一
ヶ
月
に
な
る
が
、
書
く
予
定
で
あ
っ
た
『
蜃

楼
』
が
未
だ
目
鼻
が
つ
か
な
い
、
心
中
焦
燥
の
至
り
だ
。
(
十
一
月
六
日
)

と
あ
り
、
同
日
の
王
映
霞
宛
の
葉
書
に
も
、
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

…
こ
こ
二
、
三
日
、
本
を
読
む
だ
け
で
、
ま
だ
創
作
に
着
手
し
て
い
ま
せ
ん
。
心
中
大

変
焦
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
あ
ろ
う
と
今
回
は
、
何
と
し
て
も
こ
れ
を
書
き
上
げ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
す
べ
て
し
ば
ら
く
置
い
て
お
き
ま
す
。
お

そ
ら
く
二
週
間
後
に
は
き
っ
と
何
ら
か
の
成
果
が
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
・
:
中
華
の
原
稿

は
、
新
し
く
書
く
長
編
『
蜃
楼
』
の
中
の
一
段
を
抄
録
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

『
蜃
楼
』
執
筆
に
、
い
よ
い
よ
背
水
の
陣
で
臨
も
う
と
い
う
覚
悟
の
程
が
窺
わ
れ
る
。
中
華

の
原
稿
と
は
、
前
日
五
日
の
日
記
に
、
「
中
華
書
局
の
雑
誌
『
新
中
華
』
に
原
稿
を
募
集
す
る
手

紙
一
通
」
と
あ
る
、
こ
の
原
稿
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
時
点
で
は
、
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郁達夫『蜃楼』の未完の背景をめぐって

『
蜃
楼
』
の
続
稿
が
二
週
間
後
に
は
あ
る
程
度
書
け
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
、
そ
の
一

部
を
『
新
中
華
』
に
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
九
三
三
年
一
月

十
日
に
発
行
さ
れ
た
『
新
中
華
』
創
刊
号
に
は
、
そ
の
後
書
い
た
小
説
『
瓢
児
和
尚
』
(
三
二
年

十
二
月
作
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
蜃
楼
』
が
一
定
量
書
け
て
い
れ
ば
、
当
初
の
予
定
通
り
載

せ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
『
蜃
楼
』
の
執
筆
は
進
ま
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
、
焦
れ
ば
焦
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
書
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

近
頃
考
え
が
散
漫
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
こ
十
数
日
間
、
と
う
と
う
『
蜃
楼
』
の
執

筆
に
取
り
か
か
れ
な
か
っ
た
。
(
十
一
月
九
日
)

現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
日
記
で
追
跡
で
き
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
が
、
翌
一
九
三
三
年
五

月
二
八
日
、
北
新
書
局
経
理
李
小
峰
宛
の
手
紙
で
も
、
な
お
『
蜃
楼
』
に
言
及
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

『
蜃
楼
』
は
必
ず
書
き
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
今
年
は
書
き
上
が
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
『
文
芸
批
評
論
』
と
『
蜃
楼
』
と
は
激
し
く
衝
突
す
る
も
の
で
、
両

者
は
絶
対
に
同
昨
に
書
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
が
・

郁
達
夫
は
、
こ
の
頃
『
達
夫
全
集
』
第
七
巻
『
断
残
集
』
を
編
集
中
で
、
そ
の
仕
事
が
終
わ

り
次
第
、
引
き
続
い
て
『
文
芸
批
評
論
』
を
書
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
計
画
も
結
局
実

現
し
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
蜃
楼
』
の
中
断
か
ら
二
年
、
発
表
開
始
か
ら
数
え
る
と
実

に
七
年
経
っ
た
時
点
で
も
、
『
蜃
楼
』
完
成
へ
の
意
欲
や
執
着
は
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
『
蜃
楼
』
の
続
編
は
と
う
と
う
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。こ

こ
で
、
郁
達
夫
と
王
映
霞
の
長
子
で
あ
る
郁
飛
に
よ
る
興
味
深
い
証
言
が
あ
る
。
郁
達
夫

は
、
『
星
洲
日
報
』
の
招
聘
を
受
け
て
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
二
年
に
か
け
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

に
滞
在
す
る
が
、
そ
の
時
妻
王
映
霞
と
共
に
帯
同
し
た
の
が
、
郁
飛
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
陥
落
直
前
、
先
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
脱
出
す
る
。

後
日
、
残
念
で
な
ら
ず
、
し
か
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
は
、
父
の
一
包
の
原
稿

を
国
内
に
持
ち
帰
る
こ
と
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
稿
は
、
私
か
常

日
頃
か
ら
確
か
に
目
に
し
て
い
た
の
だ
が
、
青
い
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
以
前
の
作
品
『
蜃

楼
』
(
お
そ
ら
く
『
創
造
月
刊
』
一
巻
四
期
に
発
表
さ
れ
た
未
完
稿
の
続
稿
で
あ
ろ
う
)
で
、

た
ぶ
ん
杭
州
に
転
居
し
て
以
来
ず
っ
と
手
元
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
れ
以

外
に
『
蜃
楼
』
の
原
稿
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
私
は
持
ち
出
す
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
父
も
離
れ
る
と
き
持
っ
て
行

か
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
方
は
想
像
に
難
く
な
い
。

郁
飛
の
記
憶
が
正
し
け
れ
ば
、
未
発
表
の
『
蜃
楼
』
の
原
稿
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
つ
気
に
な
る
の
は
、
『
蜃
楼
』
の
掲
載
に
つ
い
て
「
『
創
造
月
刊
』

一
巻
四
期
」
を
挙
げ
る
だ

け
で
、
そ
の
後
の
続
稿
が
発
表
さ
れ
た
『
青
年
界
』
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

当
該
論
文
は
一
九
七
九
年
に
記
憶
に
頼
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
段
階
で
は
、

『
青
年
界
』
に
再
連
載
さ
れ
て
い
た
事
実
は
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も

し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
既
に
公
刊
し
た
原
稿
を
持
ち
歩
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
彼
の

見
た
原
稿
が
『
蜃
楼
』
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
十
三
章
以
降
の
未
発
表
分
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
次
の
疑
問
は
、
そ
の
原
稿
が
完
成
原
稿
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
執
筆
途
中
の
も
の

だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
稿
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
、
想
像
の
域

を
出
な
い
が
、
完
成
し
て
い
た
な
ら
ば
発
表
の
機
会
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
た
と
え
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
分
量
を
書
き
上
げ
て
い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
ま
だ
未
完
の

状
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
杭
州
転
居

後
各
地
を
転
々
と
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
戦
時
下
に
お
い
て
さ

え
、
『
蜃
楼
』
の
原
稿
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
い
う
そ
の
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
郁
達
夫
の
日
記

や
書
簡
の
記
述
を
通
し
て
、
彼
の
『
蜃
楼
』
に
対
す
る
強
い
執
着
を
見
て
き
た
が
、
郁
飛
の
目

撃
証
言
は
、
そ
の
貴
重
な
傍
証
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
郁
達
夫
は
『
蜃
楼
』
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
は
、
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
三
部
作
の
構
想
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
三
部
作
構
想
に
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
銭
杏
邨
の
『
「
達
夫
代
表
作
」

後
序
』
(
一
九
二
八
年
三
月
十
五
日
)
で
あ
る
。

達
夫
自
身
の
話
に
よ
る
と
、
彼
は
今
三
部
作
の
制
作
に
従
事
し
て
お
り
、
こ
の
三
部
作

で
中
国
の
過
去
現
在
と
未
来
の
青
年
の
三
つ
の
時
代
を
象
徴
さ
せ
る
と
い
う
。
第
一
作
は

『
迷
羊
』
で
、
無
邪
気
な
時
代
を
表
し
、
第
二
作
は
『
蜃
楼
』
で
、
懐
疑
の
時
代
を
表
し
、

第
三
作
は
『
春
潮
』
で
、
革
命
の
時
代
を
表
す
。
第
一
作
は
既
に
発
行
さ
れ
、
第
二
作
は

ま
だ
執
筆
中
で
あ
る
。
・
…
…
我
々
は
彼
が
は
や
く
こ
の
使
命
を
全
う
し
て
、
十
年
来
の
青

年
の
思
想
の
変
化
に
総
決
算
を
し
、
彼
の
時
代
表
現
の
仕
事
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
心
か

ら
願
っ
て
い
る
。

郁
達
夫
本
人
の
文
章
で
は
な
い
が
、
構
想
の
内
容
は
か
な
り
具
体
的
で
あ
り
(
銭
杏
邨
の
提

造
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
)
、
彼
自
身
の
発
言
に
基
づ
く
記
述
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な

か
ろ
う
。
郁
達
夫
が
直
接
三
部
作
の
構
想
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
現
在
知
り
う
る
限
り
で
は
、

そ
れ
よ
り
二
年
余
り
後
の
一
九
三
〇
年
六
月
十
三
日
の
日
記
の
中
で
あ
る
。

昨
晩
た
く
さ
ん
の
題
名
を
考
え
た
、
『
梅
雨
晴
時
』
『
二
十
年
間
』
の
よ
う
な
も
の
。
し

か
し
、
気
が
散
っ
て
す
ぐ
書
き
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
・
:
(
中
略
)
…
『
二
十
年
間
』

は
、
『
迷
羊
』
『
蜃
楼
』
『
春
潮
』
三
部
作
の
総
合
タ
イ
ト
ル
に
で
き
よ
う
。
こ
の
二
ヶ
月
の一

七
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高 橋 みつる

間
に
、
『
蜃
楼
』
と
『
春
潮
』
を
書
き
上
げ
て
、
そ
れ
か
ら
翻
訳
を
し
よ
う
。

両
者
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、
郁
達
夫
は
二
す
年
間
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
を
念
頭
に
置
い
て
、

『
迷
羊
』
『
蜃
楼
』
『
春
潮
』
の
三
作
品
に
よ
っ
て
、
中
国
の
過
去
・
現
在
・
未
来
三
時
代
の
青

年
の
生
き
方
を
描
こ
う
と
企
図
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
三
部
作
構
想
は
い
つ
頃
か
ら
彼
の
意
識
に
の
ぼ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
銭

杏
邨
の
文
章
よ
り
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
作
品
の
発
表
順
序
を
見
る
と
。

一
九
二
二
年
十
一
月
二
十
五
日

『
春
潮
』
(
第
四
章
ま
で
、
未
完
)

一
九
二
六
年
六
月
一
日

『
蜃
楼
』
(
第
四
章
ま
で
、
未
完
)

一
九
二
七
年
十
一
月
一
日
~
二
八
年
一
月
一
日

『
迷
羊
』
(
一
月
十
日
に
は
、
単
行
本

と
し
て
北
新
書
局
よ
り
出
版
)

第
三
作
に
あ
た
る
『
春
潮
』
が
最
も
早
く
に
書
か
れ
、
以
下
第
二
作
・
第
一
作
と
、
三
部
作

の
順
序
と
は
逆
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
銭
杏
邨
の
文
章
は
、
第
一
作
の
『
迷
羊
』
が

発
表
さ
れ
て
ま
も
な
く
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
『
春
潮
』
や
『
蜃
楼
』
を
執
筆
中
に
は

ま
だ
三
部
作
と
す
る
こ
と
は
構
想
さ
れ
て
お
ら
ず
、
『
迷
羊
』
の
執
筆
前
後
に
思
い
つ
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
『
蜃
楼
』
と
『
迷
羊
』
の
間
の
一
九
二
七
年
一
月
十
日
の
日
記

に
は
、
こ
れ
か
ら
数
力
月
以
内
に
書
き
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
未
完
の
小
説
と
し
て
、
『
蜃
楼
』

『
地
是
一
個
弱
女
子
』
『
春
潮
』
の
三
編
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
迷
羊
』
と
銭

杏
邨
の
文
章
の
間
の
一
九
二
八
年
二
月
十
二
日
の
日
記
で
は
、
「
急
い
で
『
蜃
楼
』
と
『
春
潮
』

二
編
の
中
編
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
『
地
是
一
個
弱
女
子
』
は
ま
だ
書
け
て
い

な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
懸
案
の
未
完
小
説
か
ら
ひ
と
ま
ず
は
す
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
郁
達
夫
の

執
心
の
対
象
は
『
蜃
楼
』

一
編
へ
と
絞
り
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
郁
達
夫
と
し
て
は
、
第

一
作
の
中
編
『
迷
羊
』
を
完
成
さ
せ
た
以
上
、
時
代
を
描
く
と
い
う
遠
大
な
計
画
を
何
と
し
て

も
実
現
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
第
二
作
の
『
蜃
楼
』
を
ま
ず
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
、
第

三
作
の
『
春
潮
』
に
も
取
り
か
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
陳
逸
群
や
康
夫
人
な
ど
の
人
物
形
象
へ
の
思
い
入
れ
や
、
杭
州
の
風
光
に
対
す

る
愛
情
、
郁
達
夫
と
し
て
は
珍
し
く
同
時
代
史
を
背
景
と
し
た
異
色
作
で
あ
る
と
い
っ
た
、
小

説
『
蜃
楼
』
そ
の
も
の
へ
の
愛
着
が
、
続
稿
執
筆
に
こ
だ
わ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
側
面
も

無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
、
三
部
作
の
完
成
と
い
う
大
事
業
へ
の
意
欲
が
、
『
蜃
楼
』

完
成
に
対
す
る
執
着
の
よ
り
根
元
的
な
理
由
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
郁
達
夫
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
茅
盾
も
ま
た
、
三
部
作
の
小
説
に
よ
っ
て
革
命
期

の
青
年
た
ち
を
描
こ
う
と
し
た
。
『
幻
滅
』
『
動
揺
』
『
追
求
』
か
ら
な
る
『
蝕
』
三
部
作
で
あ
る
。

今
そ
の
影
響
関
係
や
作
品
の
優
劣
を
論
じ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
偶
然
の
一
致
は
、
ま
さ

に
激
動
す
る
社
会
が
、
作
家
を
し
て
、
そ
の
時
代
を
写
し
取
り
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
を
描
き

一
八

た
い
と
い
う
欲
求
を
覚
え
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
時
代
と
い
う
壮
大
な
テ
ー
マ

を
描
く
た
め
に
は
、
充
分
な
時
間
的
長
さ
と
空
間
的
広
が
り
を
許
容
で
き
る
三
部
作
と
い
う
方

法
が
最
適
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
郁
達
夫
の
構
想
は
結
実
せ
ず
、
一
方
、

茅
盾
は
作
品
を
次
々
と
書
き
上
げ
て
大
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
作
家
と
し
て
の

気
質
や
作
風
の
違
い
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
茅
盾
の
『
蝕
』
三
部
作
以
後
、
巴

金
の
『
愛
情
』
三
部
作
、
『
激
流
』
三
部
作
な
ど
、
新
文
学
史
上
評
価
の
高
い
大
作
が
生
ま
れ
て

い
る
が
、
中
国
現
代
文
学
に
お
け
る
三
部
作
は
、
茅
盾
と
い
い
、
巴
金
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
長

編
作
家
の
出
現
を
待
っ
て
、
実
質
上
、
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六
、
お
わ
り
に

最
後
に
、
以
上
の
『
蜃
楼
』
の
内
容
と
そ
の
創
作
経
緯
の
検
証
を
踏
ま
え
て
、
『
蜃
楼
』
が
未

完
に
終
わ
っ
た
原
因
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
郁
達
夫
自
身
が
日
記
の
中
で
分
析
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
記
述
を
ま

ず
引
用
す
る
。

私
の
気
分
は
、
波
の
よ
う
に
緊
張
し
た
り
緩
ん
だ
り
で
、
一
年
半
も
の
長
期
間
持
続
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
落
ち
込
ん
だ
と
き
で
も
、
と
こ
と
ん
ま
で
沈
み
込
ん
で
し

ま
う
ま
で
に
は
な
ら
な
い
。
結
局
は
や
は
り
二
)
修
養
の
不
足
(
二
)
生
活
の
窮
迫
(
三
)

環
境
の
堕
落
が
招
い
た
結
果
で
あ
る
。

一
年
牛
と
い
う
の
は
、
『
蜃
楼
』
が
第
十
二
章
ま
で
『
青
年
界
』
に
発
表
さ
れ
た
、
一
九
三
一

年
五
月
十
日
か
ら
経
過
し
た
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
郁
達
夫
が
自
覚
し
て
い
る
原
因
の
う
ち
、

持
続
力
の
欠
如
と
修
養
の
不
足
は
内
在
的
要
因
で
、
生
活
の
窮
迫
と
環
境
の
堕
落
は
外
在
的
要

因
と
い
え
よ
う
。

外
在
的
要
因
は
、
比
較
的
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
郁
達
夫
は
、
大
学
教
師
の
職

に
あ
っ
た
時
期
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
原
稿
収
入
に
よ
っ
て
、
王
映
霞
と
子
ど
も
た
ち
を
養

い
、
さ
ら
に
故
郷
の
第
一
夫
人
孫
茎
に
仕
送
り
を
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
と
き
に
は
当
面
の

生
活
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
短
時
間
で
仕
上
が
る
雑
文
や
翻
訳
に
手
を
染
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
じ
っ
く
り
腰
を
据
え
て
長
編
小
説
に
取
り
組
め
る
だ

け
の
経
済
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
著
名
人
で
あ
っ
た
郁
達
夫
は
、
好
む
と
好

ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
種
々
の
交
際
に
時
間
を
と
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
一
九
三
二
年
十
一
月
八
日
の
手
紙
に
は
、
知
人
友
人
が
数
日
間
順
繰
り
に
招
待
し
て

く
れ
た
と
い
う
件
が
見
え
る
。
そ
の
他
、
転
変
著
し
い
激
動
期
の
中
国
社
会
に
お
い
て
、
身
の

危
険
に
直
面
し
た
り
、
身
辺
の
雑
事
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
よ
り
重
要
で
根
本
的
な
原
因
は
、
内
在
的
要
因
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
郁
達
夫
の
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郁達夫「蜃楼」の未完の背景をめぐって

創
作
方
法
は
、
端
的
に
言
う
と
、
自
己
の
体
験
や
見
聞
か
ら
得
た
着
想
と
情
調
を
元
に
、
情
緒

の
赴
く
ま
ま
に
一
気
に
書
き
上
げ
る
、
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
情
緒
と
緊
張

感
を
長
期
間
一
定
の
水
準
に
保
ち
続
け
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
。

『
蜃
楼
』
の
よ
う
に
執
筆
の
中
断
期
間
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
感
情
を
元
の
状
態
に

も
っ
て
い
く
の
は
一
層
困
難
で
あ
ろ
う
。
~
記
や
書
簡
で
幾
度
と
な
く
再
執
筆
の
宣
言
を
し
な

が
ら
、
と
う
と
う
実
行
に
移
せ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
の
問
題
と
同
時
に
、
小
説
技
法
の
問
題
が
あ
る
。
長
編
小
説

を
書
く
に
は
、
と
り
わ
け
緻
密
な
構
成
力
と
人
物
造
形
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第

三
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
蜃
楼
』
は
主
題
も
明
白
で
な
く
、
各
種
の
モ
チ
ー
フ
も
構
成
上
の

有
機
性
が
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
専
ら
主
人
公
の
心
情
を
纏
綿
と
描
写
す
る
だ
け
で
、

他
の
登
場
人
物
と
絡
む
実
質
的
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
も
な
い
。
こ
れ
は
、
『
蜃
楼
』
一
編
の
問
題
に

止
ま
ら
す
、
郁
達
夫
の
文
学
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
許
子
東
が
、
「
郁

達
夫
は
、
単
純
な
情
感
と
懺
悔
の
方
式
で
、
広
大
な
大
河
小
説
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
、
実
際

に
は
流
産
し
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
核
心
を
衝
い
た
鋭
い

指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
『
蜃
楼
』
の
挫
折
は
、
郁
達
夫
の
文
学
的
特
質
と
そ
の
限
界
性
を

も
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

一

九
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