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夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

Ranboumono(ARough)inNatsumeSoseki'sBorc加兀

MitsuhiroTAKEDA

の
「
乱
暴
者
」

武
田
充
啓

漱
石
が
二
十
世
紀
の
「
安
心
」
な
る
世
界
を
芸
術
に
よ
る
「
ト
ニ
ッ
ク
」
に
求
め
た
こ
と

は
疑
い
が
な
い
。
彼
の
創
作
は
、
「
自
殺
」
だ
け
が
安
心
へ
の
道
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
「
探
偵
的
」
社
会
を
生
き
る
人
間
に
対
し
て
処
方
さ
れ
た
薬
で
あ
り
、
望
ま
し
き
生
へ

の
強
壮
剤
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で

全
《
》
つ
（
》
。 『

坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
明
治
三
十
九
（
一
九
○
六
）
年
四
月
一
日
発
行
分
の
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
短
編
で
あ
る
。
そ
の
明
治
三
十
八
・
九
年
の
「
断
片
」
に
、
漱
石
は

「
世
界
向
後
の
趨
勢
は
人
間
は
み
な
自
殺
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
命
題
が
事
実
に
証
明
せ

ら
る
、
時
期
に
到
底
す
る
」
と
書
い
た
。

は
じ
め
に

○
今
人
に
つ
い
て
尤
も
注
意
す
べ
き
事
は
自
覚
心
が
強
過
ぎ
る
事
な
り
。
（
略
）
此
知

覚
は
文
明
と
共
に
切
実
に
鋭
敏
に
な
る
が
故
に
一
挙
手
一
投
足
も
自
然
な
る
能
は
ず
。

人
々
コ
セ
コ
セ
し
て
鷹
揚
な
人
を
見
る
事
能
は
ざ
る
に
至
る
。
（
略
）
而
し
て
現
今
の

文
明
は
天
下
の
大
衆
を
駆
っ
て
悉
く
探
偵
的
自
覚
心
を
鋭
敏
な
ら
し
む
る
世
な
り
。
思

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ふ
に
自
覚
心
の
鋭
き
も
の
は
安
心
な
し
。
起
き
て
居
る
う
ち
は
無
論
の
事
寝
て
居
る
間

も
飯
を
食
ふ
間
も
落
ち
つ
く
事
な
し
。
此
故
に
探
偵
を
犬
と
云
ふ
。
（
略
）

天
下
に
何
が
薬
に
な
る
と
云
ふ
て
己
れ
を
忘
る
、
よ
り
鷹
揚
な
る
事
な
し
無
我
の
境

●
●

よ
り
歓
喜
な
し
。
カ
ノ
芸
術
の
作
品
の
尚
き
は
一
瞬
の
間
な
り
と
も
悦
惚
と
し
て
己
れ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

を
遺
失
し
て
、
自
他
の
区
別
を
忘
れ
し
む
る
が
故
な
り
。
是
ト
ニ
ッ
ク
な
り
。
此
ト
ニ

ッ
ク
な
く
し
て
二
十
世
紀
に
存
在
せ
ん
と
す
れ
ば
人
は
必
ず
探
偵
的
と
な
り
泥
棒
的
と

な
る
。
恐
る
べ
し
。
（
同
「
断
片
」
。
以
下
、
断
り
の
な
い
場
合
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ

る
。
）

△
汝
の
見
る
の
は
利
害
の
世
な
り
。
わ
れ
の
立
っ
は
理
否
の
世
な
り
。
汝
の
見
る
は
現

象
の
世
界
な
り
。
わ
れ
の
視
る
は
実
相
の
世
な
り
。
人
爵
ｌ
天
爵
。
栄
枯
ｌ
正
邪
。

得
失
ｌ
善
悪
。
…
…
（
同
「
断
片
」
）
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『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
の
試
み
の
一
つ
は
、
右
で
い
わ
れ
て
い
る
「
わ
れ
」
の
視
点
に
「
お

れ
」
を
立
た
せ
て
み
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
「
お
れ
」
か
ら
「
自
覚
心
」
を
取
り
去
る
こ

と
。
つ
ま
り
は
「
単
純
」
で
「
無
鉄
砲
」
な
、
そ
れ
で
い
て
「
正
直
」
で
「
欲
が
な
く
っ
て
、

真
直
な
気
性
」
（
四
）
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
己
れ
」
を
忘
れ

た
「
お
れ
」
を
読
者
に
差
し
出
す
こ
と
で
、
読
者
に
も
ま
た
一
瞬
の
間
な
り
と
も
「
己
れ
」

を
離
れ
得
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
「
世
の
中
」
に
出
た
「
お
れ
」
は
、
自
ら
が
「
探
偵
的
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

現
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
今
」
そ
の
「
過
去
」
を
報
告
し
よ
う
と

す
る
語
り
手
は
「
過
去
」
の
「
己
れ
」
を
よ
く
よ
く
吟
味
し
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
「
お
れ
」
は
「
真
直
」
に
生
き
る
た
め
に
こ
そ
「
自
覚
心
」
を
も
た
ざ
る
を

得
ず
、
ま
た
語
り
手
は
自
分
を
「
正
直
」
に
語
る
た
め
に
こ
そ
「
単
純
」
な
ま
ま
で
は
い
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
ま
た
、
自
殺
願
望
を
抱
え
た
ま
ま
神

経
衰
弱
的
な
世
界
で
安
心
立
命
で
き
な
い
「
人
間
」
を
救
う
た
め
に
栫
え
ら
れ
た
は
ず
の

「
お
れ
」
が
、
逆
に
「
世
間
」
や
彼
自
身
の
「
自
覚
心
」
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
救
い
出
さ

れ
る
の
か
を
読
む
物
語
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
執
筆
の
前
後
に
、
漱
石
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
手
紙
に
記
し
て
い
る

（
明
治
三
十
九
年
森
田
草
平
宛
書
簡
よ
り
）
。

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

自
分
の
弱
点
に
対
し
て
は
二
様
に
取
り
扱
ふ
方
法
が
あ
る
。
一
は
之
を
隠
し
て
自
己
の

●
●
●
●
●
●
●
●

虚
栄
心
を
失
望
さ
せ
ま
い
と
す
る
。
（
略
）
一
は
コ
ン
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
（
一
月

九
日
）

僕
の
つ
む
じ
は
真
直
な
も
の
さ
。
猫
を
か
く
の
は
立
派
な
考
だ
と
思
っ
て
い
る
。
決
し

●
●
●
●
●
●

て
ブ
ク
ブ
ク
湧
い
て
出
て
は
来
な
い
。
只
無
闇
に
か
い
て
る
と
あ
ん
な
も
の
が
出
来
る
の

で
す
。
／
天
下
に
己
れ
以
外
の
も
の
を
信
頼
す
る
よ
り
果
敢
な
き
は
あ
ら
ず
。
而
も
己

れ
程
頼
み
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
。
（
二
月
十
三
日
）

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

コ
ン
フ
ェ
シ
ョ
ン
の
文
学
は
結
構
で
あ
る
。
コ
ン
フ
ェ
シ
ョ
ン
の
文
学
程
人
に
教
へ
る

も
の
は
な
い
。
（
二
月
十
五
日
）

破
戒
読
了
。
明
治
の
小
説
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
べ
き
名
篇
也
。
（
四
月
三
日
）

何
だ
か
生
徒
全
体
が
お
れ
一
人
を
探
偵
し
て
居
る
様
に
思
は
れ
た
（
三
）

小
論
で
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
の
基
底
に
〈
自
殺
〉
の
問
題
が
あ
る
こ
と
い
う
こ

と
を
確
認
し
た
上
で
、
大
き
く
以
下
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
一

つ
は
、
語
り
手
が
自
分
自
身
を
語
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
方
法
と
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る

も
の
と
が
、
「
探
偵
的
自
覚
心
」
ｌ
〈
自
己
へ
の
執
着
〉
と
「
鷹
揚
」
「
無
我
」
ｌ
〈
自
己
か
ら

の
解
放
〉
と
い
う
、
正
反
対
の
二
つ
の
方
向
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
お
れ
」
が
、
な
ぜ
受
動
的
、
非
主
体
的
な
人
物

と
し
て
性
格
設
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
作
者
の
〈
芸
術
〉
観
（
「
コ

ン
フ
ェ
シ
ョ
ン
の
文
学
」
）
や
〈
自
然
〉
観
（
「
無
我
」
と
「
無
法
」
）
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
、
何
故
「
お
れ
」
は
他
の
誰
ひ
と
り
の
人
物
と
も
つ
な
が
る
こ
と
な
く
、

本
来
的
に
生
き
る
場
所
を
こ
の
現
実
世
界
に
失
い
、
死
の
世
界
の
近
く
に
い
る
よ
う
に
見
え

る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
「
無
鉄
砲
」
を
「
親
譲
り
」
の
も
の
と

し
て
抱
え
込
ま
さ
れ
た
ま
ま
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
か
ら

逃
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
に
い
る
「
お
れ
」
が
、
「
無
闇
」
や
「
乱
暴
」
と
し
て
、
そ
れ
を

噴
出
さ
せ
る
以
外
に
な
い
彼
の
あ
り
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
生
身
の
人
間
と
し

て
の
「
お
れ
」
と
要
請
さ
れ
た
く
自
然
〉
と
し
て
の
「
お
れ
」
と
の
ズ
レ
の
問
題
で
あ
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
未
熟
な
人
間
が
成
長
し
て
い
く
話
で
は
な
い
。
「
お
れ
」
は
単
純

で
あ
り
、
自
分
の
欲
望
に
無
自
覚
と
言
う
意
味
で
は
「
己
れ
」
を
忘
れ
た
無
垢
な
人
間
で
あ

る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
目
論
ん
で
い
る
の
は
、
そ
ん
な
人
間
を
一
陣
の
涼
風
の
よ
う
に
「
世

の
中
」
に
送
り
込
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
人
物
自
身
が
「
世
間
」
に
染
ま
っ
て
複
雑

に
な
っ
た
り
汚
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
前
に
、
つ
ま
り
は
「
お
れ
」
が
別
の
存
在
に
な
っ
て

し
ま
う
前
に
彼
を
そ
う
し
た
「
不
浄
の
地
」
（
十
二
か
ら
救
い
出
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
是
で
も
元
は
旗
本
だ
」
「
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
ま
れ
か
ら
し
て
違
ふ
」
「
正
直
だ
か
ら
、

ど
う
し
て
い
、
か
分
か
ら
な
い
ん
だ
」
（
四
）
「
此
所
へ
来
て
か
ら
ま
だ
一
カ
月
立
つ
か
、
立

た
な
い
う
ち
に
、
急
に
世
の
な
か
を
物
騒
に
思
い
出
し
た
。
（
略
）
も
う
五
つ
六
つ
年
を
取

っ
た
様
な
気
が
す
る
。
早
く
切
り
上
げ
て
東
京
へ
帰
る
の
が
一
番
よ
か
ら
う
」
（
七
）
「
こ
ん

な
土
地
に
一
年
も
居
る
と
、
潔
白
な
お
れ
も
」
（
十
）
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
「
お
れ
」

｜
、
「
お
れ
」
と
い
う
死
者

－2－
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が
自
分
自
身
を
確
認
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
の
自
己
認
識
を
裏
切
っ
て
「
己

れ
」
を
離
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
次
第
に
「
世
間
」
に
染
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
人
間
程
宛
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
」
（
七
）
。
「
お
れ
」
に
あ
る
の
は
成
長
や
成
熟
で

は
な
く
、
変
化
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
変
化
は
そ
の
人
物
の
意
思
や
思
惑
と
か
か
わ
り

な
く
突
然
に
、
そ
し
て
決
定
的
に
起
こ
り
、
一
旦
起
こ
っ
た
変
化
は
人
間
に
は
ど
う
し
て
も

追
い
つ
け
な
い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
決
定
的

変
化
と
は
、
「
お
れ
」
の
語
り
が
始
ま
る
以
前
に
す
で
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
最

後
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
清
の
死
で
あ
り
、
清
の
死
に
よ

っ
て
「
お
れ
」
は
己
の
経
験
を
語
る
べ
き
正
当
な
相
手
を
永
遠
に
な
く
す
の
で
あ
る
。
正
当

と
い
う
の
は
、
一
心
同
体
の
ご
と
く
思
い
を
分
か
ち
合
い
、
そ
の
運
命
を
共
同
す
る
「
片
破

れ
」
的
存
在
、
彼
の
存
在
を
ど
こ
ま
で
も
肯
定
し
彼
の
行
為
を
全
面
的
に
承
認
し
得
る
唯
一

の
存
在
と
し
て
の
清
の
こ
と
で
あ
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
清
に
書
か
れ
る
約
束
で
あ
っ
た
「
お
れ
」
の
長

い
、
し
か
し
遅
れ
て
し
ま
っ
た
手
紙
で
あ
る
①
。
も
と
も
と
「
手
紙
を
か
く
の
が
大
嫌
」
（
三

な
「
お
れ
」
は
、
「
逢
っ
て
話
を
す
る
方
が
簡
単
だ
」
（
十
）
と
清
に
書
き
か
け
た
手
紙
を
途

中
で
や
め
て
し
ま
う
。
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
う
「
声
」
が
直
接
届
か
な
く
な
っ
た
清
に
対
し

て
、
そ
れ
で
も
わ
き
上
が
っ
て
く
る
叫
び
を
「
お
れ
」
は
「
語
る
Ⅱ
書
く
」
以
外
に
な
い
。

こ
の
と
き
「
お
れ
」
に
と
っ
て
「
語
る
こ
と
Ⅱ
書
く
こ
と
」
は
、
た
だ
清
に
向
か
っ
て
だ
け

語
る
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
自
己
を
自
身
に
向
か
っ
て
「
語
る
こ
と
Ⅱ
書
く
こ
と
」
、
そ
の

こ
と
が
彼
の
「
主
体
」
獲
得
に
向
け
て
の
自
己
検
証
と
な
り
、
自
己
確
認
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
語
り
手
の
位
置
を
得
た
と
い
う
点
で
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
「
自
己
」
を
そ
の
「
過

去
」
に
遡
っ
て
検
証
し
、
「
自
己
の
表
現
」
を
通
じ
て
自
己
認
識
を
深
め
、
そ
こ
か
ら
自
己

変
革
を
試
み
よ
う
と
す
る
漱
石
生
涯
の
文
学
的
実
践
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
作
品

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
同
時
に
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
「
自
己
」
を

見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
自
己
」
を
放
棄
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
欲
望

が
、
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
い
っ
そ
「
自
己
」
を
消
し
去
っ
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
よ

う
な
絶
望
が
、
他
方
で
そ
の
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

車
へ
乗
り
込
ん
だ
お
れ
の
顔
を
泥
と
見
て
「
も
う
御
別
れ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

随
分
御
機
嫌
や
う
」
と
小
さ
な
声
で
云
っ
た
。
目
に
涙
が
一
杯
た
ま
っ
て
居
る
。
お
れ

は
泣
か
な
か
っ
た
。
然
し
も
う
少
し
で
泣
く
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
汽
車
が
余
っ
程
動
き

死
者
の
世
界
か
ら
の
、
自
分
の
存
在
に
対
す
る
視
線
。
死
ん
だ
人
の
立
場
に
立
っ
て
は
じ

め
て
自
分
の
命
の
姿
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
も
と
由
緒
あ
る
も
の
だ

っ
た
」
が
「
瓦
解
の
と
き
に
零
落
し
」
た
清
、
そ
し
て
待
ち
に
待
っ
た
人
と
．
所
に
な
る
」

（
一
）
と
い
う
夢
を
見
続
け
る
わ
ず
か
な
時
間
も
許
さ
れ
ず
今
は
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
清
、

そ
う
い
う
視
点
に
重
ね
て
自
分
を
眺
め
て
み
る
こ
と
。
そ
こ
で
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
存

在
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
け
た
と
き
、
「
お
れ
」
は
自
ら
そ
の
立
場
に
身
を
置
こ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
お
れ
」
は
、
自
分
が
清
と
違
う
存
在
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
と
き
は
じ
め
て
「
お
れ
」
は
清
が
そ
う
呼
ぶ
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
な
り
た
い
、

と
本
気
で
思
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
親
兄
弟
に
見
放
さ
れ
、
町
内
か
ら
は
「
乱
暴
者
の

た
ち

悪
太
郎
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
、
「
人
に
好
か
れ
る
性
で
は
な
い
」
と
自
分
を
あ
き
ら
め
て
い

た
男
が
、
清
が
評
価
す
る
「
真
直
」
で
「
純
粋
」
で
「
正
直
」
で
「
単
純
」
な
、
そ
し
て
だ

か
ら
こ
そ
清
が
そ
う
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
り
た
い
と
心
か
ら
思
う
。
そ
れ

は
死
に
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
永
遠
の
若
さ
が
あ
る
。
若
さ
と

は
単
純
さ
で
あ
り
、
そ
の
主
体
性
の
な
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
永
遠
の
若
さ
と
は
死
で
あ
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
は
、
自
分
の
意
志
を
持
た
ず
に
人
々
の
間
に
住
ん
で
い
る
〈
自
然
〉
で

あ
り
、
〈
死
〉
な
の
で
あ
る
。

「
お
れ
」
は
偶
然
に
対
し
て
素
直
に
物
理
学
校
に
行
き
、
偶
然
の
な
り
ゆ
き
で
四
国
に
行

く
。
そ
し
て
偶
然
の
重
な
り
の
中
で
暴
力
を
振
る
う
。
そ
れ
は
彼
の
必
然
と
な
る
。
「
お
れ
」

は
子
ど
も
の
頃
か
ら
「
別
段
何
に
な
る
と
云
ふ
了
見
も
な
か
っ
た
」
（
こ
し
、
ど
の
よ
う

に
生
き
よ
う
な
ど
と
い
う
主
体
的
な
意
志
も
持
た
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
〈
自
然
〉

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
東
京
に
帰
っ
た
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
死
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
最
初
か
ら
死
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
「
お
れ
」
は
「
今
」
死

に
た
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
に
は
自
分
が
本
当
に
死
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐

怖
が
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
語
る
Ⅱ
書
く
。
し
か
し
そ
う
し
た
「
お
れ
」
の
恐
怖
を
先
回
り
し

て
保
護
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
早
く
来
い
と
急
か
し
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
に

せ
よ
清
は
す
で
に
死
ん
で
、
そ
こ
で
「
お
れ
」
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

出
し
て
か
ら
、
も
う
大
丈
夫
だ
ら
う
と
思
っ
て
、
窓
か
ら
首
を
出
し
て
、
振
り
向
い
た

ら
、
矢
つ
張
り
立
っ
て
居
た
。
何
だ
か
大
変
小
さ
く
見
え
た
。
（
一
）
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「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
善
悪
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
好
き
嫌
」
の
問
題
に
し
か

で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
結
末
の
「
勝
ち
負
け
」
は
見
か
け
と
は
逆
転
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
こ
れ
ま
で
か
ら
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
公
正
や
公
平
を
社
会
に
実
現

し
よ
う
と
す
る
男
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
「
正
し
さ
」
を
好
悪
の
感
情
で
支
え
ら
れ
た
私
的

な
暴
力
で
示
す
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
結
局
の
と
こ
ろ
は
自
ら
の
職
を
失
い
そ
の
地
を
追

放
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
物
語
。
そ
の
よ
う
に
読
め
ば
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
敗
北
者

の
回
顧
談
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
読
み
方
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

片
岡
豊
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
い
つ
で
も
主
体
的

な
意
志
を
欠
い
て
受
動
的
に
振
る
舞
う
し
か
な
い
存
在
で
あ
る
。
片
岡
氏
は
〈
坊
っ
ち
ゃ
ん

の
〈
没
主
体
性
〉
は
〈
力
〉
に
対
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ト
な
傾
向
を
導
い
て
い
る
〉
と
し
、
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
が
そ
の
〈
反
発
の
背
後
に
〈
権
威
〉
Ⅱ
〈
力
〉
に
対
す
る
親
近
感
、
も
し
く
は

憧
僚
を
隠
し
持
っ
て
い
た
〉
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
②
。
し
か
し
同
じ
そ
の
受
動
性
に
つ

い
て
、
逆
に
消
極
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
肯
定
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た

可
能
性
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
要
請
さ

れ
た
く
自
然
〉
と
し
て
の
非
主
体
性
で
あ
る
。

山
嵐
に
対
し
て
「
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
を
撲
っ
て
や
ら
な
い
か
と
面
白
半
分
に
勧
め
て
」
み

る
（
九
）
「
お
れ
」
は
、
自
分
の
宿
直
中
の
温
泉
行
き
と
い
う
「
あ
や
ま
り
」
に
つ
い
て
は

「
公
け
」
に
し
て
笑
わ
れ
て
い
た
（
六
）
が
、
自
分
の
「
正
し
さ
」
に
つ
い
て
は
山
嵐
ほ
ど

に
は
真
剣
に
「
公
け
」
の
も
の
に
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
出
来
な
い
の
で

あ
る
。
「
お
れ
」
は
善
悪
の
問
題
に
対
し
て
、
「
論
法
」
で
対
応
す
る
に
は
「
あ
ま
り
単
純
過

ぎ
る
」
（
山
嵐
に
よ
る
「
お
れ
」
評
価
、
「
お
れ
」
は
そ
の
評
を
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
る
’

十
二
し
、
「
脳
が
わ
る
い
」
（
「
お
れ
」
自
身
に
よ
る
自
己
評
価
’
六
）
の
で
あ
る
。
そ
の
点

で
は
山
嵐
は
「
お
れ
よ
り
智
慧
の
あ
る
男
」
（
十
二
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
生
徒
処
分
の

職
員
会
議
で
厳
罰
と
「
公
け
に
謝
罪
」
す
る
こ
と
を
求
め
（
六
）
、
赤
シ
ャ
ツ
相
手
に
「
正
義
」

の
一
言
を
口
に
も
す
る
（
十
二
の
で
あ
る
。
赤
シ
ャ
シ
や
野
だ
に
「
天
訣
」
を
加
え
る
に

い
た
る
場
面
で
の
「
お
れ
」
の
行
動
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
山
嵐
の
踵
を
ふ
ん
で
あ
と
か
ら
」

（
十
）
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
振
る
舞
い
に
は
辛
抱
も
根
気
も
な
く
、
偶
然
が

な
け
れ
ば
平
気
で
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
「
お
れ
」
は
こ
れ

二
、
要
請
さ
れ
た
非
主
体
性

か
云
ふ
と
、
ち
ゃ
ん
と
逃
道
を
栫
へ
て
待
っ
て
る
」
（
九
）
よ
う
な
「
好
物
」
と
な
る
の
だ

が
、
で
は
赤
シ
ャ
シ
は
本
当
に
悪
い
人
間
か
。
そ
れ
は
決
し
て
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
作
者
は
書
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
う
え
で
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
山
嵐
と
「
お
れ
」

が
赤
シ
ャ
シ
と
野
だ
に
対
し
て
「
理
非
を
弁
じ
な
い
で
腕
力
に
訴
え
る
」
こ
と
を
「
無
法
」

（
十
二
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
「
乱
暴
」
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
「
単

純
過
ぎ
る
」
若
者
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
に
「
単
純
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
ま
ず

相
当
に
困
難
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
「
単
純
」
さ
を
も
っ
て
は
じ
め
て
で
き
る
で

あ
ろ
う
よ
う
な
非
反
省
的
・
他
者
追
随
的
な
、
す
な
わ
ち
無
意
識
的
・
非
利
己
的
な
行
動
が

あ
り
、
そ
れ
が
暴
力
に
ま
で
つ
な
が
り
、
そ
の
よ
う
な
暴
力
で
し
か
叩
け
な
い
隠
さ
れ
た
不

正
を
た
だ
す
と
い
う
か
た
ち
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
な
っ
て
い
る
。

ほ
ど
ま
で
に
非
主
体
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
彼
は
〈
自
然
〉

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
問
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

作
者
は
現
実
世
界
で
は
認
め
ら
れ
な
い
不
可
能
な
行
為
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
で
は
「
お
れ
」
を
最
後
ま
で
利
害
損
得
を
計
算
し
な
い
人
物
と
し
て
描
か
ね
ば
な
ら

ず
、
私
的
な
暴
力
が
私
利
私
欲
の
た
め
で
な
い
「
腕
力
」
（
十
一
）
と
し
て
「
正
し
く
」
行

使
さ
れ
う
る
よ
う
な
偶
然
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
お
れ
」

は
ど
こ
ま
で
も
非
主
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
彼
は
〈
自
然
〉
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
自
分
だ
け
悪
い
事
を
し
な
く
っ
て
も
、
人
の
悪
い
の
が
分
ら
な
く
っ
ち
ゃ
、
や
っ
ぱ
り

ひ
ど
い
目
に
逢
ふ
で
せ
う
」
と
当
の
赤
シ
ャ
シ
に
す
で
に
早
く
か
ら
そ
の
「
単
純
な
の
を
笑
」

わ
れ
て
い
な
が
ら
（
五
）
、
結
末
近
く
に
な
っ
て
も
「
な
ん
で
田
舎
の
学
校
は
さ
う
理
屈
が

分
ら
な
い
ん
だ
ら
う
」
（
十
二
と
焦
れ
る
「
お
れ
」
は
、
さ
す
が
に
懲
り
な
い
「
単
純
」
さ

を
維
持
し
て
い
て
、
同
じ
「
理
屈
」
で
あ
っ
て
も
「
田
舎
の
学
校
」
の
「
理
屈
」
と
自
分
の

「
理
屈
」
と
が
別
の
も
の
で
あ
り
う
る
こ
と
に
い
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
こ
に
「
欲
」

が
、
と
く
に
自
分
自
身
の
「
欲
」
が
介
在
し
う
る
と
い
う
視
点
を
も
た
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
に
気
が
つ
い
て
し
ま
え
ば
、
彼
も
そ
の
単
純
さ
を
失
い
、
代
わ
り
に
「
智
慧
」

山
嵐
に
言
わ
せ
れ
ば
、
赤
シ
ャ
ツ
は
「
大
人
し
い
顔
を
し
て
、
悪
事
を
働
い
て
、
人
が
何

可
愛
想
に
、
も
し
赤
シ
ャ
ツ
が
此
所
へ
一
度
来
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
山
嵐
は
、
生
涯

天
課
を
加
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
（
十
二
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校
舎
の
「
二
階
か
ら
飛
び
降
り
」
る
。
た
ま
た
ま
「
募
集
の
広
告
が
出
て
居
た
か
ら
、
何

も
縁
だ
と
思
っ
て
」
物
理
学
校
に
「
入
学
」
す
る
。
「
教
師
に
な
る
気
も
、
田
舎
へ
行
く
考

へ
も
何
も
な
か
っ
た
」
の
に
教
師
と
し
て
四
国
に
行
く
。
「
な
ぜ
そ
ん
な
無
暗
を
し
た
」
。
お

れ
の
「
無
鉄
砲
」
は
「
親
譲
り
」
だ
。
そ
れ
が
「
お
れ
」
の
答
え
で
あ
る
。

「
お
れ
」
は
、
と
り
あ
え
ず
「
無
鉄
砲
」
と
か
「
無
闇
」
と
で
も
呼
ん
で
お
く
し
か
な
い

よ
う
な
何
も
の
か
を
う
ま
く
制
御
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
抱
え
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
「
お

れ
」
は
、
そ
の
「
無
鉄
砲
」
を
「
親
譲
り
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。

周
知
の
こ
と
だ
が
、
彼
自
身
が
語
る
彼
の
「
親
」
に
関
す
る
挿
話
に
つ
い
て
だ
け
で
い
え

ば
、
彼
の
「
無
鉄
砲
」
が
「
親
譲
り
」
で
あ
る
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な
い
。

ど
う
や
ら
「
親
譲
り
」
と
は
、
自
分
で
選
択
し
た
り
、
制
御
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
に
対
し
て
、
一
つ
の
方
便
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
の
名
指
し
と
し
て
、
彼
が
そ
う
呼
ん

で
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
物
理
学
校
へ
の
入
学
や
四
国
行
き
を

「
無
鉄
砲
」
と
し
、
そ
れ
を
「
親
譲
り
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
偶
然
を
必
然
の
も
の
と
し

て
置
き
換
え
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
く
自
分
（
の
受
動
性
、
主
体
性
の
な
さ
）
を
言
い
訳

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
方
で
自
ら
が
〈
自
然
児
〉
で
あ
る
と
い
う
宣
言
と
し
て
見

る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
、
他
方
で
自
分
の
抱
え
る
〈
無
鉄
砲
ｌ
自
然
〉
と
い
う
も
の
に
対

し
て
、
ど
う
向
か
い
合
え
ば
よ
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
わ
か
ら
な
さ
が
、
そ
の
ま
ま

「
お
れ
」
の
受
動
性
と
暴
力
性
と
い
う
現
実
世
界
に
対
す
る
両
義
的
な
姿
勢
と
し
て
現
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
親
譲
り
」
と
い
う
言
葉
で
示

さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
生
を
決
定
し
て
い
る
か
に
見
え
る
「
お
れ
」
の
性
質
な
り
性
格

な
り
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
主
体
的
に
選
択
さ
れ
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い

を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
「
智
慧
」
は
彼
を
主
体
的
な
存
在
へ
と
変
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
し

て
「
お
れ
」
が
ほ
ん
の
少
し
で
も
主
体
的
に
な
れ
ば
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
自
己
の
利
害
損

得
、
す
な
わ
ち
「
利
己
」
か
ら
自
由
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
に
「
お
れ
」
は
非

主
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
制
限
が
あ
ら
か
じ
め
設
け
ら
れ
て
い

る
限
り
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
「
お
れ
」
の
「
主
体
性
」
獲
得
の
物
語
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

三
、
「
親
譲
り
」
と
「
無
暗
」
「
無
鉄
砲
」

う
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
な
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
お
れ
」
は
、
親
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
が
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
知

ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
何
で
あ
れ
本
人
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
と
に
か
く
譲
り
受

け
「
さ
せ
ら
れ
る
」
も
の
が
人
に
は
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ
自
分
自
身
に
言
い

聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
、
読
者
へ
の
説
得
力
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
自
分

の
軽
率
で
乱
暴
な
行
為
を
自
分
自
身
に
む
り
に
も
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
言
い
訳
と
し
て
、

あ
る
い
は
自
分
の
行
動
に
よ
っ
て
被
る
「
損
」
「
失
策
」
「
崇
り
」
を
自
身
に
あ
き
ら
め
さ
せ

る
手
段
と
し
て
、
性
格
の
正
統
性
を
行
為
（
と
そ
の
帰
結
）
の
正
当
性
に
す
り
か
え
る
か
た

ち
で
、
あ
る
い
は
自
分
の
抱
え
込
ん
だ
〈
無
鉄
砲
ｌ
自
然
〉
を
「
当
然
」
や
「
必
然
」
に
読

み
替
え
る
か
た
ち
で
、
「
親
譲
り
」
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
言
す
れ

ば
、
自
分
の
失
敗
の
す
べ
て
は
「
親
」
、
す
な
わ
ち
〈
自
然
〉
の
せ
い
で
あ
る
と
し
て
責
任

を
転
嫁
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
単
に
「
親
」
を
、
〈
自
然
〉
を
否
定
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
お
れ
」
に
と
っ
て
〈
親
ｌ
自
然
〉
が
重
要
な
存
在
で
あ
る

こ
と
も
示
し
て
い
る
。
語
り
手
は
血
の
つ
な
が
っ
た
肉
親
と
し
て
の
「
親
」
に
疎
ま
れ
た
存

在
が
、
今
度
は
逆
に
自
分
の
方
か
ら
「
親
」
を
無
視
し
つ
つ
も
、
し
か
し
全
面
的
に
は
否
定

し
き
れ
ず
に
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
の
何
ら
か
の
根
拠
と
し
て
の
「
親
」
を
〈
自
然
〉

に
対
し
て
求
め
て
し
ま
う
「
お
れ
」
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
お
れ
」
の

「
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性
」
も
ま
た
自
覚
的
に
そ
れ
を
選
べ
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
意
味

で
〈
親
譲
り
ｌ
自
然
〉
な
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
無
暗
」
は
、
実
は
清
に
も
あ
る
。
清
は
「
お
れ
」
を
「
無
暗
に
珍
重
し
」
ま
た
「
あ
な

た
は
御
可
愛
想
だ
、
不
仕
合
せ
だ
と
無
暗
に
云
ふ
」
（
二
。
校
長
の
狸
は
「
無
暗
に
法
外
な

注
文
」
（
二
）
を
し
、
下
宿
の
イ
カ
銀
は
人
の
お
茶
を
「
無
暗
に
飲
む
」
（
二
）
。
山
嵐
は
「
無

暗
に
牛
肉
を
頬
張
り
」
（
十
）
、
新
聞
で
さ
え
「
無
暗
な
嘘
を
吐
く
」
（
十
二
の
で
あ
る
。

寝
る
と
き
に
つ
く
「
尻
持
」
の
「
頓
」
を
「
ど
ん
ど
ん
音
が
す
る
」
「
わ
る
い
癖
」
だ
と

誉
め
ら
れ
、
開
き
直
っ
て
階
下
の
下
宿
人
を
「
凹
ま
し
て
や
っ
た
」
と
す
る
「
お
れ
」
（
四
）

は
、
今
度
は
逆
に
宿
直
の
夜
、
中
学
生
た
ち
に
「
二
階
が
落
っ
こ
ち
る
程
ど
ん
、
ど
ん
、
ど

ん
と
」
「
床
板
を
踏
み
な
ら
す
音
」
「
足
音
に
比
例
し
た
大
き
な
関
の
声
」
と
い
っ
た
「
気
狂

ひ
じ
み
た
」
い
た
ず
ら
を
さ
れ
て
し
ま
う
（
四
）
。
彼
ら
も
「
お
れ
」
も
同
じ
「
無
暗
」
を

生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
無
暗
」
対
「
無
暗
」
の
闘
い
、
こ
れ
が
「
お
れ
」
の
生
き
る
世
界
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
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「
お
れ
」
は
、
清
に
対
し
て
は
そ
の
「
無
暗
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
基
本
的
に
「
お

れ
」
の
世
界
は
、
「
無
暗
」
あ
る
い
は
「
乱
暴
」
と
「
大
人
し
い
」
と
の
対
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
「
お
れ
が
大
人
し
く
宿
直
を
す
る
。
生
徒
が
乱
暴
を
す
る
」
（
六
）
。
萩
野
の

爺
さ
ん
は
「
無
暗
に
出
て
来
な
い
か
ら
大
き
に
楽
」
（
七
）
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
う
ら
な
り

は
「
人
形
の
様
に
大
人
し
」
い
（
七
）
。
い
っ
た
い
に
「
お
れ
」
は
「
大
人
し
い
」
人
間
に

同
情
的
で
優
し
い
。
し
か
し
他
人
の
「
無
暗
」
や
「
乱
暴
」
に
は
反
発
的
で
厳
し
い
の
で
あ

る
。
で
は
「
お
れ
」
自
身
に
と
っ
て
「
無
暗
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
お
れ
」
は
自
分

の
「
無
鉄
砲
」
や
「
無
暗
」
を
正
体
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
そ
れ
を
も
て
あ
ま
し
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。

木
村
巧
は
、
「
お
れ
」
を
評
し
て
〈
〈
お
れ
〉
に
は
自
分
に
つ
い
て
省
察
す
る
よ
う
な
姿

勢
と
、
主
体
的
な
自
己
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
９
か
、
「
お
れ
」
に
「
無

鉄
砲
」
や
「
無
闇
」
が
あ
る
以
上
、
自
己
認
識
ど
こ
ろ
か
「
主
体
」
そ
の
も
の
が
か
な
り
疑

わ
し
い
の
で
あ
る
。
清
が
「
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性
だ
」
と
い
く
ら
「
お
れ
」
を
可
愛
が
り

誉
め
上
げ
て
も
「
お
れ
」
は
「
不
思
議
」
「
不
審
」
「
分
か
ら
な
か
っ
た
」
「
気
味
が
わ
る
か

っ
た
」
の
で
あ
る
。
「
真
直
」
な
気
性
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
「
お
れ
」
に
と
っ
て

彼
の
「
無
鉄
砲
」
や
「
無
闇
」
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

町
内
の
者
た
ち
が
「
乱
暴
者
の
悪
太
郎
」
と
見
な
し
た
も
の
と
清
が
評
価
し
た
「
真
直
で
よ

い
御
気
性
」
と
は
、
「
無
鉄
砲
」
や
「
無
闇
」
と
で
も
呼
ぶ
し
か
な
い
彼
の
〈
自
然
〉
か
ら

出
て
き
て
い
る
と
い
う
点
で
異
な
る
と
こ
ろ
の
な
い
共
通
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
周

囲
の
悪
評
を
一
方
的
に
受
入
れ
る
〉
の
も
〈
清
の
評
価
に
は
懐
疑
的
〉
な
の
も
、
〈
自
分
に

関
す
る
認
識
を
進
ん
で
形
成
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
〉
の
も
、
つ
ま
り
は
「
お
れ
」
が
自

分
の
う
ち
に
「
無
鉄
砲
」
「
無
闇
」
を
、
つ
ま
り
は
〈
自
然
〉
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
を
「
お
れ
」
が
は
っ
き
り
何
も
の
と
名
指
せ
な
い
か
ぎ
り
、
「
お
れ
」
に
と
っ
て
「
自

己
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
、
無
効
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う

人
間
に
自
分
以
外
の
他
人
が
「
人
間
」
と
し
て
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
「
お
れ
」
に
あ
だ
名
で

呼
ば
れ
な
い
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
人
間
と
い
っ
て
よ
い
清
で
さ
え
、
一
人
の
「
人
間
」
と
し
て

見
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
「
お
れ
」
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
再
発
見
す
る
の
は

清
の
死
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
清
は
、
私
利
私
欲
の
な
い
「
無
我
」
の
女
、
理
想
の
「
善

人
」
へ
と
「
お
れ
」
の
「
無
闇
」
な
思
い
込
み
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

う
（
》
◎

こ
の
抱
え
込
ん
だ
己
の
内
部
の
異
和
に
匹
敵
す
る
も
の
が
現
実
世
界
に
見
当
た
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
「
お
れ
」
の
悲
劇
な
の
だ
。
「
お
れ
」
が
敵
と
み
な
し
、
暴
力
で
排
除
し
よ
う

と
し
た
他
者
は
、
「
お
れ
Ⅱ
漱
石
」
自
身
の
内
的
な
異
和
な
の
だ
。
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
は
現

実
世
界
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
全
面
的
な
否
定
の
意
志
が
あ
る
。
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
虚

構
は
、
こ
う
し
て
現
世
の
否
定
を
肯
定
す
る
〈
自
然
〉
を
、
と
き
に
〈
暴
発
す
る
力
〉
と
し

て
、
す
な
わ
ち
「
無
鉄
砲
」
「
無
暗
」
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
魅
力
を
確
保
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
お
れ
」
と
清
と
の
関
係
は
、
夫
婦
に
擬
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
深
く
結
ば
れ
た
関
係
で
あ
る

か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
が
、
二
人
は
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
通
じ
合
っ
て

い
る
仲
で
は
な
い
、
そ
し
て
二
人
の
ず
れ
た
関
係
は
最
後
ま
で
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
「
田
舎
者
は
人
が
わ
る
い
」
と
か
「
天
候
だ
っ
て
東
京
よ
り
不
順
に
極
っ
て
る
」
と

は
「
お
れ
」
の
言
葉
で
な
く
清
の
手
紙
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
（
七
）
。
し
か
し
そ
う
や
っ
て

何
か
と
「
お
れ
」
を
気
遣
い
世
話
を
焼
い
て
「
為
替
で
十
円
」
を
く
れ
ま
で
し
た
清
に
対
す

●
●
●
●
●

る
「
お
れ
」
の
反
応
は
「
な
る
ほ
ど
女
は
細
か
い
も
の
だ
」
な
の
で
あ
る
（
七
）
。
「
こ
の
次

に
は
責
め
て
こ
の
手
紙
の
半
分
位
の
長
さ
の
を
書
い
て
く
れ
」
と
い
う
清
の
切
な
る
望
み

（
七
）
に
対
し
て
も
「
お
れ
」
は
叶
え
て
は
や
ら
ず
「
か
う
し
て
遠
く
へ
来
て
迄
、
清
の
身

今
毎
の
》
》
‐
戸
口

の
上
を
案
じ
て
ゐ
て
や
り
さ
へ
す
れ
ば
、
お
れ
の
真
心
は
清
に
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
。
や
ら
な
け
れ
ば
無
事
で
暮
ら
し
て
る
と
思
っ
て

る
だ
ら
う
」
と
考
え
る
（
十
）
。
こ
の
思
い
込
み
、
す
れ
違
い
こ
そ
が
二
人
の
関
係
な
の
で

あ
る
。

四
、
理
想
と
虚
構
、
あ
る
い
は
、
清
と
「
お
れ
」

清
な
ん
て
の
は
見
上
げ
た
も
の
だ
。
教
育
も
身
分
も
な
い
婆
さ
ん
だ
が
、
人
間
と
し
て

は
頗
る
尊
と
い
。
…
…
ほ
め
ら
れ
る
よ
り
も
、
ほ
め
る
本
人
の
方
が
立
派
な
人
間
だ
。

（
四
）

か
う
し
て
田
舎
へ
来
て
見
る
と
矢
っ
張
り
善
人
だ
。
あ
ん
な
気
立
て
の
い
、
女
は
日
本

中
さ
が
し
て
歩
行
い
た
っ
て
滅
多
に
は
な
い
。
（
七
）

人
間
は
好
き
嫌
で
働
く
も
の
だ
。
論
法
で
働
く
も
の
ぢ
や
な
い
。
（
八
）
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清
が
「
お
れ
」
に
勝
手
に
認
め
ら
れ
肯
定
さ
れ
て
い
く
の
は
、
彼
女
が
「
好
き
嫌
で
働
く
」

人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
清
が
「
お
れ
」
と
異
な
る
の
は
、
彼
女
に
〈
信
〉
が
あ
る
点

で
あ
る
。
彼
ら
は
二
人
と
も
「
無
暗
」
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
「
人
間
は
好
き
嫌

で
働
く
も
の
だ
」
と
い
う
の
は
「
お
れ
」
の
得
た
認
識
で
あ
り
、
残
念
な
こ
と
に
そ
れ
を
認

識
と
し
て
得
た
と
き
に
は
自
ら
が
そ
の
よ
う
に
は
生
き
て
行
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ

き
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
そ
の
よ
う
に
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
初
め
て
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
清
は
自
ら
そ
れ
を
生
き
て
実
践
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
幼
い
頃
の
「
お
れ
」
は
そ
れ
と
知
ら
ず
に
そ
の
こ
と
を
自
分
の

生
き
方
と
し
て
実
践
し
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
清
も
そ
う
い
う
「
お
れ
」
を
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
で
誉
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
「
今
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
単
純
」
で

あ
る
こ
と
「
智
慧
」
が
な
い
こ
と
が
、
「
正
し
さ
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

気
づ
い
て
い
く
「
お
れ
」
は
、
「
無
鉄
砲
」
も
ま
た
、
い
つ
で
も
必
ず
「
善
」
と
つ
な
が
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
く
。
た
し
か
に
「
無
鉄
砲
」
は
論
法
で
出
て
く
る
も

の
で
は
な
い
。
た
だ
自
分
の
「
好
き
嫌
」
に
従
う
と
き
だ
け
、
自
分
に
だ
け
は
正
直
で
正
し

い
「
無
暗
」
や
「
無
鉄
砲
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
複
雑
か
つ
「
物
騒
」
（
六
）
（
七
）
な

世
の
中
で
は
「
正
直
」
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
「
智
慧
」
や
「
無
鉄
砲
」
も
ま
た
複
雑
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。

運
ば
れ
て
い
く
こ
と
、
流
さ
れ
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
が
人
生
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
あ

る
「
お
れ
」
は
、
自
分
の
居
場
所
が
こ
の
現
実
の
世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
と
わ
か
り
は
じ
め

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
降
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
せ
め
て
「
損
」
を
し
な
い
こ
と
を
願
い
行
う
以
外
に
な
い
。
こ
の
思
惑
の
行
き

世
間
が
こ
ん
な
も
の
な
ら
、
お
れ
も
負
け
な
い
気
で
、
世
間
並
み
に
し
な
く
ち
ゃ
、
遣

り
切
れ
な
い
訳
に
な
る
。
巾
着
切
り
の
上
前
を
は
ね
な
け
れ
ば
三
度
の
御
膳
が
戴
け
な

い
と
事
が
極
ま
れ
ば
か
う
し
て
、
生
き
て
る
の
も
考
へ
物
だ
。
と
云
っ
て
ぴ
ん
ぴ
ん
し

た
達
者
な
か
ら
だ
で
、
首
を
縊
つ
ち
や
先
祖
へ
済
ま
な
い
上
に
、
外
聞
が
悪
い
。
（
七
）

人
が
あ
や
ま
っ
た
り
詫
び
た
り
す
る
の
を
、
真
面
目
に
受
け
て
勘
弁
す
る
の
は
正
直
過

ぎ
る
馬
鹿
と
云
ふ
ん
だ
ら
う
。
あ
や
ま
る
の
も
仮
り
に
あ
や
ま
る
の
で
、
勘
弁
す
る
の

も
仮
り
に
勘
弁
す
る
の
だ
と
思
っ
て
れ
ば
差
し
支
な
い
。
も
し
本
当
に
あ
や
ま
ら
せ
る

気
な
ら
、
本
当
に
後
悔
す
る
迄
叩
き
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
。
（
十
）

着
く
と
こ
ろ
が
東
京
へ
の
撤
退
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
「
損
」
に
対
す
る
気

遣
い
、
配
慮
が
「
お
れ
」
と
清
の
大
き
な
違
い
な
の
で
あ
る
。

「
お
れ
」
と
山
嵐
と
の
違
い
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は

「
主
体
」
「
智
慧
」
の
あ
る
な
し
で
あ
る
。
山
嵐
に
は
自
分
の
主
体
を
賭
け
た
「
計
画
」
が
あ

る
。
「
お
れ
」
は
し
か
し
そ
う
し
た
「
計
画
」
に
本
気
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
加
勢
」

（
十
）
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
山
嵐
が
赤
シ
ャ
シ
の
「
悪
る
い
所
を
見
届
け
」
よ
う
と
す

る
場
面
で
は
辛
抱
も
我
慢
も
で
き
ず
「
い
や
に
」
な
り
「
飽
き
」
て
し
ま
い
「
体
ま
う
か
」

と
思
う
（
十
二
。
山
嵐
に
一
定
の
距
離
を
お
く
「
お
れ
」
を
描
く
作
者
は
、
醒
め
た
目
で

山
嵐
を
見
て
い
る
。
山
嵐
の
持
つ
「
智
慧
」
と
は
、
自
分
が
抱
え
て
い
る
「
無
暗
」
「
無
鉄

砲
」
を
「
世
間
」
で
通
用
さ
せ
う
る
よ
う
な
「
理
屈
」
を
栫
え
た
う
え
で
は
じ
め
て
外
に
出

す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
意
味
で
計
算
で
あ
り
「
作
略
」
（
八
）
な
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
に
「
お
れ
」
は
最
後
ま
で
距
離
を
置
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
作
者
が
あ
え
て

「
お
れ
」
に
そ
う
さ
せ
て
「
利
害
」
や
「
得
失
」
か
ら
の
無
垢
を
最
後
ま
で
救
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
天
詠
」
と
い
え
ど
も
そ
れ
は
単
純
に
「
無
鉄
砲
」
を
爆
発
さ
せ
た
も
の
な
の
で

は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
計
算
さ
れ
計
画
さ
れ
た
「
天
詠
」
な
の
で
あ
る
９
そ
れ
は
も
は
や

無
垢
な
〈
自
然
〉
の
力
で
は
あ
り
え
な
い
。
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
の
「
智
慧
」
で
あ

り
「
作
略
」
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
策
略
か
ら
被
る
「
損
」
を
避
け
る
た
め
の
策
略
。
「
お

れ
」
は
、
こ
の
世
界
で
生
き
て
い
く
限
り
、
自
分
も
ま
た
こ
う
し
た
「
作
略
」
に
巻
き
込
ま

れ
て
行
く
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
彼
は
も
は
や
た
ん
に
「
無
鉄
砲
」
で
は

あ
り
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
理
想
と
し
て
の
清
を
一
方
的
に

「
製
造
し
」
、
彼
女
を
価
値
あ
る
「
善
人
」
と
し
て
崇
め
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
自
身
は

そ
ん
な
彼
女
の
よ
う
に
は
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
こ
と
、
と
並
行
し

て
い
る
。

「
お
れ
」
は
、
う
ら
な
り
に
対
し
て
も
「
君
子
」
や
「
聖
人
」
と
い
っ
た
言
葉
を
思
い
浮

か
べ
て
い
る
が
、
清
に
し
て
も
う
ら
な
り
に
し
て
も
、
本
当
の
聖
人
君
子
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
人
と
な
り
と
し
て
「
善
人
」
で
あ
る
が
、
善
行
を
社
会

に
実
践
で
き
る
人
た
ち
と
し
て
は
決
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
清
が
ど
れ
だ
け

「
お
れ
」
を
評
価
し
よ
う
が
、
そ
れ
で
世
間
が
少
し
で
も
変
化
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
、
善
悪
の
判
断
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
自
分
の
「
好
き

嫌
」
で
行
動
し
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
世
界
を
変
え
そ
う
な
、
少
な
く
と
も
世
間
の
秩
序
を
乱

し
そ
う
な
動
き
に
な
る
。
そ
れ
が
「
無
鉄
砲
」
で
あ
り
「
無
暗
」
な
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
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ん
そ
う
し
た
「
お
れ
」
の
「
乱
暴
」
を
正
当
化
す
る
ど
ん
な
根
拠
も
な
い
。
「
お
れ
」
の
暴

力
に
よ
っ
て
赤
シ
ャ
ツ
ら
に
「
天
諌
」
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
は
不
可
能
な
行

為
、
無
効
な
行
為
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
う
し
た
行
為
が
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
も
な
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た
「
お
れ
」
の
「
乱
暴
」
は
、
実
際
の
〈
現
実
〉
と
は
つ
な
が

ら
な
く
て
も
よ
い
〈
虚
構
〉
の
行
為
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
〈
現
実
〉
の
延
長
線
上
に
思

い
描
か
れ
る
到
達
と
実
現
の
可
能
性
を
持
っ
た
目
標
と
し
て
の
〈
理
想
〉
の
行
為
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
「
お
れ
」
は
そ
の
意
味
で
聖
人
で
も
君
子
で
も
な
く
、
ま
し
て
善
人
と
し
て
あ

が
め
ら
れ
憧
れ
ら
れ
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

う
ら
な
り
や
清
と
「
お
れ
」
と
の
間
に
は
、
け
っ
し
て
埋
ま
ら
な
い
大
き
な
溝
が
あ
る
。

う
ら
な
り
や
清
は
、
ま
だ
そ
れ
で
も
現
実
の
延
長
線
上
に
何
と
か
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
種
の
〈
理
想
〉
の
人
た
ち
で
は
あ
る
が
、
「
お
れ
」
は
ほ
と
ん
ど
現
実

と
直
接
の
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
〈
虚
構
〉
の
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
想
の
人
た
ち
を

描
く
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
虚
構
の
人
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
現

実
に
対
す
る
絶
望
の
深
さ
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

「
好
き
嫌
で
働
く
」
人
間
と
し
て
の
自
分
を
肯
定
し
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
信
じ
る
こ
と

が
で
き
た
清
と
他
者
の
「
無
暗
」
を
ひ
た
す
ら
受
け
入
れ
る
う
ら
な
り
と
を
同
じ
存
在
と
見

な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
清
や
う
ら
な
り
は
、
「
金
や
威
力
や
理
屈
」
（
八
）
だ
け

が
幅
を
利
か
す
時
代
の
変
化
の
た
だ
中
で
、
人
々
の
「
欲
望
」
「
暴
力
」
「
作
略
」
と
い
っ
た

不
浄
の
も
の
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
自
ら
は
な
ん
ら
世
界
に
手
を
下
す
こ
と
も
で
き
ず
に
退

く
し
か
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
人
物
に
〈
自
然
〉
を
背
負
わ
せ

る
と
い
う
作
者
の
意
図
に
よ
っ
て
、
「
現
実
」
に
対
し
て
は
距
離
を
置
い
て
身
を
引
い
て
い

る
し
か
な
く
、
た
だ
退
却
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
人
物
こ
そ
が
、
他
で
も
な
い
こ

の
「
お
れ
」
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
る
。

五
、
抱
え
込
ま
れ
た
く
自
然
〉

そ
こ
で
仕
方
が
な
い
か
ら
、
こ
っ
ち
も
向
の
筆
法
を
用
い
て
捕
ま
え
ら
れ
な
い
で
、
手

の
付
け
様
の
な
い
返
報
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
な
っ
て
は
江
戸
っ
子
も

駄
目
だ
。
駄
目
だ
が
一
年
も
こ
う
や
ら
れ
る
以
上
は
、
お
れ
も
人
間
だ
か
ら
駄
目
で
も

「
作
略
」
に
汚
れ
た
く
も
な
く
損
を
し
た
く
も
な
い
。
「
お
れ
」
は
「
無
暗
」
「
無
鉄
砲
」

を
、
つ
ま
り
は
〈
自
然
〉
を
抱
え
た
ま
ま
、
そ
の
使
い
方
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
た
だ
退
く

以
外
に
な
い
。
う
ら
な
り
が
「
お
れ
」
か
ら
「
聖
人
」
「
君
子
」
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
の
は
、

黙
っ
て
「
損
」
を
引
き
受
け
る
存
在
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
「
う
ら
な
り
君
程
大

人
し
い
人
は
居
な
い
」
（
六
）
か
ら
、
彼
が
「
人
形
の
様
に
大
人
し
い
」
（
七
）
か
ら
な
の
で

あ
る
。
「
お
れ
」
は
、
つ
ま
り
は
「
大
人
し
い
人
」
が
「
す
き
」
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ

こ
が
「
お
れ
」
の
限
界
な
の
だ
が
、
「
お
れ
」
は
「
大
人
し
い
」
う
ら
な
り
も
ま
た
彼
な
り

の
「
無
暗
」
や
「
無
鉄
砲
」
を
抱
え
て
い
る
の
で
は
と
い
う
疑
い
を
少
し
も
持
た
な
い
。
大

多
数
の
他
者
を
「
好
き
嫌
」
の
「
嫌
」
で
否
定
す
る
よ
り
他
に
自
己
を
肯
定
で
き
な
い
「
お

れ
」
と
は
異
な
り
、
う
ら
な
り
は
（
た
と
え
そ
れ
が
「
無
暗
」
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）

他
者
の
言
葉
を
字
義
ど
お
り
、
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
で
「
無
暗
」

「
無
鉄
砲
」
の
発
現
を
抑
え
込
み
つ
つ
、
や
っ
と
裏
表
の
な
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
の
で
あ
る
⑤
○
清
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
が
自
身
で
抱
え
る
「
無
暗
」
を
自
分

の
〈
信
〉
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
し
、
「
主
従
」
の
関
係
の
枠
組
み
の
中
で
生
き
る
と
い
う
か

た
ち
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
こ
と
に
「
お
れ
」
が
気
づ
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
「
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
墓
の
な
か

で
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
お
り
ま
す
」
（
十
二
と
い
う
清
は
、
死
ぬ

間
際
ま
で
自
分
の
「
無
暗
」
を
押
し
付
け
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
死
ん
で
も
こ
の
世
の

「
主
従
」
の
関
係
の
枠
組
み
を
維
持
し
続
け
よ
う
と
し
た
の
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
「
無
暗
」
、
す
な
わ
ち
〈
自
然
〉
と
そ
の
制
御
の
問
題
に
、
は
た
し
て
「
お
れ
」
自
身
は

ど
こ
ま
で
意
識
的
で
あ
る
の
か
。
清
を
養
源
寺
に
葬
っ
た
こ
と
さ
え
、
彼
女
に
言
わ
れ
た
か

ら
そ
う
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
っ
た
く
受
動
的
な
行
為
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

で
あ
る
。
し
か
し
く
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
え
て
作
者
が
「
お
れ
」
を
濁
ら
せ

な
い
ま
ま
で
こ
の
作
品
を
終
わ
ら
せ
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
裏

表
が
見
え
始
め
て
い
る
「
お
れ
」
に
と
っ
て
、
し
か
し
う
ら
な
り
の
よ
う
に
「
損
」
を
引
き

受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
自
身
が
「
作
略
」
す
る
人
に
な
る
以
外
に
、

裏
表
の
あ
る
世
界
を
知
り
つ
つ
「
損
」
か
ら
逃
れ
る
手
だ
て
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

何
で
も
そ
う
な
ら
な
く
っ
ち
ゃ
始
末
が
つ
か
な
い
。
ど
う
し
て
も
早
く
東
京
へ
帰
っ
て

清
と
一
所
に
な
る
に
限
る
。
こ
ん
な
田
舎
に
居
る
の
は
堕
落
し
に
来
て
居
る
様
な
も
の

だ
。
新
聞
配
達
を
し
た
っ
て
、
こ
、
ま
で
堕
落
す
る
よ
り
は
ま
し
だ
。
（
十
）
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『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
に
は
、
「
無
鉄
砲
」
「
無
暗
」
を
、
無
垢
な
〈
自
然
〉
の
発
露
と
し

て
行
使
し
得
る
よ
う
な
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
生
き
る
場
所
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。赤

シ
ャ
シ
や
野
だ
に
「
天
諌
」
を
加
え
る
場
面
で
、
「
お
れ
」
は
山
嵐
の
「
理
屈
」
を
無

視
し
て
、
ま
だ
山
嵐
が
赤
シ
ャ
ツ
に
「
談
判
」
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
只
澗
蒲
の
あ
ま
り
に
、
つ
い
ぶ
つ
け
る
と
も
な
し
に
」
野
だ
に
玉
子
を
「
打
つ
け
て
」
い

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
利
私
欲
と
離
れ
た
無
垢
な
〈
自
然
〉
の
発
露
と
し
て
の

「
乱
暴
」
を
描
こ
う
と
す
る
作
者
の
最
後
の
意
地
で
あ
ろ
う
。
「
生
卵
で
で
も
栄
養
を
と
ら
な

く
つ
ち
あ
週
二
十
一
時
間
の
授
業
が
出
来
る
も
の
か
」
（
七
）
。
そ
し
て
芋
ば
か
り
の
下
宿
の

食
事
の
足
り
な
い
栄
養
を
補
う
た
め
に
あ
る
は
ず
の
そ
の
玉
子
を
投
げ
つ
け
て
割
っ
て
し
ま

う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
教
師
を
辞
め
る
こ
と
で
あ
り
、
下
宿
を
や
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

「
四
国
辺
」
の
片
田
舎
を
去
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
お
れ
」
に
帰
る
故
郷
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

理
想
は
失
わ
れ
、
食
べ
物
と
い
う
現
実
に
な
る
。
清
の
「
玄
関
付
き
の
家
」
で
「
坊
っ
ち

ゃ
ん
」
と
「
一
所
に
な
る
」
と
い
う
夢
が
、
土
産
の
「
笹
飴
」
に
変
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

「
お
れ
」
の
故
郷
は
喪
わ
れ
、
だ
か
ら
彼
は
異
郷
の
地
で
そ
の
「
食
い
心
棒
」
（
六
）
を
強
調

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
ロ
マ
ン
的
な
故
郷
喪
失
の
物
語
に
し

な
い
た
め
の
、
「
お
れ
」
を
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。
東
京

か
ら
田
舎
へ
、
そ
し
て
ま
た
東
京
へ
と
戻
る
形
の
話
に
し
、
「
文
学
」
的
な
る
も
の
を
拒
絶

も
う
立
つ
と
云
ふ
三
日
前
に
清
を
尋
ね
た
ら
、
北
向
の
三
畳
に
風
邪
を
引
い
て
寝
て
居

た
。
お
れ
の
来
た
の
を
見
て
起
き
直
る
が
早
い
か
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
何
時
家
を
御
持
ち
な

さ
い
ま
す
と
聞
い
た
。
卒
業
さ
へ
す
れ
ば
金
が
自
然
と
ポ
ッ
ヶ
ッ
ト
の
中
に
湧
い
て
来

る
と
思
っ
て
居
る
。
そ
ん
な
に
え
ら
い
人
を
つ
ら
ま
へ
て
、
ま
だ
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
呼
ぶ

の
は
愈
馬
鹿
げ
て
居
る
。
お
れ
は
単
簡
に
当
分
う
ち
は
持
た
な
い
。
田
舎
へ
行
く
ん
だ

と
云
っ
た
ら
、
非
常
に
失
望
し
た
容
子
で
、
胡
麻
塩
の
髪
の
乱
れ
を
頻
り
に
撫
で
た
。

余
り
気
の
毒
だ
か
ら
「
行
く
事
は
行
く
が
ぢ
き
帰
る
。
来
年
の
夏
休
に
は
屹
度
と
帰
る
」

と
慰
め
て
や
っ
た
。
そ
れ
で
も
妙
な
顔
を
し
て
居
る
か
ら
「
何
を
見
や
げ
に
買
っ
て
来

て
や
ら
う
、
何
が
欲
し
い
」
と
聞
い
て
み
た
ら
「
越
後
の
笹
飴
が
食
べ
た
い
」
と
云
っ

た
。
（
二

①② し
、
金
銭
や
食
べ
物
と
い
っ
た
日
常
性
へ
の
執
着
を
徹
底
さ
せ
ま
で
し
て
隠
蔽
し
て
き
た
こ

と
が
、
こ
こ
で
「
お
れ
」
自
ら
が
玉
子
を
投
げ
つ
け
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
一
挙
に
露
わ

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

清
が
「
お
れ
」
が
帰
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
も
な
く
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
は
、
も
う
す
で
に
「
お
れ
」
が
以
前
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
清
は
そ
う
な
る
こ
と
を
見
越
し
て

で
も
い
た
か
の
よ
う
に
東
京
を
発
つ
「
お
れ
」
に
「
も
う
御
別
れ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

と
「
小
さ
な
声
」
で
挨
拶
し
て
い
た
（
二
。
清
は
「
お
れ
」
が
東
京
を
離
れ
た
と
き
に
す

で
に
死
ん
で
い
た
。
彼
女
が
も
う
一
度
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
逢
え
る
の
は
死
者
の
世
界
で
だ

け
で
あ
る
こ
と
を
作
者
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

作
者
に
は
、
「
芸
術
」
と
い
う
出
口
／
入
口
も
ま
た
見
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
清
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
り
た
い
と
願
う
男
、
あ
る
い
は
今
は
も
う
死
に
た
い
と

思
っ
て
い
る
男
に
は
、
自
分
が
抱
え
込
ま
さ
れ
た
く
自
然
〉
の
正
体
を
見
極
め
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
身
を
退
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
自
分
、
そ
し
て
そ
の
退
け
た
身
を

お
さ
め
る
た
め
の
帰
る
場
所
を
持
た
な
い
自
分
、
清
に
さ
え
認
め
て
も
ら
え
そ
う
に
な
く
、

●
●
●
●
●
●

死
さ
え
も
許
さ
れ
ず
に
い
る
自
分
自
身
を
「
只
無
闇
に
か
い
て
」
み
る
こ
と
、
正
直
に
語

る
Ⅱ
告
白
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
小
説
、
す
な
わ
ち
「
コ
ン
フ
ェ
シ

ョ
ン
の
文
学
」
で
語
り
手
が
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

③
註

村
瀬
士
朗
弓
世
の
中
」
の
実
験
ｌ
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
Ｉ
」
（
「
国
語
国
文
研
究
」
一
九

八
七
・
九
）
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
小
説
は
〈
未
完
了
で
あ
り
続
け
る
し
か
な

い
清
へ
の
返
礼
の
代
償
〉
と
し
て
の
「
お
れ
Ⅱ
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
語
り
と
し
て
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。

片
岡
豊
天
没
主
体
〉
の
悲
劇
ｌ
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
Ｉ
」
（
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
一

九
七
七
・
一
二
）

木
村
功
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
ｌ
〈
お
れ
〉
の
形
象
に
つ
い
て
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
」
一
九

九
四
・
五
）
な
お
、
氏
は
主
人
公
の
変
容
を
重
視
す
る
氏
の
論
点
を
明
瞭
に
す
る
た
め

に
「
語
り
手
」
と
そ
の
「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
存
在
と
を
区
別
し
、
そ

－9－
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⑤
小
森
陽
一
弓
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
語
り
の
構
造
ｌ
裏
表
の
あ
る
言
葉
Ｉ
」
（
「
日
本
文
学
」

一
九
八
三
・
三
～
四
）
に
、
う
ら
な
り
の
「
沈
黙
」
の
位
置
が
、
赤
シ
ャ
ツ
の
「
裏
表

の
あ
る
」
世
界
や
山
嵐
の
「
公
的
言
語
世
界
」
や
語
り
手
の
。
私
〉
的
言
語
世
界
」
を

相
対
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

④
戸
松
泉
弓
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
ｌ
〈
大
尾
〉
へ
の
疑
問
ｌ
」
（

学
」
一
九
八
八
・
九
）
は
、
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
山
嵐
の
「

ち
ゃ
ん
」
の
論
理
か
ら
は
「
堕
落
」
と
な
る
と
論
じ
て
い
る
。

と
し
て
扱
っ
た
。

れ
を
〈
お
れ
〉
と
表
記
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
無
闇
」
と
「
非
主
体
性
」

と
を
〈
自
然
〉
と
い
う
価
値
と
し
て
抱
え
込
ま
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
主
人
公
の
一
貫
性

を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
そ
れ
を
語
り
手
と
全
く
異
な
っ
た
存
在
と
は
し
な
い
「
お
れ
」

（
「
東
京
女
子
大
学
日
本
文

「
天
詠
」
で
あ
り
、
「
坊
つ

-10-


