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世
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一、

ﾍ
じ
め
に

 
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
（
明
治
三
九
年
四
月
）
は
、
そ
の
勧
善
懲
悪
的
構
図
の
わ

か
り
や
す
さ
と
、
主
人
公
「
お
れ
」
の
巻
き
起
こ
す
様
々
な
事
件
に
生
起
す
る

ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
作
品
中
最
も
広
く
愛
読
さ
れ
て
い
る
小
説
の
一

つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
期
漱
石
文
学
を
代
表
す
る
こ
の
小
説
が
、
そ
の
人
気

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
に
我
々
を
拒
む
よ
う
な
、
あ
る
異
質
な
感
じ
を
与
え

ず
に
は
お
か
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で

子
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
（
一
）
と
い
う
有
名
な
冒
頭
句
か
ら
語

り
起
こ
さ
れ
る
、
「
お
れ
」
の
幼
少
期
の
出
来
事
。
彼
は
「
学
校
の
二
階
か
ら

飛
び
降
り
て
一
週
間
程
腰
を
抜
か
し
た
事
が
あ
る
」
が
、
そ
れ
に
は
「
別
段
深

い
理
由
」
は
な
く
、
「
二
階
か
ら
首
を
出
し
て
居
た
ら
、
同
級
生
の
一
人
が
冗

談
に
、
い
く
ら
威
張
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
事
は
出
来
ま
い
。
弱
虫

や
一
い
。
と
嘩
し
た
か
ら
」
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
父
親
に
「
二
階
位
か
ら
飛
び

降
り
て
腰
を
抜
か
す
奴
が
あ
る
か
」
と
叱
ら
れ
る
や
、
「
要
言
は
抜
か
さ
ず
に

飛
ん
で
見
せ
ま
す
と
答
へ
」
（
一
）
る
と
い
う
、
こ
の
全
く
後
先
を
考
え
な
い

「
無
鉄
砲
」
さ
は
、
読
者
に
お
か
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ど
う
や
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

我
々
と
は
異
な
る
行
動
原
理
を
も
っ
て
生
き
る
こ
の
人
物
へ
の
違
和
を
感
じ
さ

せ
ず
に
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
続
く
西
洋
ナ
イ
フ
の
一
件
で
は
、
「
何
で
も
切

っ
て
見
せ
る
」
と
い
う
自
ら
の
言
葉
の
真
実
性
を
実
証
す
る
た
め
、
「
何
だ
指

位
此
通
り
だ
と
右
の
手
の
親
指
の
甲
を
は
す
に
切
り
込
」
む
（
一
）
と
い
う
い

さ
さ
か
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に
出
て
お
り
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
単
な
る

違
和
感
に
は
留
ま
ら
な
い
、
あ
る
種
の
畏
怖
す
ら
感
じ
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。

無
論
そ
れ
は
、
「
勇
気
が
あ
る
」
と
か
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
。
自
身

の
身
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
何
と
も
思
わ
な
い
こ
の
身
体
／
生
命
観
は
、
近
代

に
お
い
て
そ
れ
が
最
も
尊
重
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
か
つ
規
律
訓
練
、

管
理
の
対
象
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
驚
く
べ
き

も
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
も
う
一
つ
我
々
の
「
お
れ
」
へ
の
共
感
を
阻
む
も
の
と
し
て
、
作
品

の
随
所
に
登
場
す
る
彼
の
差
別
的
言
辞
が
あ
る
。
四
国
へ
到
着
し
た
ば
か
り
の

「
お
れ
」
は
、
赤
線
の
船
頭
を
見
て
は
「
野
蛮
な
所
だ
」
と
断
定
し
、
土
地
の
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人
々
を
「
気
の
利
か
ぬ
田
舎
も
の
」
と
し
て
蔑
む
（
二
）
。
そ
の
問
答
無
用
の

田
舎
（
者
）
蔑
視
は
、
当
時
の
根
生
い
の
東
京
人
H
江
戸
っ
子
の
共
感
を
得
る

も
の
、
喝
采
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
、

無
条
件
に
肯
定
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
近
年
「
近
代
的
な
都
会
人
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
土
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
れ
」
、
あ
る
い
は
「
植
民
地
主
義
的
侵
略
者
の
論

 
ヨ
 

理
」
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
江
戸
／
東
京
の
優
位
性

を
絶
対
化
し
、
「
文
明
」
の
側
か
ら
田
舎
を
「
野
蛮
」
と
決
め
つ
け
る
心
性
は
、

近
代
的
価
値
観
を
内
面
化
し
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
。
自
身
を
「
江
戸
っ
子
」

と
自
己
規
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
質
は
帝
都
・
東
京
に
ま
み
れ
て
い
る

そ
れ
が
「
お
れ
」
の
真
の
姿
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

 
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
読
み
が
、
た
だ
ち
に
読
者
に
違
和
感
を
与
え
ず
に
は

お
か
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
「
お
れ
」
自
身

が
逆
に
そ
の
田
舎
の
人
々
か
ら
始
終
笑
わ
れ
、
軽
侮
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
事
実
、
作
中
の
「
お
れ
」
は
、
赤
シ
ャ
ツ
は
お
ろ
か
、
軽
蔑
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

宿
の
下
女
に
ま
で
笑
わ
れ
て
お
り
、
浅
野
洋
に
よ
れ
ば
、
作
品
全
体
で
計
二
三

回
も
笑
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
通
常
、
差
別
と
は
、
政
治
的
／
社
会
的
／
文
化

的
に
優
位
な
者
が
、
劣
位
に
あ
る
も
の
を
そ
の
位
置
に
固
定
し
続
け
る
行
為
と

し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
「
お
れ
」
の
優
位
は

ど
こ
に
も
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。
何
し
ろ
、
生
徒
た
ち
に
ま
で
「
天
麩
羅
先
生
」

「
赤
手
拭
」
（
三
）
な
ど
と
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
て
笑
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
お
れ
」
の
差
別
は
、
現
実
的
に
は
何
の
力
も
持
ち
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
我
々
が
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
べ
き
な
の
は
、
こ
う
し
た
田
舎
蔑
視
が
、

「
お
れ
」
の
異
質
性
を
際
立
た
せ
、
他
の
人
々
か
ら
疎
外
さ
れ
る
要
因
と
し
て

機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宿
屋
に
着
い
た
「
お
れ
」
は
「
門
口

へ
立
っ
た
な
り
中
学
校
を
教
え
ろ
」
と
言
い
放
ち
、
さ
ら
に
目
的
地
が
遠
い
と

聞
く
や
い
な
や
「
革
鞄
を
二
つ
引
き
た
く
っ
て
」
挨
拶
も
せ
ず
に
出
る
。
「
宿

屋
の
も
の
は
変
な
顔
を
し
て
居
た
」
（
二
）
と
い
う
が
、
至
極
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
生
徒
に
対
し
て
も
同
様
の
態
度
を
と
る
「
お
れ
」
は
、
こ
の
四
国
の
地

で
、
山
嵐
・
う
ら
な
り
な
ど
の
少
数
の
例
外
を
除
く
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
H
土
ハ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ト
レ
ン
ジ
ヤ
 

同
体
か
ら
笑
わ
れ
、
徹
底
的
に
疎
外
さ
れ
る
異
人
な
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
「
お
れ
」
の
異
質
性
は
、
し
ば
し
ば
「
貴
種
」
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
四
国
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
島
に
流
さ
れ
た
貴
種
が
様
々
な
苦
難
を
強
い
ら
れ
る
物
語
1
1
貴
種
流
離
謂
と

し
て
、
神
話
的
な
相
貌
を
さ
え
帯
び
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
そ
の
、
「
お
れ
」
の

貴
種
性
は
、
「
是
で
も
元
は
旗
本
だ
。
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
、
多
田
の
満

々
の
後
商
だ
。
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
ん
だ
。
」
（
四
）
と
い

う
よ
う
に
「
元
は
」
武
士
と
い
う
血
脈
を
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
「
お
れ
」
の
異
質
性
、
貴
種
性
の
強
調
は
、
「
お
れ
」
を
実

在
の
人
間
で
は
な
く
、
寓
意
的
人
物
と
し
て
表
象
す
る
の
に
十
分
な
効
果
を
持
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
読
者
が
こ
の
作
品
を
〈
ア
レ
ゴ
リ
ー
＞

と
し
て
読
む
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
、
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
品
は
、
例
え
ば
佐
幕
派
士
族
と
明
治
新
政
府
と
の
対
立
と
し
て
、
あ
る
い
は

金
平
浄
瑠
璃
な
ど
に
語
ら
れ
る
「
「
源
氏
」
な
い
し
は
「
武
士
」
の
精
神
を
背

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

後
に
も
つ
一
連
の
神
話
」
と
し
て
、
さ
ら
に
は
「
「
国
民
国
家
」
日
本
の
ア
レ

ー 30 一



 
 
 
き
 

ゴ
リ
i
」
と
し
て
も
読
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
一
つ
の
ス
ト
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リ
ー
が
、
「
そ
れ
自
体
と
は
別
の
意
味
や
観
念
を
表
す
も
の
と
し
て
配
置
さ
れ
」

て
い
る
こ
と
を
特
質
と
す
る
こ
の
物
語
。
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
性
は
、
ど
の
よ
う

な
記
号
の
配
置
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
我
々
に
何
を
開
示
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
固
有
名
と
ア
レ
ゴ
リ
ー

 
そ
こ
で
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
固
有
名
が
徹
底
的
に
拒

否
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
作
者
の
伝
記
的
事
実
を
考
慮
せ
ず
と
も
、

作
品
の
随
所
に
出
て
く
る
方
言
に
よ
っ
て
、
作
品
の
舞
台
が
松
山
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
が
、
し
か
し
作
品
内
の
記
述
と
し
て
は
「
四
国
辺
」

と
あ
る
だ
け
で
、
実
は
松
山
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
登
場
人
物
に

し
て
も
、
堀
田
、
古
賀
、
吉
川
、
遠
山
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
固
有
名
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
山
嵐
、
う
ら
な
り
、
野
だ
い
こ
、
マ
ド
ン
ナ
と

い
う
あ
だ
名
で
呼
ば
れ
、
ま
た
校
長
、
教
頭
に
至
っ
て
は
、
本
名
す
ら
明
ら
か

に
さ
れ
ず
、
山
嵐
、
う
ら
な
り
と
同
様
「
お
れ
」
に
よ
っ
て
狸
、
赤
シ
ャ
ツ
と

い
う
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
固
有
名
を
拒
否
し
、
あ
た
か
も
名
は

体
を
表
す
、
否
、
表
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
な
こ
の
ネ
ー
ミ
ン

グ
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
固
有
名
を
剥
ぎ
取
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
を
代
表
す

る
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
名
 
 
そ
れ
は
あ
る
抽
象
概
念
や
類
型
を
表
す
 
 
へ
と

変
換
さ
れ
る
の
だ
。

 
勿
論
、
マ
ド
ン
ナ
と
い
う
あ
だ
名
は
「
お
れ
」
が
つ
け
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
「
お
れ
」
は
即
座
に
「
渾
名
の
付
い
て
る
女
に
や
昔
か
ら
砥
な
も
の
は

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
〈
名
〉

居
」
な
い
と
し
て
、
「
鬼
神
の
お
松
」
や
「
姐
妃
の
お
百
」
と
い
う
「
怖
い
女
」

の
「
同
類
」
（
七
）
に
変
換
し
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
「
お
れ
」
の
発
話
に
は

人
を
す
ぐ
さ
ま
「
～
者
」
「
～
人
」
「
～
奴
」
な
ど
の
類
的
呼
称
へ
と
翻
訳
し
、

そ
れ
を
、
さ
ら
に
他
の
言
葉
（
類
義
語
）
へ
次
々
と
変
換
し
て
い
く
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。
赤
シ
ャ
ツ
は
「
ひ
ど
い
奴
」
（
七
）
「
曲
者
」
「
わ
る
者
」
「
表
と
裏

と
は
違
っ
た
男
」
（
八
）
「
ハ
イ
カ
ラ
野
郎
の
、
ペ
テ
ン
師
の
、
猫
被
り
の
、
香

具
師
の
、
モ
・
ン
ガ
ー
の
、
岡
っ
引
き
の
、
わ
ん
一
鳴
け
ば
犬
も
同
然
な
奴
」

（
九
）
と
翻
訳
さ
れ
、
う
ら
な
り
は
「
愛
す
べ
き
人
」
「
君
子
」
「
聖
人
」
（
八
）

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
生
徒
に
つ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
悪
態
語
が
使
用

さ
れ
、
「
分
ら
ず
や
」
「
憐
れ
な
奴
等
」
「
い
や
に
ひ
ね
つ
こ
び
た
、
植
木
撲
の

富
み
た
様
な
小
人
」
「
生
意
気
な
奴
」
「
あ
き
れ
返
っ
た
奴
等
」
（
三
）
「
話
せ
な

い
雑
兵
」
「
腐
っ
た
了
見
の
奴
等
」
「
ま
る
で
豚
」
「
鼻
垂
れ
小
僧
」
「
け
ち
な
奴

等
」
（
四
）
な
ど
と
規
定
、
変
換
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
あ
る
個
人
の
特
徴
を

分
析
（
細
分
化
）
、
記
述
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
～
者
」
と
い

う
あ
る
類
型
概
念
へ
と
置
き
換
え
当
て
は
め
る
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
お
れ
」
は
分
析
な
ど
と
い
う
近
代
的
思
考
・
論
理
と
は
相

容
れ
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
軽
士
志
向
／
思
考
を
も
つ
「
お
れ
」
が
、
個
々
の
登
場
人
物
た
ち

の
固
有
名
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
で
、
物
語
の
寓
意
性
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
そ
れ
自

体
と
は
別
の
物
語
、
文
脈
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
個
で
は
な
く
、
普
遍
的

な
価
値
・
意
味
が
実
体
的
に
存
在
す
る
と
し
、
そ
れ
を
物
語
化
し
た
ア
レ
ゴ
リ
ー

的
小
説
に
顕
著
な
特
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
、
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
性
に
よ
っ
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て
、
こ
の
小
説
の
登
場
人
物
は
必
然
的
に
あ
る
概
念
を
代
表
す
る
偲
偏
的
人
物

に
見
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
伊
藤
整
は
「
自
然
主
義
文
学
の
確
立
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
実
証
的
人
間
像
の
近
代
性
」
に
比
し
て
「
肉
体
的
実
証
性
を
欠
い
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
「
肉
体
的
実
証
性
」
を
有
し
た
自
然
主
義
文

学
の
人
物
た
ち
が
、
ご
く
自
然
な
こ
と
と
し
て
固
有
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
決
し
て
特
別
で
は
な
い
そ
う
し
た
平
凡
な
固
有
名
を
持
つ

個
人
、
風
景
、
出
来
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
小
説
は
、
近
代
に
お
い
て
初
め

て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
る
個
人
を
で
き
る
だ
け
現
実
に

即
し
て
描
き
取
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
我
々
人
間
の
普
遍
的
な
姿
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
、
 
〈
真
実
性
〉
と
い
う
価
値
を
持
つ
。
ま
さ
に
、
普
遍
に
通
じ
る
リ

ア
リ
ズ
ム
が
重
視
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
自
明
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

逆
に
固
有
名
の
単
独
性
（
交
換
不
可
能
性
）
は
結
局
普
遍
と
い
う
類
に
還
元
さ

 
 
 
 

れ
る
。
そ
れ
を
小
説
の
近
代
性
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
ま
さ
に

く
近
代
〉
に
反
し
た
小
説
で
あ
り
、
む
し
ろ
固
有
名
を
問
題
化
す
る
こ
と
で
、

逆
説
的
に
〈
名
〉
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
固
執
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
「
お
れ
」
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
類
型
を
指
示
す
る
名
で
し
か
呼

ば
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
師
範
学
校
と
の
乱
闘
事
件
が
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
際
、

山
嵐
が
「
堀
田
某
」
と
、
そ
の
姓
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
近
頃

東
京
か
ら
赴
任
し
た
生
意
気
な
る
某
」
（
十
）
と
、
彼
の
名
が
な
ぜ
か
秘
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
他
の
登
場
人
物
か
ら
固
有
名
を
剥
ぎ
取

る
「
お
れ
」
自
身
が
、
実
は
固
有
名
を
剥
ぎ
取
ら
れ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
人
物
造
型
は
、
明
ら
か
に
読
者
の
自
然
な
感

情
移
入
を
妨
げ
る
。
我
々
は
、
自
然
主
義
文
学
等
の
固
有
名
で
描
か
れ
た
リ
ア

リ
ズ
ム
小
説
の
場
合
と
は
異
な
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
体
験
を
我
が
事
の
よ
う
に

追
体
験
し
、
同
一
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
し
ろ
、
読
者
も
ま
た
「
お
れ
」

の
「
単
純
や
真
率
」
（
五
）
を
温
か
く
笑
う
の
で
あ
る
か
ら
。
読
者
は
、
「
自
分

の
こ
と
の
よ
う
に
」
感
じ
る
こ
と
な
く
、
「
お
れ
」
や
山
嵐
の
巻
き
起
こ
す
事

件
か
ら
距
離
を
取
っ
た
ま
ま
楽
し
む
。
そ
れ
は
「
写
生
文
家
の
人
事
に
対
す
る

態
度
」
と
は
「
大
人
が
子
供
を
視
る
の
態
度
」
で
あ
り
、
「
写
生
文
家
は
泣
か

ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
に

耐
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」
を
持
つ
（
夏
目
漱
石
「
写
生
文
」
明
治
四
十

年
一
月
）
と
い
う
、
ま
さ
に
写
生
文
的
な
態
度
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
だ

か
ら
こ
そ
、
「
お
れ
」
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
子
供
で
あ
り
続
け
る
の
だ
。

 
ま
た
写
生
文
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
通
常
こ
の
小
説
の
主
人
公
と
考
え
ら

れ
て
い
る
「
お
れ
」
が
、
な
ぜ
か
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
進
展
に
関
わ
れ
て
い
な
い

こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
有
光
隆
司
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
遠

山
家
の
令
嬢
を
中
心
に
、
教
頭
、
古
賀
、
堀
田
ら
の
間
で
次
第
に
そ
の
輪
が
広

が
り
、
鮮
明
化
さ
れ
て
ゆ
く
一
つ
の
根
本
的
な
「
大
事
件
」
は
、
じ
つ
は
男
の

存
在
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、
彼
の
赴
任
以
前
か
ら
す
で
に
始
動
し
て
い
た
も

の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
一
見
賑
や
か
に
立
ち
ま
わ
る
男
の
行
動
は
、
「
大
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

件
」
そ
の
も
の
の
内
実
と
は
な
ん
ら
抵
触
し
得
な
い
」
。
つ
ま
り
、
赤
シ
ャ
ツ

た
ち
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
う
ら
な
り
と
山
嵐
な
の
で
あ

り
、
実
際
の
物
語
に
お
い
て
「
お
れ
」
は
単
な
る
脇
役
に
過
ぎ
ず
、
肝
心
の
敵

か
ら
「
勇
み
肌
の
坊
つ
ち
や
ん
だ
か
ら
愛
嬌
が
あ
る
」
（
十
一
）
な
ど
と
本
気
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で
は
相
手
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
当
の
「
お
れ
」
自
身
も
、
赤
シ
ャ

ツ
と
芸
者
と
の
密
会
を
取
り
押
さ
え
、
天
守
を
加
え
る
と
い
う
計
略
を
練
っ
た

も
の
の
、
成
果
が
見
ら
れ
な
い
う
ち
に
「
い
や
に
な
っ
て
」
（
十
一
）
し
ま
っ

て
お
り
、
実
際
の
行
動
に
お
い
て
当
事
者
意
識
を
持
ち
得
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

「
お
れ
」
は
こ
の
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
の
中
心
か
ら
は
外
れ
た
存
在
な
の
で
あ
り
、

極
言
す
れ
ば
「
お
れ
」
と
は
、
主
人
公
で
は
な
く
作
品
の
筋
を
構
成
す
る
物
語

を
外
部
か
ら
観
察
し
、
我
々
に
語
る
写
生
文
的
レ
ポ
ー
タ
ー
／
ナ
レ
ー
タ
ー
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
そ
れ
は
、
本
来
な
ら
物
語
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
は
ず
の
う
ら
な
り
や
マ

ド
ン
ナ
の
描
写
が
、
「
お
れ
」
の
視
点
で
語
ら
れ
る
た
め
に
大
き
く
制
限
を
受

け
、
そ
の
実
体
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
こ
と
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
う
ら
な

り
は
繊
弱
で
遠
慮
が
ち
な
大
人
し
い
人
物
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、

送
別
会
の
場
面
で
「
う
ら
な
り
君
は
ど
こ
二
人
が
好
い
ん
だ
か
、
殆
ん
ど
底
が

知
れ
な
い
」
（
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
温
厚
さ
は
「
お
れ
」
に
と
っ
て
ほ

と
ん
ど
「
底
が
知
れ
な
い
」
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
「
お
れ
」
が
う
ら
な
り
の
「
底
」

“
内
面
を
少
し
も
捉
え
得
な
い
た
め
、
読
者
は
悲
劇
の
主
人
公
で
あ
る
は
ず
の

う
ら
な
り
の
内
実
を
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
、
停
車
場
で
マ
ド

ン
ナ
と
赤
シ
ャ
ツ
を
見
か
け
た
際
の
「
躊
躇
の
体
」
（
七
）
に
一
瞬
、
そ
の
内

面
が
ほ
の
見
え
る
と
い
う
程
度
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
常
の
小
説
な
ら
ば

当
然
精
細
に
書
き
込
ま
れ
る
べ
き
マ
ド
ン
ナ
の
描
写
は
、
レ
ポ
ー
タ
ー
／
ナ
レ
ー

タ
ー
と
し
て
は
か
な
り
偏
っ
た
「
お
れ
」
の
視
点
で
語
ら
れ
る
た
め
に
大
き
く

制
限
を
受
け
、
た
っ
た
一
箇
所
の
記
述
の
み
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
〈
名
〉

描
写
と
は
「
色
の
白
い
、
ハ
イ
カ
ラ
頭
の
、
脊
の
高
い
美
人
」
（
七
）
と
い
う

単
な
る
外
形
に
留
ま
る
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
プ
ロ
ッ
ト

に
関
わ
る
マ
ド
ン
ナ
の
内
面
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
推
察
し
よ
う
も
な
い
。
し

か
も
マ
ド
ン
ナ
は
「
ち
っ
と
も
見
返
ら
な
い
で
杖
の
上
へ
願
を
の
せ
て
、
正
面

ば
か
り
眺
め
て
居
る
」
（
同
）
の
で
あ
り
、
「
お
れ
」
は
そ
の
表
情
を
読
む
こ
と

さ
え
で
き
な
い
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
お
れ
」
は
こ
の
物
語

の
女
主
人
公
か
ら
 
 
ひ
い
て
は
物
語
自
身
か
ら
 
 
徹
底
的
に
遠
ざ
け
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
そ
の
在
り
方
は
、
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
三
四
郎
の
位
置
に
も

近
い
が
、
ま
だ
し
も
三
四
郎
は
美
禰
子
と
い
う
〈
他
者
〉
の
不
可
解
性
に
出
会

い
、
変
容
し
て
い
く
こ
と
で
、
物
語
の
登
場
人
物
と
な
り
得
て
い
た
。
し
か
し

一
方
、
「
お
れ
」
は
マ
ド
ン
ナ
と
い
う
〈
他
者
〉
と
は
決
し
て
出
会
え
な
い
。

出
会
い
が
回
避
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
近
代
的
自

我
を
持
っ
た
（
固
有
名
を
有
し
た
）
「
個
人
」
と
し
て
は
造
型
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
「
お
れ
」
が
物
語
に
参
与
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
小

説
の
暗
黙
の
規
則
の
た
め
、
物
語
の
本
筋
は
、
下
宿
の
婆
さ
ん
か
ら
の
噂
話
と

し
て
 
 
う
ら
な
り
・
マ
ド
ン
ナ
・
赤
シ
ャ
ツ
と
の
三
角
関
係
（
七
）
、
う
ら

な
り
転
任
の
真
相
（
八
）
 
 
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
小
説
と
し

て
は
か
な
り
特
異
な
あ
り
方
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
お
れ
」
が
本
来

 
 
プ
ロ
ッ
ト

的
に
物
語
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
一
体
そ
こ
に
は
何
が
現
れ
て
い

る
の
か
。
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『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
〈
名
〉

三
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
暴
く
も
の

 
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
お
れ
」
の
異
質
性
は
そ
の
「
無
鉄
砲
」
を
語
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
田
舎
へ
の
差
別
的
言
辞
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
も
そ

も
我
々
が
「
お
れ
」
に
驚
く
の
は
、
そ
の
恐
る
べ
き
「
単
純
さ
」
故
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
な
る
「
無
鉄
砲
」
と
い
う
性
格
レ
ベ
ル
に
還
元
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
あ
る
固
有
性
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
「
お
れ
」
は
よ
り
根
源
的
な
〈
言
葉
〉
の
問
題
に
関
わ
る
、
生
々
し
い

出
来
事
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寓
話
に
回
収
さ
れ
え
な
い
く
単
独
性
〉
を
指

し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
や
は
り
冒
頭
の
幼
少
時
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
現
れ
て
い
る
。

 
そ
も
そ
も
、
「
お
れ
」
が
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
ぬ
か
す
よ
う
な
「
無

鉄
砲
」
な
行
動
に
出
た
の
は
、
同
級
生
が
「
冗
談
」
で
「
い
く
ら
威
張
っ
て
も
、

そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
事
は
出
来
ま
い
。
弱
虫
や
一
い
。
と
難
し
た
か
ら
」
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
お
れ
」
は
「
飛
び
降
り
ろ
」
と
い
う
冗
談
を
冗
談
と
し

て
受
け
取
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
字
義
通
り
に
実
践
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に

「
お
れ
」
の
持
つ
言
葉
に
対
す
る
あ
る
頑
迷
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

友
だ
ち
の
一
人
が
「
そ
ん
な
ら
君
の
指
を
切
っ
て
み
う
と
注
文
し
た
か
ら
」
切
っ

た
ま
で
だ
と
い
う
西
洋
ナ
イ
フ
で
の
自
傷
の
一
件
も
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ

れ
は
成
長
し
た
後
も
変
ら
ず
、
蔑
視
す
る
宿
屋
の
下
女
に
笑
わ
れ
て
し
ま
っ
た

の
も
、
「
東
京
は
よ
い
所
で
御
座
い
ま
せ
う
と
云
っ
た
か
ら
当
り
前
だ
と
答
へ
」

（
二
）
た
た
め
、
つ
ま
り
、
単
な
る
社
交
辞
令
を
真
に
受
け
、
不
適
切
な
応
答

を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
冗
談
や
社
交
辞
令
と
い

う
、
そ
の
言
葉
自
体
と
は
異
な
る
機
能
を
持
つ
言
語
行
為
は
、
通
常
な
ら
ば
誤

解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
「
お
れ
」
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
言
葉
を
字

義
通
り
に
受
け
取
る
の
だ
。
狸
の
単
な
る
形
式
的
な
「
教
育
の
精
神
」
に
つ
い

て
の
訓
戒
を
真
に
受
け
、
「
到
底
あ
な
た
の
仰
や
る
通
り
に
や
、
出
来
ま
せ
ん
、

此
辞
令
は
返
し
ま
す
と
云
」
う
「
お
れ
」
に
対
し
、
「
校
長
は
狸
の
様
な
眼
を

ば
ち
つ
か
せ
て
」
「
今
の
は
ロ
ハ
希
望
で
あ
る
、
あ
な
た
が
希
望
通
り
出
来
な
い

の
は
よ
く
知
っ
て
居
る
か
ら
心
配
し
な
く
つ
て
も
い
＼
と
云
ひ
な
が
ら
笑
っ
た
」

（
二
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は

違
犯
と
さ
れ
る
、
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な

「
お
れ
」
の
行
為
は
、
小
森
陽
一
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
他
者
の
言
葉
に
裏
表

は
な
い
と
信
じ
、
そ
の
言
葉
を
即
自
分
の
行
為
や
思
考
と
し
て
引
き
受
け
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

く
と
い
う
、
他
律
的
な
行
動
様
式
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
小

森
の
言
う
社
会
的
な
「
〈
公
〉
の
言
語
」
（
建
前
の
論
理
）
と
個
人
的
な
〈
私
〉

的
生
活
と
の
使
い
分
け
、
即
ち
「
〈
公
〉
と
く
私
〉
と
い
う
二
重
性
に
つ
い
て

の
無
知
」
と
い
う
問
題
に
収
敏
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
、
「
お
れ
」

の
奇
妙
な
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
、
言
葉
と
そ
の
意
味
内
容
（
物
）
と
の
一
致
を

求
め
る
頑
迷
さ
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
記
号
表
現
と
記
号
内
容
と
の
ズ
レ
が
問
題

化
さ
れ
、
そ
の
恣
意
性
が
暴
か
れ
る
と
い
う
事
態
に
立
ち
会
う
の
で
あ
る
。

 
 
 
「
大
き
な
ず
う
体
を
し
て
、
バ
ッ
タ
を
知
ら
な
い
た
、
何
の
事
だ
」
と

 
 
云
ふ
と
、
一
番
左
の
方
に
居
た
、
顔
の
丸
い
奴
が
「
そ
り
や
、
イ
ナ
ゴ
ぞ

 
 
な
、
も
し
」
と
生
意
気
に
お
れ
を
遣
り
込
め
た
。
「
箆
棒
め
、
イ
ナ
ゴ
も

 
 
バ
ッ
タ
も
同
じ
も
ん
だ
。
」
（
四
）
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あ
の
瀬
戸
物
は
ど
こ
で
出
来
る
ん
だ
と
博
物
の
教
師
に
聞
い
た
ら
、
あ

 
 
れ
は
瀬
戸
物
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
、
伊
万
里
で
す
と
云
っ
た
。
伊
万
里
だ
つ

 
 
て
瀬
戸
物
ぢ
や
な
い
か
と
、
云
っ
た
ら
、
博
物
は
え
へ
＼
＼
＼
と
笑
っ
て

 
 
居
た
。
あ
と
で
聞
い
て
見
た
ら
、
瀬
戸
で
出
来
る
焼
物
だ
か
ら
、
瀬
戸
と

 
 
云
ふ
の
だ
さ
う
だ
。
お
れ
は
江
戸
っ
子
だ
か
ら
、
陶
器
の
事
を
瀬
戸
物
と

 
 
い
ふ
の
か
と
思
っ
て
居
た
。
（
九
）

 
こ
れ
ら
は
、
一
つ
の
物
／
意
味
内
容
（
虫
）
が
、
二
つ
の
名
（
バ
ッ
タ
と
イ

ナ
ゴ
）
で
呼
ば
れ
る
こ
と
、
ま
た
逆
に
、
一
つ
の
名
（
瀬
戸
物
）
が
二
つ
の
物

／
意
味
内
容
（
陶
磁
器
一
般
と
そ
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
瀬
戸
焼
）
を
持
つ

と
い
う
こ
と
を
ユ
ー
モ
ア
化
し
た
事
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
に
自
明
視
さ

れ
て
い
る
言
葉
と
意
味
と
の
一
対
一
の
関
係
が
ゆ
ら
ぎ
、
そ
の
複
数
性
、
ず
れ

が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
の
複
数
性
は
、
無
論
「
お

れ
」
と
こ
の
「
四
国
辺
」
の
人
間
と
の
言
語
規
則
と
の
差
異
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
だ
が
、
「
お
れ
」
は
そ
う
し
た
言
葉
と
意
味
と
の
ず
れ
を
忠
実
に
書
き
留

め
る
。
こ
こ
で
は
「
山
城
屋
と
は
質
屋
の
勘
太
郎
の
屋
号
」
（
二
）
で
は
な
く

宿
屋
の
名
前
で
あ
り
（
一
つ
の
名
に
二
つ
の
物
）
、
男
（
赤
シ
ャ
ツ
）
が
「
女

の
罪
な
優
し
い
声
」
（
二
）
を
出
し
、
蕎
麦
屋
は
「
東
京
」
と
謳
っ
て
お
き
な

が
ら
「
滅
法
き
た
な
」
（
三
）
く
、
「
軽
薄
は
江
戸
っ
子
で
、
江
戸
っ
子
は
軽
薄

の
事
」
（
五
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
複
数
性
や
指
示
内
容
と
の
ず
れ
に

対
す
る
鋭
敏
さ
は
、
「
お
れ
」
の
語
り
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

先
述
し
た
社
交
辞
令
や
冗
談
も
、
一
つ
の
言
語
行
為
に
対
応
す
る
意
味
と
は
異

な
る
別
の
機
能
を
持
た
せ
る
と
い
う
点
で
、
一
種
の
複
数
化
と
考
え
ら
れ
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
〈
名
〉

要
す
る
に
、
こ
の
「
お
れ
」
の
語
り
に
お
い
て
は
、
一
貫
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
場
に
お
け
る
言
語
の
不
透
明
性
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
物
語
と
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
「
お
れ
」
は
、
よ
り
根
底
的
な

レ
ベ
ル
で
の
い
わ
ば
く
言
語
と
い
う
他
者
〉
に
出
会
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
単
に
地
域
差
（
方
言
）
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

「
お
れ
」
は
東
京
か
ら
の
「
渡
り
も
の
」
（
八
）
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
に
よ
っ

て
山
嵐
が
生
徒
た
ち
を
煽
動
し
た
と
い
う
「
推
察
で
き
る
謎
」
（
六
）
“
ほ
の

め
か
し
を
真
に
受
け
、
山
嵐
を
糾
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
後
に
「
明

言
し
た
覚
え
は
な
い
」
（
同
）
と
言
い
逃
れ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
事
後
的

に
意
味
内
容
を
不
明
瞭
化
で
き
る
よ
う
な
言
語
行
為
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
意
味

と
は
字
義
通
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
場
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
ゆ
ら
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
不
透
明
性
は
、
そ
の
受
け
手
が
不
特
定
多
数
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア

を
介
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
即
ち
新
聞
と
い
う
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
場
に
お
い
て
は
、
よ
り
増
幅
さ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
中
学
校
と
師
範

学
校
と
の
乱
闘
事
件
に
お
い
て
、
単
に
巻
き
込
ま
れ
た
だ
け
の
「
お
れ
」
と
山

嵐
が
主
犯
と
し
て
報
道
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
「
新
聞
屋
に
か
か
れ
た
事
は
、

う
そ
に
せ
よ
、
本
当
に
せ
よ
、
つ
ま
り
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
い
も
の
だ
。
あ

き
ら
め
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
（
十
一
）
と
狸
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の

「
か
か
れ
た
事
」
1
1
言
葉
は
、
い
く
ら
真
相
と
違
っ
て
い
て
も
、
後
で
「
取
消

が
出
」
（
同
）
よ
う
と
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
実
定
性
を
持
ち
、
機
能
（
流
通
）
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『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
〈
名
〉

し
て
し
ま
う
の
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
発
信
者
（
新

聞
屋
）
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
言
葉
は
決
し
て
一
義
的
に
操
作
可
能
な
も

の
で
は
な
い
の
だ
。
勿
論
、
こ
う
し
た
言
語
の
持
つ
不
透
明
性
を
、
「
お
れ
」

は
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
君
子
と
云
ふ
言
葉
を
書
物
の
上
で
知
っ
て
る
が
、

是
は
字
引
に
あ
る
許
で
、
生
き
て
る
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
た
が
、
う
ら
な

り
君
に
逢
っ
て
か
ら
始
め
て
、
矢
っ
張
り
正
体
の
あ
る
文
字
だ
と
感
心
し
た
位

だ
」
（
六
）
と
い
う
「
お
れ
」
は
、
ま
さ
に
「
文
字
」
に
「
正
体
」
を
求
め
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
「
き
ま
っ
た
所
へ
出
る
と
、
急
に
溜
飲
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ま

起
っ
て
、
咽
喉
の
所
へ
、
大
き
な
丸
が
上
が
っ
て
来
て
言
葉
が
出
な
い
」
と
い

う
「
妙
な
病
気
」
（
九
）
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
お
れ
」
の
望
む
、
言

葉
と
意
味
と
の
完
全
な
一
致
1
1
自
ら
の
言
葉
が
自
ら
の
真
意
を
代
表
し
、
そ
れ

が
そ
の
ま
ま
他
者
へ
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
言
語
行
為
が
、
現
実
の
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
一
方
、
職
員
会
議
で
「
お
れ
」
に
と
っ
て
「
言
語
は
あ
る
が
意

味
が
な
い
」
（
六
）
空
疎
な
言
葉
を
も
て
あ
そ
ぶ
野
だ
や
赤
シ
ャ
ツ
た
ち
の
言

語
行
為
は
、
「
《
言
語
》
と
し
て
の
意
味
を
空
無
化
し
な
が
ら
一
定
の
〈
場
〉

に
だ
け
機
能
す
る
任
意
の
意
味
を
も
て
あ
そ
ぶ
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

「
コ
ト
バ
が
本
来
の
字
義
的
な
意
味
を
離
れ
て
機
能
的
な
意
味
に
従
う
と
き
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

コ
ト
バ
は
む
し
ろ
記
号
と
し
て
の
属
性
で
あ
る
恣
意
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
」
。

こ
れ
は
「
文
字
」
に
「
正
体
」
を
、
即
ち
言
葉
と
意
味
と
の
一
致
を
求
め
る

「
お
れ
」
が
最
も
恐
れ
る
事
態
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
に
ま
た
言
語
と
い
う
他

者
の
不
可
解
性
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

 
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
他
我
1
1
他
者
の
内
面
の
不
可
解
性
と
い
う
主
題
へ

と
結
実
す
る
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
「
お
れ
」
は
赤
シ
ャ
ツ
を
「
親
切
」
か

「
ひ
ど
い
奴
」
か
決
め
か
ね
、
マ
ド
ン
ナ
を
「
余
っ
睡
気
の
知
れ
な
い
お
き
ゃ

ん
」
（
七
）
と
言
う
が
、
そ
の
よ
う
な
分
ら
な
い
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
悪
玉
か
善
玉
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
に
単
純
化
さ

れ
る
。
勿
論
、
「
世
の
中
」
を
「
物
騒
に
思
ひ
出
し
」
、
「
別
段
際
だ
つ
た
大
事

件
に
も
出
逢
は
な
い
の
に
、
も
う
五
つ
六
つ
年
を
取
っ
た
様
な
気
が
す
る
」
と

い
う
述
懐
に
、
「
お
れ
」
の
成
長
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
は
「
ど
っ
ち
が
起
る
者
だ
か
判
然
し
な
い
」
（
同
）
と
い
う
問
題

を
「
人
問
は
好
き
嫌
で
働
く
も
の
だ
。
論
法
で
働
く
も
の
ち
や
な
い
」
（
九
）

と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
解
決
す
る
や
い
な
や
、
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

そ
も
そ
も
先
述
し
た
よ
う
に
、
固
有
名
を
剥
ぎ
取
り
あ
だ
名
を
つ
け
る
「
お
れ
」

は
、
全
て
を
個
で
は
な
く
類
へ
と
変
換
1
1
翻
訳
し
て
し
ま
う
志
向
を
有
し
て
い

た
が
、
そ
う
し
た
「
お
れ
」
の
類
へ
の
変
換
は
、
物
語
の
表
層
か
ら
個
々
の
人

物
の
相
貌
、
固
有
の
内
面
を
切
り
落
と
し
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
物
語
空
間
を
召

喚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
一
見
現
実
の
他
者
は
消
え
去
る
よ
う
に

見
え
る
。
し
か
し
、
「
お
れ
」
は
こ
の
よ
う
な
言
語
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
こ
そ

く
他
者
〉
に
出
会
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
不
可
解
な
の
は
、
他

者
の
内
面
で
は
な
い
。
内
面
を
語
る
（
再
現
1
1
代
行
）
べ
き
言
葉
が
、
現
実
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
い
て
機
能
す
る
、
そ
の
不
透
明
性
な
の
で
あ

る
。
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四
、
 
〈
起
源
〉
と
し
て
の
清

 
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
固
有
名
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
清
と
の
間
に
お

い
て
夢
想
さ
れ
る
関
係
性
と
は
、
対
極
に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。
「
か
う
し
て

遠
く
へ
来
て
迄
、
清
の
身
の
上
を
案
じ
て
み
て
や
り
さ
へ
す
れ
ば
、
お
れ
の

ま
こ
と

真
心
は
通
じ
る
に
違
な
い
。
通
じ
さ
へ
す
れ
ば
手
紙
な
ん
ぞ
や
る
必
要
は
な
い
」

（
十
）
。
こ
こ
に
は
、
言
葉
と
い
う
不
透
明
な
も
の
を
排
す
る
こ
と
に
よ
る
、
よ

り
濃
密
な
無
媒
介
的
な
関
係
が
夢
想
さ
れ
て
い
る
。
「
片
破
れ
」
（
六
）
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
お
れ
」
が
「
何
と
云
っ
て
も
賞
め
て
く
れ
る
」
清
は

〈
他
者
〉
で
は
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
清
は
手
紙
を
欲
し
が
っ
て

お
り
、
そ
も
そ
も
前
の
手
紙
は
「
奮
発
し
て
長
い
の
を
書
い
て
や
っ
た
」
（
二
）

と
い
う
「
お
れ
」
の
認
識
と
は
逆
に
、
清
が
「
あ
ま
り
短
過
ぎ
て
、
容
子
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
」
（
七
）
と
訴
え
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、
そ
も
そ
も
幼
少
時
の
「
お
れ
」
は
清
に
対
し
「
自
分
の
力
で
お
れ
を
製
造

し
て
誇
っ
て
る
様
に
見
え
る
。
少
々
気
味
が
わ
る
か
っ
た
」
（
一
）
と
い
う
よ

う
に
、
「
不
審
」
と
違
和
を
感
じ
て
い
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
し
た

清
の
〈
他
者
性
〉
は
、
現
実
の
清
か
ら
離
れ
、
距
離
を
持
つ
こ
と
で
神
聖
化
さ

れ
て
い
く
過
程
で
隠
蔽
さ
れ
る
。
「
教
育
も
な
い
身
分
も
な
い
婆
さ
ん
だ
が
、

人
間
と
し
て
は
頗
る
尊
と
い
。
今
迄
は
あ
ん
な
に
世
話
に
な
っ
て
別
段
難
有
い

と
も
思
は
な
か
っ
た
が
、
か
う
し
て
、
一
人
で
遠
国
へ
来
て
見
る
と
、
始
め
て

あ
の
親
切
が
わ
か
る
」
（
四
）
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

土
ハ
に
暮
ら
し
て
い
る
と
き
に
は
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
四
国
で
の

生
活
の
う
ち
に
「
美
し
い
心
」
（
六
）
と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
く
。
つ
い
に
は

「
清
は
矢
っ
張
り
善
人
だ
。
あ
ん
な
気
立
の
い
＼
女
は
日
本
中
さ
が
し
て
歩
行

い
た
つ
て
滅
多
に
は
な
い
」
（
七
）
、
「
早
く
東
京
へ
帰
っ
て
清
と
一
所
に
な
る

に
限
る
」
（
十
）
と
ま
で
、
美
化
さ
れ
る
に
至
り
、
清
は
「
お
れ
」
に
と
っ
て

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
清
と
い
う
固
有
名
は
、
次
第

に
「
尊
」
「
美
」
「
善
」
と
い
う
抽
象
観
念
へ
と
変
換
さ
れ
、
超
越
化
さ
れ
る
の

だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
清
と
は
、
「
単
純
や
真
率
」
と
い
う
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

テ
ィ
を
支
え
る
た
め
に
、
事
後
的
に
見
出
さ
れ
た
「
お
れ
」
の
幻
想
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
事
実
、
「
お
れ
」
を
保
証
し
て
い
る
は
ず
の
清
は
、
「
お
れ
」
が

「
麹
町
」
や
「
麻
布
」
と
い
っ
た
山
の
手
に
「
ぶ
ら
ん
こ
」
「
西
洋
間
」
を
備
え

た
「
玄
関
の
あ
る
家
」
（
一
）
を
建
て
、
そ
こ
に
一
緒
に
住
む
こ
と
を
夢
見
て

い
る
、
即
ち
「
お
れ
」
の
立
身
出
世
を
信
じ
て
い
る
、
現
世
的
な
欲
望
を
持
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

た
女
性
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
清
と
い
う
固
有
名
を
そ
の
ま
ま
に
、

そ
の
意
味
内
容
（
実
体
）
を
変
換
さ
せ
る
と
い
う
「
お
れ
」
の
行
為
は
、
そ
う

し
た
清
の
現
実
性
を
剥
ぎ
取
る
行
為
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
し
か
し
、
「
お
れ
」
に
よ
っ
て
超
越
化
さ
れ
る
清
自
身
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ

う
な
「
お
れ
」
の
名
付
け
行
為
の
初
源
に
お
い
て
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

 
 
 
浅
井
は
百
姓
だ
か
ら
、
百
姓
に
な
る
と
あ
ん
な
顔
に
な
る
の
か
と
清
に

 
 
聞
い
て
見
た
ら
、
さ
う
ち
や
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
の
人
は
う
ら
な
り
の
唐
茄

 
 
子
許
食
べ
る
か
ら
、
蒼
く
ふ
く
れ
る
ん
で
す
と
教
へ
て
呉
れ
た
。
そ
れ
以

 
 
来
蒼
く
ふ
く
れ
た
人
を
見
れ
ば
必
ず
う
ら
な
り
の
唐
茄
子
を
食
っ
た
酬
だ

 
 
と
思
ふ
。
此
英
語
の
教
師
も
う
ら
な
り
許
り
食
っ
て
る
に
違
な
い
。
尤
も
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う
ら
な
り
と
は
何
の
事
か
今
以
て
知
ら
な
い
。
清
に
聞
い
て
見
た
事
は
あ

 
 
る
が
、
清
は
笑
っ
て
答
へ
な
か
っ
た
。
大
方
清
も
知
ら
な
い
ん
だ
ら
う
。

 
 
（
二
）

 
こ
の
よ
う
に
、
古
賀
1
「
顔
の
蒼
く
ふ
く
れ
た
人
」
1
「
う
ら
な
り
の
唐
茄

子
」
と
い
う
類
推
に
よ
る
結
び
つ
き
、
「
う
ら
な
り
」
と
い
う
あ
だ
名
の
起
源

は
清
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
類
型
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
言
葉
自
体
に
は
そ
の

指
示
内
容
（
人
）
と
の
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
な
い
固
有
名
よ
り
も
、

よ
り
物
（
人
）
に
似
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
赤
シ
ャ
ツ
、
野
だ

い
こ
、
平
等
も
同
様
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
の
類
推
の
帰
着
点
「
う

ら
な
り
」
が
、
実
は
「
お
れ
」
の
、
そ
し
て
清
も
「
知
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
よ
い
。
「
う
ら
な
り
」
と
は
「
延
び
た
つ

 
 
ロ
つ
り
り

る
の
末
に
な
っ
た
実
」
で
あ
り
、
「
栄
養
が
ゆ
き
と
ど
か
ず
青
白
い
か
ぼ
ち
ゃ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
 

を
、
元
気
の
な
い
人
に
た
と
え
た
も
の
」
、
つ
ま
り
本
来
の
意
味
と
し
て
も
古

賀
を
代
表
さ
せ
る
に
適
切
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
実
体

を
知
ら
な
い
ま
ま
で
使
用
す
る
と
は
、
「
お
れ
」
ら
し
か
ら
ぬ
行
為
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
、
「
お
れ
」
の
忌
避
す
る
物
1
1
実
体
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
記
号

と
し
て
の
言
葉
の
使
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頑
迷
に
言
葉

と
実
体
と
の
結
び
つ
き
を
求
あ
る
「
お
れ
」
が
そ
の
恣
意
性
に
鈍
感
で
い
ら
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
清
と
い
う
超
越
化
さ
れ
た
存
在
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
清
が
知
ら
な
い
ら
し
い
と
い
う
事
実
を
も
っ

て
し
て
も
、
そ
れ
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
清
は
そ
れ
以
上
遡
る
こ
と
の
な
い
、

「
お
れ
」
の
言
葉
の
起
源
で
あ
る
の
だ
。
思
え
ば
、
「
お
れ
」
の
「
好
き
嫌
」
と

い
う
論
法
も
、
実
は
「
自
分
の
好
き
な
も
の
は
必
ず
え
ら
い
人
物
に
な
っ
て
、

嫌
な
ひ
と
は
屹
度
落
ち
振
れ
る
も
の
と
信
じ
て
居
る
」
（
一
）
清
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
「
お
れ
」
は
く
起
源
と
し
て
の
清
〉
に
忠
実
に
生
き
る
こ

と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
清
こ
そ
、
「
お

れ
」
か
ら
固
有
名
を
剥
ぎ
取
り
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
名
付
け
て
い
た
の
で
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
や

か
っ
た
か
。
清
は
い
わ
ば
「
お
れ
」
の
名
付
け
の
親
1
1
祖
な
の
だ
。
事
実
、
語

り
手
の
「
お
れ
」
は
、
固
有
名
を
棄
て
、
清
の
付
け
た
名
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を

選
び
と
る
こ
と
で
、
そ
の
類
的
志
向
を
忠
実
に
模
倣
し
、
人
々
の
固
有
名
を
剥

ぎ
取
っ
て
い
く
。
こ
の
清
と
い
う
起
源
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
お
れ
」
の
回
想

（
手
記
）
は
、
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
世
界
を
現
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
永
遠
に
「
成
長
し
な
い

 
 
 
 
 
 
 
 

子
供
」
で
あ
り
、
逆
説
的
に
は
最
早
死
ん
で
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
、

清
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
永
遠
化
さ
れ
る
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る
。

 
 
 
死
ぬ
前
日
お
れ
を
呼
ん
で
坊
つ
ち
や
ん
後
生
だ
か
ら
清
が
死
ん
だ
ら
、

 
 
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
御
寺
へ
埋
め
て
下
さ
い
。
御
言
の
な
か
で
坊
つ
ち
や
ん
の

 
 
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
と
云
っ
た
。
だ
か
ら
清
の
墓
は
小

 
 
日
向
の
養
源
寺
に
あ
る
。
（
十
一
）

 
清
と
い
う
超
越
的
な
母
H
起
源
の
待
つ
「
小
日
向
の
養
源
寺
」
と
は
、
固
有

名
で
名
指
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
現
実
の
場
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
岸
の
世
界

「
お
れ
」
を
日
向
の
よ
う
な
暖
か
さ
で
養
う
源
 
 
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
1
0
）

（
1
1
）

江
藤
淳
「
新
潮
文
庫
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
解
説
」
（
一
九
八
○
年
五
月
、
新
潮
社
）

片
岡
豊
「
〈
没
主
体
〉
の
悲
劇
1
「
坊
つ
ち
や
ん
」
論
1
」
（
「
立
教
大
学
日
本
文

学
」
、
 
一
九
七
七
年
一
二
月
）

小
森
陽
一
「
矛
盾
と
し
て
の
『
坊
つ
ち
や
ん
』
」
（
「
漱
石
研
究
」
、
一
九
九
九
年

一
〇
月
）

浅
野
洋
「
笑
わ
れ
た
男
1
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
管
見
一
」
（
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」

一
九
八
六
年
一
二
月
）

石
井
和
夫
「
貴
種
流
離
謳
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
『
坊
つ
ち
や
ん
』
差
別
す
る
漱
石
」

（「

鱒
焉
v
 
一
九
九
〇
年
一
月
）

平
岡
敏
夫
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論
-
小
日
向
の
山
王
寺
」
（
「
文
学
」
一
九
七
一

年
一
月
）

小
谷
野
敦
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
系
譜
学
-
江
戸
っ
子
・
公
平
・
維
新
」
（
『
夏
目

漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む
』
一
九
九
五
年
三
月
、
中
央
公
論
）

生
方
智
子
「
国
民
文
学
と
し
て
の
『
坊
つ
ち
や
ん
』
」
（
「
漱
石
研
究
」
一
九
九
七

年
一
一
月
）

「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
『
最
新
文
学
批
評
用
語
辞
典
』
（
一
九
九
八
年
八
月
、
研
究
社
出

版
）
。
そ
の
他
、
P
・
ド
・
マ
ン
「
時
問
性
の
修
辞
学
（
一
）
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
シ

ン
ボ
ル
」
（
「
批
評
空
間
」
一
九
九
一
年
四
月
）
を
参
照
。

伊
藤
整
「
夏
目
漱
石
」
（
『
現
代
日
本
小
説
体
系
』
一
六
巻
、
一
九
四
九
年
五
月
、

河
出
書
房
）

柄
谷
行
人
「
大
江
健
三
郎
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
（
『
終
焉
を
め
ぐ
っ
て
』
一
九
九
〇

年
五
月
、
福
武
書
店
）
は
、
「
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
（
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
）
は
、
固
有

名
を
利
用
し
な
が
ら
、
本
当
は
固
有
名
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
逆

に
、
カ
フ
カ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
写
実
的
で
あ
り
な
が
ら
固
有
名
を
欠
く
小
説

『
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は
「
寓
話
の
よ
う
に
な
る
」
が
、
「
そ
れ
は
固
有
名
の
排
除
で
は
な
く
て
、
固
有

 
 
名
が
与
え
て
い
る
錯
覚
の
排
除
で
あ
り
、
そ
れ
は
逆
に
固
有
名
へ
の
こ
だ
わ
り

 
 
 
で
あ
る
」
と
看
破
す
る
。

（
1
2
）
有
光
隆
司
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
構
造
-
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
と
国

 
 
文
学
」
一
九
八
二
年
八
月
）

（
1
3
）
小
森
陽
一
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
く
語
り
〉
の
構
造
-
裏
表
の
あ
る
言
葉
1
」

 
 
 
（
「
日
本
文
学
」
一
九
八
三
年
三
～
四
月
）

（
1
4
）
浅
野
洋
前
掲
論
文
（
4
）

（
1
5
）
北
川
扶
生
子
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
清
の
意
味
1
〈
片
破
れ
〉
と
い
う
関

 
 
係
一
」
（
「
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
」
一
九
九
四
年
三
月
）

（
1
6
）
石
原
千
秋
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
山
の
手
」
（
「
文
学
」
一
九
八
六
年
八
月
）

（
1
7
）
松
村
昌
家
・
相
原
和
邦
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
注
解
」
（
『
漱
石
全
集
』
第
二
巻
、
一
九

 
 
九
四
年
一
月
、
岩
波
書
店
）

（
1
8
）
関
谷
由
美
子
「
天
皇
の
国
の
貴
公
子
1
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
く
声
〉
」
（
「
解
釈
と

 
 
鑑
賞
」
二
〇
〇
五
年
六
月
）

＊
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
四
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
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