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沈
玄
脱
は
、

『
星
期
評
論
』
の
編
集
に
従
事
し
、
中
共
創
立
に
加
わ
り
、
街

前
段
民
的
川
合
け
を
組
織
し
、
五
・
三

O
前
夜
に
脱
燃
し
て
、
戴
季
陶
と
と
も
に
江

所
地
区
で
の
図
民
合
議
運
動
を
お
し
す
す
め
、
北
伐
の
進
展
に
と
も
な
い
、
二

五
減
租
の
推
進
、
農
民
協
曾
の
再
建
、
地
方
自
治
の
質
現
に
つ
と
め
て
い
た
も

の
で
、
彼
の
死
は
い
ず
れ
に
し
て
も
中
図
動
飢
の
一

過
程
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
つ
に
。

ζ

ζ

で
は
、
と
く
に
二
五
減
砲
の
問
題
と
か
ら
め
て
、
そ
の
死
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
ζ

と
に
し
た
い
。

尭

舜

民

主

政

?

島

度

回

内
山
井
小
楠
は
欧
米
の
大
統
領
制

・
民
主
政
酬
胞
を
讃
美
し
て
い
る
が
、
そ
の
甥

の
ア
メ
リ
カ
行
を
枇
ん
に
し
て
は
「
明
免
舜
孔
子
之
辺
、
来
西
洋
間
耐
仙
川
之
術
、

何
止
富
園
、
何
止
強
丘
一
、
布
大
義
於
四
海
市
己
」

と
い
つ

に
。
濃
川
舜
孔
子
の
道

は
民
主
主
義
の
上
乗
な
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
鋭
に
止
揚
せ
る
も
の
、
と

解
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

桑
田
舛
の
迫
を
そ
の
よ
う
に
イ
メ

l
シ
す
る
ζ

と
は
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
発
舜
総
談
ぞ
公
穆
公
選
と
考
え
る

J

7

ν

ジ

デ

γ

ト

の
で
ゐ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
発
舜
を
伯
理
務
天
徳
と
見
な
し
た
例
が
清
末

に、

顕
著
に
、
あ
る
。
そ
の
例
を
示
し
つ
つ
、
且
つ
関
連
す
る
こ
=
一の
問
題
を

論
じ
に
い
。

清

初
史
料
に
関
す
る
こ
三
の
問

題

松

村

j閏

三た

入
閥
前
の
太
組
ヌ
ル
ハ
チ
、
太
宗
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
叩
附
す
る
史
料
の
根
本
と
な

る
も
の
は
、
一
九

O
五
年
内
藤
湖
南
博
士
が
現
在
中
園
東
北
地
方
の
中
心
で
ゐ

る
ほ
州
防
の
盛
京
宮
殿
で
務
見
将
来
さ
れ
た

『
満
文
老
槌
』
と
さ
れ
て
い
る
が
、

一
九
=
二

年
に
そ
の
原
本
三
七
仰
が
清
の
内
閣
大
庫
よ
り
義
見
さ
れ
、
つ
い
で

一
九
三
五
年
に
は
、
乙
れ
ら
と
同
じ
性
質
の
三
冊
の
桜
冊
も
設
見
さ
れ
に
。

し

か
し
日
中
戦
宇
に
よ
っ

て、

そ
の
研
究
は
中
断
さ
れ、

そ
の
木
機
的
な
研
究
が

始
め
ら
れ
た
の
は
、

一
九
六
九
年
望
北
の
故
宮
博
物
院
か
ら
、

ζ

れ
ら
四
十
怖

の
楼
冊
を
影
印
本
十
閣
に
ま
と
め
『
密
漏
洲
楢
』

と
題
し
て
刊
行
さ
れ
て
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
判
明
し
た
ζ

と
は
、

『
純
文
老
楢
』
は
従
来
想
像
さ
れ

て
い
た
よ
う
な
原
憎
の
、
そ
の
ま
ま
の
形
態
の
忠
貨
な
コ
ピ
イ
で
は
な
く
、
乾

隆
の
史
臣
に
よ
る
編
纂
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

今
後
の
入
閥
前
史
の
研
究
は
『
沓
満
洲
楢
』
に
銭
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
に
現
行
の
大
消
歴
朝
食
録
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
太
租

・
太
宗

・
世
租
の
い

わ
ゆ
る
三
朝
資
銀
は
、
い
ず
れ
も
乾
隆
の
改
訂
本
で
あ
っ
て
、
初
謀
本
の
内
容

と
は
多
大
の
隔
り
が
あ
り
、
そ
の
史
料
的
債
値
は
江
戸
時
代
に
我
が
園
に
惇
来

し
た
康
問
…
木
の
三
朝
貫
録
に
劣
る
ζ

と
は
、
つ
と
に
清
初
史
研
究
者
の
指
摘
す

る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、

妥
北
の
故
宮
博
物
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
漢
文
の

『
太
宗
貫
録
』
は
順
治
初
纂
本
で
あ
る
乙
と
が
認
め
ら
れ
に
。
し
た
が

っ
て
今

後
の
太
宗
時
代
の
研
究
は
、
乙
の
初
纂
本
に
援
る
べ

・きで
あ
ろ
う。

さ
ら
に
同

院
所
裁
の
満
漢
文
の
「
太
組
武
皇
帝
貫
録
』
は
順
治
重
紗
本
で
あ
り
、

乾
隆
重
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紗
の
『
満
洲
貫
録
』
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
と
と
も
剣
明
し
た
。

契

丹

・
女
員
文
字
考

田

村

賞

契
丹
文
字
に
大
字
と
小
字
と
が
あ
る
乙
と
は

『
遼
史
』
そ
の
他
の
記
載
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
も
の
の
、

つ
い
半
世
紀
前
ま
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
字
形

の
も
の
か
さ
え
明
ら
か
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
幻
の
文
字
L

と
い
わ
れ
て
い
た

が
、
昭
和
七
年

「
慶
陵
」
か
ら
契
丹
文
亥
附
碑
石
が
出
土
す
る
K
及
ん
で
、
よ

う
や
く
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

爾
来
、
日
本
・
中
闘
を
は
じ
め
各
園
の

東
洋
史
家
や
言
語
撃
者
に
よ
っ
て
、
と
の
文
字
解
殻
へ
の
努
力
が
か
さ
ね
ら
れ

て
き
に
が
、
未
だ
誰
人
も
解
識
に
成
功
し
た
乙
と
を
き
か
な
い
。
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造

女
英
文
字
に
も
大
字
・
小
字
の
二
種
が
あ
り
、
『
金
史
』
な
ど
に

よ
る
と

「契
丹
文
字
の
鰍
官
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
契
丹

・
女
員
爾
文

字
は
姉
妹
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
宰
に
女
奨
文
字
に
闘
し
て
、
「
大
金
得

勝
陀
の
頒
碑
L

・
「女
累
進
士
の
題
名
碑
」
を
は
じ
め
数
基
の
金
石
文
が
存
し
、

ま
た
文
書
の
類
に
も
明
代
の
『
女
同
県
館
詩
語
』

な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
資
料
は

か
な
り
堕
富
ピ
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
女
奨
文
字
の
解
讃
は
、

契
丹
文
字
に
比

べ
て
は
る
か
に
進
ん
で
は
い
る
が
、
し
か
し
と
の
文
字
に
つ
い
て
も
未
だ
十
全

に
解
説
さ
れ
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
に
、
乙
れ
ま
で
知
ら
れ
た
資
料
は
す
べ

て
女
員
小
字
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
大
字
に
つ
い
て
は
全
く
知
ら
れ
る
と
乙

ろ
が
な
い
。

乙
の
よ
う
な
契
丹

・
女
異
文
字
の
研
究
の
現
吠
を
ふ
ま
え
て
、

爾
文
字
の
形

態

・
音
償
・
構
造
を
考
え
つ
つ
解
讃
へ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
を
披
露
し
て
み
た
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