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北
京
の
愛
、
上
海
の
愛
―
―
胡
也
頻
と
そ
の
初
期
小
説

小

川

主

税

一

は
じ
め
に

一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
北
京
と
上
海
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
都
市
と

し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
た
。
北
京
と
い
う
古
都
は
学
問
の
都
市
、
あ
る
い
は
文

化
の
都
市
と
し
て
。
上
海
と
い
う
新
興
都
市
は
国
民
革
命
の
熱
気
が
渦
巻
く
地
、

あ
る
い
は
産
業
と
金
融
の
中
心
地
と
し
て
。
〝
文
化
城
〟
た
る
北
京
で
は
学
生

や
文
化
人
が
集
結
し
て
文
学
芸
術
が
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
る
一
方
、
革
命
の
地

た
る
上
海
で
は
国
民
党
政
権
の
介
入
に
よ
り
急
速
な
商
業
都
市
化
が
推
し
進
め

ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
二
都
市
が
担
っ
た
機
能
を
探
る
一
つ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
と

し
て
、
本
稿
で
は
あ
る
人
物
に
着
目
し
て
み
た
い
。
そ
の
人
物
こ
そ
は
、
北
京
・

上
海
に
ま
た
が
っ
て
生
活
し
、
創
作
を
行
っ
て
い
た
胡
也
頻(

一
九
〇
三
～
一

九
三
一)

と
い
う
作
家
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
に
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
左
翼
作
家
聯
盟(

左
聯)

に
て

要
職
に
就
い
て
い
た
胡
也
頻
は
、
一
九
三
一
年
に
国
民
党
政
府
に
よ
っ
て
銃
殺

さ
れ
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
こ
の
悲
劇
的
な
死
を
も
っ
て
、
胡
也
頻
は
政
治

的
抗
争
に
殉
じ
た
「
左
聯
五
烈
士
」
の
ひ
と
り
と
し
て
中
国
現
代
文
学
史
上
の

地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
左
聯
時

代
の
創
作
活
動
の
み
が
過
剰
に
評
価
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
文
学
的
成
就
は
等
閑

視
さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
胡
也
頻
の
作
家
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
た
と
き
、
そ
こ
に
左
翼
作

家
と
し
て
の
側
面
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
の
は
、
自
身
の
経
験
と
思
し
き
愛
情
生
活
を
数
多
く
作
品
化
し
て
い
た
、
恋

愛
作
家
と
し
て
の
胡
也
頻
の
姿
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
胡
也
頻
の
恋
愛
小

説
の
検
討
を
行
う
。
そ
の
際
に
着
目
し
た
い
の
が
、
胡
也
頻
と
丁
玲(

一
九
〇

四
～
一
九
八
六
）
と
の
愛
情
関
係
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
は
一
九
二
五
年
に
北
京

で
同
棲
を
始
め
た
の
ち
に
独
特
な
愛
情
生
活
を
実
践
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は

胡
也
頻
の
小
説
を
読
み
解
く
う
え
で
も
重
要
な
鍵
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
青
年
男
女
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
恋
愛

の
様
相
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

二

精
神
恋
愛
と
「
自
由
」

一
九
一
九
年
の
五
四
新
文
化
運
動
以
降
、
青
年
男
女
の
多
く
は
儒
教
道
徳

の
軛
を
脱
し
、
自
分
た
ち
の
未
来
を
自
分
で
決
定
し
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な

北京の愛、上海の愛
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っ
た
。
と
り
わ
け
彼
ら
が
多
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
が
、
男
女
の
自
由
意

思
に
基
づ
く
恋
愛
、
す
な
わ
ち
自
由
恋
愛
で
あ
る
。
民
国
期
以
前
の
結
婚
と
は

親(

家)
が
決
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
当
人
た
ち
の
意
見
が
考
慮
さ
れ
る
余

地
は
な
か
っ
た
。
対
し
て
自
由
恋
愛
と
は
、
家
父
長
の
意
思
で
は
な
く
、
自
ら

の
意
思
に
よ
っ
て
愛
す
る
者
を
選
ぶ
と
い
う
崇
高
な
信
念
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ

う
し
て
五
四
以
降
の
青
年
男
女
は
次
々
と
自
由
恋
愛
を
実
践
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
胡
也
頻
と
丁
玲
は
い
か
な
る
愛
情

生
活
を
営
ん
で
い
た
の
か
。
晩
年
の
丁
玲
は
胡
也
頻
と
の
関
係
を
振
り
返
り
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

也
頻
と
い
う
人
は
本
当
に
と
て
も
純
潔
な
人
で
し
た
。
こ
ん
な
に
純
潔
だ

っ
た
人
は
朱
謙
之
を
措
い
て
ほ
か
に
は
い
ま
せ
ん
。
五
四
時
代
の
人
で

す
が
、
朱
謙
之
は
妻
と
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
す
。
（
中
略
）
わ
た

し
と
胡
也
頻
も
同
じ
で
し
た
。
わ
た
し
は
自
分
の
自
由
を
大
切
に
し
た

か
っ
た
の
で
す
。
も
し
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
で
決
ま
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
す
。

（
一
）

朱
謙
之(

一
八
九
九
～
一
九
七
二)

と
は
、
胡
也
頻
や
丁
玲
と
交
友
の
あ
っ
た

人
物
。
丁
玲
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
朱
謙
之
は
妻
と
性
交
を
伴
わ
な
い
夫
婦
関
係

を
送
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
朱
謙
之
自
身
も
言
及
し
て
お
り
、

妻
と
の
関
係
を
〝p

u
r
e

l
o
v
e

〟
、
す
な
わ
ち
精
神
恋
愛
で
あ
っ
た
と
述
べ
た

う
え
で
、
二
人
の
愛
を
永
続
さ
せ
る
た
め
に
恋
愛
の
墳
墓
た
る
性
交
渉
を
持
た

な
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
精
神
恋
愛
を
追
求
し
実
践
し
て
い
た
の
が

（
二
）

胡
也
頻
と
丁
玲
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
併
せ
て
確
認
す
べ
き
は
、
丁
玲
が
「
自
由
」
と
い
う
価

値
観
を
重
要
視
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
丁
玲
は
こ
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
繰
り

返
し
語
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
そ
の
こ
ろ
恋
愛
に
関
し
て
全
く
心
づ
も
り
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
し
、
恋
愛
や
結
婚
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
た
く
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

わ
た
し
は
自
由
を
求
め
る
人
間
な
の
で
す
。
で
す
が
そ
の
こ
ろ
は
環
境

に
縛
ら
れ
、
胡
也
頻
と
連
れ
立
っ
て
北
平
に
戻
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
（
中
略
）
わ
た
し
た
ち
は
互
い
に
理
解
し
合
っ
て
い
ま
し
た
し
、
そ

の
う
え
気
遣
い
合
っ
て
も
い
ま
し
た
が
、
た
し
か
に
夫
婦
の
関
係
は
生

ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。(

傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。)

（
三
）

こ
こ
に
は
、
恋
愛
や
結
婚
に
身
を
委
ね
て
し
ま
え
ば
自
ら
の
人
生
を
思
い

通
り
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
と
い
う
価
値
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
裏
返

し
て
言
え
ば
、
意
の
ま
ま
の
人
生
を
送
る
た
め
に
は
、
恋
愛
や
結
婚
に
振
り
回

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
恋
人
で
あ
る
胡
也
頻

と
の
間
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
「
も
し
相
手
に
恋
人
が
で
き
た
な
ら
そ
の
相

手
は
去
っ
て
も
い
い
し
、
自
分
に
恋
人
が
で
き
た
な
ら
自
分
も
去
っ
て
も

い
い
」
。
当
時
の
丁
玲
は
胡
也
頻
と
の
間
に
こ
う
し
た
取
り
決
め
を
交
わ
し
て

（
四
）

い
た
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
晩
年
の
丁
玲
の
言
お
よ
び
両
者
の
取
り
決
め
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
「
自
由
」
と
は
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
排
他
的
に
愛
し
愛
さ
れ
る
と
い
う
モ
ノ
ガ
マ
ス
な
関
係
に
固
執
せ
ず
、

相
手
に
も
そ
の
関
係
を
強
制
し
な
い
こ
と
と
し
て
。
つ
ま
り
丁
玲
は
、
自
ら
の

意
思
に
基
づ
い
て
愛
す
る
者
を
選
ん
だ
う
え
で
、
各
々
の
自
由
な
人
生
選
択
を
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も
互
い
に
許
容
し
あ
う
よ
う
な
関
係
性
を
胡
也
頻
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
胡
也
頻
と
丁
玲
が
築
い
た
愛
情
生
活
の
様
相
に
つ
い
て
確
認
し
て
き

た
。
た
し
か
に
「
自
由
」
と
は
美
し
く
崇
高
な
信
念
と
し
て
二
人
の
眼
に
映
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
の
生
活
と
は
、
彼
ら
が
思
い
描
い
た
ほ
ど
に

甘
く
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
果
た
し
て
二
人
は
、
理
想
と
し
て
の
「
自
由
」

を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

三

恋
敵
の
出
現

胡
也
頻
と
丁
玲
が
北
京
で
同
居
し
て
い
た
の
は
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
二
七

年
に
か
け
て
の
お
よ
そ
二
年
間
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
の
中
国
で
は
、
五
・
三
〇

事
件
や
北
伐
戦
争
な
ど
の
国
民
革
命
が
上
海
を
中
心
に
相
次
い
で
勃
発
し
て
い

た
。
青
年
男
女
の
多
く
が
南
方
の
革
命
根
拠
地
へ
と
旅
立
つ
一
方
、
創
作
活
動

に
心
血
を
注
い
で
い
た
二
人
は
〝
文
化
城
〟
た
る
北
京
に
留
ま
る
ほ
か
な
か
っ

た
た
め
、
鬱
屈
と
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
現
実
社
会

と
の
接
点
を
模
索
す
る
二
人
を
教
え
導
い
た
の
が
馮
雪
峰(
一
九
〇
三
～
一
九

七
六)

で
あ
る
。
馮
雪
峰
は
、
優
れ
た
左
翼
文
芸
評
論
家
か
つ
共
産
党
員
と
し

て
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
人
物
。
こ
の
啓
蒙
者
た
る
馮
雪
峰
に
と
り
わ
け
魅
了
さ

れ
た
の
が
丁
玲
で
あ
っ
た
。
馮
雪
峰
と
「
国
事
や
文
学
を
、
そ
し
て
そ
の
こ
ろ

誰
も
が
感
じ
が
ち
で
あ
っ
た
一
抹
の
寂
寞
と
し
た
胸
中
を
語
り
合
っ
た
」
丁
玲

（
五
）

は
、
彼
に
対
し
て
一
人
の
共
産
党
員
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
一
人
の
文
学
者
と

し
て
も
憧
憬
の
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
ま
も
な
く
、
丁
玲

は
人
生
の
師
と
も
言
う
べ
き
馮
雪
峰
に
熱
烈
な
恋
愛
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な

る
。三

人
の
出
会
い
か
ら
わ
ず
か
数
か
月
後
の
一
九
二
八
年
二
月
、
前
月
に
上

海
へ
渡
っ
て
い
た
馮
雪
峰
を
追
う
か
た
ち
で
、
丁
玲
も
ま
た
胡
也
頻
を
連
れ
て

北
京
か
ら
上
海
へ
と
南
下
す
る
。
北
京
で
の
鬱
々
と
し
た
生
活
を
終
え
、
二
人

は
つ
い
に
上
海
で
の
新
し
い
生
活
を
送
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
海
移

住
後
ま
も
な
く
、
胡
也
頻
は
恋
人
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
の
一
端
を
担
わ
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

一
九
二
八
年
三
月
、
馮
雪
峰
の
取
り
計
ら
い
に
よ
り
、
三
人
は
杭
州
の
葛

嶺
に
て
再
会
の
機
会
を
得
る
。
こ
の
と
き
、
馮
雪
峰
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
丁

玲
は
、
「
わ
た
し
た
ち
三
人
な
ら
ず
っ
と
友
人
の
ま
ま
生
活
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
三
人
で
の
同
居
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
こ

（
六
）

の
奇
妙
な
同
棲
生
活
か
ら
六
日
後
、
胡
也
頻
は
丁
玲
と
馮
雪
峰
の
親
密
な
関
係

に
堪
え
か
ね
て
不
満
を
漏
ら
す
。
す
る
と
丁
玲
は
あ
け
す
け
に
こ
う
告
げ
た
の

だ
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
け
ん
か
し
ち
ゃ
だ
め
だ
し
、
一
日
中
一
緒
に
い
て
も
だ
め

だ
わ
。(

中
略)

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
い
た
ら
よ
く
な
い
か
ら
、
あ
な
た

は
上
海
で
数
日
間
、
わ
た
し
は
杭
州
で
数
日
間
、
試
し
に
別
々
に
暮
ら

し
て
み
ま
し
ょ
う
よ
。
も
し
お
互
い
に
順
応
で
き
た
と
し
た
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
別
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
七
）

こ
こ
に
み
る
丁
玲
の
言
に
、
彼
女
自
身
の
価
値
観
、
す
な
わ
ち
互
い
に
干
渉

し
合
う
こ
と
な
く
各
々
の
自
由
な
人
生
を
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
方
が
表
れ
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
北
京
時
代
の
丁
玲
が
よ
り
自
由
な
同
居

生
活
を
追
求
し
た
う
え
で
、
二
人
の
関
係
を
自
由
に
決
定
で
き
る
と
考
え
て
い

た
こ
と
は
前
節
で
見
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
丁
玲
の
言
に
胡
也
頻
は
も
は
や
賛
同
で
き
な
か
っ
た
。
怒
り
の
あ
ま
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り
葛
嶺
を
飛
び
出
し
た
胡
也
頻
は
、
上
海
に
住
む
友
人
・
沈
従
文(

一
九
〇
二

～
一
九
八
八)

の
も
と
を
訪
ね
、
今
後
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
意
見
を
乞
う

た
。
丁
玲
と
話
し
合
っ
た
う
え
で
、
二
人
の
関
係
を
改
め
よ
と
い
う
沈
従
文
の

真
摯
な
忠
告
に
よ
り
、
一
連
の
別
居
騒
動
は
ほ
ど
な
く
し
て
解
決
に
向
か
っ
て

い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
別
居
騒
動
の
経
過
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
別
居
騒
動
が
も
た
ら
し
た
大
き
な
傷
で
あ
る
。
晩
年
の
丁
玲
は
当
時
を

振
り
返
り
、
「
わ
た
し
は
後
に
な
っ
て
そ
ん
な
考
え
は
空
想
で
あ
り
、
主
観
に

だ
け
頼
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
考
え
た
の
で
す
。
一
九
二
八
年
に
な
っ
て
也

頻
と
一
生
を
共
に
す
べ
き
だ
と
決
め
ま
し
た
。
自
分
が
自
由
を
持
ち
続
け
る
と

い
う
幻
想
を
断
っ
た
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
丁
玲
は
胡
也
頻
と
馮
雪
峰
と

（
八
）

の
間
で
選
択
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
理
想
と
す
る
「
自
由
」
が

幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
胡
也
頻
と
丁
玲
が
二
人
の
関
係
性
を
改
め
る
こ
と
と
な
っ
た
事
件
に

つ
い
て
、
丁
玲
の
言
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な

疑
問
が
生
ず
る
。
三
角
関
係
の
当
事
者
で
あ
り
、
理
想
と
し
て
思
い
描
い
た
愛

情
生
活
の
行
き
詰
ま
り
を
痛
感
し
た
胡
也
頻
は
、
こ
う
し
た
経
験
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
胡
也
頻

の
恋
愛
小
説
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

四

忘
れ
え
ぬ
記
憶

胡
也
頻
の
作
家
と
し
て
の
人
生
は
、
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
三
一
年
ま
で

の
お
よ
そ
八
年
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
短
期
間
に
彼
は
百
篇
以
上
も
の
小

説
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
大
量
の
小
説
に
は
愛
を
め
ぐ
る
物
語
も
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、
新
婚
旅
行
で
の
夫
婦
の
悲
劇
を
扱
う
「
一
対
度
蜜
月
去
的

人
児
」(

一
九
二
七)

や
、
旧
式
結
婚
の
弊
害
を
説
く
「
家
長
」(

一
九
二
七
）
、

（
九
）

（
一
〇
）

初
恋
の
人
物
と
の
再
会
を
描
い
た
「
初
恋
的
自
白
」(

一
九
二
七)

な
ど
が
挙
げ

（
一
一
）

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
北
京
滞
在
中
に
も
の
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
は
特
に
、
一
九
二
六
年
に
北
京
で
執
筆
さ
れ
た
「
昨
夜
―
―
一

夜
供
状
」(

以
下
、
「
昨
夜
」
と
す
る)

を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
主
人
公
の

（
一
二
）

蘋
は
恋
人
の
曼
伽
と
共
寝
を
し
て
い
た
時
、
夜
半
に
目
が
覚
め
て
自
慰
に
耽
っ

て
し
ま
っ
た
過
去
を
持
つ
。
恋
人
に
そ
の
こ
と
を
察
せ
ら
れ
た
蘋
は
彼
女
か
ら

性
的
交
渉
を
持
ち
掛
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
拒
絶
し
た
う
え
で
二
度
と
自
慰
を

す
ま
い
と
誓
う
。
齊
藤
大
紀
は
胡
也
頻
と
丁
玲
の
愛
情
関
係
を
整
理
し
た
上
で
、

性
的
交
渉
を
肯
定
す
れ
ば
互
い
の
自
由
な
人
生
選
択
を
失
す
る
こ
と
と
な
る
と

い
う
懸
念
が
蘋
と
曼
伽
の
間
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
一
三
）

胡
也
頻
と
丁
玲
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
恋
愛
観
が
小
説
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る

点
で
、
「
昨
夜
」
は
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。

以
上
の
北
京
時
代
の
四
例
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
多
様
な
視
点
か
ら
恋
愛

を
描
こ
う
と
す
る
作
家
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
。
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん

だ
そ
の
作
風
こ
そ
が
胡
也
頻
小
説
の
最
大
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
作
品
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
我
々
は
あ
る

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
北
京
か
ら
上
海
へ
渡
っ
た
一
九
二
八
年
を
境
に
、
胡

也
頻
の
恋
愛
小
説
に
は
あ
る
共
通
し
た
モ
チ
ー
フ
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
創
作
活
動
の
観
点
か
ら
見
て
非
常
に
特
異
な
も
の

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
は
一
九
二
八
年
の
杭
州
滞
在
中
に
執
筆
さ
れ
た

「
黒
点
」
と
い
う
小
説
を
読
ん
で
み
よ
う
。

（
一
四
）

恋
人
の
女
性
の
浮
気
に
思
い
悩
む
旋
波
は
、
彼
女
と
決
然
と
手
を
切
る
べ

き
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
行
動
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
旋
波
は
最
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北京の愛、上海の愛

終
的
に
彼
女
の
浮
気
を
許
し
、
彼
女
の
過
ち
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
彼

女
と
キ
ス
を
し
た
瞬
間
、
あ
る
こ
と
に
思
い
至
る
。

け
れ
ど
も
二
人
の
唇
が
ぴ
っ
た
り
と
接
触
し
て
互
い
に
甘
美
な
幸
福
に

酔
い
し
れ
た
と
き
、
旋
波
は
突
如
と
し
て
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
―
―

今
し
が
た
忘
れ
去
っ
た
あ
の
こ
と
を
。

「
も
し
ぼ
く
の
幸
せ
が
汚
れ
の
な
い
一
枚
の
白
い
布
だ
と
し
た
ら
、
そ

の
過
ち
は
白
い
布
に
つ
い
た
黒
い
点
だ
！
」

さ
ら
に
、
彼
は
こ
う
予
感
し
た
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
自
分
の
心
に
、
こ

の
黒
い
点
は
永
遠
に
拭
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
残
り
続

け
る
の
だ
、
と
。

（
一
五
）

恋
人
を
な
お
も
愛
す
る
が
ゆ
え
に
彼
女
の
浮
気
を
不
問
に
付
す
こ
と
を
決
心

し
た
も
の
の
、
そ
の
過
失
の
記
憶
が
旋
波
の
心
に
重
く
の
し
か
か
り
続
け
る
こ

と
が
暗
示
さ
れ
て
小
説
は
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
再
度
、
先
に
挙
げ
た
「
昨
夜
」

を
我
々
は
想
起
し
て
お
き
た
い
。
「
昨
夜
」
で
は
、
互
い
の
自
由
な
愛
情
関
係

を
尊
重
す
る
男
女
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
「
黒
点
」
に
お
い
て
は
恋
人
の

過
去
の
行
動
を
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
悩
す
る
男
性
主
人
公
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

恋
人
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
思
い
悩
む
男
性
主
人
公
の
姿
は
、
「
黒
点
」
か

ら
約
六
か
月
後
に
上
海
で
発
表
さ
れ
た
「
消
磨
」(

一
九
二
八
）
に
も
見
出
せ

（
一
六
）

る
。
主
人
公
は
作
家
の
白
川
。
あ
る
時
、
彼
は
か
つ
て
同
棲
し
て
い
た
恋
人
か

ら
手
紙
を
受
け
取
る
。
そ
の
恋
人
は
別
の
男
性
と
恋
仲
に
な
り
白
川
の
も
と
を

去
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
白
川
に
対
し
て
愛
を
さ
さ
や
き
続
け
て
い

た
。
「
消
磨
」
に
は
多
情
な
恋
人
に
対
す
る
白
川
の
複
雑
な
心
境
が
詳
細
に
綴

ら
れ
て
い
る
。

お
よ
そ
こ
ん
な
手
紙
は
、
封
を
開
け
ず
に
く
ず
か
ご
に
入
れ
て
し
ま
う

の
が
よ
い
の
だ
が
、
白
川
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
読
ん
で
し
ま
う
の
だ

っ
た
。
手
紙
を
読
も
う
と
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
白
川
が
な
お
も
こ
の

女
性
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
彼
は
い

く
ば
く
か
の
不
満
を
覚
え
て
眉
を
ぎ
ゅ
っ
と
寄
せ
た
。
し
か
し
、
手
紙

を
読
み
終
え
る
と
さ
ら
に
ま
た
も
う
一
度
読
ん
で
し
ま
う
の
だ
っ
た
。

―
―
こ
こ
に
、
白
川
自
身
さ
え
も
明
ら
か
に
で
き
な
い
、
い
わ
く
名
状

し
が
た
い
感
情
が
あ
る
。

（
一
七
）

複
数
人
と
の
関
係
を
志
向
す
る
恋
人
の
態
度
に
嫌
悪
感
を
示
し
な
が
ら
も
、

彼
女
か
ら
の
便
り
を
繰
り
返
し
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
「
消
磨
」
に
は
そ

う
し
た
男
性
主
人
公
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
自
身
の
相
反

す
る
感
情
に
対
し
て
、
白
川
が
冷
静
な
分
析
を
試
み
て
い
る
点
。
「
手
紙
を
読

も
う
と
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
白
川
が
な
お
も
こ
の
女
性
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ

な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
描
写
に
は
、
自
ら
の
複
雑
な
心
中
に
迫
ろ

う
と
す
る
態
度
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
白
川
が
発
見
し
え
た
の
は
、

言
語
化
で
き
な
い
も
ど
か
し
い
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
「
こ
こ
に
、
白
川
自
身
さ

え
も
明
ら
か
に
で
き
な
い
、
い
わ
く
名
状
し
が
た
い
感
情
が
あ
る
」
と
い
っ
た

記
述
は
、
自
身
の
相
反
す
る
感
情
に
言
葉
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

か
え
っ
て
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
う
白
川
の
ジ
レ
ン
マ
を
伝
え
て
い
る
。

「
黒
点
」
の
旋
波
や
「
消
磨
」
の
白
川
は
恋
人
と
の
関
係
を
辛
う
じ
て
繋
ぎ

止
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
「
消
磨
」
と
同
じ
く
上
海
に
て
発
表

さ
れ
た
「
不
能
忘
的
影
」(

一
九
二
九)

は
、
恋
人
の
女
性
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま

（
一
八
）
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っ
た
男
性
を
も
描
い
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
恋
人
で
あ
る
梅
と
の
別
離
を
回
想

す
る
男
性
、
林
子
平
を
主
人
公
と
す
る
。
梅
と
別
れ
て
間
も
な
い
子
平
は
、
梅

の
肩
を
親
し
げ
に
抱
き
寄
せ
る
男
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、
男
へ
の
嫉
妬
心

と
彼
女
に
対
す
る
未
練
を
露
わ
に
す
る
。
こ
の
出
来
事
は
昨
夜
の
梅
と
の
別
れ

の
場
面
を
子
平
に
否
応
な
く
振
り
返
ら
せ
た
。
別
れ
際
、
「
ぼ
く
は
君
を
愛
し

て
る
ん
だ
」
と
繰
り
返
す
子
平
に
対
し
、
梅
は
や
さ
し
く
こ
う
告
げ
て
い
た
。

「
わ
た
し
を
信
じ
て
。
わ
た
し
は
あ
な
た
に
楽
し
ん
で
ほ
し
い
だ
け
な

の
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
か
ら
別
れ
る
け
れ
ど
、
わ
た
し
た
ち
の
過
去

に
は
幸
せ
の
影
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
美
し
い
印
象

を
残
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
よ
。(
中
略)

わ
た
し
が
い
ま
ど
う
し
て
あ
な

た
と
別
れ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
か
な
ん
て
、
説
明
す
る
必
要
な
ん
て

な
い
と
思
う
の
。
わ
た
し
が
あ
な
た
と
同
棲
す
る
の
に
も
何
か
理
由
が

な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
ね
。
そ
れ
に
あ
な
た
を
愛
し
て
く
れ
る
女
性
に

巡
り
合
う
か
も
し
れ
な
い
し
…
…
」

（
一
九
）

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
梅
が
子
平
と
別
れ
る
理
由
を
「
説
明
す
る
必
要

な
ん
て
な
い
」
と
一
蹴
し
て
い
る
点
。
つ
ま
り
子
平
は
一
方
的
に
別
れ
を
切
り

出
さ
れ
、
訳
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
梅
と
別
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
女
の
身

勝
手
な
言
動
に
ひ
ど
く
心
を
痛
め
た
子
平
は
、
も
う
二
度
と
恋
愛
な
ど
す
ま
い

と
決
意
し
、「
幸
福
な
生
活
」
を
夢
見
て
新
天
地
上
海
へ
と
旅
立
と
う
と
す
る
。

し
か
し
ま
さ
に
そ
の
時
、
子
平
は
梅
と
別
の
男
と
の
仲
睦
ま
じ
い
様
子
を
目
の

当
た
り
に
し
、
彼
女
が
不
実
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
知
る
の
で
あ

る
。以

上
、
一
九
二
八
年
以
降
に
お
け
る
胡
也
頻
の
恋
愛
小
説
を
い
く
つ
か
取
り

上
げ
て
き
た
。
ま
ず
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
「
恋
人
の
女
性
と
愛
し
愛
さ
れ
る

関
係
を
築
け
ず
苦
悩
す
る
男
性
主
人
公
」
と
い
う
共
通
の
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
恋
人
に
と
っ
て
の
唯
一
無
二
の
存
在
た
り
え
な

い
と
い
う
現
実
に
直
面
し
た
時
、
そ
の
男
性
主
人
公
の
い
ず
れ
も
が
、
自
ら
の

内
面
を
深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
過
去
を
回
想
す
る

と
い
う
行
為
も
自
己
の
内
面
を
覗
き
見
る
一
つ
の
手
段
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。こ

の
こ
と
が
持
つ
意
味
を
書
き
手
で
あ
る
胡
也
頻
自
身
の
視
点
か
ら
検
討

し
て
み
た
い
。
胡
也
頻
と
丁
玲
が
憧
憬
し
た
愛
情
生
活
の
破
綻
を
知
る
我
々
は
、

や
は
り
こ
れ
ら
の
男
性
主
人
公
の
形
象
に
既
視
感
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
。
事
実
、
本
稿
で
挙
げ
た
小
説
に
は
、
胡
也
頻
自
身
の
経
歴
に
重
な
る

部
分
を
至
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
胡
也
頻
は
恋
人
と
唯
一
無
二
の
関
係
を
築
け
ず
苦
悩
す
る
男
性
主
人
公
を

描
く
こ
と
を
通
じ
て
、
書
き
手
自
身
が
心
に
抱
え
て
い
た
傷
痕
を
繰
り
返
し
眺

め
見
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
試
み
が
可
能
と
な
っ

た
の
は
、
美
し
い
理
想
が
現
実
を
前
に
い
と
も
簡
単
に
潰
え
る
運
命
に
あ
っ
た

こ
と
を
胡
也
頻
自
身
が
痛
感
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
丁
玲
と
二

人
で
思
い
描
い
た
理
想
が
現
実
に
よ
っ
て
容
易
に
打
ち
砕
か
れ
、
自
ら
も
恋
人

に
と
っ
て
大
勢
の
内
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
思
い
知
っ
た
時
、
胡
也
頻
は

ひ
と
り
自
己
の
内
面
へ
と
深
く
入
り
込
ん
で
ゆ
く
重
大
な
テ
ー
マ
を
発
見
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

お
わ
り
に

一
九
二
八
年
、
胡
也
頻
は
丁
玲
と
と
も
に
上
海
へ
旅
立
っ
た
の
ち
に
「
往
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何
処
去
」(

一
九
二
八)

と
い
う
小
説
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
北
京

（
二
〇
）

か
ら
上
海
へ
と
や
っ
て
き
た
貧
乏
作
家
、
無
異
君
を
主
人
公
と
す
る
。
書
店
に

自
身
の
原
稿
を
売
り
歩
く
な
か
で
、
無
異
君
は
現
実
的
な
問
題
に
次
々
と
直
面

し
、
や
が
て
は
自
己
喪
失
に
陥
っ
て
ゆ
く
。
「
往
何
処
去
」
の
無
異
君
に
北
京

か
ら
上
海
へ
渡
っ
た
胡
也
頻
自
身
の
姿
を
見
出
せ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
胡
也
頻
の
創
作
や
人
生
に
お
い
て
、
北
京
お
よ
び
上

海
と
い
う
場
は
や
は
り
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
舞
台
と
し
て
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
本
稿
の
結
び
と
し
て
、
北
京
と

上
海
の
二
都
市
が
い
か
な
る
機
能
や
可
能
性
を
有
し
て
い
た
の
か
、
胡
也
頻
の

事
例
に
即
し
つ
つ
簡
略
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
北
京
と
い
う
古
都
は
活
発
な
文
芸
活
動
が
展
開

さ
れ
る
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
丁
玲
の
言
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
北
京
の
街

に
漂
う
ロ
マ
ン
主
義
的
情
趣
が
胡
也
頻
を
現
実
世
界
か
ら
乖
離
さ
せ
た

と
い
う
。
北
京
と
い
う
都
市
空
間
が
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
胡
也
頻
と
丁
玲
は

（
二
一
）

理
想
と
す
る
愛
情
生
活
を
純
粋
な
ま
で
に
追
求
し
謳
歌
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
南
方
で
革
命
の
火
の
手
が
上
が
る
と
、
北
京
に
蟄
居
す
る
二
人
は

次
第
に
現
実
世
界
と
の
隔
絶
を
痛
感
す
る
こ
と
と
な
る
。
革
命
の
消
息
を
遠
く

離
れ
た
北
京
で
耳
に
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
耐
え
が
た
い
孤
独
と
苦
痛
を
与
え

た
の
で
あ
る
。
丁
玲
に
至
っ
て
は
、
「
わ
た
し
は
北
京
を
憎
ん
だ
。
憎
ら
し
い

北
京
！
」
と
吐
き
捨
て
て
い
る
ほ
ど
だ
。
こ
う
し
て
胡
也
頻
と
丁
玲
は
北
京
を

（
二
二
）

離
れ
、
上
海
へ
と
南
下
す
る
。
国
民
革
命
の
発
火
点
た
る
上
海
は
、
現
実
社
会

へ
の
積
極
的
な
参
与
を
求
め
る
場
と
し
て
、
北
京
と
は
対
極
に
位
置
す
る
都
市

で
あ
っ
た
。
北
京
と
い
う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
場
を
脱
し
た
二
人
が
、
理
想
の
生

活
の
破
綻
に
直
面
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

北
京
で
「
昨
夜
」
を
執
筆
し
た
理
想
主
義
者
た
る
胡
也
頻
は
、
や
が
て
現
実

世
界
と
の
接
点
を
求
め
て
上
海
に
至
っ
た
の
ち
に
「
黒
点
」
、
「
消
磨
」
、
「
不

能
忘
的
影
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
上
海
の
よ
う
な
場
に
居
を
移
し
た
か
ら
こ
そ
、

理
想
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
現
実
を
直
視
し
、
自
分
の
内
面
に
深
く
入
り
込
む
視

点
を
胡
也
頻
は
獲
得
し
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《

注

》

（
一
）
李
向
東
・
王
増
如
『
丁
玲
伝
』
上(

中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、

総
四
一
四
頁)

。
引
用
は
五
三
頁
。

（
二
）
朱
謙
之
『
朱
謙
之
文
集
』
第
一
巻(

福
建
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

一
二
九

頁
。

（
三
）
丁
玲
「
致
白
濱
裕
美
」
『
丁
玲
全
集
』
第
一
二
巻(

張
炯
主
編
、
河
北
人
民
出
版

社
、
二
〇
〇
一
年
、
総
三
六
三
頁)

二
六
七
～
二
六
九
頁
。
引
用
は
二
六
七
～
二
六

八
頁
。

（
四
）
同
注
一
、
四
三
頁
。

（
五
）
「
悼
雪
峰
」
『
丁
玲
全
集
』
第
六
巻(

張
炯
主
編
、
河
北
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一

年
、
総
三
三
一
頁)

一
三
～
一
六
頁
。
引
用
は
一
三
～
一
四
頁
。

（
六
）
同
注
一
、
五
五
頁
。

（
七
）
同
注
一
、
五
五
～
五
六
頁
。

（
八
）
同
注
三
、
二
六
八
頁
。

（
九
）
『
晨
報
副
刊
』
一
九
二
七
年
五
月
一
二
、
一
四
、
一
六
日
掲
載
。

（
一
〇

）
『
晨
報
副
刊
』
一
九
二
七
年
九
月
二
六
、
二
七
日
掲
載
。

（
一
一

）
『
晨
報
副
刊
』
一
九
二
七
年
一
一
月
四
、
五
、
七
日
掲
載
。

（
一
二

）
『
世
界
日
報
文
学
』
「
文
学
」
第
五
巻
、
一
九
二
六
年
一
一
月
一
九
日
掲
載
。

（
一
三

）
齊
藤
大
紀
「
隣
は
ナ
ニ
を
す
る
人
ぞ
―
―
胡
也
頻
「
昨
夜
―
―
一
段
供
状
」
と

民
国
期
の
オ
ナ
ニ
ー
論
」
『
夜
の
華

中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
論
集
』(

中
国
モ

北京の愛、上海の愛
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ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
編
、
中
国
文
庫
、
二
〇
二
一
年
、
総
四
五
〇
頁)

五
二
～
八
三
頁
。

（
一
四

）
『
晨
報
副
刊
』
一
九
二
八
年
四
月
一
一
日
、
一
二
、
一
三
日
掲
載
。

（
一
五

）
同
注
一
四
、
使
用
テ
ク
ス
ト
は
『
胡
也
頻
選
集
』
上(

福
建
人
民
出
版
社
、
一
九

八
一
年
、
総
六
八
二
頁)

四
六
〇
～
四
六
八
頁
。
引
用
は
四
六
八
頁
。

（
一
六

）
『
小
説
月
報
』
第
一
九
巻
第
一
〇
期
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
一
〇
日
掲
載
、
一
二

一
二
～
一
二
一
六
頁
。

（
一
七

）
同
注
一
六
、
引
用
は
一
二
一
四
頁
。

（
一
八

）
胡
也
頻
『
四
星
期
』
（
華
通
書
局
、
一
九
二
九
年
）
三
四
～
四
三
頁
。

（
一
九

）
同
注
二
〇
、
引
用
は
三
九
頁
。

（
二
〇

）
『
現
代
評
論
』
第
七
巻
第
一
七
八
～
一
八
〇
期
、
一
九
二
八
年
五
月
五
、
一
二
、

一
九
日
掲
載
。

（
二
一

）
丁
玲
「
一
個
真
実
人
的
一
生
」
『
人
民
文
学
』
第
三
巻
第
四
期
、
一
九
五
〇
年
一

二
月
一
日
掲
載
。
翻
訳
に
は
中
島
み
ど
り
編
訳
「
あ
る
ほ
ん
と
う
の
人
間
の
一
生

―
―
胡
也
頻
を
記
念
し
て
」『
丁
玲
の
自
伝
的
回
想
』(

朝
日
選
書
、
一
九
八
二
年
、

総
二
七
五
頁)

八
四
～
一
一
四
頁
が
あ
る
。

（
二
二

）
同
注
二
一
、
引
用
は
九
四
頁
。


