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雑

誌

『
紅

黒
』

吉

田

富

夫

沸教
大
挙

1

一
九
二
九
年
に
上
海
で
沈
徒
文
'
丁
玲
､
胡
也
頻
ら
に
よ
っ
て
文

学
雑
誌

『紅
窯
』
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
､
は
や
-
か
ら
知
ら
れ
て
い

た
｡
た
だ
､
筆
者
は
こ
れ
ま
で
雑
誌
そ
の
も
の
を
目
に
す
る
機
合
に

恵
ま
れ
ず
､
隔
靴
掻
痔
の
思
い
を
飴
儀
な
-
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が

'

一
九
九
四
年
に
上
海
書
店
出
版
社
か
ら
影
印
本
が
出
さ
れ
た
こ

と
で
､
か
ね
て
か
ら
の
潟
を
い
や
す
こ
と
が
で
き
た
O
以
下
､
こ
の

類
誌
の
内
容
を
検
討
し
､
そ
の
文
学
史
的
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
と

い
う
の
が
､
こ
の
小
文
の
目
的
で
あ
る
｡

ま
ず
難
詰
誕
生
の
経
緯
を
概
略
ま
と
め
て
お
こ
う
｡

沈
徒
文
お
よ
び
丁
玲

･
胡
也
頻
夫
婦
が
北
京
か
ら
上
海

へ
と
南
下

す
る
の
は
､

l
九
二
七
年
末
か
ら
翌
二
八
年
春
に
か
け
て
の
こ
と
で

あ
る
｡
そ
の
間
の
事
情
は
'
沈
徒
文

｢記
胡
也
頻
｣
に
よ
れ
ば
次
の

よ
う
で
あ
る
｡

｢中
国
的
南
方
革
命
己
進
展
到
南
京
,
出
版
物
的
盈
虚
滑
息
己
顕

然
由
北
而
南
I
北
京
城
的
好
天
気
同
公
寓
中
的
好
習
慣
.
都
不
能

使
我
僧
呆
在

1
個
地
方
不
動
為
得
計
o
在
上
海
I
則
正
是

l
些
新

書
業
頚
切
的
時
節
.
《
小
説
月
報
》
困
馬
編
者
的
方
向
略
改
I
用

了
我
朋
的
文
章
.
《
現
代
評
論
》
己
遷
上
海
I
北
新
書
局
己
遷
上

海
ー
北
新
書
局
和
新
月
書
店
各
馬
我
印
行
了

1
本
書
.
所
以
我
四

月
裏
就
離
開
了
北
京
I
徒
海
道
把

一
鮎
簡
単
行
李
同

一
個
不
甚
結

貴
的
身
鮭
,
搬
移
到
上
海

l
個
地
方
任
下
了
.
到

1
九
二
八
年
二

月
.
他
朋
党
得
遠
是
到
上
海
来
績
有
樽
機
,
所
以
也
就
到
上
海
釆

了
｣
(『沈
従
文
文
集
』
第
九
奄

一
九
八
四
年
三
聯
書
店
)

こ
こ
に

｢我
四
月
裏
就
離
開
了
北
京
｣
と
あ
る
の
は
沈
徒
文
の
記

憶
違
い
で
､
諸
種
の
文
献
を
つ
き
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば

一
九
二
七
年

十
二
月
中
旬
と
す
べ
き
だ
が
､
そ
の
詳
細
は
省
略
す
る
(郡
華
強

｢沈

従
文
年
譜
簡
編
｣
参
照
.
『沈
徒
文
研
究
資
料
』
下
巻

1
九
九
1
年
花
城
出

版
社
).
重
要
な
の
は
｢在
上
海
.
則
正
是

1
些
新
書
業
頚
切
的
時
節
｣

と
い
う

一
節
で
､
北
伐
革
命
の
混
沌
と
し
た
動
き
の
中
か
ら
､
上
海
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が
出
版
事
業
の
渦
の
中
心
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
昔
時
の
情
況
が
集

約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
情
況
の
下
で

｢遁

走
到
上
海
乗
縫
有
韓
機
｣
と
感
じ
た
と
い
う
の
は
､
た
ん
に
丁
玲

･

胡
也
頻
夫
婦
の
気
分
を
代
粁
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
､
沈
徒
文
自

身
は
言
う
ま
で
も
な
-
､
二
七
年
十
月
に
鹿
州
か
ら
上
海
に
身
を
落

着
け
た
魯
迅
な
ど
の
場
合
に
も
あ
る
程
度
普
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
｡

と
も
か
-
､
こ
う
し
た
大
き
な
時
代
の
流
れ
に
押
し
流
さ
れ
る
よ
う

に
し
て
､
三
人
は
上
海
に
や
っ
て
き
た
｡

｢韓
磯
｣
は
ま
ず
､
胡
也
頻
が

『
中
央
日
報
』
の
副
刊
を
編
集
す

る
こ
と
で
圏
ら
れ
た
｡
『
中
央
日
報
』
編
集
長
の
彰
撃
柿
が
か
つ
て

『
現
代
評
論
』
の
編
集
者
を
し
て
い
た
頃
か
ら
沈
徒
文
た
ち
と
顧
見

知
-
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
ま
と
ま
っ
た
話
ら
し
-
､
丁
玲
な
ど
は
あ

っ
さ
-

｢由
沈
徒
文
推
薦
胡
也
頻
去
編
副
刊
｣
と
書
い
て
い
る
(｢胡

也
頻
｣

『胡
也
頻
選
集
』
上
耕

一
九
八
l
年
福
建
人
民
出
版
社
)O
『
紅
輿

黒
』
と
命
名
さ
れ
た
そ
の
副
刊
は
､
初
め
は
週
に
二
期
､
第
八
期
か

ら
は
遇
に
四
期
妻
行
で
'
二
八
年
七
月
か
ら
十
月
ま
で
､
計
四
九
期

を
出
し
た

(未
見
｡
前
掲

｢沈
徒
文
年
譜
簡
編
｣
に
よ
る
)0

｢紅
興
黒
｣
の
停
刊
は

｢徒
政
治
上
着
問
題
,
虞
理
問
題
｣
し
た

耗

誌

『紅

黒
』
(吉
田
)

結
果
で
あ

っ
た
と
前
掲

｢胡
也
頻
｣
で
丁
玲
は
書
い
て
い
る
が
､
国

民
薫
の
新
聞
で
あ
る

『
中
央
日
報
』
と
手
を
切
っ
た
と
い
う
鮎
を
強

調
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
'
『
紅
輿
漂
』
の
編
集
に
手

を
染
め
た
の
が
､
四

･
二

一ク
ー
デ
タ
ー
の
三
カ
月
後
で
あ
る
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
､
あ
ま
-
に
も
割
切
っ
た
説
明
は
､
こ
の
際
は

か
え
っ
て
説
得
力
を
欣
-
こ
と
に
な
ろ
う
｡
と
り
わ
け
､
『紅
輿
里
仙』

停
刊
に
つ
づ
け
て
計
毒
さ
れ
た
雑
誌

『紅
窯
』
が
､
少
-
と
も
タ
イ

ト
ル
の
上
で
前
者
と
の
連
績
性
を
感
じ
さ
せ
る
鮎
な
ど
か
ら
言
え
ば
､

沈
徒
文
は
言
う
ま
で
も
な
く

こ
の
二
年
牛
後
に
は
共
産
薫
負
と
し

て
逮
描

･
虚
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
胡
也
頻
に
し
て
も
､
こ
の
常
時

政
治
的
に
は
な
お
摸
索
情
況
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の

鮎
は
､
難
詰

『紅
窯
』
を
文
学
史
的
に
評
債
す
る
際
に
重
要
な
ポ
イ

ソ
ト
と
な
る
が
'
後
で
再
度
解
れ
る
機
合
が
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
事
情
は
ど
う
で
あ
れ
'
『
紅
興
黒
』
の
編
集
を
下
-

る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢毎
月
大
致
可
以
章
七
八
十
元
的
編
輯
費
和
稿

費
｣
と
い
う
収
入
の
道
を
丁
玲
た
ち
は
断
た
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ

こ
で
い
よ
い
よ
『
紅
窯
』
出
版
の
計
蓋
に
な
る
が
､
そ
の
事
情
を

｢胡

也
頻
｣
の
関
連
部
分
の
記
述
か
ら
抜
粋
し
ょ
う
｡
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｢干
是
我
偶
也
想
模
伐
普
時
上
海
的
小
出
版
社
I
自
己
摘
出
出
版

工
作
o
小
本
生
意
,
只
圏
維
持
生
活
ー
乗
能
出
鮎
好
書
｡
這
時
正

好
也
頻
父
親
乗
上
海
I
答
慮
設
法
鞘
我
朋
韓
借

l
千
元
,
毎
月
三

分
利
.
(略
)
干
是
紅
窯
出
版
政
和

《
紅
黒
》
月
刊
都
群
起
来
了
｡

我
朋
輩
借
乗
的
盛
在
薩
坂
寒
路
二
百
零
四
競
粗
了

一
棟
三
層
槙
的

一
模

一
底
的
房
子
｡
(略
)
棲
下
倣
出
版
虞
I
(略
)
我
和
也
頻
.
后

来
如
上
我
母
親
任
在
二
模
ー
沈
徒
文
和
他
妹
妹
岳
萌
佳
三
棲
ー
有

一
個
時
期
他
母
親
来
了
也
住
在
三
壕
ー
沈
徒
文
的
苛
寄
和
弟
弟
也

短
時
住
過
o
我
耶
両
家
人
各
自
起
移
倣
飯
｣

｢薩
牧
寒
路
｣
は
三
〇
年
代
の
地
圏
に
は

｡
R

ue
Chap
sa
二

と

も
記
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
通
り
で
､
現
在
で
は
淡
水
路
と

名
が
襲
っ
て
い
る
が
､
普
時
沈
徒
文
た
ち
が
借
-
た
家
は
な
お
も
残

っ
て
い
る
と
､

一
九
八

一
年
に
丁
玲
は
右
の
文
章
の
中
で
書
い
て
い

る
｡と

も
か
-
'
こ
の
よ
う
に
し
て
雑
誌

『紅
黒
』
第

一
期
が
孝
行
さ

れ
た
の
は

一
九
二
九
年

一
月
十
日
で
､
表
紙
は

｢紅
慧
｣
の
二
文
字

を
赤
黒
二
色
で
浮
か
せ
た
だ
け
の
大
腰
な
デ
ザ
イ
ソ
で
あ
っ
た
｡
第

l
期
は

1
週
間
で

1
千
部
ち
か
-
を
責
-
､
｢得
到
這
個
消
息
時
我

朋
歓
喜
興
奮
得
膝
上
妻
紅
｣
と
沈
徒
文
は
の
ち
に
回
想
し
､
北
京
､

厘
門
､
武
昌
､
鹿
州
な
ど
か
ら
も
好
反
鷹
が
あ
っ
た
の
で
'
｢我
僧

心
想
I
以
後
毎
期
腰
骨
印
五
千
.
似
乎
纏
移
分
配
｣
と
つ
づ
け
て
い

る

(前
掲

｢記
胡
也
頻
｣)0

ま
た
､
四
月
十
日
孝
行
の
第
四
期
の
胡
也
頻

｢編
後
｣
に
は

｢本

刊
第

1
期
ー
現
在
己
全
教
責
完
,
撰
代
官
虚
説
遠
有
人
要
買
ー
所
以

我
耶
決
定
在
能
力
所
及
,
即
行
再
版
｣
と
い
っ
た
こ
と
ば
も
見
え
る

の
で
あ
る
｡

な
か
な
か
好
調
な
滑
-
だ
L
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
雑
誌
は
'

こ
の
年
の
八
月
十
日
付
で
第
八
期
を
出
し
た
と
こ
ろ
で
､
贋
刊
に
追

い
こ
ま
れ
て
し
ま
う
｡

奇
妙
な
の
は
'
そ
れ
に
つ
い
て
普
事
者
の
一
人
で
あ
る
沈
徒
文
が
､

｢《
紅
窯
月
刊
》
出
到
八
期
也
不
能
不
結
束
了
ー
来
了

一
個
意
料
中
的

失
敗
｣

(｢記
胡
也
頻
｣)
と
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
好
調
だ
っ
た

は
ず
の
薙
誌
が
天
折
し
､
し
か
も
そ
れ
を

｢意
料
中
的
失
敗
｣
と
は
､

に
わ
か
に
は
嗣
得
が
い
か
な
い
｡
な
に
か
あ
っ
た
の
か
と
探
-
た
-

な
る
が
､
そ
の
鮎
は
ひ
と
ま
ず
後
回
し
に
し
て
､
先
に
兼
誌
の
内
容

を
ひ
と
わ
た
-
検
討
し
て
み
よ
う
O
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2

雑
誌

『紅
窯
』
は
､
要
す
る
に
沈
徒
文
､
丁
玲
､
胡
也
頻
の
三
人

に
よ
る
同
人
薙
誌
で
あ
る
｡
全
八
期
を
通
じ
て
'
時
に
新
人
ら
し
い

作
者
の
習
作
を
載
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
､
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は

こ
の
三
人
の
作
品
が
占
め
る
｡

唯

1
の
例
外
は
､
第

1
期
の
巻
頭
を
飾

っ
た
桂
山

｢李
太
太
的
頭

髪
｣
で
あ
る
｡
桂
山
'
す
な
わ
ち
菓
聖
陶
で
あ
る
が
､
こ
の
時
期
す

で
に
新
文
学
の
大
御
所
的
存
在
で
､
新
人
の
車
掘
に
情
熱
を
示
し
て

い
た
彼
の
寄
稿
は
､
言
わ
ば
雑
誌
の
門
出
に
普

っ
て
の
御
祝
儀
の
よ

う
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
胡
也
頻
の

｢編
後
附
記
｣
に
も
､
特
に

｢聖
陶
先
生
｣
の
名
を
挙
げ
て
謝
意
を
表
し
て
い
る
｡

｢李
太
太
的
頭
髪
｣
は
､
国
民
革
命
軍
の
進
軍
に
と
も
な
っ
て
若

い
女
性
の
断
髪
が
流
行
る
な
か
で
､
時
流
に
乗

っ
て
髪
を
切
る
べ
き

か
否
か
思
い
惑
う
女
子
中
学
校
長
の
中
年
女
性
の
物
語
で
'
あ
る
特

定
の
情
況
下
で
定
め
ら
れ
た

一
定
の
結
論
に
向

っ
て
登
場
人
物
を
操

っ
て
い
-
と
い
う
鮎
で
は
､
五
四
時
期
の

(
問
題
小
説
)
の
枠
を

一

歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
作
品
を
こ
の
丑
誌
の
中
で

難

詰

『紅

黒
』
(吉
田
)

沈
徒
文
や
丁
玲
の
作
品
と
譲
み
-
ら
ぺ
て
み
る
と
'
作
品
そ
の
も
の

の
仕
上
-
の
程
度
と
は
べ
つ
に
､
ど
う
し
よ
う
も
な
い
顎
想
の
古
き

を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
-
｡
そ
こ
に
こ
の
雑
誌
が
､
五
四
新
文
化

運
動
期
の
次
の
時
代
の
子
ら
の
一
人
で
あ
る
謹
左
が
あ
る
と
思
え
る

が
､
そ
の
議
論
を
詳
し
-
し
て
い
る
暇
は
い
ま
は
な
い
｡

三
人
の
同
人
の
中
で
､
い
ち
ば
ん
充
寛
し
た
仕
事
を
し
て
い
る
の

は
沈
徒
文
で
あ
る
0
第

1
期
か
ら
第
八
期
ま
で
ど
の
班
に
も
力
作
を

載
せ
て
い
る
が
､
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
三
つ
の
系
列
に
分
け
ら
れ
る
｡

ま
ず

｢龍
朱
｣
(第
1
期
)､
｢紳
丞
故
事
之

〓

(第
三
期
)､
｢
日
興

夜
｣
(第
四
期
)､
｢追
師
輿
道
場
｣
(第
六
期
)
な
ど
､
遠
境
の
少
数
民

族
の
神
秘
的
な
世
界
を
描
い
た

1
連
の
作
品
が
あ
る
.

沈
徒
文
の
特
色
は
､
少
数
民
族
の
世
界
に
外
側
か
ら
光
を
照
射
す

る
の
で
は
な
-
'
そ
の
世
界
を
内
部
か
ら
描
-
鮎
に
あ
る
｡
使
わ
れ

て
い
る
の
は
た
し
か
に
漢
語
と
い
う
外
側
の
世
界
の
言
語
な
の
だ
が
､

そ
れ
ら
の
漢
語
に
候
托
さ
れ
て
い
る
の
は
じ
つ
は
少
数
民
族
の
言
語

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
.
筆
者
は
つ
い
う

っ
か
り

｢神
秘
的
｣
な
ど

と
い
う
あ
-
き
た
-
の
形
容
語
を
使

っ
て
し
ま
っ
た
が
､
作
者
に
と

っ
て
は
そ
の
描
-
世
界
は
神
秘
的
で
も
な
ん
で
も
な
-
て
､
そ
れ
が
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世
界
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡

と
は
い
え
､
作
者
が
漢
語
と
い
う
外
側
の
言
語
を
使
う
か
ら
に
は
､

一
面
で
は
そ
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
に
よ
-
開
か
れ
た
外
側
の
世
界

へ

と
通
路
を
つ
け
る
こ
と
を
も
同
時
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
､

そ
れ
に
失
敗
す
れ
ば
､
作
品
は
普
遍
的
な
感
動
を
諌
者
に
輿
え
る
こ

と
が
で
き
な
-
な
る
｡

『紅
漂
』
の
沈
徒
文
は
'
そ
う
し
た
苦
闘
を

よ
う
や
-
本
格
的
に
始
め
た
時
期
を
迎
え
て
い
る
が
､
右
に
挙
げ
た

作
品
は
な
お
摸
索
段
階
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡

そ
れ
よ
-
も
興
味
を
ひ
-
の
は
､
｢
七
個
野
人
興
最
後

一
個
迎
春

節
｣
(第
五
期
)､
｢
一
隻
舶
｣
(第
八
期
)
な
ど
に
み
ら
れ
る
沈
徒
文
の

新
し
い
試
み
で
あ
る
｡

｢
七
個
野
人
輿
最
後

一
個
迎
春
節
｣
は
'
漢
人
の
支
配
の
お
よ
ぶ

の
に
抵
抗
し
て
殺
さ
れ
る
少
数
民
族
の
物
語
で
あ
る
｡
漢
人
の
支
配

は
役
所
を
作
-
､
税
金
を
取
-
立
て
､
す
べ
て
を
統
制
す
る
と
い
う

か
た
ち
で

｢地
方
｣
に
浸
透
し
て
-
る
.
自
然
状
態
で
暮
ら
し
て
き

た
猟
師
と
六
人
の
弟
子
た
ち
は
､
そ
う
し
た
支
配
を
拒
否
し
て
山
中

の
洞
窟

へ
と
逃
げ
こ
み
､
最
後
に
皆
殺
し
に
さ
れ
る
｡

北
伐
革
命
の
中
で
'
軍
需
品
と
兵
隊
を
載
せ
て
北
に
向
か
う
こ
と

を
命
ぜ
ら
れ
た

一
隻
の
船
が
あ

っ
た
｡
南
方
の
少
数
民
族
地
匠
の
山

中
の
急
流
を
､
五
人
の

｢水
手
｣
に
曳
か
れ
て
舶
は
潮
行
す
る
-

と
い
う
の
が

｢
1
隻
船
｣
の
骨
組
だ
が
､
牛
日
蝕
-
の
危
険
な
航
程

を
､
先
行
し
た
船
が
急
流
で
沈
ん
だ
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
荒
々
し

-
陽
気
な

｢水
手
｣
の
姿
を
か
ら
め
て
十
二
ペ
ー
ジ
に
描
き
切

っ
て

い
る
｡
労
働
の
場
面
が
と
-
に
印
象
的
で
､
黒
光
-
す
る

｢水
手
｣

の
背
中
が
版
童
の
よ
-
に
シ
ル
エ
ッ
ト
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
る
O

｢船
頭
左
右
耗
着
.
如
大
象
.
慢
健
的
在
水
面
上
他
行
｡

一
面
粋

在
舶
梶

l
面
繋
到
五
人
背
上
的
竹
腰
I
有
時
忽
然
筆
直
如
細
累
的

紋
.
有
時
又
騒
然
菟
馳
.
如
己
失
去
了
所
有
全
身
精
力
的
長
蛇
｡

天
色
漸
暗
.
徒
船
上
望
前
面
岸
上
.
桂
船
人
的
身
影
己
漸
漸
模

糊
成

一
片
了
｡
灘
水
撃
I
興
恋
着
了
気
運
堵
了
吃
雛
的
力
投
船
人

的
払
喝
聾
.
也
混
成

l
片
O
這
撃
音
.
没
有
回
鷹
ー
非
常
短
,
午

里
外
就
不
再
聴
到
了
｣

あ
ま
-
に
こ
と
を
極
端
に
し
て
言

っ
て
は
な
る
ま
い
が
､
沈
徒
文

自
身
に
あ

っ
て
は
無
論
の
こ
と
､
新
文
学
の
流
れ
に
あ

っ
て
も
､
労

働
の
こ
の
よ
う
な
場
面
を
こ
の
よ
う
な
呼
吸
で
措
い
た
文
章
が
こ
れ

ま
で
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
｡
明
ら
か
に
こ
こ
で
'
沈
徒
文
は
､
よ

134



-
開
か
れ
た
現
寛
に
向
か
う
通
路
の
尿
に
手
を
か
け
て
い
る
と
思
え

る
｡
そ
れ
は
'
な
に
ほ
ど
か
は

｢
七
個
野
人
興
最
後

一
個
迎
春
節
｣

に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
'
そ
こ
に
は
や
は
-
北
伐
革
命
の
試
練

を
経
た
現
貴
が
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
｡

こ
の
ほ
か
に
､
甲
辰
と
い
う
も
う

一
つ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
書
か
れ

た

｢
1
個
天
才
的
通
信
｣

(第
六
期
)'

｢寄
給
某
編
輯
先
生
｣

(第
七

期
)
の
二
作
が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は
､
前
述
の
よ
う
に

一
時
は
母
親

か
ら
兄
弟
や
妹
ま
で
筆

一
本
で
支
え
る
こ
と
を
除
儀
な
-
さ
れ
た
彼

の
自
書
像
で
あ
る
｡
た
だ
'
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
沈
徒
文
の
あ
る
種

の
主
張
が
バ

ッ
ク
に
含
ま
れ
て
い
る
と
諌
め
る
の
で
'
そ
の
意
味
に

つ
い
て
は
'
こ
れ
も
後
に
解
れ
る
こ
と
に
す
る
｡

3

沈
徒
文
に
較
べ
て
､
も
う

一
人
の
同
人
の
丁
玲
の
ほ
う
は
､
こ
と

『
紅
黒
』
で
み
る
か
ぎ
-
や
や
精
彩
を
妖
-
｡
絶
じ
て
言
え
ば
､
そ

の
前
年

(二
八
年
)
十
月
に
出
し
た
第

l
短
篇
集

『
在
黒
暗
中
』
の
地

つ
づ
き
で
仕
事
を
し
つ
つ
､
新
し
い
展
開
を
探

っ
て
い
る
よ
-
に
見

え
る

｡
雄

誌

『紅

窯
』
(吉
田
)

作
品
と
し
て
は
､

｢慶
雲
裏
中
的

一
問
小
房
裏
｣
(第
一
期
)'

｢過

年
｣
(第
二
期
)､
｢小
火
輪
上
｣

(第
三
期
)'

｢
日
｣

(第
五
期
)､

｢野

草
｣
(第
六
期
)
を
書
い
て
い
る
か
ら
､
仕
事
量
と
し
て
は
か
な
-
の

も
の
だ
が
'
内
容
的
に
は
い
ま
ひ
と
つ
充
資
し
た
も
の
が
な
い
｡

と
は
い
え
'
｢慶
雲
嚢
中
的

一
間
小
房
裏
｣
の
よ
-
な
佳
作
も
な

い
で
は
な
い
｡
上
海
の
娼
婦
を
措
い
た
作
品
だ
が
､
ダ
ル
な
気
分
の

中
で
牛
分
眠
-
な
が
ら
客
を
迭
-
出
す
場
面
か
ら
始
ま
る

一
日
は
､

森
厳
の
暗
さ
の
か
わ
り
に
､
そ
れ
な
-
に
割
-
切

っ
て

〃
自
由
〃

に

生
き
る
底
適
の
女
た
ち
の
た
-
ま
し
さ
を
浮
か
び
上
ら
せ
て
い
て

､

『在
里
仙暗
中
』
の
諸
作
品
と
は
ひ
と
味
違
う
可
能
性
を
予
感
さ
せ
る
｡

か
と
思
う
と
､
｢野
草
｣
の
よ
う
に
､
｢渉
非
女
史
的
日
記
｣
と
よ

-
似
た
テ
ー
マ
を
あ
っ
か
い
な
が
ら
､
習
作
め
い
た
凡
作
に
お
わ
っ

た
作
品
も
あ
る
｡
野
草
は
こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
だ
が
､
小
説

を
書
い
て
い
る
二
十
四
歳
の
彼
女
は
､

男
の
求
愛
に
対
し
て
､

｢我

也
根
空
虚
ー
但
是
我
却
没
有
那
愛
情
的
欲
望
｣
と
言

っ
て
そ
れ
を
拒

絶
す
る
.
謬
非
に
ち
か
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
渉
非
と

違

っ
て
､
野
草
の
場
合
は
作
者
の
内
面
の
苦
悩
を
注
ぎ
こ
む
と
い
う

面
倒
な
手
間
は
ほ
と
ん
ど
省
か
れ
て
､
愛
を
拒
否
す
る
女
と
い
う
趣
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向
ば
か
-
が
鼻
に
つ
-
'

こ
し
ら
え
物
に
終

っ
て
い
る
｡
作
品
の
出

来
不
出
来
は
い
つ
の
場
合
も
や
む
を
え
な
い
が
､
都
合
生
活
の
倦
怠

を
措
こ
う
と
し
た
ら
し
い

｢
日
｣
な
ど
に
も
似
た
よ
-
な
観
念
性
が

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
言
え
ば
､
こ
の
時
期
の
丁
玲
が
あ
る
種
の
足

踏
み
状
態
に
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
薙
誌

『紅
窯
』
を
編
集
事
務
の
面
で
す
べ
て
切
-
ま

わ
し
て
い
た
の
は
､
胡
也
頻
で
あ
っ
た
｡
｢胡
也
頻
｣
に
よ
れ
ば
､

｢沈
徒
文
和
裁
都
倣
了

一
些
工
作
ー
但
所
有
事
務
主
要
是
也
頻

l

個
人
去
倣
｡
如
飽
印
刷
廠
ー
校
封
I
同
書
局
商
談
,
代
鏑
､
収
款

等
等
都
是
他
倣
｣

と
あ
る
｡
少
年
時
代
に
飾
-
職
人
の
下
で
徒
弟
奉
公
を
し
た
こ
と
も

あ
る
胡
也
頻
は
､
身
鰻
を
動
か
す
こ
と
が
嫌
い
で
は
な
か
っ
た
と
も

丁
玲
は
書
い
て
い
る
が
､
と
も
あ
れ
､
雑
務
は
す
べ
て

一
人
で
背
負

い
こ
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

そ
の
胡
也
頻
も
､

｢子
敏
先
生
的
功
課
｣

｢便
宜
貨
｣

(以
上
第

7

期
)､

｢
一
個
相
子
｣
(第
二
期
)､

｢
三
個
不
統

一
的
人
物
｣
(第
三
期
)､

｢苦
刑
｣
(第
四
期
)､
｢
一
個
猟
人
的
自
叙
｣
(第
七
期
)
な
ど
の
小
説

を
載
せ
て
い
る
が
､
ど
れ
も
あ
ま
-
上
手
-
は
な
い
｡
作
者
の
観
念

で
小
説
の
世
界
が
塗
-
つ
ぶ
さ
れ
て
､
登
場
人
物
が
自
動
的
に
動
-

飴
地
が
ほ
と
ん
ど
無
い
か
ら
で
あ
る
｡

胡
也
頻
の
場
合
は
む
し
ろ
､
べ
つ
の
況
獣
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
毎
親

の
よ
う
に
軍
表
し
た
詩
の
ほ
う
に
､
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
O
で
き

る
だ
け
傾
向
の
異
な
る
詩
を
二
首
､
そ
れ
ぞ
れ
前
半
の
み
を
挙
げ
て

み
よ
う

(紙
幅
の
関
係
で
改
行
を
/
'
聯
と
聯
の
開
き
を
ク
で
示
す
)0

｢如
同
是

一
粒
火
種
,
/
由
萌
芽
ー
伸
展
ー
/
成
燦
欄
之
朝
陽
｡

ク
普
旺
盛
之
時
.
/
可
使
玉
石
粉
砕
.
銅
銭
襲
軟
,
/
化
黒
暗
馬

光
明
｡
｣
(｢生
命
的
象
徴
｣

第
四
期
)

｢簡
外
是

一
重
紫
色
薄
紗
.
/
又
似
是
膝
旅
的
夢
境
.
/
給
人
以

回
憶
之
情
緒
.
/
悦
然
-

晩
霞
己
不
在
天
際
O
ク
樹
梢
的
幾
鮎

星
光
,
/
旋
閃
.
旋
滅
ー
/
如
作
態
的
女
人
之
映
限
.
/
帯
鮎
不

忠
資
的
意
思
｡｣
(｢夜
｣

第
一
期
)

一
九
二
九
年
の
潜
時
に
あ

っ
て
は
'
こ
れ
ら
の
詩
句
は
ひ
と
ま
ず

レ
ベ
ル
に
達
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

4

そ
こ
で
ふ
た
た
び
沈
徒
文
の
言
う
『
紅
窯
』
の

｢意
料
中
的
失
敗
｣
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の
件
に
も
ど
ろ
う
｡

第

一
期
の
巻
頭
に
は

｢編
者
｣
に
よ
る

｢揮
名
｣
が
掲
げ
ら
れ
､

こ
の
雑
誌
の
題
名
の
由
来
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
要
鮎
は
以

下
の
よ
う
で
あ
る
｡

｢紅
票
両
個
字
是
可
以
象
徴
光
明
輿
票
暗
.
或
激
烈
興
悲
哀
I
或

血
輿
戴
,
現
代
郡
勃
興
的
民
族
就
利
用
這
両
種
顧
色
去
表
現
他
僧

的
思
想
-

(中
略
)
但
我
耶
不
敢
窺
用
,
更
不
敬
掠
美
ー
困
馬
我

耶
自
信
並
没
有
這
様
的
呪
力
｡
(中
略
)
所
以
我
関
取
用
紅
黒
鳥
本

ヽ
ヽ

刊
的
名
稀
ー
只
是
板
嬢
於
湖
南
湖
西
的

一
句
土
語
｡
例
如

『紅
黒

ヽ
ヽ

要
吃
飯
的
!
』
這

一
句
土
話
中
的
紅
漂
ー
便
是

『横
直
』
意
思
,

『左
右
』
意
思
ー
『
無
論
怨
棟
都
得
』
意
思
｡
這
意
義
I
是
再
蘇
明

没
有
了
o
(改
行
)
困
篤
封
於
這
句
鳥
人

『紅
黒
部
得
吃
飯
的
』
土

話
感
到
切
身
之
感
ー
我
耶
便
把
這

『紅
黒
』
作
為
本
刊
的
名
構
｣

沈
徒
文
の
手
に
な
る
と
い
う

(前
掲
郡
華
韻
)
こ
の
｢揮
名
｣
は
､
言

う
ま
で
も
な
-
霜
晦
で
あ
る
｡
雑
誌
成
立
の
経
過
か
ら
み
て
､

『紅

黒
』
の
二
字
が

『中
央
日
報
』
副
刊

『
紅
輿
黒
』
を
踏
ま
え
て
い
る

こ
と
は
た
し
か
で
､
そ
れ
は
ま
さ
に

｢光
明
興
窯
暗
I
或
激
烈
興
悲

哀
ー
戎
血
輿
銭
｣
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
.
硯

発

話

『紅

黒
』
(青
田
)

に
雑
誌
第
三
期
の
巻
頭
に
は
､
｢編
者
｣
に
よ
っ
て
'

｢地
球
上
役
有
黄
金
是
鉄
色
的
'.所
以
要
経
歴

l
個
賠
涯
人
生
ー

縫
充
分
地
表
現
這
人
生
的
可
悲
事
糞
｡
/
文
聾
的
産
生
是
困
為
故

障
的
ー
並
且
馬
這
故
障
的
人
数
而
存
在
者
O
/
要
創
作
.
必
須
深

大
地
知
道
人
間
苦
.
徒
這
苦
味
生
活
中
訓
練
創
作
的
力
｡
/
文
塾

的
花
是
帯
血
的
｣

と
い
っ
た
そ
う
し
た
方
向
を
示
す
こ
と
ば
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
｡
だ
と
す
れ
ば
､
何
故
の
覇
晦
か
O

そ
の
理
由
は
､
お
そ
ら
-
お
な
じ
第

l
期
の
胡
也
頻
の

｢編
後
附

記
｣
に
あ
る
､

｢我
耶
出
這
月
刊
ー
並
没
有
別
的
背
景
.
就
是
我
僧
匪
不
依
菜
於

専
心
樹
立
資
本
主
義
的
書
店
ー
又
不
受
意
於
閑
人
的
津
貼
I

(以

下
略
)
｣

と
い
っ
た
こ
と
ば
を
手
が
か
-
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

l
ワ

o周
知
の
よ
う
に
北
伐
革
命
を
機
に
創
造
社
が
左
旋
回
L
t
革
命
文

学
の
提
唱
が
あ
-
､
つ
い
で
民
族
主
義
文
学
が
そ
れ
に
封
立
す
る
も

の
と
し
て
現
れ
た
o
そ
の
間
に
華
々
し
い
論
肇
が
展
開
さ
れ
た
が
､
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そ
こ
に
は
た
と
え
ば

へ革
命
文
学
)
を
呼
親
し
な
が
ら
じ
つ
は
出
版

資
本
に
も
た
れ
か
か
る
と
い
っ
た
奇
妙
な
現
象
も
少
な
-
な
-
､
そ

れ
を
抑
旅
し
た
こ
と
か
ら
魯
迅
と
革
命
文
革
涯
と
の
間
に
論
戦
が
起

っ
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡

そ
う
し
た
情
況
下
で
､
北
京
か
ら
出
て
き
た
こ
の
三
人
の
よ
う
や

-
世
間
に
名
が
出
た
ば
か
-
の
若
い
文
学
者
た
ち
は
､
｢既
不
依
纂

於
専
心
樹
立
資
本
主
義
的
書
店
.
又
不
受
意
於
聞
入
的
津
貼
｣
と
い

う
道
を
夢
想
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
む
ろ
ん
政
治
的
選
揮
な
ど
で

は
な
-
､
む
し
ろ
純
粋
な
文
革
空
間
を
保
持
し
よ
う
と
い
-
試
み
で

あ

っ
た
が
､

1
方
で
は

｢光
明
輿
漂
暗
｣
を
に
ら
み
な
が
ら
､

｢紅

黒
都
得
吃
飯
的
｣
と
竃
晦
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
に
､

一
九
二
九
年
の

沈
徒
文
た
ち
の
若
さ
ゆ
え
の
柴
天
性
が
あ
っ
た
｡

し
か
し
'

｢意
料
之
中
失
敗
｣
は
予
想
よ
-
早
-
､
第
八
期
で
資

金
ぐ
-
に
つ
ま
っ
て
贋
刊
し
た
際
に
は

一
千
元
飴
-
の
借
金
が
残

っ

た
｡
そ
の
う
ち
､
三
石
元
は
沈
徒
文
が
負
捺
し
､
三
百
五
十
元
は
こ

の
後
済
南
省
立
高
中
に
就
職
し
た
胡
也
頻
が
月
給
か
ら
返
し
'
残
-

は
丁
玲
が
母
親
に
借
金
し
て
清
算
し
た
と
い
う

(｢胡
也
頻
｣)｡

『紅
黒
』
贋
刊
後
の
三
人
の
運
命
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
苛
酷
で
あ
っ

た
o

l
人
は
早
-
に
共
産
菓
員
と
し
て
庭
刑
さ
れ
た
d
生
き
象

っ
た

二
人
の
う
ち
､

一
人
は
同
じ
-
共
産
薫
員
文
学
者
と
し
て
､
発
光
と

地
獄
と
を
-
り
返
し
鰻
験
さ
せ
ら
れ
た
｡
も
う

一
人
は
､
文
学
者
と

し
て
輝
い
た
前
牛
生
の
の
ち
､
文
学
者
と
し
て
は
世
間
か
ら
事
寛
上

抹
殺
さ
れ
た
｡
そ
の
二
人
は
､
人
生
の
最
晩
年
を
迎
え
た

一
九
七
〇

年
代
末
に
､
よ
う
や
-
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
世
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
が
､
そ
こ
で
も
な
お
､
三

〇
年
代
の
胡
也
頻
の
死
や
丁
玲
の

逮
捕

･
軟
禁
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
悪
篤
に
ち
か
い
こ
と
ば
で
鷹
酬
す

る
運
命
に
あ

っ
た
｡
が
'
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
考
察
は
べ
つ
の
機
合

に
ゆ
ず
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

た
だ
､
そ
う
し
た
後
の
展
開
を
逆
に
た
ど
っ
て
み
る
と
､
は
か
に

も
か
な
-
の
流
れ
が

『紅
黒
』
が
奉
行
さ
れ
た

1
九
二
九
年
前
後
に

行
き
つ
-
よ
う
に
思
え
る
｡
そ
の
意
味
で
'
格
別
に
猪
白
の
文
学
的

主
張
も
も
た
な
か
っ
た
こ
の
一
同
人
雑
誌
の
存
在
は
､
新
文
学
の
展

開
の
上
で
'
多
-
の
も
の
が
い
ま
だ
未
分
化
の
情
況
に
あ

っ
た
原
鮎

と
も
言
う
べ
き
あ
る
時
期
の
象
徴
的
存
在
と
も
言
え
る
よ
う
に
思
う
｡
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