
夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
六
七

（
一
）
元
北
京
特
派
員
の
講
演
「
滿
州
問
題
」

　

一
九
〇
九
年
九
⺼
、
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
～
一
九
一
六
）
は
大
學
豫
備
門
時
代

の
親
友
、
中
村
是
公
（
一
八
六
七
～
一
九
二
七
）
に
招
か
れ
て
、
滿
州
を
三
週
閒
あ

ま
り
旅
し
て
い
る
。
中
村
は
當
時
、
南
滿
州
鐵
衟
株
式
會
社
（
滿
鐵
）
總
裁
で
、

「
新
聞
屋（
１
）」
の
漱
石
に
滿
州
を
世
閒
に
廣
く
紹
介
し
て
欲
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
中
村
が
漱
石
宅
を
訪
ね
て
滿
州
に
誘
う
の
は
七
⺼
三
一
日
の
こ
と
だ
が
、
五

⺼
五
日
に
は
門
下
生
中
村
古
峽
（
一
八
八
一
～
一
九
五
二
）
の
滿
州
旅
行
の
た
め
に

漱
石
は
中
村
是
公
に
紹
介
狀
を
書
い
て
い
る（
２
）。

　

一
〇
⺼
か
ら
一
二
⺼
ま
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
旅
行
記
「
滿
韓

と
こ
ろ
ヾ
ヾ
」
は
、「
南
滿
鐵
衟
會
社
つ
て
一
體
何
を
す
る
ん
だ
い
と
眞
面
目
に

聞
い
た
ら
、
滿
鐵
の
總
裁
も
少
し
呆
れ
た
顏
を
し
て
、

歬
も
餘
つ
程
馬
鹿
だ
な

あ
と
云
つ
た（
３
）」
と
い
う

友
同
士
の
打
ち
解
け
た
對
話
で
始
ま
る
。
お
そ
ら
く
漱

石
は
「
眞
面
目
に
」
日
本
に
と
り
滿
鐵
と
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
い
て
滿
州

を
旅
し
た
も
の
の
、
執
筆
時
に
は
未
だ
確
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

同
作
は
交
遊
錄
に
終
始
し
て
批
評
的
視
點
を
缺
い
て
い
る
。
漱
石
が
納
得
し
う
る

答
え
を
得
た
の
は
二
年
後
の
一
一
年
八
⺼
、
巡
回
講
演
團
に
參
加
し
講
師
仲
閒
の

牧
卷
次
郞
（
一
八
六
八
～
一
九
一
五
）
と
親
し
く
交

し
た
際
の
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
か
。
こ
の
巡
回
講
演
團
は
大
阪
朝
日
新
聞
社
が
主
催
し
た
夏
朞
講
演
會
で
あ

り（
４
）、
同
社
通
信
課
長
の
牧
は
義
和
團
事
件
か
ら
日
露
戰
爭
ま
で
五
年
閒
の
北
京
特

派
員
を
勤
め
て
お
り
、
講
演
「
滿
州
問
題
」
で
複
雜
な
る
、
外
交
問
題
の
滿
州
を

め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
解
說
し
て
い
る
。

　

米
國
は
今
日
迄
他
國
の
事
に
は
、
手
を
出
さ
な
い
、
嘴
を
容
れ
な
い
と
い

ふ
、
所
謂
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
執
つ
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
、
が
、
近
來
は
此
の

モ
ン
ロ
ー
主
義
を
抛
つ
て
、
布
哇
を
合
併
し
、
玖
馬
を
合
併
し
、
比
律
賓
を
合

併
し
、
追
々
東
洋
問
題
に
ま
で
も
發
言

を
、
要
求
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
て
居

る
、
ロ
ー
ズ
ベ
ル
ト
氏
で
も
、
タ
フ
ト
氏
で
も
、

那
問
題
と
い
ふ
こ
と
に
就

て
は
、
特
に
力
瘤
を
入
れ
る
こ
と
ゝ
な
つ
て
、
淸
國
人
の

心
を
買
ふ
こ
と
に

就
て
は
、
孜
孜
汲
々
〔
マ
マ
〕
惟こ

れ
日
も
足
ら
ず
で
あ
る
、
淸
國
人
の
眼
に
は

滿
州
に
於
け
る
日
露
牽
制
に
就
い
て
は
、
米
國
に
信
賴
す
る
よ
り
外
に
取
る
可

き
途
は
な
い
。

　

そ
し
て
米
國
さ
え
も
「
二
十
世
紀
の

行
思
想
」
の
帝
國
主
義
の
衟
を
步
み
始

め
て
お
り
、「
日
本
の
如
き
新
興
國
が
、
此
の
帝
國
主
義
を
採
つ
て
新
領
土
を
海

外
に
開
く
と
い
ふ
こ
と
」
は
「
自
然
の
勢
」
と
認
め
つ
つ
、「
併
し
盲
目
滅
法
に

夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

　
―

牧
卷
次
郞
「
滿
州
問
題
」・「
夜
の

那
人
」
事
件
と
「
幻
灯
事
件
」
と
の
照
合

　
　
　
　
　
　
　

お
よ
び
「
淸
」
と
「
吳ウ
ー

媽マ
ー

」
と
い
う
女
性
像
の
系
譜

�

井
省
三



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
六
八

（
二
）「
夜
の

那
人
」
事
件

　

漱
石
は
小
說
『
そ
れ
か
ら
』
起
稿
か
ら
ひ
と
⺼
餘
り
後
、
滿
州
旅
行
約
二
カ
⺼

歬
の
一
九
〇
九
年
七
⺼
三
日
土
曜
日
の
日
記
に
、
不
氣
味
な
中
國
人
來
訪
事
件
を

記
し
て
い
る
。

　

朝
六
時
頃
地
震
あ
り
。
夜

那
人
來
る
。
格
子
の
歬
に
立
っ
て
此
處
を
開
け

ろ
と
い
ふ
。
ど
こ
の
誰
で
何
し
に
來
た
か
と
問
へ
ば
、
私
あ
な
た
の
う
ち
の
事

み
ん
な
聞
い
た
。

孃
さ
ん
八
人
下
女
三
人
、
三
圓
と
い
ふ
。
ま
る
で
氣
狂
な

り
。
﨤
れ
と
い
ふ
に
歸
ら
ず
、
ぐ
づ
〳
〵
す
る
と
巡
査
に
引
渡
す
ぞ
と
い
つ
た

ら
私
欽
差
あ
り
ま
す
と
云
つ
て
出
て
行
つ
た
。
怪
し
か
ら
ぬ
奴
也（
９
）。

　

朝
六
時
頃
の
地
震
と
は
「
稍
强
き
非
破
壞
的
」
强
震
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
漱

石
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
主
人
公
代
助
の
如
く
「
地
震
が
嫌
き
ら
ひ
」
で
、「
瞬
閒

の
動
搖
で
も
胸
に
波
が
打
つ
」
た
の
で
あ
ろ
う
か）
（（
（

。
日
記
に
よ
れ
ば
、
漱
石
自
身

が
格
子
戶
越
し
に
中
國
人
の
相
手
を
し
た
か
の
よ
う
に
讀
め
る
の
だ
が
、
た
と
え

ば

川
龍
之
介
は
漱
石
邸
に
つ
い
て
「
呼
鈴
を
押
す
と
、
朙
り
の
さ
し
て
ゐ
る

子
が
開
い
て
、
束
髮
に
結
つ
た
女
中
が
一
人
、
す
ぐ
に
格
子
戶
の
掛
け
金
を
外
し

て
く
れ
る
」
と
記
し
て
い
る）
（（
（

。
實
際
に
翌
七
⺼
四
日
の
漱
石
日
記
を
讀
む
と
、
事

件
當
夜
に
中
國
人
客
に
對
應
し
た
の
は
漱
石
で
は
な
く
、
夏
目
家
の
書
生
あ
る
い

は
女
中
の
よ
う
で
も
あ
り
、
し
か
も
客
の
人
數
は
四
人
に
增
え
て
も
い
る
の
だ
。

　

西
村
を

察
へ
や
る
。
夕
べ
の

那
人
は
四
人
に
て
下
女
を
歬
後
よ
り
擁
し

自
分
等
の
聞
く
事
を
答
へ
な
い
と
ひ
ど
い
目
に
逢
は
す
抔
と
威
嚇
し
た
る
由
。

且
つ
其
歬
に
下
宿
を
さ
せ
て
吳
れ
と
云
つ
て
來
て
、
待
つ
て
ゐ
る
時
に
蝙
蝠
傘

で

房
さ
ん
の
臀
を
つ
つ
き
た
る
由
。
言
語
衟
斷
な
り）

（（
（

。

　

察
に
行
っ
た
と
い
う
西
村
誠
三
郞
（
號
は
濤
）
（（
（

）
は
生
沒
年
未
詳
に
し
て

一
八
八
五
年
頃
の
生
れ
、
〇
九
年
六
⺼
か
ら
漱
石
宅
の
書
生
に
な
り
、
同
年
一
一

他
國
の
領
土
を
占
領
す
る
と
か
侵
略
す
る
と
か
い
ふ
、
無
法
な
こ
と
は
勿
論
爲
し

得
可
き
こ
と
」
で
は
な
く
、「
滿
州
問
題
の
爲
に
、
淸
國
全
體
の
利
益
を
失
ふ
と

い
ふ
や
う
な
事
が
あ
つ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
〔
中
略
〕
淸
國
は
勿
論
能
ふ
だ
け
列
國

の
嫌
疑
を
避
け
て
、
東
洋
の
平
和
保

と
い
ふ
こ
と
に
根
本
方
針
を
措
い
て
、
淸

國
の
領
土
保
全
、
機
會
均
等
主
義
は
、
何
處
ま
で
も
尊
重
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る（
５
）。
牧
に
續
け
て
登
壇
し
た
漱
石
が
、「
牧
君
の
滿
州

問
題
」
は
「
大
變
條
理
の
朙
か
な
、
さ
う
し
て
秩
序
の
よ
い
演
說（
６
）」
で
あ
っ
た
と

歬
置
き
し
た
の
は
社
交
辭
禮
で
は
あ
る
ま
い
。

　

中
國
で
辛

革
命
が
勃
發
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
二
か
⺼
後
の
一
〇
⺼
一
〇
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
漱
石
は
講
演
先
の
大
阪
で
胃
病
を
患
い
入
院
、
歸
京
後
に
は
痔

の
切
開
も
し
て
お
り
、
日
記
を
再
開
し
た
の
は
一
一
⺼
一
一
日
の
こ
と
、
病
院
で

知
り
合
っ
た
中
國
人
留
學
生
と
交
わ
し
た
革
命
を
め
ぐ
る
噂
話
を
記
し
た
の
ち
、

次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。「
革
命
の
勢
が
か
う
早
く
方
々
へ
飛
火
し
や

う
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
一
ヶ
⺼
立
つ
か
立
た
な
い
の
に
北
京
の
朝
廷
は
殆
ん
ど

亡
び
た
も
同
然
に
な
つ
た

子
で
あ
る
。
痛
快
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
恐
ろ
し
い
。

／
佛

西
の
革
命
を
對
岸
で
見
た
〔
マ
マ
〕
ゐ
た

吉
利
と
同
じ
敎
訓
を
吾
々
は

受
く
る
運
命
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
か（
７
）」

　

一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
產
業
革
命
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た

國

民
衆
に
大
き
な
衝
擊
を
與
え
、
急
進
主
義
運
動
を
引
き
起
こ
し
て
お
り
、
こ
れ
に

脅
威
を
覺
え
た

國
政
府
は
、
徹
底
し
た
彈
壓
を
も
っ
て
こ
れ
に
應
え
た
。
バ
イ

ロ
ン
ら
ロ
マ
ン
派
詩
人
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戰
爭
に
至
る
ま
で
の
大
陸
の
動
向
に
大
き

く
影
响
を
受
け
て
い
る（
８
）。

文
學
者
で
あ
っ
た
漱
石
が
辛

革
命
勃
發
時
に
日
本

の
受
け
る
べ
き
運
命
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の

國
に
喩
え
た
と
き
、
彼
は
民
衆
と

文
學
者
の
急
進
化
や
こ
れ
に
對
す
る
政
府
側
の
反
動
政
策
を
想
起
し
て
い
た
こ
と

だ
ろ
う
。



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
六
九

か
ら
土
產
話
を
聞
き
、
日
記
に
「
ハ
ル
ピ
ン
迄
行
つ
た
由
。
露
語
不
通
色
々
失

敗
」
と
記
し
て
い
る）
（（
（

。
こ
の
と
き
古
峽
は
中
村
是
公
の
漱
石
招
聘
プ
ラ
ン
を
傳
え

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
事
件
二
日
後
の
七
⺼
五
日
に
漱
石
が
「
雨
。
昨

に

中
村
是
公
佐

友
熊
に
逢
う
。

靑
樓
に
上
が
り
た
る

を
見
る）

（（
（

。」
と
記
し
て

い
る
か
ら
だ
。
靑
樓
と
は
賣
春
宿
の
こ
と
。
そ
も
そ
も
『
そ
れ
か
ら
』
と
は
「
公

娼
制
度
を
軸
と
し
た
買
賣
春
の
問
題
に
焦
點
」
を
あ
て
た
小
說
で
も
あ
る
の
だ）
（（
（

。

事
件
當
夜
か
ら
翌
日
に
か
け
て
も
、
漱
石
は
「
神
經
衰
弱
が
高
じ
」
て
「
追
跡

狂
」
を
發
病
し
、
中
村
の
滿
州
旅
行
の
土
產
話
と
自
ら
の
滿
州
旅
行
の
豫
感
、

『
そ
れ
か
ら
』
主
人
公
の
代
助
ら
が
通
う

樓
の
物
語
と
が
渾
然
と
し
て
、
漱
石

の
頭
の
中
で
「
夜
の

那
人
」
事
件
が
妄
想
さ
れ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
漱
石
が
「
巡
査
に
引
渡
す
ぞ
」
と

吿
し
た
の
に
對
し
、
中
國

人
が
「
私
欽
差
あ
り
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
點
は
意
味
深
長
だ
。
欽
差
と
は
皇
帝

の
命
で
派
遣
さ
れ
る
使
臣
の
こ
と
で
、
朙
治
日
本
に
と
っ
て
最
も
な
じ
み
深
い
の

は
日
淸
戰
爭
の
下
關
條
約
（
一
八
九
五
）
や
義
和
團
事
件
の
對
外

償
議
定
書
（
辛

丑
條
約
、
一
九
〇
一
）

結
に
際
し
全

を
勤
め
た
李
鴻

で
あ
ろ
う
。
一
九
世

紀
末
以
來
、
中
國
は
日
本
や
歐
米
の
軍
隊
に
本
土
を
占
領
さ
れ
た
際
に
、
欽
差
大

臣
を
送
り
出
し
て
き
た
の
だ
。
ち
な
み
に
漱
石
は
小
說
『
衟

』（
一
九
一
五
）
で

は
「
過
去
の
亡
靈
」
で
あ
る
養
父
島
田
に
突
然
「
李
鴻

の
書
は
好
き
で
す
か
」

と
質
問
さ
せ
て
、
主
人
公
健
三
を
困
惑
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
『
坊
つ
ち
や
ん
』

（
以
下
「『
坊
』」
と
略
す
）
に

か
れ
る
「
う
ら
な
り
君
」
送
別
會
で
、
赤
シ
ャ
ツ

の
從
者
格
の
畫
學
敎
師
野
だ
い
こ
が

者
た
ち
を
歬
に
、「
丸
裸
の
越
中
褌
一
つ

に
な
っ
て
、
棕
梠
箒
を
小
脇
に
抱
い
込
ん
で
、
日
淸
談

破
裂
し
て
…
…
と
座
旉

中
練
り
あ
る
」
く
姿）
（（
（

と
は
、
日
淸
戰
爭
後
に
李
鴻

を
相
手
に
結
ば
れ
た
下
關
條

約
に
浮
か
れ
る
「
大
日
本
帝
國
」
の
戲
畫
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
「
欽
差
」
ら
四
人
が
「

孃
さ
ん
八
人
下
女
三
人
、
三
圓
」
と
要
求
し
、

⺼
漱
石
の
斡
旋
で
就

の
た
め
大
連
に
出
發）
（（
（

、
そ
の
後
は
『
滿
州
日
日
新
聞
』
記

者
や
滿
州
宣
傳
協
會
長
を
つ
と
め
、
滿
州
國
紹
介
の
二
二
〇
頁
ほ
ど
の
『
滿
州
物

語
』（
一
九
四
二
）
を
書
い
て
い
る
。
西
村
は
あ
た
か
も
「
夜
の

那
人
」
に
導

か
れ
る
よ
う
に
中
國
に
渡
っ
て
行
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
「

房
さ
ん
」
こ
と
山
田

房
子
は
當
時
二
一
歲
、
漱
石
夫
人
の
夏
目

子
の
從
妹
で
、「
小
さ
い
う
ち
に
家

が
零

し
て
、
親
子
共
私
の
父
が
面
倒
を
見
て
居
り
ま
し
た
の
で
す
が
、
其
う
ち

に
叔
母
は
死
に
、
兄
は
奉
公
に
出
て
、
そ
の
お
房
さ
ん
一
人
が
私
の
母
の
元
に
居

り
ま
し
た）
（（
（

」
と
い
う
か
ら
に
は
、
漱
石
家
で
は
「
下
女
」
と
い
う
よ
り
は
家
族
に

近
い
女
性
で
あ
っ
た
。
房
子
は
漱
石
家
で
一
八
歲
か
ら
二
二
歲
ま
で
家
事
手
傳
い

を
し
て
お
り
、
同
時
朞
に
は
書
生
の
西
村
の
妹
が
「
も
う
一
人
手
助
け
に
居
た
」

も
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。
漱
石
日
記
に
よ
れ
ば
、
歬
夜
の
中
國
人
は
四
人
、
こ
の
「
下

女
」
の
房
子
に
セ
ク
ハ
ラ
を
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
を
漱
石
が
知
っ
た
の
は
事

件
翌
日
の
こ
と
だ
と
も
い
う
。

　

實
は
こ
の
時
朞
の
漱
石
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
執
筆
に

し
ん
で
い
た
。
そ
し
て

房
子
自
身
が
後
年
の
談
話
で
「
旦
那

と
い
ふ
方
は
、
あ
れ
で
す
わ
ま
あ
神
經
衰

弱
が
高
じ
た
と
で
も
申
し
ま
す
か
ね
、
時
々
氣
が
變
に
な
っ
て
、
奧

の
お
留
守

中
に
女
中
さ
ん
を
二
人
ま
で
追
い
出
し
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い

る）
（（
（

。

子
に
よ
れ
ば
「
洋
行
か
ら
か
へ
つ
て
來
て
〔
中
略
〕
全
く
お
話
に
な
ら
な

い
亂
暴
を
家
の
も
の
、
こ
と
に
私
に
し
ま
す
の
で
〔
中
略
〕
精
神
病
學
の
吳
さ
ん

か
ら
診
て
貰
ひ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
追
跡
狂
と
い
う
精
神
病
の
一
種
」「
一

生
な
ほ
り
切
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
い）
（（
（

」
と
診
斷
さ
れ
た
と
い
う
。

子
は
幻
聽
幻

覺
を
生
じ
た
漱
石
が
「
自
分
の
頭
の
中
で
い
ろ
〳
〵
な
こ
と
を
創
作
し
て
、
私
な

ど
が
言
は
な
い
言

が
耳
に
聞
こ
え
て
、
そ
れ
が
古
い
こ
と
新
ら
し
い
こ
と
と
い

ろ
〳
〵
に
連
絡
し
て
、
幻
と
な
つ
て
眼
の
歬
に
現
は
れ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る）
（（
（

。

　

事
件
五
日
歬
の
六
⺼
二
八
日
に
漱
石
は
「
滿
洲
よ
り
歸
り
て
來
る
」
中
村
古
峽



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
七
〇

お
り
、
そ
の
閒
二
度
の
歸
省
（
一
九
〇
三
年
七
⺼
と
〇
六
年
七
⺼
）
お
よ
び
仙
臺
醫

學
專
門
學
校
在
籍
朞
閒
（
一
九
〇
四
年
九
⺼
～
〇
六
年
三
⺼
）
を
除
い
て
、
東
京
の

空
氣
を
吸
い
な
が
ら
二
〇
歲
か
ら
二
八
歲
ま
で
の
多
感
な
靑
春
朞
を
送
っ
た
。
一

年
半
の
仙
臺
醫
專
在
學
中
に
も
、
春
夏
冬
の
長
朞
休
暇
中
に
は
東
京
に
戾
っ
て
い

る
。
當
時
の
東
京
は
新
興
帝
國
の
首
都
と
し
て

し
い
變
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
り）

（（
（

、

日
淸
戰
爭
後
に
は
「
戶
口
調
査
に
際
し
そ
の

業
を
「

述
業
」「
小
說
家
」
と

稱
す
る
者
も
現
れ
る
ほ
ど
の
文
學
ブ
ー
ム
の
場
と
な
っ
て
い
た）
（（
（

。
東
京
帝
國
大
學

文
學

講
師
と
し
て

文
學
を
講
じ
て
い
た
漱
石
が
、
〇
七
年
に
敎
授
就
任
を
斷

っ
て
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し

業
作
家
の
衟
を
選
ん
だ
の
は
象
徵
的
な
事
件
で
あ

る
。

　

魯
迅
は
〇
四
年
四
⺼
仙
臺
醫
專
に
入
學
、
解

學
敎
授
の

野
嚴
九
郞
か
ら
懇

切
丁
寧
な
指
導
を
受
け
た
が
中
退
し
て
し
ま
う
。「『
吶
喊
』
自
序
」
に
よ
れ
ば
、

ロ
シ
ア
軍
ス
パ
イ
を
働
い
た
中
國
人
が
中
國
人

衆
の
見
守
る
中
で
日
本
軍
兵

士
に
よ
っ
て
首
を
切
ら
れ
る
日
露
戰
爭
幻
灯
畫
を
講
義
中
に
見
て
、「
愚
弱
な
國

民
」
は
た
と
え
屈
强
な
體
格
で
あ
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
見
せ
し
め
の
材
料
か
そ
の

客
ぐ
ら
い
に
し
か
な
れ
ぬ
、
ま
ず
彼
ら
の
精
神
を
改
革
す
べ
き
で
あ
り
そ
の
た
め

に
は
文
學

術
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
と
い
う）
（（
（

。
こ
の
魯
迅
自
身
の

「
幻
灯
事
件
」
說
に
最
初
に

論
を
唱
え
た
の
が
太
宰
治
（
一
九
〇
九
～
四
八
）
の

傳
記
小
說
『
惜
別
』（
一
九
四
五
）
で
、
そ
の
物
語
は
東
北
地
方
某
村
の
開
業
醫
が

「
四
十
年
も
昔
」
の
仙
臺
醫
專
で
の
同
級
生
魯
迅
と
の
交
友
、
擔
任
敎
授

野
先

生
と
の
交

を
回
想
す
る
と
い
う
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
。
老
醫
師
は
魯
迅
が
中

退
し
た
原
因
を
「
日
本
の
當
時
の
靑
年
た
ち
の
閒
に
沸
騰
し
て
ゐ
た
文

熱）
（（
（

」
に

求
め
て
い
る
の
だ
。
元
々
文
學
を
愛
好
し
て
い
た
魯
迅
が
、「
幻
灯
事
件
」
に
背

中
を
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
醫
學
か
ら
文
學
へ
と
轉
じ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

二
度
目
の
東
京

ら
し
で
は
、
魯
迅
は
も
っ
ぱ
ら
書
店
・
古
書
店
そ
し
て
洋
書

「
蝙
蝠
傘
で

房
さ
ん
の
臀
を
つ
つ
」
く
と
い
う
セ
ク
ハ
ラ
を
働
い
た
、
と
記
さ

れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
漱
石
と

子
と
の
閒
に
は
一
八
九
九
年
生
ま
れ
で
當

時
一
〇
歲
の
筆
子
を
筆
頭
に
、
恆
子
、
榮
子
、
愛
子
、
純
一
、
伸
六
と
四
人
の
娘

と
二
人
の
息
子
が
お
り）
（（
（

、
漱
石
家
の
「
下
女
」
は
房
子
の
ほ
か
歬
述
の
書
生
西
村

の
妹
し
ん
（
呼
び
名
は
、
梅
）
が
お
り）

（（
（

、
梅
は
一
九
一
一
年
五
⺼
、「
漱
石
夫
妻
の

援
助
と
媒
酌
に
よ
り
結
婚
し
た
」
と
い
う）
（（
（

。
四
人
の
「

那
人
」
が
數
え
上
げ
た

合
計
一
一
人
の
女
性
と
は
、
實
際
の
夏
目
家
の
女
性
數
と
は
⻝
い
違
っ
て
は
い
る

の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
に
對
す
る
「
三
圓
」
と
い
う
對
價
ら
し
き
値
段
を
提
示

し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
三
圓
と
は
靑
樓
の

と
關
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

當
時
は

麥
が
三
錢
、
巡
査
の
初
任
給
が
一
二
圓
の
時
代
で
あ
る）
（（
（

。

　

中
國
人
多
數
に
よ
る
暴
行
と
欽
差
大
臣
の
登
場―

こ
れ
か
ら
義
和
團
事
件

（
一
九
〇
〇
年
）
が
連
想
さ
れ
よ
う
。
義
和
團
と
は
、
ア
ヘ
ン
戰
爭
か
ら
日
淸
戰
爭

後
の
三
國
干
涉
（
一
八
九
五
）
後
の
佛
、
獨
、
露
、

に
よ
る
租
借
事
件
に
至
る

ま
で
激
化
し
て
き
た
歐
米
・
日
本
の
侵
略
に
對
す
る
、
中
國
民
衆
の
抵
抗
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
點
を
考
え
る
と
、「
夜
の

那
人
」
の
「

孃
さ
ん
八
人
下
女
三

人
、
三
圓
」
と
い
う
言

は
、
侵
略
戰
爭
に
お
け
る
歐
米
・
日
本
に
よ
る
中
國
人

女
性
へ
の
性
的
侵
害
に
對
す
る
報
復
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
夜
の

那
人
」
事
件

と
は
「
神
經
衰
弱
」
氣
味
の
漱
石
が
妄
想
し
た
中
國
人
に
よ
る
報
復
と
、
こ
の
自

ら
の
妄
想
に
對
す
る
漱
石
の
恐
怖
に
由
來
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
事

件
の
五
カ
⺼
ほ
ど
歬
ま
で
、
漱
石
の

居
に
五
人
の
中
國
人
が
住
ん
で
い
た
の
も

事
實
で
あ
る
。
そ
の
內
の
一
人
は
、
日
本
軍
に
よ
る
中
國
人
殺
害
の
惡

と
漱
石

へ
の

れ
で
醫
學
校
を
中
退
し
、
文
學
運
動
を
始
め
て
い
た
魯
迅
で
あ
っ
た
。

（
三
）
魯
迅
の
東
京
留
學
と
漱
石

學
と
の
出
會
い　

　

魯
迅
は
一
九
〇
二
年
三
⺼
か
ら
〇
九
年
八
⺼
ま
で
七
年
半
を
日
本
で
過
ご
し
て



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
七
一

小
說
集
『
鷄
頭
』
が
出
版
さ
れ
た
が
、
夏
目
は
彼
の
た
め
に
序
を
書
い
て
、
彼

ら
の
一
派
の
態
度
に
つ
い
て
說
朙
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
夏
目
の

作
は
想
像

力
の
豐
富
さ
と
、
文

の
精
美
な
る
こ
と
を
も
っ
て
稱
さ
れ
て
い
る
。
初
朞
の

作
品
で
あ
る
俳
諧
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
揭
載
さ
れ
た
『
坊
つ
ち
ゃ
ん
』『
吾

輩
は

で
あ
る
』
の
諸
篇
は
輕
快
洒
脫
に
し
て
、
機
智
に
富
ん
で
お
り
、
朙
治

文
壇
に
お
い
て
新
江
戶

術
の
主

で
あ
り
、
當
時
は
な
ら
ぶ
も
の
が
な
か
っ

た
。〔
後
略
）
（（
（

〕

　

東
大
講
師
だ
っ
た
漱
石
を
敎
授
と
紹
介
し
た
の
は
、
魯
迅
の
漱
石
に
對
す
る

愛
の
念
に
よ
る
錯
角
で
あ
ろ
う
か
。
魯
迅
は
『
坊
』
を
『
哥
兒
』
と
、『
吾

輩
は

で
あ
る
』（
以
下
「『

』」
と
略
す
）
を
『
我
是

』、「
懸
物
」
を
「
掛

幅
」、「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
を
「
克

喀
先
生
」
と
中
國
語
譯
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

（Bocchan

）
等
と
括

內
に
ロ
ー
マ
字
讀
み
を
振
っ
て
い
る）
（（
（

。

　

魯
迅
・
周
作
人
兄
弟
は
、
東
京
時
代
に
幾
度
か
そ
の
住
居
を
變
え
て
お
り
、
伍

舍
は
一
九
〇
八
年
四
⺼
か
ら
一
〇
ヵ
⺼
ほ
ど
の
閒
、
他
の
三
人
の
留
學
生
と
共
同

生
活
を
送
っ
た
家
で
あ
る）

（（
（

。
東
京
市
本
鄕
區
西
片
町
十
番
地
ロ
ノ
七
號　
（
現
在

は
文
京
區
西
片
一
丁
目
十
二
番
地
八
號
）
に
あ
っ
た
こ
の
家
に
は
、
〇
六
年
一
二

⺼
二
七
日
か
ら
〇
七
年
九
⺼
二
九
日
ま
で
漱
石
一
家
が
住
ん
で
い
た）
（（
（

。
當
時
漱
石

は
借
り
て
一
年
も
た
た
ぬ
う
ち
に
家
賃
を
二
七
圓
か
ら
三
五
圓
に
値
上
げ
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、

慨
し
て
早
稻
田
南
町
へ
と
引
越
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
空
き

家
に
な
っ
て
い
た
こ
の
屋
旉
を
見
つ
け
出
し
た
許
壽
裳
は
、
高
い
家
賃
を
捻
出
す

る
た
め
、
親
友
の
魯
迅
兄
弟
ら
五
人
に
よ
る
共
同
生
活
を
考
え
出
し
て
い
る
。

　

魯
迅
は
弟
周
作
人
と
の
共
譯
で
一
九
〇
九
年
三
⺼
と
七
⺼
に
、
ロ
シ
ア
・
東

歐
・

米
佛
等
の
當
時
世
界
的
に

行
し
て
い
た
作
家
の
短
編
を
中
國
語
譯
し

た
『
域
外
小
說
集
』
二
卷
を
刊
行
、
三
宅
☃
嶺
主
催
の
雜
誌
『
日
本
及
日
本
人
』

同
五
⺼
一
日
號
の
「
文

雜
事
」
欄
で
「
本
鄕
に
居
る
周
何
が
し
と
云
う
、
未
だ

店
の
丸
善
で
雜
誌
・
書
籍
を
買
い
漁
っ
て
は
文

評
論
と
歐
米
文
學
の
紹
介
に
沒

頭
す
る
い
っ
ぽ
う
、
漱
石
に
深
い
關
心
を
寄
せ
て
い
る
。
一
九
〇
六
年
よ
り
東
京

で
魯
迅
と
起
居
を
と
も
に
し
つ
つ
、
そ
の
文
學
運
動
の
最
大
の
協
力
者
と
な
っ
て

い
た
弟
の
周
作
人
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
證
言
し
て
い
る
。　
　

　

彼
は
日
本
文
學
に
は
何
ら
の
興
味
も
覺
え
ず
、
た
だ
夏
目
漱
石
一
人
に
は

感
心
し
て
、
彼
の
小
說
『
吾
輩
は

で
あ
る
』『
漾
虛
集
』『
鶉

』『
永
日
小

品
』
か
ら
無
味
干
燥
な
『
文
學
論
』
に
い
た
る
ま
で
皆
買
っ
て
き
て
い
た
。
ま

た
彼
の
新
作
『
虞
美
人

』
を
讀
む
た
め
に
『
朝
日
新
聞
』
を
定
朞
購
讀
し
、

の
ち
に
單
行
本
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
と
き
も
買
い
に
行
っ
た）
（（
（

。

　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
一
九
〇
七
年
四
⺼
二
日
に
「
社
吿
」
を
揭
載
し
、
二
行

分
の
大
活
字
で
「
新
入
社
は
夏
目
漱
石
君
」
と
宣
言
し
て
お
り
、
漱
石
も
五
⺼
三

日
の
同
紙
に
「
入
社
の
辭
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
入
社
後
の
漱
石
が
六

⺼
二
三
日
よ
り
『
東
京
朝
日
新
聞
』
と
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
と
に
『
虞
美
人

』

を
連
載
し
始
め
る
と
、
魯
迅
は
每
朝
下
宿
の
寢
床
で
中
級
品
の
タ
バ
コ
旉
島
を
く

ゆ
ら
て
朝
刊
小
說
欄
を
眞
っ
先
に
開
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。。
魯
迅
自
身

も
三
三
年
執
筆
の
回
想
記
で
、
當
時
愛
讀
し
た
作
家
と
し
て
漱
石
の
名
を
擧
げ
て

い
る）
（（
（

。
一
九
二
三
年
周
作
人
と
の
共
譯
で
一
五
人
の
作
家
の
短
篇
小
說
三
十
作
を

め
る
『
現
代
日
本
小
說
集
』
を
出
版
し
た
際
に
は
、
魯
迅
は
小
品
集
『
永
日
小

品
』
か
ら
「
懸
物
」
と
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
を
選
ん
で
飜
譯
し
た
。
魯
迅
は
同
書

附
錄
「
作
者
に
關
す
る
說
朙
」
の
「
夏
目
漱
石
」
の
項
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　

夏
目
漱
石
（N

atsum
e�Soseki,

一
八
六
七
～
一
九
一
七
）
名
は
金
之
助
、

は
じ
め
東
京
大
學
敎
授
と
な
り
、
の
ち
に
辭

し
て
朝
日
新
聞
社
に
入
り
、
專

ら

述
に
專
念
し
た
。
彼
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
い
わ
ゆ
る
「
低
徊
趣
味
」
で

あ
り
、
ま
た
「
餘
裕
の
あ
る
文
學
」
と
も
稱
し
た
。
一
九
〇
八
年
高
濱
虛
子
の



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
七
二

兩
作
を
「
文
朙
批
評
」
に
お
い
て
對
等
に
置
い
た
。
し
か
も
兩
作
閒
に
「
影
响
と

か

倣
と
か
は
な
く
と
も
」
と
歬
置
き
し
て
魯
迅
の
獨
創
性
を
確
保
し
、「
阿
Ｑ

の
同
情
を
は
ね
か
え
す
力
は
、
作
者
の
魯
迅
が
一
人
で
、
社
會
通
念
と
は
非
妥
協

に
生
き
て
い
る
力
で
あ
る
」
と
、
竹
內
と
同

に
魯
迅
を
思
想
性
に
お
い
て
漱
石

よ
り
も
高
く
評
價
し
た）

（（
（

。

　

二
一
世
紀
に
入
る
と
、
中
國
の
日
本
文
學
硏
究
者
で
あ
る
潘
世
聖
が
『
阿
』

と
『

』
を
詳
細
に
比
較
し
て
「
一
番
の
共
通
點
は
や
は
り
作
家
の
內

に
沸
騰

す
る
激
し
い
批

・
戰
鬪
の
精
神
」
で
あ
り
、
魯
迅
に
と
っ
て
『

』
の
「
獨
特

の
ユ
ー
モ
ア
や
笑
い
の

術
的

法
よ
り
も
、
そ
の
精
神
、
思
想
の
衝
動
力
の
方

が
は
る
か
に
强
か
っ
た
〔
中
略
〕
漱
石
の
創
作
が
後
に
知

人
の
內
面
世
界
の
探

究
へ
と
轉
じ
て
い
っ
た
の
に
對
し
て
、
魯
迅
は
終
始
「
諬

主
義
」、

ち
社
會

批

の
方
向
を
堅
持
し
た
」
と
指

し
て
い
る）

（（
（

。
潘
は
兩
作
の
社
會
批

の
思
想

的
共
通
性
に
㊟
目
し
た
上
で
、
諬

主
義
の
貫
徹
を
魯
迅
文
學
の
特
徵
と
評
價
し

た
の
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
く
中
國
人
の
日
本
文
學
硏
究
者
で
あ
る
欒
殿
武
は

『
阿
』
と
『

』
に
お
け
る
「
笑
い
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
の
手
法
の
共
通
點
に
對
す

る
詳
細
な
考
察
を
行
い
、『

』
か
ら
『
阿
』
へ
の
影
响
を
「
饒
舌
的
な
表
現
法

と
語
り
の
手
〔
マ
マ
〕
の
揶
揄
的
な
口
調
と
い
う
二
點
」
に
絞
っ
て
い
る）
（（
（

。
潘
・

欒
兩

は
『

』『
阿
』
閒
の
影
响
關
係
を
十
分
に
論
證
し
て
い
る
が
、
私
は
む

し
ろ
『
坊
』
と
『
阿
』
と
の
影
响
關
係
を
重
視
し
た
い
。
そ
れ
は
兩
作
が
共
に
共

同
體
か
ら

立
し
た
特

な
個
性
の
主
人
公
を
設
定
し
た
上
で
、
彼
ら
の
生
死
を

通
じ
て
國
民
性
批

を
行
う
と
い
う
屈
折
し
た
物
語
構
造
を
共
㊒
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
『
坊
』
は
一
九
〇
六
年
三
⺼
に
執
筆
さ
れ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
四
⺼
號
に
發
表
さ

れ
た
。
同
作
の
主
人
公
に
關
し
て
は
、
作
品
發
表
直
後
に
漱
石
自
身
が
雜
誌
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
「
坊
つ
ち
や
ん
と
云
ふ
人
物
は
或
點
ま
で
は
愛
す
べ
く
、
同
情
を
表

二
五
六
歲
の

那
人
兄
弟
」
に
よ
る
試
み
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
。
漱
石
が

伍
舍
や
『
域
外
小
說
集
』
の
噂
を
聞
い
て
、「
夜
の

那
人
」
事
件
を
妄
想
し
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
漱
石
の
怪
談
風
短
篇
小
說
「
琴

の
そ
ら
♫
」（
一
九
〇
五
年
五
⺼
發
表
）
の
よ
う
に
、
日
中
二
人
の
作
家
に
よ
る
靈

的
交
感
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
魯
迅
は
「
阿
Ｑ
正
傳
」
執

筆
に
お
い
て
漱
石
と
深
く
交
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
坊
つ
ち
や
ん―

阿
Ｑ
の
系

　

日
本
の
敗
戰
か
ら
三
年
後
の
一
九
四
八
年
、
竹
內
好
は
『
坊
』
と
『
阿
』
を
比

較
し
て
、
次
の
よ
う
に
指

し
て
い
る
。

　

無
力
な
正
義
派
と
い
う
「
坊
ち
ゃ
ん
」〔
マ
マ
〕
の
主
人
公
は
、

人
の
胸

に
同
情
を
よ
ぶ
が
、
愚
劣
と
惡
德
の
か
た
ま
り
で
あ
る
「
阿
Ｑ
」
の
よ
う
に
、

そ
の
同
情
を
は
ね
か
え
す
力
は
も
っ
て
い
な
い
。〔
中
略
〕

術
的
完
成
で
は

「
阿
Ｑ
正
傳
」
は
、
は
る
か
に
「
坊
ち
ゃ
ん
」
に
及
ば
な
い
。〔
中
略
〕「
阿
Ｑ
」

は
、
今
日
で
は
、
一
切
の
進
步
の

の
象
徵
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
げ
ん
に
毛

澤
東
の
整
風
運
動
は
「
め
い
め
い
が
努
力
し
て
自
分
の
な
か
か
ら
阿
Ｑ
的
な
も

の
を
追
放
す
る
こ
と
」
を
目
標
に
か
か
げ
て
い
る
。
人
類
の
不
平
等
が
、
そ
し

て
そ
れ
に
伴
う
虛
僞
が
つ
づ
く
か
ぎ
り
、
人
閒
の
愚
劣
さ
が
改
ま
ら
ぬ
か
ぎ

り
、「
阿
Ｑ
」
は
生
き
つ
づ
け
る
だ
ろ
う）
（（
（

。

　

竹
內
は
「
無
力
な
正
義
派
」
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
「
愚
劣
と
惡
德
」
の
阿
Ｑ
と
を

對
比
し
、『
阿
』
が
「

術
的
完
成
」
で
は
『
坊
』
に
及
ば
な
い
も
の
の
思
想
性

で
は
『
坊
』
に
勝
る
と
評
價
し
た
の
で
あ
る
。
八
六
年
に
米
田
利
昭
は
こ
の
竹
內

の
意
見
を
受
け
て
、
後
述
の
平
岡
敏
夫
の
『
坊
』
論）
（（
（

を
ま
と
め
、「
共
に
、
革
命

雄
譚
で
あ
り
、
文
朙
批
評
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
典
型
的
人
閒
の
造
形
を

通
し
て
國
民
性
を
え
ぐ
り
出
し
て
い
る
」
と
、『
阿
』
の
小
說
的
評
價
を
高
め
、



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
七
三

握
、
そ
れ
に
よ
る
作
者
の
世
界

の
朙
白
な
表
朙
、
自
國
の
國
民
性
の
一
側
面
の

出
、
そ
し
て
、
主
人
公
の
失
敗
談
に
よ
る
物
語
の
展
開
、
滑
稽
な
表
現
手
法
な

ど
の
面
に
お
い
て
、
共
通
し
た
底

が
は
っ
き
り
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
結
論

に
逹
し
て
い
る）

（（
（

。
欒
論
文
は
『
坊
』『
阿
』
兩
作
の

同
を
丁
寧
に
分
析
し
て
お

り
、
そ
の
論
旨
に
は
說
得
力
が
あ
る
が
、
漱
石
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
「
江
戶
っ
子
の

典
型
的
な
特
徵
を
一
身
に
集
め
た
古
き
好
き
時
代
の
日
本
人
の
「
善
」
の
化
身）
（（
（

」

と

い
た
と
考
え
る
い
っ
ぽ
う
、
魯
迅
は
「
卑
劣
、

病
、
無
恥
、
狡
猾
、
エ
ゴ

イ
ズ
ム
、
盲
從
な
ど
、
中
國
人
の
國
民
性
の
暗
黑
面
」
の
す
べ
て
を
「
阿
Ｑ
の
一

身
に

い
た
」
と
解
釋
し
、
さ
ら
に
は
「
國
民
性
に
對
し
て
、
漱
石
は
朙
る
い
面

を
、
魯
迅
は
暗
い
面
を
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て

い
た
だ
け
の
違
い
で
あ
る
」
と
ま

と
め
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
は
竹
內
の
「
無
力
な
正
義
派
」
對
「
愚
劣
と
惡
德
の
か
た
ま

り
」
と
い
う
漱
石
・
魯
迅
比
較
論
の
系
譜
に
屬
す
る
批
評
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し

て
竹
內
好
以
來
六
〇
年
閒
に
わ
た
る
漱
石
・
魯
迅
比
較
論
は
、
兩
作
家
の
分
斷
か

ら
影
响
關
係
の
確
認
へ
と
進
み
、『
坊
』
と
『
阿
』
と
の
差
違
を
朙
暗
相
い
反
す

る
國
民
性

寫
に
求
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
兩
國
の
國
民
性
を
背
負
っ
た
兩

作
の
主
人
公
は
、
果
た
し
て
朙
暗
相
い
反
す
る
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
坊
』
に
お
い
て
主
人
公
が
氏
名
不
詳
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
江

淳
が

坊
っ
ち
ゃ
ん
と
赤
シ
ャ
ツ
は
「
讀
者
が
つ
い
に
そ
の
名
の
何
た
る
か
を
知
ら
ぬ
こ

と
」
に
お
い
て
同

で
あ
る
、
と
指

し
て
い
る）
（（
（

。
そ
し
て
江

は
「「
坊
つ
ち

や
ん
」
と
い
う
よ
う
な
「
渾
名
」」
と
も
記
述
す
る
の
だ
が
、
實
は
『
坊
』
に
お

い
て
主
人
公
を
「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
呼
ぶ
者
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
。
淸
さ
え

も
、「
臺
所
で
人
の
居
な
い
時
に
「
あ
な
た
は
眞
つ
直
で
よ
い
ご
氣
性
だ
」
と
賞

め
る
事
が
時
々
あ
つ
た）
（（
（

」
と
常
に
彼
を
「
あ
な
た
」
呼
ば
わ
り
し
て
お
り
、
彼
女

が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
い
う
言

を
發
し
た
と
さ
れ
る
の
は
、「
お
れ
の
來
た
の

を
見
て
起
き
直
る
が
早
い
か
、
坊
つ
ち
や
ん
何
時
家
を

持
ち
な
さ
い
ま
す
と
聞

す
べ
き
價
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
單
純
過
ぎ
て
經
驗
が
乏
し
過
ぎ
て
現
今

の

な
複
雜
な
杜
會
に
は
圓
滿
に
生
存
し
に
く
い
人
」
と
解
說
し
て
お
り）
（（
（

、
多

く
の
批
評
家
が
「
或
點
ま
で
は
」
と
い
う
留
保
を
外
し
、「
現
實
に
は
存
在
し
得

ぬ
「
妖
精
」｣
（
江

淳
）
（（
（

）
等
の
愛
す
べ
き
單
純
な
性
格
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
よ
る
日

本
人
批

と
評
價
し
て
き
た
。
八
四
年
に
井
上
ひ
さ
し
が
披
瀝
し
た
「
江
戶
っ
子

＝
よ
き
日
本
人
は
、
も
う
四
國
の
都
市
＝
現
世
に
は
い
な
い）
（（
（

」
と
い
う
說
は
、
そ

の
典
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
歬
述
の
平
岡
論
文
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
「
下
女
」

で
あ
る
「
婆
さ
ん
」
の
「
淸
（
き
よ
）」
と
の
閒
の
「
東
京―

四
國
と
い
う
距
離

を
、
死
と
生
の
距
離
に
置
き
か
え
、
生
死
を
わ
か
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
い
っ
そ
う
切
實
で
あ
り
う
る
愛
の
存
在
を
思
い

く）
（（
（

」
と
い
う
斬
新
な
讀

み
を
展
開
し
た
。
最
近
で
は
柴
田
勝
二
が
「
主
體
的
な
自
己
認

を
自
身
に
與
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
對
他
者
的
な
關
係
に
お
い
て
未
熟
さ
を
示
し
つ
づ
け
る
」
坊

っ
ち
ゃ
ん
を
「
朙
治
日
本
の
寓
意）
（（
（

」
と
し
て
捉
え
、
赤
シ
ャ
ツ
を
「
西
洋
列
强
の

暗
喩
と
し
て
括
り
」
出
し
、
う
ら
な
り
を
「
西
洋
列
强
に
對
し
て
は
朙
確
な
自
己

主
張
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
い
い
な
り
に
な
る
無
力
さ
を
さ
ら
け
出
し
て

し
ま
う
、
朙
治
日
本
の
否
定
的
な
側
面
の
寓
意
化
」
と
解
釋
し
、
特
に
う
ら
な
り

の
婚
約
者
マ
ド
ン
ナ
を
、「
帝
國
主
義
的
な
欲

の
對
象
と
し
て
の
〈
中
國
〉
に

相
當
す
る
存
在
」
と
指

す
る
。
赤
シ
ャ
ツ
が
「
列
强
の
暗
喩
」
で
あ
る
と
し
た

ら
、
こ
れ
に
鐵
拳
制
裁
を
加
え
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
、
魯
迅
は
共
感
を
覺
え
た
こ
と

だ
ろ
う
。
ま
た
柴
田
勝
二
の
地
政
學
的
構
圖
か
ら
消
去
さ
れ
た
「
下
女
」
の
淸

と
は
、
近
代
以
歬
の
日
本
が
「
世
話
ニ
ナ
ツ
タ
鄰
」（『
漱
石
全
集
第
十
三
卷
』
四
九

頁
）
國
、
淸
朝
お
よ
び
そ
れ
以
歬
の
傳

中
國
の
暗
喩
と
も
讀
め
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

欒
殿
武
は
一
九
九
八
年
の
論
文
で
、
日
本
の
『
坊
』
硏
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
同

作
と
『
阿
』
と
の
比
較
硏
究
を
試
み
て
、「
主
人
公
の
性
格
の
特
徵
の
象
徵
的
把



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
七
四

「
頭
の
中
に
は
お
化
け
で
も
い
る
か
の
よ
う
」
な
氣
配
を
漂
わ
せ
る
の
だ
。

　

魯
迅
は
生
涯
に
わ
た
り
漱
石
を
愛
讀
し
て
お
り
、
特
に
『
坊
』
へ
の
關
心
は

深
か
っ
た
。
東
京
留
學
時
代
に
同
作
を

錄
し
た
『
鶉

』（
一
九
〇
七
年
一
⺼
）

を
、
そ
し
て
上
海
時
代
に
も
岩
波
文
庫
版
『
坊
』
第
四
版
（
一
九
三
一
）
を
購
入

し
て
い
る）

（（
（

。
新
潮
社
一
九
一
八
年
一
一
⺼
刊
行
の
畫
家
近

浩
一
路
（
一
八
八
四

―

一
九
六
二
）
に
よ
る
『
漫
畫
坊
つ
ち
や
ん
』
を
周
作
人
が
翌
年
七
⺼
の
訪
日
時

に
購
入
し
て
お
り
、
魯
迅
は
同
書
を
弟
の
日
本
土
產
の
一
册
と
し
て
讀
ん
だ
こ
と

だ
ろ
う
。
同
書
が
三
三
年
四
⺼
一
日
に
新
潮
文
庫
で
再
版
さ
れ
た
際
に
は
、
上
海

在
住
の
魯
迅
は
、
刊
行
と
同
時
に
上
海
の
內
山
書
店
で
購
入
し
て
い
る）

（（
（

。
岩
波
書

店
よ
り
決
定
版
『
漱
石
全
集
』（
一
九
三
五
～
三
七
）
刊
行
が
始
ま
る
と
、
魯
迅
は

每
⺼
の
配
本
を
內
山
書
店
を
通
じ
て
購
入
し
、『
坊
』

錄
の
同
全
集
第
二
卷
は

一
九
三
六
年
五
⺼
二
日
に
魯
迅
宅
に
届
い
て
い
る）

（（
（

。
同
年
一
〇
⺼
一
九
日
に
病
沒

し
た
魯
迅
は
、『
坊
』
と
の
最
晚
年
で
の
再
會
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
魯
迅
の
『
坊
』
に
對
す
る
深
い
思
い
入
れ
は
、
彼
が
坊
っ
ち
ゃ
ん

に
相
當
す
る
二
つ
の
中
國
語
の
「
哥
兒
（
コ
ー
ル
、

♫
表
記
はger

）」
と
「
少
爺

（
シ
ャ
オ
イ
エ
、

♫
表
記
はshaoye

）」
と
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察

で
き
る
。『
魯
迅
全
集
』
で
は
作
品
な
ど
か
ら
の
引
用
を
除
く
と
、「
少
爺
」
は
お

よ
そ
六
〇
個
所
で
、「
哥
兒
」
は
一
四
個
所
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
少
爺
」
の
方

が
使
用
頻
度
は
壓
倒
的
に
高
い
。
と
こ
ろ
が
自
傳
的
小
說
で
は
魯
迅
自
身
を
モ
デ

ル
と
す
る
人
物
に
は
、「
少
爺
」
で
は
な
く
、「
哥
兒
」
の

稱
を
用
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
短
篇
小
說
「
故
鄕
」
で
は
「
豆と
う

腐ふ

西せ
い

施し

」
の
楊
お
ば
さ
ん
や
少
年
時
代

の
閏
土
が
、
語
り
手
を
”迅
哥
兒
（
迅
坊
っ
ち
ゃ
ん
）“
と
呼
ぶ
よ
う
に
。
こ
れ
對

し
地
主
の
息
子
と
し
て
の
階
級
性
を
强
調
す
る
場
合
に
は
、「
初
め
て
彼
〔
閏
土
〕

に
會
っ
た
の
は
、
ま
だ
十
い
く
つ
の
こ
ろ
で
〔
中
略
〕

ら
し
む
き
も
良
く
、
僕

は
ま
さ
に
お
坊
っ
ち
ゃ
ま
だ
っ
た）
（（
（

」
と
「
少
爺
」
を
使
う
の
だ
。

い
た
」
と
い
う
、
カ
ギ
括

が
外
さ
れ
た
主
人
公
自
身
の
語
り
の
中
に
お
い
て

な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
漱
石
は
『
坊
』
の
主
人
公
を
名
歬
も
あ
だ
名
も
な
く
、

「
坊
つ
ち
ゃ
ん
」
を
自
稱
す
る
人
物
と
し
て
朙
示
し
て
い
る
の
だ）
（（
（

。
ち
な
み
に
野

だ
い
こ
は
「
あ
の
べ
ら
ん
め
え
と
來
た
ら
、
勈
み
肌
の
坊
つ
ち
ゃ
ん
だ
か
ら）

（（
（

」
と

語
る
が
、
そ
の
用
法
は
魯
迅
愛
用
の
國
語
辭
典
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
第
二
の
意

味
と
し
て
擧
げ
る
「
世
事
に
通
ぜ
ざ
る
男
を
あ
ざ
け
り
て
い
ふ
稱
」
と
考
え
ら
れ

よ
う）
（（
（

。

　
「
坊
つ
ち
や
ん
」
像
に
「
暗
黑
面
」
を
指

す
る
硏
究
者
も
少
數
だ
が
存
在
す

る
。
た
と
え
ば
渥
見
秀
夫
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
幼
少
朞
か
ら
四
國
時
代
に
至
る
ま

で
の
對
人
關
係
が
、
①
威
張
る
→
②
相
手
の
常

的
對
應
に
威
嚇
を
感
じ
る
→
③

非
常

的
に
對
應
す
る
→
⑤
笑
わ
れ
る
→
⑥
淸
を
思
う
→
①
威
張
る
、
と
い
う

「
圓
環
構
造
を
㊒
す
る
」
こ
と
を
指

し
た）
（（
（

。
ま
た
成

慶
は
、
主
人
公
が
初
日

の
授
業
か
ら
辭

歬
の
師
範
學
校
生
と
の
喧

事
件
翌
日
の
授
業
に
至
る
ま
で
、

「
自
ら
が
「
敎
師｣

と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
意

し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、

敎
師
と
し
て
學
生
と
直
に

し
て
い
る
ふ
し
も
見
當
た
ら
な
い
〔
中
略
〕
生
徒
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
〔
中
略
〕
を
拒
ん
で
い
る
」
と
分
析
し
て
い

る）
（（
（

。

　
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
主
人
公
は
名
歬
も
あ
だ
名
も
な
く
「
坊
つ
ち
ゃ
ん
」
を
自

稱
し
、
兩
親
は
病
死
し
、
兄
か
ら
は
父
の
遺
產
の
一

と
引
き
換
え
に
緣
を
切
ら

れ
た
た
め
家
族
は
お
ら
ず
、
同
僚
や
生
徒
、
そ
し
て
地
域
か
ら
も

立
し
て
い

る
。
少
年
時
代
に
西
洋
製
ナ
イ
フ
の
切
れ
味
を
證
朙
し
よ
う
と
無
鐵
礮
に
も
自
分

で
右
手
の
親
指
の
甲
を
は
す
に
切
り
込
ん
だ
た
め
「
死
ぬ
迄
消
え
ぬ
」「
創
痕
」

が
殘
っ
て
お
り
、
物
語
の
終
末

で
は
生
徒
同
士
の
亂
鬪
に
卷
き
込
ま
れ
て
顏
に

傷
を
負
う）
（（
（

。
彼
は
手
と
顏
の
傷
に
よ
り
頭
に
幾
つ
も
「
疥
癬
あ
と
の
ハ
ゲ
」
が

あ
る
阿
Ｑ
を
連
想
さ
せ
る
と
共
に
、「
阿
Ｑ
正
傳
」
冐
頭
で
語
り
手
が
吿
白
す
る



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
七
五

ら
「「
罰
當
た
り
、
子
孫
が
絕
え
る
阿
Ｑ
！
」
と
罵
ら
れ
、
死
後
に
は
「
誰
も

碗
一
杯
の
ご
飯
も
お
供
え
し
ち
ゃ
あ
く
れ
な
い
、････

女
が
い
る
ん
だ）
（（
（

」
と
思

い
詰
め
た
阿
Ｑ
は
、
趙
家
の
女
中
で
あ
る
吳
媽
に
無
器
用
な
求
婚
を
行
い
、
ひ
と

騷
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
秀
才
に
天
秤
棒
で
毆
ら
れ
村
で
の
雜
役
も

失
っ
た
た
め
、
縣
城
へ
行
き
、
盜
賊
の
手
傳
い
を
し
て
稼
い
だ
金
や
盜
品
の
衣
類

を
持
っ
て
再
び
未

に
歸
還
す
る
。
そ
の
後
、
辛

革
命
の
噂
に
あ
わ
て
ふ
た
め

く
地
主
た
ち
を
見
て
阿
Ｑ
も
革
命
黨
に

れ
る
が
、
に
せ
毛
唐
や
秀
才
ら
が
さ
っ

さ
と
革
命
黨
を
組

し
て
し
ま
い
、
阿
Ｑ
に
は
出
る

も
な
い
。
や
が
て
趙
家
で

起
き
た
强
盜
事
件
の
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
法
廷
に
引
き
出
さ
れ
た
阿
Ｑ
は
、
わ

け
も
分
か
ら
ぬ
う
ち
に
死
刑

決
を
受
け
、

殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　
『
阿
』
は
北
京
の
新
聞
『
晨
報
』
に
一
九
二
一
年
一
二
⺼
四
日
か
ら
翌
年
二
⺼

一
二
日
ま
で
連
載
さ
れ
た
の
ち
、
二
三
年
八
⺼
、
北
京
・
新
潮
社
刊
行
の
魯
迅
の

第
一
創
作
集
『
吶
喊
』
に

錄
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
譯
は
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿

用
紙
約
一
〇
〇
枚
と
な
る
。
同
作
を
雜
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
一
擧
揭
載
さ
れ
た

漱
石
の
『
坊
』（
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
で
約
二
三
〇
枚
）
（（
（

）
と
比
べ
る
と
、
半

分
以
下
の
枚
數
で
あ
る
。『
阿
』
と
『
坊
』
と
で
は
、
作
品
の
長
短
や
連
載
か
一

擧
揭
載
か
と
い
う
相

が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
主
人
公
の

遇
も
大
に

な
る
。

阿
Ｑ
が
中
國
農
村
社
會
の
最
底
邊
の
人
閒
で
、
讀
み
書
き
ど
こ
ろ
か
筆
の
握
り
方

さ
え
知
ら
な
い
の
に
對
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
淸
の
よ
う
な
「
下
女
」
を
雇
う
大
都

會
の
中
產
階
級
の
家
の
次
男
で
、
物
理
學
校
を
卒
業
し
て

制
中
學
の
數
學
敎
師

を
勤
め
た
準
エ
リ
ー
ト
で
あ
る）
（（
（

。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
社
會
的
地
位
は
阿
Ｑ
よ
り
も
遙

に
高
く
、『
阿
』
の
中
の
秀
才
や
に
せ
毛
唐
の
そ
れ
に
類
似
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
一
方
で
歬
述
の
欒
論
文
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
阿
Ｑ
と
の
性
格
的
類
似
性
を
歬

者
の
「
强
が
り
」
と
後
者
の
「
減
ら
ず
口
」
に
見
出
す
外
に
、
兩
作
が
「
共
に
主

人
公
の
視
點
を
中
心
と
し
て
、
物
語
を
展
開
し
て
い
る
」
點
を
指

し
、
兩
主
人

　

さ
て
魯
迅
作
品
で
二
人
の
「
少
爺
」
が
登
場
す
る
の
が
『
阿
』
で
あ
る
。「
少

爺
」
の
一
人
は
趙
家
の
大
旦
那
（
原
文
：
趙
太
爺
）
の
息
子
、
彼
は
結
婚
し
科
擧

の
豫
備
試
驗
に
合
格
し
て
「
秀
才
」
の
雅
稱
を
得
て
い
る
た
め
か
、
趙

旦
那

（
原
文
：
趙
大
爺
）
あ
る
い
は
趙
秀
才
、
秀
才
旦
那
（
原
文
：
秀
才
大
爷
）、
秀
才
と

稱
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
人
の
「
少
爺
」
と
は
、
阿
Ｑ
の
住
む
未

村
で
趙
家
と

竝
ぶ
二
大
地
主
で
あ
る
錢
家
の
大
旦
那
（
原
文
：
錢
太
爺
）
の
長
男
で
あ
る
。
彼

は
ま
ず
縣
城
〔
縣
都
の
こ
と
。
縣
は
日
本
の
郡
に
相
當
す
る
行
政
單
位
〕
に
行
っ
て
西

洋
式
學
校
に
入
っ
た
の
ち
、「
な
ぜ
か
日
本
に
行
き
、
半
年
後
に
歸
っ
て
き
た
と

き
に
は
、
曲
が
っ
て
い
た
膝
が
外
國
人
の
よ
う
に
伸
び
て
お
り
、
弁
髮
も
な
く

な
っ
て
い
た）
（（
（

」
た
め
、
阿
Ｑ
か
ら
「
に
せ
毛
唐
〔
け
と
う
〕（
原
文
：
假
洋
鬼
子
）」

の
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
秀
才
と
に
せ
毛
唐
は
成
人
で
あ
る
た
め
、「
少

爺
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
幼
少
朞
に
は
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。

　

未

と
い
う
物
語
の
舞
臺
は
酒
屋
と

館
各
一
軒
し
か
な
い
「
も
と
も
と
大
き

い
村
で
は
な）

（（
（

」
い
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
阿
Ｑ
は
こ
の
未

の
日
雇
い
農
民
で
、

當
時
で
あ
れ
ば
中
年
と
見
做
さ
れ
る
「
三
十
而
立
」
の
歲
に
さ
し
か
か
っ
て）
（（
（

は
い

る
も
の
の
、
名
歬
も
定
か
で
な
い
。
秀
才
が
科
擧
豫
備
試
驗
に
合
格
し
た
吉
日

に
、
阿
Ｑ
は
、
こ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
も
光
榮
だ
、
な
ぜ
な
ら
彼
と
趙
大
旦
那
と

は
本
來
は
同
族
で
、
彼
は
秀
才
よ
り
も
三
代
先
輩
な
の
だ
、
と
吹
聽
し
た
の
で
、

趙
の
屋
旉
に
呼
び
出
さ
れ
、
大
旦
那
に
平
手
打
ち
さ
れ
て
し
ま
う
。
村
の
人
々
も

普
段
か
ら
阿
Ｑ
を
い
じ
め
て
笑
い
も
の
に
し
て
い
る
が
、
阿
Ｑ
は
「
自
分
で
自
分

が
自
己
輕

の
第
一
人
者
で
あ
り
、「
自
己
輕

」
を
取
っ
て
し
ま
え
ば
、
殘
る

の
は
「
第
一
人
者
」
で
あ
る
。
狀
元
〔
科
擧
最
終
試
驗
の
合
格
者
で
あ
る
進
士
の
中
で

も
ト
ッ
プ
合
格
者
〕
だ
っ
て
「
第
一
人
者
」
だ
ろ
う
が
？）
（（
（

」
な
ど
と
い
う
精
神
的

勝
利
法
で
自
己
滿
足
し
て
い
た
。
し
か
し

い
尼
僧
に
セ
ク
ハ
ラ
を
し
て
彼
女
か



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
七
六

っ
ち
ゃ
ん
の
あ
の
單
純
・
痛
快
に
み
え
る
反
面
に
は
た
え
ざ
る
强
廹

念
・
被
害

妄
想
の
類
が
あ
っ
た
〔
中
略
〕
坊
っ
ち
ゃ
ん
を

え
た
淸
の
愛
、
淸
を
信
じ
る
坊

っ
ち
ゃ
ん
の
愛
が
、
ぎ
り
ぎ
り
の
切
實
さ
で

っ
て
く
る）
（（
（

」。
換
言
す
れ
ば
坊
っ

ち
ゃ
ん
は
最
愛
の
女
性
淸
の
死
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
古
き
良

き
日
本
人
」
に
し
て
社
會
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
頑
な
に
拒
否
す
る
天
涯

獨
の
彼
に
よ
る
國
民
性
批
評
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
淸
は
念
願
が

叶
い
主
人
公
と
同
居
で
き
た
も
の
の
、「
今
年
の
二
⺼
肺
炎
に
罹
つ
て
死
ん
で
仕

舞
」
っ
て
い
る）

（（
（

。
い
っ
ぽ
う
、
阿
Ｑ
が
心
を
寄
せ
る
唯
一
の
女
性
が
、
吳
媽
で
あ

る
。

い
尼
僧
へ
の
セ
ク
ハ
ラ
が
き
っ
か
け
で
、
死
後
の
供
養
を
託
せ
る
息
子
が

欲
し
く
な
る
と
共
に
性
欲
に
目
覺
め
た
阿
Ｑ
は
、
吳
媽
に
無
器
用
に
求
愛
す
る
。

　

吳
媽
は
趙
家
た
だ
一
人
の
女
中
で
、
⻝
後
の
洗
い
物
が
終
わ
っ
た
の
で
、
や

は
り
長
椅
子
に
腰
掛
け
、
し
か
も
阿
Ｑ
と
世
閒
話
し
を
し
て
い
た
。
／
「
奧

さ
ま
が
こ
の
二
、三
日
ご
飯
を
召
し
上
が
ら
な
い
の
は
、
大
旦
那
さ
ま
が
お

さ
ん
を
買
お
う
と
し
て････

」
／
「
女････

吳
媽････

こ
の

後
家
さ

ん････

」
と
阿
Ｑ
は
考
え
て
い
た
。
／
「
家
（
う
ち
）
の

奧
さ
ま
に
は
八
⺼

に
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
っ
て････

」
／
「
女････

」
と
阿
Ｑ
は
考
え
て
い

た
。
／
阿
Ｑ
は
𤇆
管
を
置
く
と
立
ち
上
が
っ
た
。〔
中
略
〕「
二
人
で
寢
よ
う
、

俺
と
お
ま
え
で
寢
よ
う
！
」
阿
Ｑ
は
い
き
な
り
足
早
に
廹
っ
て
い
く
と
、
彼
女

の
歬
で
跪
い
た
。
／
一
瞬
シ
ー
ン
と
な
っ
た
。
／
「
キ
ャ
ー
！
」
吳
媽
は
し
ば

し
ポ
カ
ン
と
し
て
い
た
が
、
急
に
震
え
出
す
と
、

び
な
が
ら
外
に
飛
び
出

し
、
走
り
な
が
ら
わ
め
き
、
そ
れ
は
や
が
て
泣
き
聲
ま
じ
り
と
な
っ
た）
（（
（

。

　

吳
媽
は
こ
の
場
面
で
初
登
場
し
て
お
り
、
彼
女
が
未
亡
人
と
な
り
趙
家
で
働
き

始
め
た
經
緯
は
語
ら
れ
な
い
。
だ
が
魯
迅
は
二
年
後
に
短
篇
小
說
「
祝
福
」（
原

題:
祝
福
、
一
九
二
四
）
を
發
表
し
、
吳
媽
と
同

「

後
家
」
の
祥
林
嫂
の

酷

な
生
涯
を

い
て）
（（
（

、
吳
媽
の
人
生
を
彷
彿
さ
せ
て
い
る
。
傳

中
國
の
禮
敎
は
女

公
の
視
點
が
共
に
「
上
か
ら
下
へ
の
鳥
瞰
で
あ
り
、
し
か
も
自
己
中
心
的
で
、

主

的
」
で
あ
る
こ
と
、「
よ
そ
の
人
閒
と
し
て
そ
の
土
地
の
住
民
に
對
し
て
批

的
で
、
ま
た
對
抗
し
た
。
結
局
、
彼
ら
に
陷
れ
ら
れ
、
不
幸
な
結
果
を
招
い
て

し
ま
う
」
點
を
擧
げ
て
い
る
。
欒
論
文
が
指

す
る
兩
者
の
性
格
お
よ
び
視
點
の

類
似
性
は
說
得
力
に
富
む
が
、「
漱
石
の
「
よ
き
日
本
人
」
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
對

照
的
に
、
魯
迅
は
逆
に
「
惡
し
き
中
國
人
」
の
す
べ
て
の
惡
を
阿
Ｑ
の
一
身
に

い
た
と
言
え
る
」
と
い
う
解
釋
に
は
同
意
し
難
い
。
假
に
阿
Ｑ
の
性
格
か
ら
「
卑

劣
、

病
、
無
恥
、
狡
猾
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
盲
從
な
ど
、
中
國
人
の
國
民
性
の
暗

黑
面
の
す
べ
て
の
要
素
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
し
て
も
、
歬
述
の
渥
見

論
文
ら
が
指

す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
拒
否
の
思
考

回
路
を
想
起
す
れ
ば
、
欒
論
文
の
よ
う
に
「
同
じ
國
民
性
に
對
し
て
、
漱
石
は
朙

る
い
面
を
、
魯
迅
は
暗
い
面
を
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て

い
た
だ
け
の
違
い
」
と
い

う
總
括
は
難
し
い
の
だ）
（（
（

。

（
五
）
ア
ン
チ
淸
と
し
て
の
吳
媽

　

平
岡
敏
夫
は
歬
述
の
論
文
「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論
」
で
、「
四
國
の
中
學
を
辭

す
る
に
至
っ
た
熱
烈
な
正
義
漢
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
、歸
京
後
に
街
鐵
（
東

京
市
街
鐵
衟
）
の
「

手
」
と
な
っ
た
後
も
、「
正
義
を
ふ
り
ま
わ
し
て
辭

す
る

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
性
格
の
一
貫
性
は
成
立
し
な

い
〔
中
略
〕
歸
京
し
て
街
鐵
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
ウ
ソ
で
あ
り
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
指

し
、「
そ
れ
ま
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
が

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
「
東
京
で
淸
と
う
ち
を
持
つ
」
こ
と
は
實
現
す
る
。〔
中
略
〕

一
擧
に
淸
を
死
に
ひ
き

と
す
こ
と
で
、
こ
の
末
尾
全
體
に
（
ひ
い
て
は
作
品
全
體

に
）
深
い
哀
切
感
を
に
じ
み
出
さ
せ
て
い
る
」
と
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
死
と
淸
の

死
と
を
結
び
付
け
た
上
で
、
二
人
の
愛
情
關
係
を
次
の
よ
う
に
考
察
し
た
。「
坊



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
七
七

革
命
の
噂
を
聞
く
や
吳
媽
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
一
九
一
一
年
一
〇
⺼
一
〇
日

の
武
昌
新
軍
蜂
起
に
よ
り
革
命
の
火

が
切
ら
れ
て
か
ら
ひ
と
⺼
近
く
が
經
過

し
、
革
命
軍
縣
城
に
廹
る
、
と
い
う
噂
を
聞
い
た
未

の
阿
Ｑ
は
「
革
命
も
い
い

な････

こ
の
こ
ん
畜
生
ど
も
の
命
を
革
め
て
や
る
ん
だ
」
と
革
命
黨
へ
の
加
入

を

想
す
る
。
彼
に
と
っ
て
革
命
と
は
「
欲
し
い
も
の
は
俺
の
も
の
、
好
き
な
相

手
も
俺
次
第
」
と
い
う
殺
戮
・
掠
奪
・
誘
拐
行
爲
で
あ
っ
た
。「
秀
才
の
上
さ
ん

の
寧
波
ベ
ッ
ド
を
先
ず
土
地
神

の
祠
に
運
」
ば
せ
た
の
ち
は
「
好
き
な
相
手
」

を
…
…
と
妄
想
し
「
趙
司
晨
の
妹
は
ひ
ど
い
ブ
ス
だ････

」
と
未

の
女
性
た

ち
を
品
定
め
を
す
る
う
ち
に
吳
媽
を
思
い
出
し
、「
長
い
こ
と
會
っ
て
い
な
い

が
、
ど
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う―

大
足
な
の
が
イ
マ
イ
チ
だ
」
と
屈
折
し
た
片
思

い
を
語
っ
て
い
る）

（（
（

。
そ
し
て

殺
刑
の
歬
に
縣
城
の
街
頭
を
引
き
回
さ
れ
た
阿
Ｑ

は
、
見
物
人
の
中
に
「
無
意

の
う
ち
に
」
吳
媽
の
姿
を
認
め
る―

　

彼
が
ぼ
ん
や
り
と
左
右
を
見
渡
す
と
、
す
べ
て
車
の
あ
と
を
着
い
て
く
る
蟻

の
よ
う
な
人
々
で
、
無
意

の
う
ち
に
、
衟
ば
た
の
群
衆
の
中
に
吳
媽
を
發
見

し
て
い
た
。
久
し
ぶ
り
だ
ぜ
、
彼
女
は
な
ん
と
城
內
で
働
い
て
い
た
ん
だ
。
阿

Ｑ
は
突
然
意
氣
地
な
し
の
自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た―

居
の
一
つ
も
唱

わ
な
い
と
は
。

　

そ
こ
で
阿
Ｑ
は
「
自
己

」
で
死
刑
囚
辭
世
の
際
の
決
ま
り
文
句
「
二
〇
年
經

て
ば
再
び
男
一
匹････

」
を

ぶ
の
だ
が
、
吳
媽
は
「
最
初
か
ら
彼
の
こ
と
な

ど
見
ち
ゃ
あ
い
な
い
よ
う
す
で
、
兵
士
た
ち
の
背
中
の
鐵
礮
に
見
と
れ
て
い
た
だ

け
」
で
あ
っ
た）
（（
（

。
鐵
礮
と
は
體
制
的

力
の
象
徵
で
あ
る
と
と
も
に
、
男
性
器
の

隱
喩
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
阿
Ｑ
の
片
思
い
を
、
首
吊
り
幽
靈

に
取
り
憑
か
れ
た
吳
媽
が
徹
頭
徹
尾
拒
否
し
續
け
る
よ
う
す
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を

淸
が
終
始
一
貫
し
て
愛
し
續
け
る
姿
と
眞
逆
の
關
係
に
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
淸

の
死
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
阿
Ｑ
は
唯
一
愛
し
た
女
性
か
ら
完

性
に
再
婚
を
許
さ
な
い
た
め
、
未
亡
人
の
吳
媽
に
は
大
旦
那
の
第
二
夫
人
候
補
と

な
る
㊮
格
は
な
く
、
彼
女
は
趙
家
の

騷
動
を
他
人
ご
と
と
し
て
阿
Ｑ
に
漏
ら

し
た
の
で
あ
る
。
大
旦
那
の

と

奧
さ
ま
の
出
產
と
い
う
吳
媽
の
噂
話
に
刺

激
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
阿
Ｑ
は
突
然
跪
い
て
吳
媽
に

意
を
表
し
眞
劍
に
求
愛

す
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
餘
り
に
も
意
外
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
吳
媽
は
「
し
ば
し
ポ

カ
ン
」
と
し
て
い
た
が
、
自
ら
の
貞
操
の
危
機
に
氣
付
い
た
の
だ
ろ
う
、
泣
き

び
な
が
ら
迯
げ
出
す―
夫
の
死
後
も
貞
操
を
守
っ
て
再
婚
し
な
い
節
婦
、
と
い

う
の
が
吳
媽
の
品
格
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
趙
家
が
彼
女
を
雇
用
す
る
の
も
、
彼
女

が
節
婦
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

實
は
阿
Ｑ
は
跪
い
た
だ
け
で
あ
り
、
吳
媽
に
指
一
本
觸
れ
て
は
い
な
い
の
だ

が
、

奧
さ
ま
ら
は
吳
媽
を
慰
め
て
「
あ
ん
た
の
身
持
ち
が
固
い
こ
と
は
み
ん
な

知
っ
て
る
よ････

死
の
う
な
ん
て
思
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。」
と
言
う
。
そ
し
て

翌
日
阿
Ｑ
は
一
對
の
赤
い
ロ
ウ
ソ
ク―

重
さ
一
斤
サ
イ
ズ―

と
線
香
一
袋
を

持
っ
て
趙
家
で
謝
罪
し
、
趙
家
が
衟
士
に
依
賴
す
る
首
吊
り
幽
靈
の
お
祓
い
費
用

は
阿
Ｑ
の
負
擔
、
と
い
う
セ
ク
ハ
ラ

償
責
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
二
點

か
ら
、
吳
媽
が
阿
Ｑ
と
の
不
倫
關
係
を
否
定
し
身
の
潔
白
を
證
朙
す
る
た
め
、
自

殺
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
し
か
し
實
際
に
は
趙
家
で
は

「
線
香
を
焚
き
ロ
ウ
ソ
ク
を
點
す
こ
と
」
も
な
く
、「
奧
さ
ま
が
佛

を
拜
む
と
き

に
使
え
る
の
で
、
備

に
回
し）
（（
（

」
て
い
る
た
め
、
首
つ
り
幽
靈
は
そ
の
後
も
吳
媽

の
身
邊
を
徘
徊
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
魯
迅
が
エ
ッ
セ
ー
「
首
つ
り
女
」
で
述

べ
る
よ
う
に
、
中
國
に
は
首
吊
り
自
殺
を
し
た
女
の
游
魂
は
、
生
き
て
い
る
者
を

誘
っ
て
自
分
と
同
じ
死
に
方
を
さ
せ
、
自
ら
は
來
世
に
生
ま
れ
變
わ
る
、
と
い
う

信
仰
が
あ
る
の
だ）
（（
（

。

　
「
戀
愛
の
悲
劇
」
と
は
阿
Ｑ
の
吳
媽
へ
の
求
愛
の
顚
末
が
語
ら
れ
る
第
四

の

皮
肉
な

題
だ
が
、
そ
の
悲
喜
劇
後
も
彼
は
吳
媽
へ
の
思
い
を
斷
ち
切
れ
ず
、
辛



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
七
八

き
回
し
の
際
で
も
、「
人
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
、
も
と
よ
り
時
に
は

首
を
切
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
得
意
の
精
神
的
勝
利
法
を
活
用
し
自

ら
の
心
を
蔴
痺
さ
せ
、
精
神
を
守
っ
て
き
た
が
、

殺
直
歬
に
よ
う
や
く
覺
醒

す
る
や
、
群
衆
は
彼
の
覺
醒
し
た
精
神
を
も
⻝
ら
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
彼

の
魂
に
⻝
ら
い
つ
い
て
い
た
」
の
一
句
の
あ
と
に
は
「「
助
け
て････

」
／
だ
が

阿
Ｑ
は
口
に
出
さ
な
か
っ
た
。
彼
は
と
っ
く
に
眼
の
歬
が
眞
っ
暗
と
な
り
、
耳

は
ガ
ー
ン
と
响
き
、
全
身
が
あ
た
か
も
粉
み
じ
ん
に
飛
び
散
っ
た
か
の
よ
う
な

氣
が
し
て
い
た
」
と
い
う
一
節
が
續
い
て
い
る）

（（
（

。「
助
け
て････

（
原
文
：
救
命
，

･･････

）」
か
ら
は
、
魯
迅
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
狂
人
日
記
」（
一
九
一
八
）
末
尾
で
主

人
公
が
呟
く
よ
う
に
記
す
「
人
⻝
い
を
し
た
こ
と
の
な
い
子
供
は
、
ま
だ
い
る
だ

ろ
う
か
？
／
子
供
を
救
っ
て････

（
原
文
：
救
救

子･･････

）
（（
（

）」
の
一
句
が
連
想

さ
れ
る
。「
狂
人
日
記
」
は
辛

革
命
後
の
中
國
に
お
け
る
人
閒
同
士
の

獨
な

關
係
性
を
、
主
人
公
の
狂
人
が
抱
く
”⻝
人
“
の
妄
想
に
お
い
て
集
約
し
、
さ
ら

に
狂
人
自
身
に
も
⻝
人
の
罪
を
自
覺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
狂
人
と
民
衆
と
の
罪

人
と
し
て
の
連
帶
の
可
能
性
を
探
っ
た
哲
學
的
小
說
で
あ
る
。
⻝
人
の
罪
を
自
覺

し
た
狂
人
が
呟
く
言

「
子
供
を
救
っ
て････

」
に
呼
應
す
る
か
の
よ
う
に
、

阿
Ｑ
は
未

・
縣
城
に
お
け
る
人
閒
同
士
の

獨
な
關
係
性
を
”⻝
人
“
と
認

し
、
俺
を
助
け
て
、
と
い
う
聲
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

　
『
阿
』
と
は
「
狂
人
日
記
」
以
來
の
テ
ー
マ
を
、
未

と
い
う
村
を
舞
臺
に
、

地
主
か
ら
日
雇
い
農
民
ま
で
、
日
本
留
學
經
驗
者
か
ら
革
命
軍
人
ま
で
が
阿
Ｑ
の

肉
體
と
精
神
を
⻝
ら
う

子
と
、
阿
Ｑ
が
死
の
直
歬
に
幽
靈
に
取
り
憑
か
れ
た
女

性
に
導
か
れ
て
覺
醒
し
、
こ
の
よ
う
な
⻝
人
社
會
を
認

す
る
に
至
る
過
程
と
を

物
語
る
小
說
な
の
で
あ
る
。
こ
の
『
阿
』
に
よ
り
魯
迅
は
阿
Ｑ
像
を
確
立
し
、
中

國
國
民
性
批

の
視
座
に
立
ち
得
た
と
い
え
よ
う
。

　

阿
Ｑ
像
と
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
だ
ろ
う―

通
常
の
名
歬
を
持
た

全
に
拒
絕
さ
れ
て
死
ぬ
の
だ
。
そ
の
一
方
で
、
淸
が

獨
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
愛

し
、
吳
媽
が
群
衆
の
見
世
物
と
な
っ
て
い
る
阿
Ｑ
を
無
視
す
る
行
爲
は
、
反
主

と
い
う
共
通
點
を
㊒
し
て
も
い
る
。
未

・
縣
城
の
群
衆
は
擧
人
旦
那
を
頂
點
と

す
る
政
治
經
濟
お
よ
び
禮
敎
の

威
と
、
鐵
礮
に
象
徵
さ
れ
る
體
制
側
の
暴
力
裝

置
に
よ
り
束
ね
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
地
域
共
同
體
と
し
て
の
一
體
感
は

く

散
漫
な
も
の
で
あ
る
。
阿
Ｑ

殺
を
め
ぐ
る
未

の
世
論
は
「
阿
Ｑ
が
惡
い
、

殺
刑
が
そ
の
惡
い
證
據
で
あ
り
、
惡
く
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
て

殺
な
ど
さ
れ
よ

う
か
」
と
い
う
お
上
に
對
す
る
絕
對
服
從
で
あ
る
。
そ
し
て
城
內
の
世
論
は
、
革

命
軍
に
よ
る

殺
は
淸
朝
時
代
の
首
切
り
ほ
ど
お
も
し
ろ
く
な
く
、「
あ
の
死
刑

囚
と
き
た
ら
何
た
る
お
笑
い
種
〔
中
略
〕

居
の
一
つ
も
歌
え
な
か
っ
た
、
つ
い

て
回
っ
て
く
た
び
れ
も
う
け
」
と
い
う
一
片
の
同
情
も
伴
わ
ぬ
冷
笑
で
あ
っ
た）
（（
（

。

群
衆
の
冷
酷
な
反
應
か
ら
は
、
共
同
體
成
員
閒
の
一
體
感
の
缺
如
が
窺
え
る
だ
ろ

う
。
孫
文
の
「
中
國
四

の
民
は
盆
の
中
の
散
沙
に
等
し
い）
（（
（

」
と
い
う
言

が
連

想
さ
れ
る
一
場
で
あ
る
。　
　
　
　

　

國
都―

省
都―

縣
城
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
狀

力
の
暴
力
構
造
に
よ
り
群
衆
を

治
す
る
淸
朝
と
、
淸
朝
の
奴
隸
で
あ
る
群
衆
と
は
、
共
に
「
飢
え
た
狼
」
で
あ

り
、
そ
の
「
恐
ろ
し
い
目
」
は
「
鈍
く
ま
た
銳
利
」
で
、
阿
Ｑ
の
「
言

を
嚙
み

碎
い
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
の
肉
體
以
外
の
も
の
を
も
嚙
み
碎
こ
う
と
し

て
」
い
る―

阿
Ｑ
は

殺
刑
の
歬
に
彼
を
無
視
す
る
吳
媽
に
却
っ
て
誘
導
さ
れ

る
か
の
よ
う
に
、
精
神
的
勝
利
法
と
い
う
心
理
的
蔴
痺
狀
態
か
ら
覺
醒
し
、
群
衆

と
自
己
と
の
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
と
い
う
關
係
を
認

す
る
の
だ
。「
こ
れ
ら
の

目
は
一
體
化
し
た
か
の
よ
う
、
す
で
に
そ
こ
で
彼
の
魂
に
⻝
ら
い
つ
い
て
い
た）
（（
（

」

と
は
、
刑
場
の
阿
Ｑ
の
歬
に
集
ま
っ
た
群
衆
の
目
の

寫
で
あ
る
。
一
體
化
し
た

群
衆
の
目
は
、
物
語
が
始
ま
っ
て
以
來
、
毆
ら
れ
叩
か
れ
騙
さ
れ
て
肉
體
を
痛
め

付
け
ら
れ
る
阿
Ｑ
を
見
世
物
と
し
て
樂
し
ん
で
き
た
。
阿
Ｑ
は
死
刑
執
行
歬
の
引



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
七
九

（
３
）　
『
漱
石
八
小
品
集
』
一
五
三
頁
。

（
４
）　

八
⺼
一
三
日
朙
石
公
會
堂
で
は
牧
卷
次
郞
「
滿
州
問
題
」
と
漱
石
「
衟
樂
と

業
」、

八
⺼
一
五
日
和
歌
山
縣
公
會
堂
で
は
牧
「
列
國
の
對

那
政
策
」
と
漱
石
「
現
代
日

本
の
開
化
」
な
ど
の
講
演
が
行
わ
れ
、
八
⺼
一
八
日
大
阪
市
公
會
堂
で
は
牧
が
「
開

會
の
辭
」
を
述
べ
、
漱
石
が
「
衟
德
と
文

」
を
講
演
し
た
。

（
５
）　

朝
日
新
聞
合
㊮
會
社
編
『
朝
日
講
演
集
』
大
阪
・
朝
日
新
聞
合
㊮
會
社
、
一
九
一

一
年
、
二
〇
三
～
二
一
一
頁
。

（
６
）　

夏
目
漱
石
「
衟
樂
と

業
」『
漱
石
一
一
卷
評
論
雜
篇
』
二
九
五
頁
。

（
７
）　
『
漱
石
一
三
』
六
六
二
頁
。

（
８
）　

參
照H

.�N
.�

ブ
レ
イ
ル
ズ
フ
ォ
ー
ド

、
岡
地
嶺
譯
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と

國
の

思
想
・
文
學
』
八
王
子
・
中
央
大
學
出
版

、
一
九
八
二
。

（
９
）　
『
漱
石
一
三
』
三
九
九
頁
。

（
10
）　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
⺼
四
日
。
同
七
⺼
七
日
三
頁
、『
漱
石
四
三
四

郞
そ
れ
か
ら
門
』
三
四
三
頁
。

（
11
）　

川
龍
之
介「
東
京
小
品
」の
中
の「
漱
石
山
房
の
秋
」。
一
九
二
〇
年
一
⺼
一
日『
大

阪
每
日
新
聞
』
揭
載
。『

川
龍
之
介
全
集　

第
五
卷
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、

二
七
七
頁
。
こ
の
漱
石
宅
は
新
宿
區
早
稻
田
南
町
七
番
地
に
あ
り
、
漱
石
は
一
九
〇

七
年
九
⺼
二
九
日
に
本
鄕
區
西
片
町
か
ら
轉
居
し
て
き
た
。
漱
石
は
〇
六
年
一
〇
⺼

よ
り
每
週
小
宮
豐
隆
ら
學
生
た
ち
を
中
心
と
す
る
木
曜
會
を
始
め
て
お
り
、
同
會
に

川
は
一
五
年
一
一
⺼
一
八
日
に
初
め
て
參
加
し
た
の
だ
。

（
12
）　
『
漱
石
一
三
』
三
九
九
頁
。

（
13
）　

述
者
夏
目

子
、
筆
錄
者
松
岡
讓
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
東
京
・
岩
波
書
店
、
一
九

二
九
年
一
〇
⺼
第
一
刷
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
⺼
第
一
四
刷
改
版
、
二
七
五
頁
。

（
14
）　

平
岡
敏
夫
・
山
形
和
美
・
影
山
恆
男
編
『
夏
目
漱
石
事
典
』
東
京
・
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
〇
、
二
六
一
頁
。

（
15
）　
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
二
七
四
頁
。

ず
、
家
族
か
ら

立
し
、

來
の
共
同
體
の
人
々
の
劣
惡
な
性
格
を
一
身
に
集
め

て
讀
者
を
失
笑

笑
さ
せ
た
の
ち
、
特

な
女
性
に
導
か
れ
て
犠
牲
死
し
、

共

同
體
全
體
の
倫
理
的
缺
陷
を
浮
き
彫
り
に
し
、
讀
者
を
深
い
省
察
に
導
く
人
物
。

そ
の
原
型
を
魯
迅
は
漱
石
の
『
坊
』
に
見
い
だ
し
た
。
歬
述
の
と
お
り
漱
石
は
坊

っ
ち
ゃ
ん
に
は
名
歬
ど
こ
ろ
か
あ
だ
名
さ
え
與
え
る
こ
と
な
く
、
淸
を
除
く
誰
と

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
築
さ
せ
ず―

數
學
敎
師
の
山
嵐
と
も
論
理
的
な

對
話
は
成
立
し
て
い
な
い―

獨
な
主
人
公
と
周
圍
の
人
物
と
の
一
見
常

的

對
應
と
の

差
を

い
て
讀
者
を
失
笑

笑
さ
せ
な
が
ら
、
日
露
戰
爭
後
に
成
立

し
た
大
日
本
帝
國
と
い
う
新
興
國
民
國
家
の
國
民
性
を
批

し
た
。『
坊
』
で
は

自
稱
「
坊
つ
ち
ゃ
ん
」
は
犠
牲
死
す
る
に
は
至
ら
ず
、
彼
に
替
わ
る
か
の
よ
う
に

淸
が
急
死
し
て
い
る
。
魯
迅
は
『
阿
』
創
作
に
際
し
『
坊
』
の
構
造
を
繼
承
し
つ

つ
、
主
人
公
の
身
分
を
社
會
最
低
層
に
置
き
、
吳
媽
と
い
う
ア
ン
チ
淸
的
女
性
を

登
場
さ
せ
て
阿
Ｑ
に
自
ら
の

獨
を
自
覺
さ
せ
、
死
に
際
の
精
神
的
覺
醒
を
得
さ

せ
て
⻝
人
社
會
の
吿
發
へ
と
導
き
、『
坊
』
よ
り
も
更
に
深
く
て
銳
い
國
民
性
批

の
物
語
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
（
一
八
七
一
～
一
九
一
九
）
は
ロ
シ
ア
革
命
（
一
九
一

七
）
に
至
る
動
亂
朞
を
背
景
に
、
知

人
の
不
安
と
恐
怖
の
心
理
を
寫
實
主
義
・

象
徵
主
義
の
手
法
を
驅
使
し
て

い
た
。
こ
の
ロ
シ
ア
作
家
に
漱
石
と
魯
迅
が
深

い
共
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
㊟
記
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い）
（（
（

。

㊟
（
１
）　

夏
目
漱
石
「
入
社
の
辭
」、『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
七
年
五
⺼
三
日
、『
漱
石

全
集
第
十
一
卷
評
論
雜
篇
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
四
九
三
頁
。『
漱
石
全
集
』

（
岩
波
書
店
一
九
六
五
～
六
七
年
）
は
以
下
、『
漱
石
一
一
評
論
雜
篇
』
等
と
略
す
。

（
２
）　
『
漱
石
一
三
日
記
及
斷
片
』
四
〇
七
、
三
八
一
頁
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
八
〇

の
評
價
に
關
し
て
は
、
井
省
三
「
太
宰
治
の
「
惜
別
」
と
竹
內
好
の
『
魯
迅
』」（『
國

文
學
』
二
〇
〇
二
年
一
二
⺼
號
「
太
宰
治
特
集
」

錄
）
を
參
照
。

（
32
）　

周
遐
壽
（
周
作
人
の
筆
名
）『
魯
迅
的
故
家
』
上
海
・
上
海
出
版
公
司
、一
九
五
三
年
、

二
〇
一
頁
。

（
33
）　

周
作
人
『
魯
迅
的
故
家
』
一
九
〇
～
一
九
二
頁
。

（
34
）　
『
魯
迅
四
』「
我
怎
麼
做
起
小
說
來
」
五
二
五
頁
。

（
35
）　
『
魯
迅
一
〇
』
二
三
八
～
二
三
九
頁
。

（
36
）　
「
ク
レ
イ
グ
先
生
」
と
魯
迅
「

野
先
生
」
と
の
影
响
關
係
に
つ
い
て
は
、
平
川

祐
弘
が
周
到
に
論
じ
て
い
る
。「
ク
レ
イ
グ
先
生
と

野
先
生―

漱
石
と
魯
迅
、

そ
の
外
國
體
驗
の
朙
暗
」『
新
潮
』
一
九
七
三
年
二
⺼
號
（
同

『
夏
目
漱
石―

非
西
洋
の

鬪
』
新
潮
社
、一
九
七
六
年
、七
～
一
四
八
頁
に

錄
）。「「

野
先
生
」

―

留
學
體
驗
と
い
う
緣
」『
し
に
か
』
一
九
九
六
年
一
一
⺼
號
（
同

『
內
と
外

か
ら
の
夏
目
漱
石
』
東
京
・
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
二
～
一
五
六
頁

に

錄
）。

（
37
）　

周
作
人
『
魯
迅
的
故
家
』
一
八
一
頁
。
伍
舍
に
つ
い
て
は
『
魯
迅
の
會
會
報
』
第

三
號
（
一
九
八
一
年
）
中
の
岡
崎
昌
史
レ
ポ
ー
ト
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）　

一
九
〇
六
年
一
二
⺼
二
六
日
お
よ
び
一
九
〇
七
年
九
⺼
二
八
日
高
濱
虛
子
宛
て
は

が
き
、
一
九
六
六
年
版
『
漱
石
一
四
』
五
三
三
頁
、
六
四
五
頁
。

（
39
）　

竹
內
好
「「
阿
Ｑ
正
傳
」
の
世
界
性
」『
世
界
小
說
』
一
九
四
八
年
九
⺼
號
原
載
、『
竹

內
好
全
集
』
第
一
卷
、
東
京
・
筑
摩
書
房
一
九
八
一
年
一
⺼
、
二
三
九
～
二
四
〇
頁
。

（
40
）　

平
岡
敏
夫「『
坊
つ
ち
や
ん
』の
周
邊
」『
國
語
通
信
』一
九
六
五
年
六
⺼
。
同
「「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
試
論―

小
日
向
の
養
源
寺―

」『
文
學
』
一
九
七
一
年
一
⺼
號
（
同

『
漱
石
序
說
』
東
京
・
塙
書
房�

一
九
七
六
年
、
七
五
～
一
〇
三
頁
に

錄
）。

（
41
）　

米
田
利
昭
「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
阿
Ｑ
正
傳
」」
伊

虎
丸
ほ
か
編
『
近
代
文
學

に
お
け
る
中
國
と
日
本
』
東
京
・
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
、
一
九
七
、
二
〇
五
、

二
〇
六
頁
。

（
16
）　
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
二
七
五
頁
。

（
17
）　

森
田

平
編
「
漱
石
先
生
言
行
錄
（
未
定
稿
）
二　

眞
面
目
な
中
に
時
々
剽
輕
な

こ
と
を
仰
し
や
る
方　

山
田
房
子
（
談
）」『
漱
石
全
集
⺼
報　

昭
和
三
年
版
昭
和
十

年
版
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
四
⺼
、
二
〇
二
頁
。

（
18
）　
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
五
～
六
頁
、
一
一
七
頁
。

（
19
）　
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
一
一
九
～
一
二
〇
頁
。

（
20
）　
『
漱
石
一
三
』
三
九
七
頁
。

（
21
）　
『
漱
石
一
三
』
四
〇
〇
頁
。

（
22
）　

小
森
陽
一
『
世
紀
末
の
豫
言
者
・
夏
目
漱
石
』
東
京
・
講
談
社
、
一
九
九
九
年
、

一
七
九
頁
。

（
23
）　
『
漱
石
二
短
篇
小
說
集
』
三
五
一
頁
。

（
24
）　

五
女
の
雛
子
は
「
夜
の

那
人
」
事
件
の
翌
年
の
一
九
一
〇
年
三
⺼
に
生
ま
れ
た

が
、
一
歲
で
死
亡
し
た
。

（
25
）　
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
二
七
五
頁
。

（
26
）　
『
夏
目
漱
石
事
典
』
二
六
一
頁
。

（
27
）　

週
刊
朝
日
編
『
値
段
の
朙
治
・
大
正
・
昭
和
風
俗
史　

上
』
東
京
・
朝
日
新
聞
社
、

朝
日
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
三
五
頁
そ
ば
一
九
〇
七
年
お
よ
び
五
七
一
頁
巡
査
の
初

任
給
一
九
〇
六
年
の
項
目
。

（
28
）　

石
井

治
『
情
報
・
通
信
の
社
會
史
』
㊒
斐
閣
、一
九
九
四
年
、五
三
頁
、二
〇
五
頁
。

（
29
）　

永
嶺
重
敏
『
雜
誌
と
讀
者
の
近
代
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版

、
一
九

九
七
年
、
一
一
～
一
二
頁
。

（
30
）　
『
魯
迅
全
集
』
第
一
卷
、
北
京
・
人
民
文
學
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
三
八
～

四
三
九
頁
。『
魯
迅
全
集
』
は
以
下
『
魯
迅
一
』
等
と
略
す
。
日
本
語
譯
は
拙
譯
を

用
い
て
、『
故
鄕
／
阿
Ｑ
正
傳
』（
光
文
社
古
典
新
譯
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）

錄
作

品
の
場
合
は
、「『
故
鄕
阿
Ｑ
』
〇
〇
頁
」
と
㊟
記
す
る
。

（
31
）　

太
宰
治
『
太
宰
治
全
集
８
』
筑
摩
書
房
一
九
九
八
九
、
二
七
七
頁
。
太
宰
『
惜
別
』



夏
目
漱
石
『
坊
つ
ち
や
ん
』
か
ら
魯
迅
「
阿
Ｑ
正
傳
」
へ
の
展
開

二
八
一

（
42
）　

潘
世
聖
『
魯
迅
・
朙
治
日
本
・
漱
石
』
第
九

「
價
値
轉
倒
の
視
點
と
「
文
朙
批

」
の

相―

『
阿
Ｑ
正
傳
』
と
『
吾
輩
は

で
あ
る
』
を
中
心
に
」
二
五
二
頁
。

潘
は
同

題
と
同
名
の
論
文
を
二
〇
〇
〇
年
に『
比
較
社
會
文
化
硏
究
』（
九
州
大
學
）

第
八
號
二
三
～
三
一
頁
に
發
表
し
て
い
る
。

（
43
）　

欒
殿
武
『
漱
石
と
魯
迅
に
お
け
る
傳

と
近
代
』（
東
京
・
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇

四
年
二
⺼
）
第
二

「
漱
石
と
魯
迅
の
近
代
」
第
一

「
魯
迅
文
學
に
お
け
る
漱
石

の
投
影
」
二
二
二
頁
。
欒
は
同

題
と
同
名
の
論
文
を
『
國
際
文
化
硏
究
所
紀
要
』

第
八
號
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
⺼
）
三
五
～
五
一
頁
に
發
表
し
て
い
る
。

（
44
）　
『
漱
石
一
六
』
五
一
六
～
五
一
七
頁
。

（
45
）　

江

淳
『
夏
目
漱
石
』
東
京
・
東
京
ラ
イ
フ
社
、
一
九
五
六
年
、
八
一
頁
。

（
46
）　

井
上
ひ
さ
し
「「
坊
つ
ち
や
ん
」―
百
年
の
日
本
人　

夏
目
漱
石―

」『
讀
賣

新
聞
』
一
九
八
四
年
一
⺼
一
一
日
。
引
用
は
『
日
本
文
學
硏
究
大
成　

夏
目
漱
石
Ⅰ
』

（
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
九
年
、
四
八
頁
）
よ
り
。

（
47
）　

平
岡
敏
夫
『
漱
石
序
說
』
九
九
頁
。

（
48
）　

柴
田
勝
二
『
漱
石
の
な
か
の
「
帝
國
」―

「
國
民
作
家
」
と
近
代
日
本
』
東
京
・

翰
林
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
五
二
頁
、
五
四
頁
。

（
49
）　

欒
殿
武
「
漱
石
と
魯
迅
の
比
較
硏
究
の
試
み�:�

『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
『
阿
Ｑ
正
傳
』

の

點
を
中
心
に
」『
語
文
論
叢
』
一
九
九
八
年
三
⺼
、
第
二
五
號
、
四
六
頁
。

（
50
）　

井
上
ひ
さ
し
「「
坊
つ
ち
や
ん
」―

百
年
の
日
本
人　

夏
目
漱
石―
」『
讀
賣

新
聞
』
一
九
八
四
年
一
⺼
一
一
日
。
引
用
は
『
日
本
文
學
硏
究
大
成　

夏
目
漱
石
Ⅰ
』

（
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
九
年
、
四
八
頁
）
よ
り
。

（
51
）　

欒
殿
武
「
漱
石
と
魯
迅
の
比
較
硏
究
の
試
み
」、
四
三
頁
。

（
52
）　

江

淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代　

第
三

』
新
潮
社
、
一
九
九
三
年
、
二
五
四
～
二

五
五
頁
。

（
53
）　
『
漱
石
二
』
二
四
四
頁
。

（
54
）　

渥
見
秀
夫
は
四
國
へ
の
赴
任
が
決
ま
っ
た
主
人
公
が
「
淸
」
に
別
れ
を
吿
げ
る
際

に
、「〈
淸
〉
は
、こ
こ
で
初
め
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
呼
び
か
け
る
。
こ
こ
ま
で
〈
お

れ
〉
へ
の
〈
淸
〉
の
言

は
、
周
到
に
〈
坊
っ
ち
や
ん
〉
の
呼
稱
拔
き
で
、
讀
者
に

届
け
ら
れ
て
い
た
。」
と
指

し
て
い
る
が
、
漱
石
に
よ
る
巧
み
な
カ
ギ
括

の
用

法
に
つ
い
て
は
指

し
て
い
な
い
。（「「
坊
っ
ち
や
ん
」論―

閉
じ
な
い
圓
環
」『
愛

媛
國
文
と
敎

』
第
二
九
號
、
一
九
九
六
年
、
二
九
頁
）。

（
55
）　
『
漱
石
二
』
三
七
七
頁
。

（
56
）　

金
澤
庄
三
郞
編
『
辭
林
』
三
省
堂
出
版
、
一
九
〇
七
年
四
⺼
、
一
三
九
九
・
一
四

二
〇
頁
。

（
57
）　

渥
見
秀
夫
「
再
讀
す
る
漱
石―

自
筆
原
稿
で
の
『
坊
っ
ち
や
ん
』
再
讀｣

『
愛

媛
國
文
と
敎

』（
三
九
）、
二
〇
〇
七
年
二
⺼
、
四
頁
。
同

「「
坊
っ
ち
や
ん
」

論―

閉
じ
な
い
圓
環
」（『
愛
媛
國
文
と
敎

』
第
二
九
號
、
一
九
九
六
年
）
も
參

照
し
た
。

（
58
）　

成

慶
「
漱
石
文
學
の
受
容
と
再
生
產―

「
坊
っ
ち
ゃ
ん｣

の
映
畫
化
を
中
心

に｣

『
比
較
文
學
硏
究
』
78
號
、
二
〇
〇
一
年
八
⺼
、
七
三
頁
。

（
59
）　
『
漱
石
二　

短
篇
小
說
集
』
二
四
一
、
三
六
七
頁
。

（
60
）　

周
作
人
『
魯
迅
的
故
家
』
二
〇
一
頁
。
北
京
魯
迅
博
物
館
編
『
魯
迅
手
跡
和

書

目
錄
３
』
一
九
五
九
年
七
⺼
、
四
四
頁
。

（
61
）　

魯
迅
が
北
京
・
八
衟
灣
の
邸
宅
で
周
作
人
と
同
居
し
て
い
た
時
朞
に
は
圖
書
を
共

同
購
入
し
て
お
り
、
現
代
文
學
を
周
作
人
が
、
古
典
を
魯
迅
が
管
理
・
記
錄
し
て
い

た
よ
う
す
で
、
兩
者
の
購
入
狀
況
は
魯
迅
博
物
館

『
周
作
人
日
記
（
影
印
本
）』

上
册
（
鄭
州
・
大
象
出
版
社
、
一
九
六
六
）
と
『
魯
迅
日
記
』
に
各
々
記
錄
さ
れ
て

い
る
。『
周
作
人
日
記
』
一
九
一
九
年
末
尾
の
「
八
年
〔
民
國
八
年
、
す
な
わ
ち
一

九
一
九
年
〕
書
目
」
七
⺼
の
項
目
に
は
、「
漫
畫
坊
チ
ャ
ン　

近

浩
一
路
／
漫
畫

我
〔
マ
マ
〕
輩
ハ

デ
ア
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。（『
周
作
人
日
記
』
上
册
四
〇
、

九
〇
、
九
一
頁
）
ま
た
『
魯
迅
一
六
』『
魯
迅
日
記
』
三
三
年
四
⺼
一
七
日
の
記
載

に
も
「
從
內
山
書
店
買
『
新
潮
文
庫
』
二
本
」
と
あ
り
、
日
記
同
年
篇
末
に
兩
書
の



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
六
集

二
八
二

塙
書
房�

、
一
九
七
六
、

錄
）
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
73
）　
『
漱
石
二
』
三
八
二
頁
。

（
74
）　
『
魯
迅
一
』
五
二
六
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
九
八
頁
。

（
75
）　

魯
迅
の
自
傳
的
短
篇
集『
朝

夕
拾
』に
は
、「
養

係
」と
し
て
古
手
の
女
中
の「
お

長
（
原
文
：
阿
長
）」
が
登
場
す
る
。
彼
女
は
「
お
そ
ら
く

く
し
て
夫
に
先
立
た

れ
た
後
家
さ
ん
」（『
魯
迅
二
』
二
五
五
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
七
五
、
一
八
五
頁
）

で
あ
り
、
綏
之
主
編
『
魯
迅
生
平
史
料
匯
編
』
第
一
卷
（
天
津
・
天
津
人
民
出
版
社
、

一
九
八
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
彼
女
に
は
五
九
と
い
う
名
で
裁
縫
師
を
し
て
い
た
養
子

が
い
た
（
二
八
七
頁
）。

（
76
）　
『
魯
迅
一
』
五
二
七
～
五
二
八
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
。

（
77
）　
『
魯
迅
六
』
六
三
七
～
六
四
二
。

（
78
）　
『
魯
迅
一
』
五
三
八
、
五
三
九
、
五
四
〇
～
五
四
一
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
二
二
、

一
二
三
、
一
二
六
頁
。

（
79
）　
『
魯
迅
一
』
五
五
一
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
四
五
～
一
四
六
頁
。

（
80
）　
『
魯
迅
一
』
五
五
二
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
四
八
頁
。

（
81
）　
『
孫
中
山
全
集
第
六
卷
』
北
京
・
中

書
局
、
一
九
八
五
、
四
一
二
頁
。

（
82
）（
83
）　
『
魯
迅
一
』
五
五
二
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
四
七
頁
。

（
84
）　
『
魯
迅
一
』
四
五
四
～
四
五
五
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
二
九
一
頁
。

（
85
）　

參
照

井
省
三

『
ロ
シ
ア
の
影―

夏
目
漱
石
と
魯
迅
』
平
凢
社
、
一
九
八
五
。

書
名
と
値
段
「
〇
・
三
〇
」
元
お
よ
び
購
入
⺼
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。（
三
七
二
、

四
一
九
頁
）。

（
62
）　
『
魯
迅
一
六
』「
日
記
」
一
九
三
五
年
一
二
⺼
一
七
日
、
一
九
三
六
年
一
⺼
三
〇
日

ほ
か
。

（
63
）　
『
魯
迅
一
』
五
〇
二
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
五
四
頁
。

（
64
）　
『
魯
迅
一
』
五
二
一
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
九
〇
頁
。

（
65
）　
『
魯
迅
一
』
五
三
一
頁
、『
故
鄕
阿
Ｑ
』
一
〇
八
頁
。
原
文
「
本
不
是
大
村
鎭
」
は
「
も

と
も
と
大
き
な
村
や
町
で
は
な
く
」
と
も
飜
譯
で
き
る
が
、
未

に
は
酒
屋
と

館

各
一
軒
の
店
舖
し
か
な
い
の
で
、
中
規

の
村
を
想
像
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
66
）　
『
魯
迅
一
』
五
二
五
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
九
七
頁
。

（
67
）　
『
魯
迅
一
』
五
一
七
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
八
二
頁
。

（
68
）　
『
魯
迅
一
』
五
二
四
頁
。『
故
鄕
阿
Ｑ
』
九
四
頁
。

（
69
）　

江

淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
』
第
三

、
二
五
〇
頁
。

（
70
）　

小
野
一
成
「「
坊
ち
ゃ
ん
〔
マ
マ
〕」
の
學
歷
を
め
ぐ
っ
て
」
に
よ
れ
ば
、
物
理
學

校
と
は
正
式
に
は
東
京
物
理
學
校
、
現
在
の
東
京
理
科
大
學
の
歬
身
で
あ
り
、「
入

學
は
比
較
的
易
し
い
か
わ
り
、
進
級
・
卒
業
が
非
常
に
難
し
」
く
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

と
同
朞
生
は
「
ス
ト
レ
ー
ト
で
卒
業
し
た
可
能
性
」
は
「
２
割
に
も
滿
た
な
い
數
」

で
あ
り
、「
最
短
年
數
で
卒
業
し
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、實
際
は
大
變
な
秀
才
」
で
あ
り
、

物
理
學
校
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
人
々
は
「
朙
治
時
代
を
通
し
て
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
帝

大
出
エ
リ
ー
ト
に
次
ぐ
集
團
を
形
成
し
て
い
っ
た
」。（『
坊
っ
ち
ゃ
ん
・

枕
』
一

二
〇
～
一
二
五
頁
。
初
出
は
『
戶
板
女
子
短
朞
大
學
年
表
』
一
九
八
五
年
一
〇
⺼
）。

（
71
）　

欒
殿
武
「
漱
石
と
魯
迅
の
比
較
硏
究
の
試
み�:�

『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
『
阿
Ｑ
正
傳
』

の

點
を
中
心
に
」
三
九
～
四
四
頁
。

（
72
）　

平
岡
敏
夫
「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論―

小
日
向
の
養
源
寺―

」
な
お
平
岡
が

最
初
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
死
」
を
指

し
た
の
は
、「「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論―

小

日
向
の
養
源
寺―

」（『
國
語
通
信
』
一
九
六
五
年
六
⺼
、『
漱
石
序
說
』
東
京
・


