
語

か

ら

詮

へ

-

中
国
に
お
け
る

｢小
説
｣
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
-

小

南

一

郎

京
都

大学

中
開
小
説
史
の
研
究
は
'
個
々
の
作
品
の
筋
書
き
の
分
析
や
登
場

人
物
の
人
物
形
象
論
を
中
心
と
す
る
も
の
か
ら
､
作
品
を
生
み
出
し

た
社
食
肇
境
と
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
の
作
品

(あ
る
い
は
作
品
の

基
礎
と
な

っ
た
語
-
物
文
蛮
)
が
持

っ
た
意
味
と
機
能
と
の
分
析

へ

と
､
そ
の
重
鮎
を
移
し
っ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
こ
う
し
た
債
向

は
､
現
代
の
敢
合
に
生
き
る
我
々
の
債
値
観
を
､
異
な
っ
た
社
合
環

境
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
作
品
に
押
し
っ
け
て
な
さ
れ
る
〝

作
品
鑑
賞
〃

を
越
え
る
方
向
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
､
基
本
的
に
慶
賀
す
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
｡

た
と
え
ば
､
こ
れ
ま
で
の
小
説
史
の
記
述
は
､
神
話
の
紹
介
か
ら

始
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
し
か
し
そ
れ
が
､
現
在
の
我
々
か
ら
見

て
非
現
寛
的
な
こ
と
が
神
話
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
た

語

か

ら

説

へ
(小
南
)

理
由
に
よ
る
の
だ
と
す
れ
ば
､
多
分
に
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
｡
現
寛
と
非
現
寛
と
の
境
界
は
'
時
代
ご
と
､
社
骨
ご
と
に
大
き

-
襲
動
す
る
の
で
あ
-
､
神
話
撃
の
成
果
が
教
え
る
よ
う
に
'
神
話

を
語

っ
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
､
神
話
の
内
容
は
現
貴
以
上
に

〝
現

真
性
〃

を
帯
び
た
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
語
-
手
と
聞
き
手

と
に
と

っ
て
､
語
ら
れ
る
内
容
が
い
か
な
る
意
味
を
持

っ
て
い
た
の

か
を
十
分
に
分
析
し
な
い
ま
ま
に
､
内
容
が
現
在
の
我
々
に
と
っ
て

〝
虚
構
〃

だ
か
ら
と
言

っ
て
､
安
易
に
小
説
史
の
記
述
の
中
に
取
-

込
む
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
あ
る
作
品
が
小
説
的
な
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
は
､
そ
の
内
容
に
封
す
る
､
語
-
手
と
聞
き
手
と

の
精
神
的
な
姿
勢

(意
識
の
表
面
に
は
現
わ
れ
な
い
姿
勢
を
も
含
め

て
い
う
)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
-
､
そ
う
し
た
精
神
の
姿

勢
は
､
な
に
よ
-
も
､
語
-
が
行
な
わ
れ
る
場

(請
-
手
と
聴
衆
､

さ
ら
に
は
語
-
が
行
な
わ
れ
る
場
面
や
空
間
を
含
ん
で
い
う
)
の
性

格
の
中
に
象
徴
的
に
表
明
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

厳
密
に
言
え
ば
､
小
説
と
呼
ば
れ
る
文
塾
が
､
さ
ま
ざ
ま
な
形
態

の
文
垂
群
の
間
に
互
し
て
､
そ
れ
滞
日
の
世
界
を
形
成
L
t
自
律
的

に
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
､
近
代
市
民
融
合
の
形
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成
と
い
う
歴
史
的
な
保
件
が
不
可
敏
で
あ

っ
た
O
し
か
し
､
も
ち
ろ

ん
､
そ
う
し
た
近
代
的
な
小
説
文
聾
は
､
市
民
敵
合
の
成
立
に
付
随

し
て
､
突
然
に
､
無
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
そ
う
し

た
文
塾
が
成
立
す
る
に
つ
い
て
は
､
そ
の
基
礎
､
あ
る
い
は
源
流
と

し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
地
域
ご
と
に
､
お
の
お
の
に
特
色
を
備
え

た
､
長
い
前
史
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
-
し
た
前
史
は
､
ご
-
翠

純
化
し
て
言
え
ば
､
物
語
-
文
塾
の
展
開
の
歴
史
と
し
て
把
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
物
語
-
文
聾
は
､
基
本
的
に
〝

語
-
物
〃

で
あ

っ
て
､
そ
れ
が
書
為
さ
れ
て
流
通
す
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も

､

個
々
の
作
品
が
形
成
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
お
い

て
､
語
-
の
場
､
お
よ
び
そ
の
場
と
不
可
分
の
関
係
に
あ

っ
た
語
-

手
と
密
接
に
繋
が
-
あ

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
小
論
で
は
､
物
語
-
が
ど
の
よ
う
に
し
て
小
説

へ
と
展
開
す

る
の
か
､
あ
る
い
は
物
語
-
と
小
説
と
の
厳
密
な
区
分
を
ど
こ
で
つ

け
る
か
に
つ
い
て
､
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
O
た
だ
､
中
国
に
お
け

る

〝
小
説
〃

と
い
う
呼
稀
自
性
が
'
そ
の
起
源
に
お
い
て
､
語
-
物

と
密
接
に
関

わ

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
｡
す

な
わ
ち
､
物
語
-
の
場
は
､
古
代
中
国
に
お
い
て
も
､
も
ち
ろ
ん
､

多
種
多
様
な
も
の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
こ
こ
で
は
特
に
〝

小
説
〃

せ
つ

と
い
う
呼
稀
と
関
連
し
て
､
〝

説
の

場
〃

と
絶
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
語
-
の
場
の
存
在
を
指
摘
し
'
そ
-

し
た
場
の
基
本
的
な
性
格
を

考
え
て
み
よ
う
と
思
-
の
で
あ
る
｡

中
国
の
小
説
史
を
記
述
す
る
に
際
し
て
､
｢荘
子
｣
外
物
篇
の
｢小

説
を
飾

っ
て
､
大
き
な
名
聾
を
求
め
る
｣
と
あ
る

一
句
を
､
〝
小
説
〃

と
い
う
語
の
も
っ
と
も
古
い
用
例
の

1
つ
だ
と
し
て
､
そ
の
最
初
に

引
用
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
｡
た
だ
多
-
の
場
合
､
こ
れ
は
小
説
と

い
う
語
桑
の
最
も
古
い
用
例
で
は
あ
る
が
､
文
垂
と
し
て
の
小
説
と

直
接
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
し

か
し
､
両
者
の
間
に
直
接
の
関
係
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

｢荘
子
｣
外
物
笛
の
い
-
小
説
は
､
つ
ま
ら
な
い
主
張
や
議
論
の

意
味
で
あ

っ
て
､

そ
れ
ゆ
え
次
の
句
に
､

｢そ
う
し
た
こ
と
を
す
る

老
た
ち
は
､
虞
理
に
通
達
す
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
､
ほ
ど
遠
い
｣

と
断
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
確
か
に
､
小
と
い
う
語
を
冠
し
て
､

つ
ま
ら
ぬ

〝
説
〃

だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
中
と
い
う

形
容
語
を
除
い
た

あ
と
の
'
〝
説
〃

の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
'
み

2



ず
か
ら
の
主
張
を
頁
-
込
も
う
と
す
る
諸
子
百
家
た
ち
の
議
論
や
拝

舌

(言

っ
て
み
れ
ば

〝
大
説
〃

で
あ
る
)
と
同
じ
基
礎
の
上
に
立
つ

も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

｡
こ
れ
ら
大
小
の
説
を
ひ
っ
-
る
め

た
､
〝
設
〃

と
い
う
範
噂
に
括
ら
れ
る
口
頭
技
塾
群
の
か
た
す
み
で
､

文
聾
と
し

て
の
小
説
も
成
長
し
た
の
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
､
｢荘
子
｣

の
い
-
小
説
と
文
垂
と
し
て
の
小
説
と
は
､
同
じ
基
礎
の
上
に
立
つ

も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
廉
い
範
囲
を
含
ん
だ
〃
説
〃

の
語
は
､
そ
の
字
が
言

偏
に
役

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
､
口
頭
の
技
垂
を

基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
-
､
語
ら
れ
る
内
容
を
い
う
と
同
時
に
､

ま

た
そ
の
語
-
を
展
開
す
る
た
め
の
技
法
を
も
指
す
も
の
で
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
｡

そ
の
こ
と
を
述
べ
る
た
め
の
参
考
と
し
て
､
〝
課
〃

よ
-
も

一
時
代
遡
る
で
あ
ろ
う

〝
語
〃

の
技
法
に
つ
い
て
､
ま
ず
見

て
お
き
た
い
と
思
う
｡
〝
語
〃

も
ま
た

'

語
ら
れ
る
内
容
を
い
う
言

葉
で
あ
る
と
同
時
に
､
ま
た
語
-
の
形
態
を
指
す
言
葉
で
も
あ
-
､

そ
う
し
た
場
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
作
品
も
'
〃
語
〃

と

い
う
名

で
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

｢国
語
｣
や

｢論
語
｣
な
ど
の
作
品
を
生
み
だ
し
た
〝
語
〃
と
呼

語

か

ら

説

へ

(小
南
)

ば
れ
る
語
-
の
場
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
貝
塚
茂
樹
教
授
の
｢
論

語

の
成
立
｣
や

｢国
語
に
現
わ
れ
た
説
話
の
形
式
｣
な
ど
の
論
文

に
お

い
て
､
基
礎
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
貝
塚
教
授
の
論
旨
は
､

①

以
下
の
よ
-
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
-

0

た
と
え
ば

｢周
薩
｣
春
官
大
司
柴
の
職
文
に

〃
禦
語
〃

と
い
っ
た

言
葉
が
見
え
る
よ
う
に
､
〝
語
〃
は
元
来
､

宮
廷
の
曹
史

た
ち
が
保

持
し
て
い
た
俸
承
技
馨
で
あ

って
､
教
訓
的
な
言
葉
や
物
語
-
を
､

主
と
し
て
若
者
た
ち
に
向
か
っ
て
語
る
こ
と
を
主
要
な
内
容
と
し
て

い
た
｡
宮
廷
以
外
で
は
､
郷
飲
酒
薩
な
ど
の
場
に
お
い
て
､
若
者
た

ち
が
老
人
に
向
か
っ
て
〃
語
〃

を
求
め
､
老
人
が
教
訓
を
語
る
と
い

う

〝
語
の
場
〃

が
あ

っ
た
｡
孔
子

一
門
に
お

い
て
も
'

そ
う
し
た

〝
語
〃

に
よ
る
若
者
の
教
育
と
い
う
方
式
が
受
け
鮭
が
れ
て
い
た
｡

た
と
え

ば
､
〝
語
〃

を
聞
-
に
際
し
､

弟
子
は

一
度
､

席
か
ら
立
ち

上
が
-
'
先
生
か

ら

｢席
に
つ
け
｣
と
い
う
許
可
を
得
た
あ
と
､
先

生
の
語
る
薩
楽
や
徳
な
ど
に
つ
い
て
の
教
訓
を
聞
-
と
い
う
､
古
-

か
ら
の

〝
語
の
場
〃

の
儀
薩
が
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

l
つ
だ
け
例
を
上

げ
れ
ば
､
｢儀
薩
｣
郷
飲
酒
薩
篇
の
記

の
部
分

に
次
の
よ
-
に
あ
る
｡

3
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い
に
し
え
に
は
､

族
に
お
い
て
語
が
行
な
わ
れ
た
｡

す
な
わ
ち
､
郷
に
お
け
る
射
薩
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
に
開
か
れ
る

宴
合
の
中
の
､
旗
酬
の
儀
直
の
際
に

〝
語
〃
が
語
ら
れ
た
と
い
う
の

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
地
域
共
同
鮭
に
お
け
る
郷
飲
酒
薩
や
主
君

が
主
催
す
る
燕
射
薩
な
ど
の
儀
式
の

1
環
と
し
て

〝
語
〃

と
い
う
語

り
の
行
事
も
含
ま
れ
て
い
た
｡
〃
語
〃
と
い
う
形
式
の
物
語
-
は
'
大

き
な
親
鮎
で
言
え
ば
'
西
周
的
な
秩

序
の
中
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
内
容
を
な
す
教
訓
的
物
語
り
も
､
そ
う
し
た
秩
序
を
補

完
す
る
と
い
う
機
能
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
祉
合
秩
序
の
中
に

組
み
込
ま
れ
た
語
-
手
と
聞
き
手
､
そ
れ
に
定
ま
っ
た
語
-
の
機
合

と
場
所
と
を
備
え
て
い
た

〝
語
〃

の
物
語
-
は
､
祉
合
的
に
安
定
し

た
構
造
を
持

っ
て
い
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
｡

〝
説
〃

の
技
法
は
､
こ
う
し
た
〝
語
〃

の
俸
承
を
支
え
て
い
た
西

周
的
な
祉

合
秩
序
が
崩
壊
し
た
あ
と
に
成
長
し
た
も
の
だ
と
推
定
さ

れ
る
｡
共
同
鮭
の
内
部
で
､
安
定
し
た
回
路
の
中
で
語
ら
れ
る
〃
語
〃

と
は
異
な
-
'
〝
説
〃

の
語
-
ほ
､

そ
う
し
た
種
類
の
安
定
し
た
基

盤
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢墨
子
｣
経
上
篤
で
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
の
定
義
を
し
て
い
る

中
に
あ

っ
て
､
説
に
つ
い
て

｢説
､
所
以
明
｣
と
述
べ
る
.
す
な
わ

ち
､
な
に
か
を
説
明
す
る
の
が

〝
説
〃

と
い
う
言
語
活
動
だ
と
い
-

の
で
あ
る
｡
説
の
字
に
つ
い
て
､
解
の

意
､
あ
る
い
は
帯
の
意
だ
と

す
る
注
帯
も
多
い
｡
あ
る
主
題
が
前
提
と
し
て
存
在
し
､
語
-
手
が
､

そ
れ
を
わ
か
-
や
す
-
説
明
し
て
､
聞
き
手
を
納
得
さ
せ
る
と
い
-

の
が

〝
詮
〃

と
い
う
語
-
の
基
本
形
態
で
あ

っ
た
.

説
と
い
う

語
-
の
古
い
形
態
を
窺
わ
せ
る
例
と
し
て
､
｢墨
子
｣

耕
柱
第
に
見
え
る
､
〝
読
書
〃

と
い
う
言
葉
を
用
い
た
､
次
の
よ
う

な

1
段
の
文
章
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
.

義
を
な
そ
う
と
す
る
時
､
具
鰻
的
に
は
な
に
を
す
る
の
が
最
も

大
切
で
し
ょ
う
か
｡
墨
子
先
生
が
い
っ
た
､
そ
れ
は
､
ち
ょ
う

ど
土
壁
を
作
る
よ
-
な
も
の
だ
｡
突
き
固
め
る
の
が
上
手
な
者

は
突
き
固
め
､
土
を
運
ぶ
の
が
上
手
な
者
は
土
を
運
び
､
水
準

を
合
わ
せ
る
の
が
上
手
な
者
は
水
平
を
取
る
｡
そ
の
よ
う
に
し

て
土
壁
が
で
き
あ
が
る
｡
義
を
な
す
の
も
こ
れ
と
同
様
だ
｡
群

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

論
の
巧
み
な
者
は
群
論
を
行
な
い
､

書
を
説
-
こ
と
に
長
じ
た

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

者
は
書
を
説
き
､
肉
鰻
労
働
が
で
き
る
者
は
肉
鰻
労
働
に
徒
-
o

こ
の
よ
う
に
し
て
義
が
な
さ
れ
る
の
ガ
｡
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こ
こ
に
い
-
義
と
は
､
具
鰻
的
に
は
､
墨
子
教
圏
の
中
で
'
教
困

員
た
ち
が
な
す
べ
き
義
務
､
あ
る
い
は
奉
仕
の
活
動
を
い
う
の
で
あ

②
ろ
う
.
こ
の
教
圏
の
中
に
は
'
群
論
を
展
開
し
て
異
教
徒
た
ち
を
折

伏
す
る
人
々
や
､
肉
鰹
労
働
を
通
じ
て
救
国
に
奉
仕
す
る
人
々
の
は

か
に
､
説
書

(書
を
説
-
)
を
行
な
う
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
｡
｢墨

ヽ

子
｣
の
中
に
は
､
経
第
と
な
ら
ん
で
経
説
欝
が
あ
-
､
経
篤
で
付
け

ら
れ
た
定
義
に
つ
い
て
､
経
説
篤
で
は
解
説
を
加
え
て
い
る
｡
墨
子

教
圏
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
た
説
書
も
､
お
そ
ら
-
は
､
教
義
の
そ

れ
ぞ
れ
の
候
目
に
つ
い
て
具
線
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
｡
も
し
想
像
を
遥
し
-
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
後
の
時

代
の

〝
講
経
〃

と
同
様
に
'
信
徒
た
ち
を
前
に
し
て
､
教
園
の
基
本

理
念
や
教
典
に

封
す
る
解
樺
が
講
ぜ
ら
れ
る

〝
説
の
場
〃

が
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

先
秦
時
期
の
諸
子
の
書
物
の
中
で
､

｢墨
子
｣
と
並
ん
で
､
説
と

い
う
語
-
の
技
法
に
深
い
関
わ
-
を
持

っ
て
い
た
の
は
､
言
う
ま
で

も
な
-

｢韓
非
子
｣
で
あ
る
｡
こ
の
書
物
の
中
に
は
､
説
難
篤
の
は

か
､
説
林
上
下
､
内
儀
説
'
外
債
説
'
八
課
な
ど
､
そ
の
篇
名
に
説

の
字
を
含
ん
だ
第
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
｡

中
で
も
､

｢墨
子
｣
の

語

か

ら

説

へ
(小
南
)

経
第

･
説
篇
の
関
係
の
封
鷹
し
､
説
の
基
本
的
な
形
態
を
留
め
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
､
内
外
爾
儲
説
篇
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
内

儲
説
上
第
の
経
の
部
分
に
は
､
次
の
よ
う
な

1
段
が
あ
る
.

思
い
や
-
が
深
い
と
法
は
確
立
せ
ず
､
威
厳
が
不
足
す
る
と
下

の
者
が
上
の
者
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､

〔悪

事
に
対
し
て
〕
刑
罰
が
必
ず
糞
行
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
､
禁

令
が
守
ら
れ
な
-
な
る
｡
そ
の

〝
説
〃

は
､
董
氏
が
石
邑
に
行

っ
た
こ
と
と
､
子
産
が
漢
書
に
教
え
た

こ
と
と
に
あ
る
｡

こ
の
経
に
封
鷹
す
る
説
の
部
分
で
､
董
氏
が
石
邑
に
行

っ
た
際
の

で
き
ご
と
と
､
子
産
の
落
書

へ
の
教
訓
と
を
具
鰻
的
に
述
べ
て
い
る
.

以
下
に
は
'
枚
数
の
関
係
で
､
前
者
の
部
分
だ
け
を
謬
し
て
み
よ
う
｡

董
閑
於
は
､
超
の
園
の
上
地
の
太
守
と
な
っ
た
｡

〔太
守
と
し

て
の
巡
観
の
際
に
〕
石
邑
山
中
に
入
っ
た
が
､
そ
こ
は
谷
が
深

く
､
切
-
立
っ
た
崖
は
壁
の
よ
う
で
､
深
さ
が
百
切
も
あ

っ
た
｡

そ
こ
で
､
そ
の
近
-
の
村
人
た
ち
に
尋
ね
た
､

｢誰
か
こ
こ
に

入
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
は
お
る
か
｣
｡
答
え
た
､

｢
お
-
ま
せ

ん
｣
｡
い
っ
た
'
｢嬰
見
や
､
目
や
耳
が
不
自
由
な
者
､
あ
る
い

は
気
の
ふ
れ
た
者
で
､

こ
こ
に
入
っ
た
も
の
は
お
る
か
｣
｡
答
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え
た
'

｢
お
-
ま
せ
ん
｣
｡
｢牛
や
馬
､
犬
や
豚
で
'

こ
こ
に
入

っ
た
も
の
は
お
る
か
｣
｡
答
え
た
､
｢
お
り
ま
せ
ん
｣
｡

董
閑
於

は
､
感
慨
深
げ
に
嘆
息
を
し
て
言
っ
た
､

｢わ
た
し
に
は
立
派

な
統
治
が
で
き
る

〔方
法
が
分

っ
た
〕
｡

も
し
わ
た
し
が
､
容

赦
を
せ
ぬ
統
治
を
行
な
い
'
ち
ょ
う
ど
谷
に
入
っ
た
者
が
例
外

な
-
死
ぬ
の
と
同
様
に
す
れ
ば
､
法
令
を
犯
そ
う
と
考
え
た
-

す
る
者
は
な
-
な
る
｡
治
ま
ら
な
い
は
ず
が
な
い
の
だ
｣
｡

こ
の
よ
う
に
､
説
の
部
分
に
は
'
経
の
主
張
を
例
語
す
る
物
語
-

が
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
見
ら
れ
る
〝
説
〃

の
語
-

は
､

一
つ
の
主
題
や
主
張
が
前
提
と
し
て
あ

っ
て
､
そ
れ
を

具
鰻
的

な
物
語
-
を
挙
げ
て
説
明
し
､
説
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ

れ
る
の
で
あ
っ
た
O
加
え
て
'
注
目
す
べ
き
は
､
そ
う
し
た
説
の
語

-
の
内
容
を
な
す
具
鮭
的
な
物
語
-
は
､
語
-
手
に
よ
っ
て
創
作
さ

れ
た
も
の
で
は
な
-
､
俸
承
さ
れ
て
来
た
故
事
を
そ
の
ま
ま
用
い
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
は
､

｢
一
書
日
｣
と
い
う

形
式
で
'
同
じ
内
容
で
あ
-
な
が
ら
表
現
の
異
な
っ
た
説
話
を
い
-

つ
も
集
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
よ
う
｡

｢韓
非
子
｣
説
難
第
の
い
う
と
こ
ろ
は
､
権
力
者
を
封
象
に
し
て

行
な
う
〝

課

〃

の
困
難
さ
で
あ
る
｡
説
と
い
う
語
-
の
形
式
は
､
｢墨

子
｣
で
も
見
た

よ
う
に
､
元
来
は
､

一
つ
の
教
園
の
内
部
で
､
教
義

の
説
明
や
経
典
の
解
樺
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
｡

し
か
し
'
戦
国
時
代
後
期
の
社
合
壁
動
の
中
で
､
説
の
技
法
は
'
教

圃
以
外
の
者
､
特
に
支
配
者
階
層
の
者
を
聞
き
手
と
し
て
'
み
ず
か

ら
の
主
張
を
相
手
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
の
､
説
得
の
手
段
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
｢墨
子
｣
耕
柱
第
で
は
区
別
を
さ

れ
て
い
た
､
拝
と
諒
と
が

T
つ
の
も
の
と
な
っ
て
､
孟
子
を
は
じ
め

諸
子
百
家
の
思
想
家
た
ち
が
､
学
課
展
開
の
た
め
の
有
数
な
武
器
と

し
て

〝
説
〃

を

用
い
た
の
で
あ
っ
た
｡

戦
国
末
年

か
ら
漢
代
の
初
年
の
こ
ろ
に
は
､
こ
-
し
た
説
の
語
-

は
､
す
で
に
聾
能
化
し
て
い
た
｡
そ
う
し
た
蛮
能
化
の
様
相
は
､
｢戟

国
策
｣
に
収
め
ら
れ
た
物
語
-
群
の
中
に
､
典
型
的
な
形
で
窺
う
こ

と
が
で
き
る
｡
｢戦
国
策
｣
が
い
か
な
る
性
格
の
書
物
で
あ
る
か
に

③

つ
い
て
は
､
こ
こ
で
は
論
じ
な
い

｡

た
だ
､
そ
の
内
容
が
多
分
に
蛮

能
化
し
､
〃
説
得
文
糞
〃

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
文
蛮
化
は
､
大
き
-
二
つ
の
方
向
性
を
備
え
て
い
た
｡
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一
つ
は
表
現
の
講
究
と
洗
練
で
あ
-
､
そ
れ
は
湊
代
の
賦
文
聾
の
表

現
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
.
も
う

一
つ
は
､
説
の
場
自
性

を
架
空
の
枠
組
み
と
し
て
､
聞
き
手
を
引
き
つ
け
る
工
夫
が
な
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
寛
際
に
は
あ
-
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
､
説
得
者
と
主
君
と
が
封
決
す
る
場
が
想
定
さ
れ
､
巧
み
な
表
現

と
比
愉
と
で
み
ご
と
に
説
得
を
成
し
遂
げ
た
と

い
う
物
語
-
が
'

｢戦
国
策
｣
の
中
に
は
数
多
-
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､
す

で
に
説
得
者
の
主
張
自
腹
に
つ
い
て
は
､
あ
ま
-
興
味
が
示
さ
れ
な

-
な
っ
て
い
る
｡
説
得
の
困
難
さ
'
特
に
説
得
に
失
敗
す
れ
ば
説
得

者
の
生
命
が
失
わ
れ
る
と
い
う
場
面
設
定
が
な
さ
れ
て
､
そ
-
し
た

中
で
示
さ
れ
る
､
多
分
に
誰
常
を
含
ん
だ
説
得
技
術
の
み
ご
と
さ
が
､

聞
き
手
の
興
味
を
そ
そ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
架
空
の
場
に
設
定
さ
れ
た
説
得
の
物
語
-
は
､
定
型
化

し
て
'
次
の
よ
う
な
形
態
を
取
る
こ
と
が
多
い
｡
す
な
わ
ち
､
説
得

者
が
常
識
に
反
す
る
よ
う
な
命
題
を
提
出
す
る
｡
そ
れ
を
聞
い
た
主

君
は

〔腹
を
立
て
て
〕
｢課
あ
る
か
｣
と
詰
問
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
'

説
得
者
は
'
様
々
な
言
葉
と
物
語
-
と
を
用
い
て
説
得
す
る
｡
最
後

に
､
説
得
さ
れ
た
主
君
が

｢善
し
｣
と
言
っ
て
終
わ
る
と
い
う
形
態

語

か

ら

課

へ
(小
南
)

で
あ
る
｡
こ
の

｢説
あ
る
か

(有
家
乎
)
｣
と

｢善
し
｣
と
の
両
語
が

形
成
す
る
枠
組
み
が
､
蛮
能
化
し
た
説
の
物
語
-
を
支
え
て
い
る
の

で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
｢戦
国
策
｣
奔
第
四
に
は
､
次
の
よ
う
な

一

族
が
あ
る
｡

賓
の
宣
王
が
顔
燭
と
合
-
と
い
っ
た
'
｢顔
周
よ
'
前
に
出
よ
｣
｡

顧
燭
の
方
で
も
い
っ
た
'
｢
王
よ
､
前
に
出
よ
｣
｡
宣
王
は
不
機

嫌
に
な
っ
た
｡

左
右
の
者
が
い
っ
た
､

｢
王
さ
ま
は
､
人
の
上

に
立
つ
主
君
で
あ
ら
れ
ま
す
｡
お
ま
え
は
､
臣
下
な
の
だ
｡
王

が
､
顧
燭
よ
､
前
に
と
い
わ
れ
た
と
き
､
お
ま
え
も
､
王
よ
､

前

に

､

な
ど
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
｣
｡
顧
周
が
答
え

て

い

っ
た
'
｢
わ
た
し
が
前
に
出
れ
ば
､
権
勢
に
楯
び
た
こ
と

に
な
-
ま
す
｡

王
が
前
に
出
ら
れ
れ
ば
､

〔有
能
な
人
物
を
求

め
て
〕
士
の
身
分
の
者
に
封
し
て
へ
-
-
だ
ら
れ
た
こ
と
に
な

-
ま
す
｡
わ
た
し
が
権
勢
に
裾
び
る
よ
-
も
'
王
さ
ま
に
､
士

の
身
分
の
者
に
へ
-
-
だ
っ
て
い
た
だ
-
方
が
よ
ろ
し
い
で
し

ょ
う
｣0
王
は
唐
-
を
委
し
'
色
を
な
し
て
い
っ
た
､
｢
王
者
が

尊
い
の
か
､
士
が
奪
い
の
か
｣
｡
答
え
て
い
っ
た
'
｢士
こ
そ
が

尊
い
の
で
あ

っ
て
､

王
者
は
奪
-
あ
-
ま
せ
ん
｣
｡

王
が
い
っ
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た
､

｢
ど
う
い
う
こ
と
か
説
明
が
で
き
る
の
か

(有
説
乎
)
｣
｡

こ
の
ー
王
者
よ
-
も
士
が
争
い
と
い
う
､
常
時
の
常
識
に
反
す
る

命
題
を
､
顔
周
は
様
々
な
事
例
を
引
い
て
説
明
し
､
最
後
に
は
､
王

に

｢弟
子
に
な
-
た
い
｣
と
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
O

あ
る
い
は
ま
た
､

宋
玉
の
作
と
さ
れ
る

｢登
徒
子
好
色
賦
｣

(文

選
巻
丁
九
)
は
､
次
の
よ
-
な
構
造
を
持

っ
て
い
る
O

大
夫
の
登
徒
子
が
楚
王
に
侍

っ
て
い
る
と
き
､
宋
玉
の
悪
口
を

み
やび

言

っ
た
､
｢宋
玉
は
､

そ
の
人
と
な
-
は

雅

や

か
で
､

巧
み
な

言
葉
を
吐
き
､
ま
た
色
好
み
の
性
格
で
す
｡
ど
う
か
王
さ
ま
に

は
､
ご

1
緒
に
後
宮
に
入
ら
れ
た
-
な
さ
い
ま
せ
ぬ
よ
う
に
｣

と
｡

王
は
登
徒
子
の
言
葉
を
俸
え
て
宋
玉
を
語
間
し
た
｡
宋
玉
が
い

っ
た

､
｢風
采
が
雅
や
か
で
あ
る
の
は
天
よ
-
授
か
っ
た
資
質

で
あ
-
､
巧
み
な
言
葉
が
し
ゃ
べ
れ
る
の
は
､
師
か
ら
学
ん
だ

と
こ
ろ
で
す
｡
色
好
み
だ
と
い
-
鮎
に
つ
い
て
は
､
身
に
覚
え

の
な
い
と
こ
ろ
で
す
｣
｡

王
が
い
っ
た
'
｢
お
ま
え
が
好
色
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

つ

い
て
､
〝

説
〃

が
あ
る
か
｡

も
し
〝

課
〃

が
あ
る
な
ら
､
こ

こ

に
留
ま
っ
て

よ
い
｡
も
し

〝
説
〃

が
な
い

な
ら
ば
､
と
っ
と
と

出
て
行
け
｣
｡

こ
の
よ
う
に

〝
説
〃

が
あ
る
か
と
詰
問
さ
れ
た
宋
玉
は
､
東
の
家

の
美
人
の
む
す
め
が
､

三
年
に
わ
た
-
､
垣
根
の
上
か
ら
自
分
に
眺

望
を
か
け
て
い
る
が
､
自
分
は
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い

う
賓
練
を
王
に
語

っ
て
い
る
｡
こ
の
､
自
分
の
行
動
を
具
鰻
的
な
例

と
し
て
述
べ
る
部
分
が

〃
説
〃

な
の
で
あ
-
､
そ
の

〝
説
〃

の
中
の
､

隣
家
の
美
女
の
描
寓
が
､
こ
の

賦
の
中
核
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

初
期
の
賦
文
聾
も
'
説
の
技
法
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
よ
う
｡

〝
説
〃

に
つ
い
て
､
そ
れ
が

一
つ
の
主
題
や
目
的
を
持

っ
た
説
得

の
技
垂
で

あ
-
'
そ
れ
は
､

一
方
で
は
諸
子
百
家
が
展
開
す
る
議
論

と
な
る
と
同
時
に
､
も
う

一
方
で
は
蛮
能
化
す
る
傾
向
を
持

っ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
〝
小
説
〃

と
は
､

そ
-
し
た

〝
説
〃

の
技
垂

の
中
で
も
､
君
子
た
ち
か
ら
は

卑

し
め
ら
れ
る
､
通
俗
の
色

合
い
の

強
い
も
の
で
あ

っ
て
､
そ
れ
ゆ
え

〃
小
な
る
説
〃

と
呼
ば
れ
た
の
で

ー 8 -



あ
る
｡

｢漢
書
｣
重
文
志
の
諸
子
略
の
中
に
小
説
家
額
が
あ
-
､

そ

の
小
説
家
が
､

｢観
る
べ
き
者
｣
九
家
の
中
に
教
え
ら
れ
て

い
な

い

の
も
､
そ
う
し
た
意
識
の
反
映
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡
｢
漢
書
｣
の
小

説
家
類
に
'

｢伊
声
説
｣
｢常
子
説
｣
｢黄
帝
説
｣
｢封
揮
方
説
｣

｢虞

初
周
説
｣
と
､
説
の
字
を
題
名
に
持

つ
書
物
が
多
-
収
め
ら
れ
て
い

る
の
も
､
〝
語
〃

の
場
が

｢国
語
｣
や

｢論
語
｣
を
生
み
出
し
た
の
と

同
様
に
､
そ
れ

ら
の
書
物
が

〝
説
〃

の
場
や

〝
説
〃

の
技
法
と
無
関

係
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い

る
の
で
あ
る
｡

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
､
〃
語
〃

の
場
が
安
定
し
た
社
食
的
な
基

盤
の
上
に
立

っ
て
い
た
の
に
対
し
て
'
〝
説
〃

に
は
､

そ
-
し
た
確

か
な
基
礎
が
な
か
っ
た
｡
〝
説
〃

を
展
開
す
る

こ
と
の
困
難
､

特
に

聞
き
手
で
あ
る
主
君
の
心
を
捉
え

る
こ
と
の
困
難
さ
に
つ
い
て
は
､

｢韓
非
子
｣
説
難
筈
が
詳
し
-
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
安
定
し

た
回
路
を
持

つ

〝
語
〃

で
は
な
-
､
本
質
的
に
不
安
定
な
〝
説
〃

の

請
-
物
の
中
に
､
中
国

の
小
説
の
起
源
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
は

､

小
説
と
い
う
文
垂
が
､
不
特
定
多
数
の
聞
き
手

(後
に
は
読
み
手
)

を
対
象
に
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
-
'
語
-
手
が
､
移
-
束
な

聞
き
手
た
ち
の
心
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
す

語

か

ら

説

へ
(小
南
)

中
で
､
讃
展
し
て
ゆ
-
こ
と
を
本
質
と
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら

な
の
で
あ
る
｡
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①
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