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パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
正
義
漢

―
―
『
坊
っ
ち
や
ん
』
を
め
ぐ
る
漱
石
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
抗
争
―
―

福

井

慎

二

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
従
来
「
直
情
径
行
で
単
純
で
正
義
派
で
あ（
１
）
る
」
と
さ
れ
る

が
、
む
し
ろ
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
正
義
漢
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
、
そ
の
滑
稽
味
の

生
じ
方
は
実
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
方
法
に
基
づ
く
。
こ
こ
で
重
要

な
の
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
方
法
を
重
要
モ
チ
ー
フ
の
処
理
に
用
い
た
こ
と
だ
。

と
い
う
の
も
漱
石
が
、〈
趣
味
〉
の
再
認
識
と
い
う
『
文
学
論
』
の
問
題
意

識
か
ら
、〈
俳
句
趣
味
〉
を
絶
対
化
す
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
独
善
的
な
写
生

文
の
考
え
方
を
相
対
化
す
る
か
ら
だ
け
で
な（
２
）
い
。
漱
石
の
写
生
文
の
方
法
は

ホ
ト
ト
ギ
ス
派
と
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
で
重
要

モ
チ
ー
フ
を
処
理
す
る
の
は
、
漱
石
の
理
論
や
創
作
に
大
き
な
意
味
を
持
つ

は
ず
だ
か
ら
だ
。

本
稿
で
は
、
漱
石
文
学
で
重
要
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の
処
理
の
観
点
か
ら

写
生
文
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
明
治
３８
年
１
月
〜
３９
年
８
月
以
下

『
猫
』
と
略
す
）
と
美
文
の
『
薤
露
行
』（
明
治
３８
年
１１
月
）
と
比
較
す
る
こ

と
で
、『
坊
っ
ち
や
ん
』（
明
治
３９
年
４
月
）
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
の
漱
石

文
学
に
お
け
る
意
味
づ
け
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
手
薄

だ
っ
た
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
写
生
文
と
し
て
の
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
漱
石
と

ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
各
方
法
の
交
渉
と
い
う
新
し
い
観
点
か
ら
の
漱

石
文
学
の
形
成
過
程
の
一
端
が
明
ら
か
と
な
る
は
ず
だ
。

一
、
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
正
義
漢

『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
の
意
味
づ
け
は
次
節
で
行
な
い
、

先
ず
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
漱
石
の
方
法
と
対
比
し

て
確
認
し
、
正
義
漢
の
パ
ロ
デ
ィ
ぶ
り
を
見
て
み
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写

生
文
は
多
様
だ
が
、
滑
稽
味
を
生
む
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
す
る
と
漱
石
の
写

生
文
と
の
相
違
が
明
ら
か
と
な
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
「
写
生
文
は
幾
変
遷

し
た
が
、
今
日
に
至
ま
で
趣
味
に
於
て
俳
句
趣
味
、
技
術
に
於
て
写
生
と
い

ふ
事
は
一
貫
」（
高
浜
虚
子
『
俳
諧
一
口
噺
』
明
治
３９
年
１２
月

全
集
１２
巻

一
七
七
頁
）
す
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
場
合
〈
写
生
〉
が
あ
る
が
ま
ま
に
見

た
描
写
ゆ
え
に
素
材
自
体
の
持
つ
滑
稽
味
に
基
づ
き
、
滑
稽
な
素
材
を
〈
写

生
〉
す
る
物
語
内
容
の
シ
ス
テ
ム
と
な
る
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
滑
稽
味
を
具
体
的
に
い
く
つ
か
確
か
め
て
み

よ
う
。
坂
本
四
方
太
『
鮒
釣
』（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
３
巻
２
号
明
治
３２
年
１１
月

以
下
雑
誌
名
省
略
）
で
は
魚
が
釣
れ
ず
に
い
た
が
、
村
人
と
の
世
間
話
が

佳
境
に
入
る
た
び
に
急
に
魚
が
釣
れ
て
話
が
中
断
す
る
間
の
悪
さ
の
滑
稽
味
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が
あ
る
。
こ
れ
は
設
定
自
体
の
滑
稽
味
で
あ
る
。

楽
天
生
『
募
集
一
日
記
事
（
二
月
十
一
日
）』（
４
巻
６
号
明
治
３４
年
３

月
）
で
は
、
花
火
大
会
当
日
出
場
準
備
で
多
忙
な
「
予
」
の
家
に
隣
村
の
新

吾
が
訪
ね
て
来
て
支
障
を
き
た
す
。

新
吾
は
久
し
振
り
ゆ
へ
膳
の
上
に
て
共
に
一
杯
酌
ん
で
昼
飯
も
す
ん
だ

が
中
々
談
が
永
い
、
来
て
居
る
連
中
は
待
遠
て
た
ま
ら
な
い
、
早
く
帰

（
マ
マ
）

（
マ
マ
）

れ
は
好
い
と
云
ふ
様
子
て
あ
る
、
新
吾
が
帰
る
や
否
や
次
の
間
に
て
一

（
マ
マ
）

（
マ
マ
）
（
マ
マ
）

同
ド
ツ
ト
笑
ふ
声
か
聞
へ
た
、
何
か
と
思
ふ
て
見
れ
は
箒
か
一
本
立

（
マ
マ
）

て
ゝ
手
拭
を
か
む
せ
て
あ
つ
た
、
見
れ
は
長
座
の
人
を
掃
ふ
ま
じ
な
い

だ
ソ
ー
デ
、
案
外
早
く
功
を
奏
し
た
と
云
ふ

長
居
の
人
を
帰
ら
せ
る
咒
を
い
た
ず
ら
半
分
に
試
す
と
意
外
に
も
効
い
た
滑

稽
味
が
あ
る
。
さ
ら
に
会
場
の
山
村
に
行
く
途
中
、
松
の
生
え
た
絶
壁
で
騒

動
が
起
き
る
。

政
と
云
ふ
若
者
と
、
寅
と
云
ふ
若
者
と
が
、
あ
の
松
の
上
に
登
つ
て
小

（
マ
マ
）

便
を
し
た
な
ら
は

如
何
に
も
好
い
気
持
だ
ら
う
と
云
ふ
と
、
貴
様
ら

に
そ
れ
が
出
来
る
か
、
イ
ヤ
出
来
ま
い
と
て
、
出
来
る
出
来
な
い
の
、

大
争
論
が
始
ま
ろ
う
と
し
た
、
然
ら
ば
二
人
に
て
登
つ
て
た
れ
て
見
よ

と
、
繁
と
い
ふ
ヘ
ツ
ツ
イ
頭
の
親
爺
が
ま
ぜ
か
へ
せ
し
為
め
論
も
小
便

に
な
つ
て
し
ま
つ
た

ナ
ン
セ
ン
ス
な
度
胸
試
し
・
意
地
の
張
り
合
い
の
滑
稽
味
が
あ
る
が
、
淡
々

と
叙
述
し
て
い
る
。

遼
一
『
兵
站
部
』（
８
巻
３
号
明
治
３７
年
１２
月
）
で
は
、
兵
站
司
令
部
に

鶏
二
十
羽
を
「
自
分
」
が
請
求
す
る
と
、
副
官
は
鶏
が
逃
げ
て
「
十
羽
以
上

入
て
居
る
籠
は
一
つ
も
な
い
が
是
は
二
十
五
羽
入
り
と
定
め
て
居
る
の
だ
か

ら
其
中
か
ら
五
羽
丈
け
を
差
引
い
て
渡
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
、
御
覧
の

通
り
三
羽
入
り
五
羽
入
り
の
中
か
ら
五
羽
を
引
け
ば
ゼ
ロ
だ
、
只
籠
計
り
持

て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
」
と
言
う
。
タ
テ
マ
エ
に
囚
わ
れ
た
ナ
ン
セ

ン
ス
な
お
役
所
仕
事
の
滑
稽
味
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
例
は
、
滑
稽
な
内
容
な
の
に
読
者
を
釣
り
込
ま
な
い
淡
々

と
し
た
観
察
報
告
の
よ
う
な
書
き
振
り
が
目
立
つ
。『
募
集
一
日
記
事
』
の

「
予
」
も
出
場
者
な
の
で
新
吾
の
長
居
に
迷
惑
な
は
ず
な
の
に
、
仲
間
の
咒

の
い
た
ず
ら
を
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。『
兵
站
部
』
の
任

務
を
果
た
す
こ
と
で
精
一
杯
の
「
自
分
」
は
、
副
官
の
ナ
ン
セ
ン
ス
な
理
屈

を
滑
稽
に
思
う
様
子
も
な
く
淡
々
と
聞
く
。
こ
の
よ
う
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の

写
生
文
は
、
滑
稽
な
内
容
を
淡
々
と
書
く
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

一
方
漱
石
は
、「
大
人
が
小
供
を
視
る
の
態
度
」（『
写
生
文
』
明
治
４０
年

全
集
１６
巻
五
〇
頁
）
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
対
象
に
〈
距
離
〉
を
保
ち

つ
つ
も
「
傍
か
ら
見
て
気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」

（
五
一
頁
）
を
持
つ
「
作
者
の
心
的
状
態
」（
四
九
頁
）
に
写
生
文
の
特
徴
が

あ
る
と
指
摘
す
る
。
漱
石
の
写
生
文
の
場
合
「
作
者
の
心
的
状
態
」
は
、
滑

稽
味
の
な
い
内
容
を
滑
稽
に
語
る
調
子
に
表
わ
れ
る
。
物
語
内
容
に
〈
距

離
〉
を
取
る
か
ら
こ
そ
滑
稽
に
語
れ
る
の
で
あ
り
、
極
端
な
場
合
悲
惨
な
事

柄
で
も
滑
稽
に
語
れ
る
。
漱
石
的
方
法
は
素
材
自
体
滑
稽
で
は
な
い
の
に
言

い
回
し
で
滑
稽
化
し
、
如
何
に
語
る
か
と
い
う
物
語
言
説
の
シ
ス
テ
ム
だ
。

こ
の
よ
う
に
漱
石
的
方
法
を
考
え
る
に
当
っ
て
問
題
点
が
二
つ
あ
る
。
一

つ
目
は
滑
稽
味
の
な
い
内
容
の
処
理
に
限
定
し
て
捉
え
る
妥
当
性
だ
。
と
い

う
の
も
漱
石
的
方
法
を
滑
稽
化
す
る
語
り
と
す
れ
ば
、
滑
稽
な
内
容
を
真
面

目
に
語
る
こ
と
で
一
層
滑
稽
と
な
る
場
合
も
該
当
し
、
滑
稽
味
の
な
い
内
容

に
限
定
出
来
な
く
な
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
と
対

比
し
つ
つ
、
語
る
内
容
と
語
り
方
を
相
関
さ
せ
て
本
稿
で
は
漱
石
的
方
法
を

― ２ ―



捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
が
滑
稽
な
素
材
・
内
容
を

〈
写
生
〉
す
る
以
上
、
漱
石
的
方
法
を
滑
稽
味
の
な
い
内
容
に
限
定
し
て
滑

稽
化
す
る
方
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

対
比
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
漱
石
の
写
生
文
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
が
用

い
ら
れ
る
の
は
矛
盾
に
見
え
る
。
例
え
ば
駄
洒
落
だ
。
寒
川
鼠
骨
『
清
ど

ん
』（
４
巻
５
号
明
治
３４
年
２
月
）
で
は
、
床
屋
の
清
ど
ん
が
カ
ミ
ソ
リ
の

刃�

を
欠
い
て
弱
っ
て
い
る
と
、
客
が
歯
医
者
を
紹
介
し
「
口
中
一
切
ツ
て
言

ふ
か
ら
歯�

な
ら
あ
す
こ
だ
」（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
と
か
ら
か
う
。

『
猫
』
に
も
ト
チ
メ
ン
ボ
ー
の
よ
う
な
駄
洒
落
が
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
〈
俳

句
趣
味
〉
に
基
づ
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
を
用
い
て
も
矛
盾
し
な
い
。
と
い

う
の
も
漱
石
は
〈
俳
句
趣
味
〉
を
絶
対
化
す
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
考
え
方
を

批
判
こ
そ
す
れ
、〈
俳
句
趣
味
〉
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

漱
石
の
写
生
文
が
〈
俳
句
趣
味
〉
を
共
有
し
て
も
奇
妙
で
は
な
い
か
ら
だ
。

〈
俳
句
趣
味
〉
を
共
有
し
て
も
、
漱
石
の
持
ち
味
が
独
特
の
方
法
と
な
っ
て

表
わ
れ
た
の
が
漱
石
の
写
生
文
だ
と
言
え
る
。
ま
た
漱
石
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
的

方
法
を
用
い
て
も
単
な
る
滑
稽
な
設
定
に
止
ま
り
、
漱
石
文
学
の
モ
チ
ー
フ

を
漱
石
的
方
法
で
処
理
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
た
と
え
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法

で
漱
石
文
学
の
モ
チ
ー
フ
を
処
理
し
て
も
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
と
構
造

が
異
な
る
場
合
は
、
漱
石
独
特
の
写
生
文
と
な
る
か
ら
矛
盾
し
な
い
。

さ
て
漱
石
的
方
法
を
考
え
る
上
で
の
二
つ
目
の
問
題
点
は
、
写
生
文
の

「
作
者
の
心
的
状
態
」
で
の
作
者
と
語
り
手
の
関
係
だ
。
写
生
文
は
一
人
称

の
語
り
に
基
づ
く
こ
と
が
多
く
、
一
人
称
の
語
り
手
が
「
作
者
の
心
的
状

態
」
を
表
わ
す
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
漱
石
の
場
合
必
ず
し
も
そ
う
な
ら

な
い
独
特
さ
が
あ
る
。
例
え
ば
『
琴
の
そ
ら
音
』（
明
治
３８
年
５
月
）
は
、

恋
人
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
っ
た
こ
と
を
「
余
」
が
友
人
に
話
す
と
、
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
死
ん
だ
妻
の
幽
霊
が
夫
に
�
う
話
を
聞
か
さ
れ
、
さ
ら
に

お
手
伝
い
の
婆
さ
ん
の
迷
信
深
さ
に
脅
か
さ
れ
て
不
安
な
「
余
」
は
一
睡
も

出
来
ず
、
翌
朝
恋
人
を
訪
ね
る
と
全
快
し
て
い
た
と
い
う
内
容
だ
。
恋
人
へ

の
想
い
に
〈
距
離
〉
を
取
っ
て
自
己
相
対
化
し
て
「
余
」
は
滑
稽
に
語
っ
て

い
な
い
の
で
漱
石
の
写
生
文
の
語
り
手
と
言
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
恋

人
の
身
を
気
遣
う
と
い
う
そ
れ
自
体
滑
稽
で
な
い
内
容
を
真
剣
に
「
余
」
が

語
る
程
、
傍
か
ら
見
て
微
笑
ま
し
く
思
わ
れ
る
の
は
、
作
者
が
「
余
」
を
相

対
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
『
琴
の
そ
ら
音
』
の
語
り
手

「
余
」
は
「
作
者
の
心
的
状
態
」
を
表
わ
し
て
い
な
い
こ
と
に
な（
３
）
る
。
滑
稽

で
な
い
内
容
を
真
面
目
に
語
っ
て
も
作
者
の
相
対
化
に
よ
っ
て
滑
稽
に
な
る

場
合
は
漱
石
的
方
法
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
内
容
が
語
り
手
に
と
っ
て

切
実
か
否
か
で
、
写
生
文
の
滑
稽
味
の
生
ま
れ
方
が
左
右
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
怒
っ
た
り
真
面
目
に
語
っ
て

い
る
の
で
、
漱
石
の
写
生
文
の
方
法
に
基
づ
か
な
い
と
言
え（
４
）
る
。
こ
こ
で

『
琴
の
そ
ら
音
』
も
漱
石
の
写
生
文
の
語
り
手
で
は
な
い
の
に
真
剣
に
語
る

程
滑
稽
味
を
生
じ
た
こ
と
か
ら
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
が
漱
石
的
方
法
に
基
づ

か
な
い
と
は
言
え
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
坊
っ
ち
や
ん
』

の
滑
稽
味
は
作
者
の
相
対
化
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
の

設
定
や
非
常
識
な
考
え
の
よ
う
な
素
材
自
体
の
滑
稽
味
に
由
来
し
、
そ
れ
が

ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
な
の
で
あ（
５
）
る
。

『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
を
具
体
的
に
い
く
つ
か
見
て
み

よ
う
。
次
の
引
用
Ａ
は
、
バ
ッ
タ
事
件
の
事
情
説
明
を
聞
い
て
校
長
が
坊
っ

ち
ゃ
ん
に
声
を
掛
け
る
場
面
だ
。

Ａ

お
れ
に
向
つ
て
、
あ
な
た
も
嘸
御
心
配
で
御
疲
れ
で
せ
う
、
今
日
は
御

授
業
に
及
ば
ん
と
云
う
か
ら
、
お
れ
は
か
う
答
へ
た
。「
い
へ
、
ち
つ
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と
も
心
配
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
事
が
毎
晩
あ
つ
て
も
、
命�

の�

あ�

る�

間�

は�

心�

配�

に�

や�

な�

り�

ま�

せ�

ん�

。（
中
略
）」
校
長
は
（
中
略
）
然
し
顔

が
大
分
は
れ
て
居
ま
す
よ
と
注
意
し
た
。（
中
略
）
蚊
が
余
っ
程
刺
し

た
に
相
違
な
い
。
お
れ
は
（
中
略
）
顔
は
い
く
ら
膨
れ
た
つ
て
、
口
は

慥
か
に
き
け
ま
す
か
ら
、
授
業
に
は
差
し
支
ま
せ
ん
と
答
へ
た
。
校
長

は
笑
ひ
な
が
ら
、
大
分
元
気
で
す
ね
と
賞
め
た
。（
四

波
線
引
用
者
、

以
下
同
じ
）

傍
点
部
の
「
命
の
あ
る
間
は
心
配
に
や
な
り
ま
せ
ん
」
と
誇
張
し
た
意
地
の

張
り
方
は
滑
稽
で
あ
り
、
強
が
っ
て
負
け
ず
嫌
い
の
人
柄
を
表
わ
す
。
蚊
に

刺
さ
れ
て
腫
れ
て
変
な
顔
に
な
っ
て
授
業
す
る
こ
と
自
体
既
に
滑
稽
で
あ
り
、

語
り
口
で
は
な
く
設
定
自
体
の
滑
稽
味
が
あ
り
、
そ
れ
で
校
長
は
笑
っ
て
い

る
。非

常
識
な
考
え
や
奇
妙
な
理
屈
の
滑
稽
味
も
あ（
６
）
る
。
物
理
学
校
を
「
自
分

で
も
可
笑
し
い
と
思
つ
た
が
苦
情
を
云
ふ
訳
も
な
い
か
ら
大
人
し
く
卒
業
し

て
置
い
た
」（
一
）
と
、
卒
業
出
来
る
こ
と
に
苦
情
を
言
お
う
と
す
る
よ
う

な
通
常
思
い
つ
か
な
い
発
想
の
滑
稽
味
が
あ
る
。
顔
色
の
悪
い
う
ら
な
り
に

向
か
っ
て
「
え
ゝ
瘠
せ
て
も
病
気
は
し
ま
せ
ん
。
病
気
な
ん
て
も
の
あ
大
嫌

で
す
か
ら
」（
七
）
と
、
理
屈
に
な
ら
ぬ
奇
妙
な
理
屈
で
威
張
る
例
も
あ
る
。

ま
た
勤
務
初
日
の
校
長
の
訓
示
を
真
に
受
け
て
「
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
」（
二
）
と
言
っ
て
、
タ
テ

マ
エ
を
理
解
出
来
な
い
ば
か
り
か
辞
職
し
よ
う
と
す
る
行
動
自
体
滑
稽
で
あ

り
、
字
義
通
り
理
解
す
る
滑
稽
味
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
滑
稽
な
設
定
に
基
づ
く
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
に
よ
っ
て
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
正
義
漢
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
る
。
と
い
う
の
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
に

正
義
漢
に
似
て
非
な
る
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
。
正
義
漢
に
見
え
る
だ
け
あ
っ

て
確
固
た
る
倫
理
観
を
持
つ
が
、
常
識
を
転
倒
さ
せ
た
パ
ロ
デ
ィ
に
過
ぎ
な

い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
独
特
で
滑
稽
な
倫
理
観
は
次
の
引
用
Ｂ
の
通
り
だ
。

Ｂ

�
を
吐
い
て
罰
を
逃
げ
る
位
な
ら
、
始
め
か
ら
い
た
づ
ら
な
ん
か
や
る

も
ん
か
。
い
た
づ
ら
と
罰
は
つ
き
も
ん
だ
。
罰
が
あ
る
か
ら
い
た
づ
ら

も
心
持
ち
よ
く
出
来
る
。（
四
）

一
見
潔
い
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
倫
理
観
は
、
ル
ー
ル
上

認
め
ら
れ
た
将
棋
の
「
待
駒
」（
一
）
を
使
っ
た
兄
を
「
卑
怯
」（
一
）
と
思

う
性
分
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
性
分
か
ら
見
れ
ば
引
用
Ｂ
は
、
い
た

ず
ら
を
悪
と
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
小
細
工
を
嫌
い
正
々
堂
々
善
で

も
悪
で
も
行
な
う
の
が
よ
い
と
い
っ
た
独
特
の
信
条
を
表
わ
し
て
一
般
道
徳

の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
り
、
正
義
漢
と
似
て
非
な
る
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
赤

シ
ャ
ツ
は
処
罰
か
ら
の
逃
げ
道
を
用
意
し
て
い
る
の
で
「
鉄
拳
制
裁
で
な
く

つ
ち
や
利
か
な
い
」（
九
）
と
山
嵐
が
言
う
の
で
、
う
ら
な
り
の
送
別
会
の

後
に
「
赤
シ
ヤ
ツ
と
野
だ
を
撲
つ
て
や
ら
な
い
か
と
面�

白�

半�

分�

に�

勧
め
」

（
九
）
た
こ
と
か
ら
も
、
正
義
漢
に
似
て
非
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
と
い

う
の
も
暴
力
の
正
当
性
や
う
ら
な
り
に
役
立
つ
か
考
え
ず
感
情
に
ま
か
せ
て

行
な
う
の
は
、
い
た
ず
ら
同
然
で
正
義
の
「
鉄
拳
制
裁
」
と
似
て
非
な
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
の
引
用
Ｃ
は
、
校
長
と
赤
シ
ャ
ツ
が
学
校
の
宿
直
を
免
除
さ
れ
る
の
は

不
公
平
な
の
に
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
対
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
述

懐
だ
。

Ｃ

山
嵐
の
説
に
よ
る
と
、
い
く
ら
一
人
で
不
平
を
並
べ
た
つ
て
通
る
も
の

ぢ
や
な
い
さ
う
だ
。
一
人
だ
つ
て
二
人
だ
つ
て
正
し
い
事
な
ら
通
り
さ

う
な
も
の
だ
。（
四
）

正
し
い
事
が
必
ず
し
も
通
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
世
間
常
識
に
反
し
て
正
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し
い
事
は
通
る
と
い
う
タ
テ
マ
エ
を
真
に
受
け
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
自
分

の
不
平
不
満
に
忠
実
な
だ
け
で
利
他
的
行
為
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
師
範
学
校
と
の
乱
闘
事
件
で
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
達
の
無
実
を
納
得
し
た

は
ず
の
校
長
が
山
嵐
を
免
職
す
る
の
を
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
初
め
か
ら
撤
回
さ

せ
ず
、
辞
表
を
「
堀
田
に
は
出
せ
、
私
に
は
出
さ
な
い
で
好
ゝ
と
云
ふ
法
が

あ
り
ま
す
か
」（
十
一
）
と
言
う
の
は
本
末
転
倒
で
あ
り
、
正
し
い
事
な
ら

通
る
と
信
念
を
貫
く
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
も
正
義
漢
に
似
て
非
な
る

も
の
と
言
え
る
。

二
、
漱
石
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
抗
争

本
節
で
は
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
採
用
の
意
味
づ
け
を
、

道
義
的
モ
チ
ー
フ
処
理
の
観
点
か
ら
美
文
の
『
薤
露
行
』
と
写
生
文
の

『
猫
』
と
比
較
し
て
行
な
う
。
と
い
う
の
も
漱
石
の
美
文
・
写
生
文
に
は
モ

チ
ー
フ
の
処
理
の
仕
方
の
違
い
が
あ
り
、
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の
処
理
状
態
を

通
じ
て
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
漱
石
文
学
で
の
位
置
づ
け
が
出
来
る
か
ら
だ
。

道
義
的
モ
チ
ー
フ
に
は
広
範
囲
の
内
容
が
該
当
す
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は

夫
婦
関
係
な
ど
の
人
倫
、
実
業
家
・
金
持
ち
批
判
、
ま
た
正
直
な
ど
の
徳
目

に
関
わ
る
事
柄
を
特
に
指
す
便
宜
的
名
称
に
す
ぎ
な
い
。

先
ず
一
般
的
に
美
文
は
、
表
現
上
は
理
想
化
さ
れ
た
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
で

彩
っ
た
り
対
句
な
ど
の
リ
ズ
ム
感
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
を
美
化
す
る
。
ま
た

内
容
上
は
明
治
の
美
文
辞
典
に
自
然
の
風
物
の
項
目
と
と
も
に
忠
孝
・
信
義

な
ど
の
徳
目
の
項
目
が
並
び
、
人
事
を
扱
う
美
文
に
は
教
訓
的
コ
メ
ン
ト
を

挿
む
道
徳
的
言
説
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
倒
錯
的
姦
通
心
理
の
表
現
に
特

色
あ
る
『
薤
露
行
』
は
姦
通
と
い
う
道
義
的
モ
チ
ー
フ
を
美
化
し
た
〈
姦
通

の
美
文
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
美
文
と
し
て
自
己
矛
盾
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
人

事
を
扱
う
美
文
は
道
徳
的
言
説
の
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
。
一
般
的
に
道
義
的

モ
チ
ー
フ
を
美
文
と
し
て
処
理
す
る
場
合
は
、
姦
通
の
よ
う
な
不
道
徳
的
内

容
に
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
道
徳
的
言
説
と
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
処
理

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
漱
石
の
場
合
あ
え
て
姦
通
を
美
化
し
て
一
見
反
道
徳

的
に
見
え
て
、
実
は
姦
通
の
罪
悪
感
の
な
い
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
と
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト

を
作
者
が
処
罰
す
る
ひ
ね
り
を
加
え
て
美
文
と
し
て
処
理
し
て
い
る
の
だ
。

そ
こ
に
『
薤
露
行
』
の
難
解
さ
が
あ
っ（
７
）
た
。

一
方
漱
石
の
写
生
文
の
方
法
は
語
り
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
を
滑
稽
化
し
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
で
は
滑
稽
な
モ
チ
ー
フ
を
〈
写
生
〉
す
る
違
い
が
あ
る
。

『
猫
』
の
ネ
コ
は
、
作
中
人
物
を
罵
倒
・
揶
揄
し
「
気
の
毒
の
念
に
堪
え
ぬ

裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」
が
な
い
点
で
漱
石
の
写
生
文
の
語
り
手
で
は
な
い
。

代
わ
り
に
苦
沙
弥
・
迷
亭
が
各
自
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
滑
稽
に
語
る
こ
と
で
、

漱
石
的
方
法
を
用
い
た
写
生
文
と
な（
８
）
る
。『
猫
』
の
道
義
的
モ
チ
ー
フ
に
は
、

苦
沙
弥
の
実
業
家
批
判
と
そ
れ
に
反
発
し
た
金
田
の
嫌
が
ら
せ
、
そ
し
て
妻

は
夫
に
逆
ら
う
方
が
よ
い
と
い
う
迷
亭
の
考
え
が
あ
る
。
金
田
は
批
判
を
軽

く
あ
し
ら
う
余
裕
も
な
く
、
苦
沙
弥
が
「
怒
る
の
は
向
が
悪
る
い
か
ら
で
、

先
方
が
大
人
し
く
し
て
さ
へ
居
れ
ば
（
中
略
）
気
に
障
は
る
様
な
事
も
や
め

て
や
る
。
然
し
向
が
向
な
ら
此
方
も
此
方
」（
四
）
と
意
地
を
張
る
た
め
、

苦
沙
弥
へ
の
嫌
が
ら
せ
の
指
示
を
金
田
自
身
が
滑
稽
に
語
れ
る
は
ず
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
他
の
モ
チ
ー
フ
を
漱
石
的
方
法
で
処
理
す
る
苦
沙
弥
・
迷
亭
が

道
義
的
モ
チ
ー
フ
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
が
、『
猫
』
の
焦
点
と
な

る
。こ

こ
で
苦
沙
弥
・
迷
亭
の
順
に
そ
の
処
理
状
態
を
確
か
め
て
み
る
。
次
の

引
用
は
、
苦
沙
弥
が
大
き
な
鼻
の
鼻
子
を
か
ら
か
う
「
鼻
の
俳
体
詩
」
を

作
っ
て
迷
亭
に
話
し
て
い
る
場
面
だ
。
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「
第
一
句
が
此�

顔�

に�

鼻�

祭�

り�

と
云
ふ
の
だ
」「
夫
か
ら
」「
次
が
此�

鼻�

に�

神�

酒�

供�

へ�

と
い
ふ
の
さ
」「
次
の
句
は
」「
ま
だ
夫
ぎ
り
し
か
出
来
て
居

ら
ん
」（
中
略
）「
次
へ
穴�

二�

つ�

幽�

か�

な�

り�

と
付
け
ち
や
ど
う
だ
」
と
迷

亭
は
す
ぐ
出
来
る
。（
三

傍
点
は
原
文
の
ま
ま
）

鼻
子
の
「
猫
脊
の
鼻
」（
三
）
自
体
滑
稽
で
あ
り
、
そ
れ
を
俳
体
詩
に
用
い

れ
ば
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
と
な
る
。
か
ら
か
い
甲
斐
の
あ
る
鼻
の
個
性
を
取

り
上
げ
ず
、
単
に
「
鼻
」
と
一
般
化
す
る
だ
け
で
は
滑
稽
で
は
な
い
。
し
か

し
鼻
を
祀
る
祭
に
見
立
て
る
こ
と
で
滑
稽
と
な
る
。
本
来
身
体
的
特
徴
を
茶

化
す
失
礼
な
言
動
な
の
に
人
身
攻
撃
の
不
快
感
よ
り
も
滑
稽
味
が
勝
る
の
は
、

鼻
の
個
性
を
取
り
上
げ
ず
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
見
立
て
で
か
ら
か
う
邪
気
の
な

い
語
り
口
に
基
づ
き
、
漱
石
的
方
法
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鼻
は
茶
化
せ
た
の
に
道
義
的
モ
チ
ー
フ
で
は
打
っ
て
変
わ
る
。

「
僕
は
実
業
家
は
学
校
時
代
か
ら
大
嫌
だ
。
金
さ
へ
取
れ
ゝ
ば
何
で
も
す
る
、

昔
で
云
へ
ば
素
町
人
だ
か
ら
な
」（
四
）「
教
師
は
無
論
嫌
だ
が
、
実
業
家
は

猶
だ
」（
五
）
と
苦
沙
弥
は
�
視
し
、
実
業
家
批
判
を
滑
稽
に
語
る
余
裕
は

な
い
。
と
い
う
の
も
苦
沙
弥
の
真
剣
な
想
い
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
滑
稽
に
語

れ
な
か
っ
た
の
だ
。『
趣
味
の
遺
伝
』（
明
治
３９
年
１
月
）
で
は
、
写
生
文
の

語
り
手
の
意
向
に
よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
を
処
理
す
る
か
否
か
を
使
い
分
け
て
い

（
９
）
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
語
り
手
に
と
っ
て
重
要
・
切
実
な
モ
チ
ー
フ

か
否
か
で
漱
石
的
方
法
に
よ
る
処
理
の
有
無
が
決
ま
る
と
言
え
る
。

し
か
し
金
田
の
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て
実
業
家
批
判
を
苦
沙
弥
は
滑
稽
に
語

れ
る
状
況
に
な
い
の
で
、
漱
石
的
方
法
に
よ
る
処
理
の
有
無
は
モ
チ
ー
フ
の

切
実
さ
に
基
づ
か
な
い
と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
。
だ
が
「
元
来
こ
ゝ
の
主
人

は
博�

士�

と
か
大�

学�

教�

授�

と
か
い
ふ
と
非
常
に
恐
縮
す
る
男
で
あ
る
が
、
妙
な

事
に
は
実
業
家
に
対
す
る
尊
敬
の
度
は
極
め
て
低
い
。
実
業
家
よ
り
も
中
学

校
の
先
生
の
方
が
え
ら
い
と
信
じ
て
居
る
」（
三

傍
点
は
原
文
の
ま
ま
）

と
、
金
田
の
嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
前
か
ら
実
業
家
を
�
視
し
て
い
た
の
を
ネ

コ
に
暴
露
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
金
田
に
嫌
が
ら
せ
さ
れ
る
前
に
実
業

家
批
判
を
滑
稽
に
語
る
余
地
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

漱
石
的
方
法
に
基
づ
く
処
理
を
語
り
手
に
と
っ
て
の
切
実
さ
が
左
右
す
る

の
を
示
す
対
照
例
が
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
苦
沙
弥
が
大
和
魂
を
茶
化
す
文

章
を
朗
読
す
る
場
面
だ
。

「
東
郷
大
将
が
大
和
魂
を
有
つ
て
居
る
。
肴
屋
の
銀
さ
ん
も
大
和
魂
を

有
つ
て
居
る
。
詐
欺
師
、
山
師
、
人
殺
し
も
大
和
魂
を
有
つ
て
居
る
」

（
中
略
）「
大
和
魂
は
ど
ん
な
も
の
か
と
聞
い
た
ら
、
大
和
魂
さ
と
答
へ

て
行
き
過
ぎ
た
。」（
中
略
）「
三
角
な
も
の
が
大
和
魂
か
、
四
角
な
も

の
が
大
和
魂
か
。
大
和
魂
は
名
前
の
示
す
如
く
魂
で
あ
る
。
魂
で
あ
る

か
ら
常
に
ふ
ら
�
�
し
て
居
る
」（
六
）

大
和
魂
は
忠
君
愛
国
と
い
う
徳
目
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
だ
。
引
用
の
主
旨
は
、

日
本
人
す
べ
て
が
持
つ
大
和
魂
の
定
義
は
し
に
く
い
と
い
う
そ
れ
自
体
滑
稽

味
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
に
基
づ
か
な
い
。
し
か
し
大

和
魂
を
持
つ
日
本
人
の
具
体
例
に
「
東
郷
大
将
」
に
止
ま
ら
ず
本
来
含
め
る

べ
き
で
な
い
「
詐
欺
師
」
な
ど
を
列
挙
し
て
、
卑
俗
化
・
茶
化
す
だ
け
で
な

い
。大
和
魂�

が
わ
か
り
に
く
い
の
を
字
義
通
り
魂
の
よ
う
に「
常
に
ふ
ら
�
�

し
て
居
る
」
と
表
わ
す
こ
と
で
滑
稽
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
素
材
自
体

に
滑
稽
味
が
な
い
の
に
、
列
挙
法
や
隠
喩
的
言
い
回
し
の
よ
う
な
表
現
の
仕

方
で
滑
稽
化
す
る
の
が
漱
石
的
方
法
だ
。
大
和
魂
を
茶
化
せ
て
実
業
家
批
判

は
茶
化
せ
ず
、
同
じ
道
義
的
モ
チ
ー
フ
で
対
応
が
分
か
れ
る
の
は
、
語
り
手

に
と
っ
て
の
モ
チ
ー
フ
の
切
実
さ
に
基
づ
く
こ
と
を
示
す
。

迷
亭
も
苦
沙
弥
同
様
に
モ
チ
ー
フ
に
応
じ
て
処
理
出
来
る
か
否
か
対
応
が
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分
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
首
懸
の
松
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。

昔
し
か
ら
の
言
ひ
伝
へ
で
誰
で
も
此
松
の
下
へ
来
る
と
首
が
縊
り
度
な

る
。（
中
略
）
ど
う
し
て
も
他
の
松
で
は
死
ぬ
気
に
な
ら
ん
。（
中
略
）

あ
ゝ
好
い
枝
振
り
だ
。
あ
の
儘
に
し
て
置
く
の
は
惜
し
い
も
の
だ
。
ど

う
か
し
て
あ
す
こ
の
所
へ
人
間
を
下
げ
て
見
た
い
、
誰
か
来
な
い
か
し

ら
（
中
略
）
枝
へ
手
を
懸
け
て
見
る
と
好
い
具
合
に
撓
る
。
撓
り
按
排

が
実
に
美
的
で
あ
る
。
首
が
か
ゝ
つ
て
ふ
わ
�
�
す
る
所
を
想
像
し
て

見
る
と
嬉
し
く
て
堪
ら
ん
。（
二
）

「
好
い
枝
振
り
」
に
人
間
を
下
げ
た
時
の
「
撓
り
按
排
が
実
に
美
的
」
な
こ

と
自
体
は
少
し
も
滑
稽
で
は
な
く
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
に
基
づ
か
な
い
。

だ
が
、
死
を
茶
化
し
て
不
謹
慎
と
な
る
は
ず
な
の
に
、
ど
こ
ま
で
本
気
か
わ

か
ら
な
い
お
ど
け
た
語
り
口
に
よ
っ
て
不
快
ど
こ
ろ
か
滑
稽
に
感
じ
さ
せ
る
。

漱
石
的
方
法
で
「
首
懸
の
松
」
の
死
の
モ
チ
ー
フ
を
滑
稽
化
し
て
い
る
の

に
、
夫
婦
関
係
と
い
っ
た
人
倫
を
迷
亭
は
滑
稽
化
し
て
い
な
い
。
苦
沙
弥
夫

婦
の
口
論
に
迷
亭
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

昔
は
亭
主
に
口
返
答
な
ん
か
し
た
女
は
、
一
人
も
な
か
つ
た
ん
だ
つ
て

云
ふ
が
、
夫
な
ら
�
を
女
房
に
し
て
居
る
と
同
じ
事
で
僕
な
ど
は
一
向

難
有
く
な
い
。（
中
略
）
同
じ
女
房
を
持
つ
位
な
ら
、
た
ま
に
は
喧
嘩

の
一
つ
二
つ
し
な
く
つ
ち
や
退
屈
で
仕
様
が
な
い
か
ら
な
。（
六
）

苦
沙
弥
の
妻
を
羨
み
、
妻
は
夫
に
逆
ら
う
方
が
よ
い
と
人
倫
に
反
し
た
主
張

を
茶
化
さ
ず
に
す
る
の
は
、
か
ら
か
い
甲
斐
の
あ
る
妻
を
迷
亭
が
欲
し
が
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
続
け
て
妻
が
夫
に
従
順
な
頃
の
女
の
不

品
行
の
例
と
し
て
、
迷
亭
は
女
児
を
売
る
話
を
し
て
い
つ
も
の
よ
う
に
人
を

担
い
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
茶
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
如
何
に
不
品
行
か
わ
か
ら
ず
、
単
に
脱
線
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。

以
上
か
ら
道
義
的
モ
チ
ー
フ
処
理
の
点
で
『
薤
露
行
』
と
『
猫
』
は
対
照

的
と
な
る
。
と
い
う
の
も
漱
石
文
学
で
重
要
な
姦
通
と
い
う
道
義
的
モ
チ
ー

フ
を
『
薤
露
行
』
が
美
文
と
し
て
処
理
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
同
じ
く
重

要
な
実
業
家
批
判
の
モ
チ
ー
フ
を
『
猫
』
が
写
生
文
と
し
て
処
理
出
来
て
い

な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
道
義
的
モ
チ
ー
フ
を
滑
稽
化
し
な
い
の
は
倫
理
的
漱

石
像
と
合
致
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の
美
文
と
し
て
の
処

理
は
倫
理
的
漱
石
像
を
補
完
す
る
の
か
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
解
く
鍵
が

『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
正
義
漢
の
パ
ロ
デ
ィ
だ
。
と
い
う
の
は
次
の
通
り
だ
か

ら
だ
。『
猫
』
で
出
来
な
か
っ
た
実
業
家
・
金
持
ち
批
判
の
写
生
文
と
し
て

の
処
理
自
体
は
、『
二
百
十
日
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
で
実
行
さ
れ
て
い

る
と
い
う
見
通
し
が
あ
る
。
そ
の
見
通
し
は
、
正
直
な
ど
の
徳
目
と
い
っ
た

漱
石
文
学
の
重
要
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
が
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス

的
方
法
に
よ
っ
て
処
理
可
能
と
な
っ
た
成
果
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ

は
漱
石
の
倫
理
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
即
ち
漱
石
の
倫
理
性
と
は
、

道
義
的
モ
チ
ー
フ
を
滑
稽
化
し
て
な
お
倫
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

さ
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
切
実
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的

方
法
に
よ
る
処
理
を
い
く
つ
か
確
認
し
た
上
で
、
漱
石
文
学
に
と
っ
て
の
ホ

ト
ト
ギ
ス
的
方
法
採
用
の
意
味
づ
け
を
行
な
う
。
前
節
の
引
用
Ｂ
は
自
ら
が

「
卑
怯
」（
四
）
で
な
い
の
を
威
張
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
分
に
基
づ
く
切
実

な
倫
理
観
を
示
す
。
し
か
し
「
罰
が
あ
る
か
ら
い
た
づ
ら
も
心
持
ち
よ
く
出

来
る
」
と
罰
を
受
け
る
か
否
か
で
気
持
ち
よ
く
出
来
る
い
た
ず
ら
と
「
生
意

気
な
悪
い
た
づ
ら
」（
四
）
と
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
い
た
ず
ら
を
禁
止
す

る
道
義
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
滑
稽
化
・
無
力
化
さ
れ
る
だ
け
で
な
い
。
引
用
Ｂ
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が
含
む
「
い
た
づ
ら
を
し
た
つ
て
潔
白
」（
四
）
で
あ
る
べ
き
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
茶
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
罰
が
あ
る
か
ら
気
持
ち
よ
く

い
た
ず
ら
出
来
る
と
い
う
本
末
転
倒
の
発
想
や
い
た
ず
ら
の
善
し
悪
し
を
分

け
る
発
想
の
滑
稽
味
な
ど
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
が
、
漱
石
文
学
で
重
要
な

道
義
的
モ
チ
ー
フ
を
滑
稽
な
モ
チ
ー
フ
へ
と
変
え
て
い
る
。

次
の
引
用
Ｄ
は
吶
喊
事
件
で
生
徒
を
懲
ら
し
め
ら
れ
ず
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が

困
っ
て
い
る
場
面
だ
。

Ｄ

宿
直
を
し
て
鼻
垂
れ
小
僧
に
か
ら
か
は
れ
て
、（
中
略
）
仕
方
が
な
い

か
ら
泣
寝
入
り
に
し
た
と
思
は
れ
ち
や
一
生
の
名
折
だ
。
是
で
も
元
は

旗
本
だ
。
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
、
多
田
の
満
仲
の
後
裔
だ
。
こ
ん

な
百
姓
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
ん
だ
。（
中
略
）
ど
う
し
て
い
ゝ
か

分
ら
な
い
の
が
困
る
丈
だ
。（
中
略
）
正
直
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
い
ゝ

か
分
ら
な
い
ん
だ
。
世�

の�

中�

に�

正�

直�

が�

勝�

た�

な�

い�

で
、
外�

に�

勝�

つ�

も�

の�

が�

あ�

る�

か�

、
考
へ
て
見
ろ
。
今
夜
中
に
勝
て
な
け
れ
ば
、
あ
し
た
勝
つ
。

あ
し
た
勝
て
な
け
れ
ば
、
あ
さ
つ
て
勝
つ
。
あ
さ
つ
て
勝
て
な
け
れ
ば
、

下
宿
か
ら
弁
当
を
取
り
寄
せ
て
勝
つ
�
こ
ゝ
に
居
る
。
お
れ
は
か
う
決

心
を
し
た
（
四

傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

傍
点
部
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
重
視
す
る
正
直
は
、
国
定
修
身
教
科
書
の
格
言

「
正
直
ハ
一
生
ノ
宝
」（
文
部
省
『
尋
常
小
学
修
身
書
第
二
学
年
教
師
用
』
明

治
３７
年
）
で
肯
定
さ
れ
る
徳
目
だ
。
だ
が
、
正
直
は
不
正
に
勝
つ
と
い
う

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
信
念
は
、
生
徒
を
懲
ら
し
め
ら
れ
ず
血
統
ま
で
持
ち
出
し
て

強
が
る
性
分
と
結
び
つ
き
独
特
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
の
信
念
は

傍
線
部
の
尻
取
り
文
で
執
念
深
さ
を
示
し
、
波
線
部
の
生
徒
の
籠
城
す
る
部

屋
の
前
に
弁
当
を
取
り
寄
せ
て
生
徒
が
謝
罪
す
る
ま
で
居
座
る
と
い
う
、
そ

れ
自
体
滑
稽
で
子
供
じ
み
た
根
競
べ
の
形
を
取
る
。
子
供
じ
み
た
根
競
べ
の

滑
稽
な
設
定
や
、「
正
直
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
い
ゝ
か
分
ら
な
い
」
と
い
う

ナ
ン
セ
ン
ス
な
理
屈
な
ど
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
信
念
は
、

道
義
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
似
て
非
な
る
滑
稽
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
切
実
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
な
の
に
未
処

理
の
例
が
あ
る
。
次
の
引
用
Ｅ
は
、
前
任
者
を
陥
れ
た
者
の
名
前
を
坊
っ

ち
ゃ
ん
に
赤
シ
ャ
ツ
が
答
え
よ
う
と
し
な
い
場
面
だ
。

Ｅ

「
だ
れ
と
指
す
と
、
其
人
の
名
誉
に
関
係
す
る
か
ら
云
へ
な
い
。（
中

略
）
ど
う
か
気
を
付
け
て
く
れ
玉
へ
」「
気
を
つ
け
ろ
つ
た
つ
て
、
是

よ
り
気
の
付
け
様
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
る
い
事
を
し
な
け
り
や
好
い
ん

で
せ
う
」
赤
シ
ヤ
ツ
は
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
と
笑
つ
た
。（
五
）

傍
線
部
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
主
張
は
、
国
定
修
身
教
科
書
の
悪
を
戒
め
る
格
言

「
善
ハ
小
ナ
リ
ト
モ
ナ
サ
ザ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
、
悪
ハ
小
ナ
リ
ト
モ
ナ
ス
コ
ト

ナ
カ
レ
」（
�
城
県
師
範
学
校
附
属
小
学
校
編
『
国
定
教
科
書
教
授
細
目
』

明
治
３７
年
）
と
重
な
り
、
そ
れ
自
体
滑
稽
で
は
な
い
。
特
に
写
生
文
と
し
て

処
理
し
て
い
な
い
の
に
波
線
部
で
赤
シ
ャ
ツ
が
�
笑
す
る
の
は
、
単
純
す
ぎ

る
主
張
だ
か
ら
だ
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
作
中
人
物
に
笑
わ
れ
る
の
は
、
奇
妙
な

理
屈
や
滑
稽
な
素
材
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
に
よ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

例
え
ば
前
節
の
引
用
Ａ
で
腫
れ
て
変
な
顔
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
奇
妙
な
意
地
の

張
り
方
が
校
長
に
笑
わ
れ
て
い
る
。
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の
�
笑
は
引
用
Ｅ
以

外
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
引
用
Ｅ
の
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の
未
処
理
は
『
坊
っ

ち
や
ん
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
運
用
の
一
貫
性
の
欠
如
で
は
な
く
、
む
し

ろ
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
信
条
を
�
笑
す
る
存
在
に
赤
シ
ャ
ツ
を
位
置
づ
け
る
働
き

を
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
て
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
の
意
味
づ
け
は
�
〜
�
の

三
点
あ
る
。
先
ず
『
猫
』
で
処
理
出
来
な
か
っ
た
重
要
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
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を
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
で
処
理
出
来
た
こ
と
か
ら
、
�
漱
石
的
方
法
の
限
界

を
示
す
こ
と
に
な
る
。
漱
石
的
方
法
が
語
り
口
に
よ
っ
て
滑
稽
化
す
る
以
上
、

語
り
手
に
と
っ
て
切
実
な
モ
チ
ー
フ
を
処
理
出
来
な
い
こ
と
を
『
猫
』
は
表

わ
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
倫
理
観
も
性
分
に
根
差
し
て
切
実
ゆ
え
滑
稽
に
語
れ

な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
『
琴
の
そ
ら
音
』
で
道
義
的
モ
チ
ー
フ
以
外
の
切
実
な

モ
チ
ー
フ
を
処
理
出
来
た
、
作
者
の
相
対
化
に
よ
っ
て
滑
稽
味
を
生
じ
る
方

法
を
用
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
切
実
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
は
作
者
の
相
対
化

で
も
処
理
出
来
な
い
か
ら
だ
。
例
え
ば
山
嵐
の
よ
う
な
比
較
的
常
識
的
な
正

義
漢
が
自
ら
の
倫
理
観
を
真
面
目
に
語
る
程
、
作
者
が
相
対
化
し
て
滑
稽
に

す
る
の
は
設
定
上
無
理
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
重
要
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
の

処
理
に
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
以
外
な
く
、
そ
の
点
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
正
義

漢
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。

自
ら
の
方
法
の
限
界
に
よ
っ
て
重
要
モ
チ
ー
フ
の
処
理
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
的

方
法
を
用
い
る
の
は
漱
石
の
敗
北
に
見
え
る
が
、
む
し
ろ
プ
ラ
ス
の
意
味
づ

け
が
二
点
出
来
る
。
そ
れ
は
�
道
義
的
モ
チ
ー
フ
処
理
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方

法
を
用
い
る
こ
と
自
体
新
し
い
試
み
で
あ
る
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
ホ
ト
ト

ギ
ス
派
は
道
義
的
モ
チ
ー
フ
処
理
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
を
用
い
て
い
な
い

か
ら
だ
。
管
見
に
入
っ
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
約
九
〇
編
（
明
治
３２
〜

３８
年
の
雑
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載
の
一
般
投
稿
と
高
浜
虚
子
・
坂
本
四
方

太
・
寒
川
鼠
骨
・
河
東
碧
梧
桐
の
作
品
）
の
う
ち
滑
稽
味
の
あ
る
作
品
は
三

分
の
一
に
満
た
ず
、
そ
れ
ら
す
べ
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
を
用
い
て
い
る
が
、

実
業
家
批
判
・
夫
婦
関
係
の
よ
う
な
人
倫
・
徳
目
に
関
す
る
事
柄
を
処
理
し

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
漱
石
が
『
坊
っ
ち
や
ん
』
で
道
義
的
モ
チ
ー
フ
処

理
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
を
用
い
た
の
は
新
し
い
試
み
と
な
る
。
ホ
ト
ト
ギ

ス
的
方
法
の
滑
稽
化
す
る
対
象
を
拡
大
し
写
生
文
を
豊
か
に
し
た
こ
と
に
意

義
が
あ
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
は
『
猫
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
死

の
モ
チ
ー
フ
や
重
要
な
道
義
的
モ
チ
ー
フ
処
理
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

も
う
一
つ
の
プ
ラ
ス
の
意
味
づ
け
は
、
�
『
文
章
一
口
話
』（
明
治
３９
年

１１
月
）
で
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
方
法
を
『
坊
っ
ち
や

ん
』
の
重
要
モ
チ
ー
フ
処
理
に
用
い
た
こ
と
で
、『
写
生
文
』（
明
治
４０
年
１

月
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
理
論
の
普
遍
性
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
が
漱

石
の
写
生
文
理
論
上
の
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
位
置
を
示（
１０
）
す
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
派

で
は
「
俳
句
を
作
つ
た
事
の
な
い
人
の
写
生
文
は
ど
う
し
て
も
俳
趣
味
が
乏

し
い
。
其
為
め
写
生
文
と
し
て
の
価
値
も
少
な
い
」（
虚
子
『
俳
諧
一
口

噺
』
明
治
３９
年
１０
月

全
集
１２
巻
一
七
〇
頁
）、「
俳
句
の
標
準
を
以
て
見
た

な
ら
ば
、
現
代
の
小
説
（
中
略
）
等
、
一
と
し
て
満
足
す
べ
き
も
の
は
無

い
」（
四
方
太
『
文
章
談
』
明
治
３９
年
７
月
９
巻
１０
号
）
と
、〈
俳
句
趣
味
〉

を
絶
対
的
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
漱
石
は
「
写
生
文
と
普

通
の
文
章
と
の
差
違
を
算
へ
来
る
と
色
々
あ
る
。
色
々
あ
る
う
ち
で
余
の
尤

も
要
点
だ
と
考
へ
る
に
も
関
ら
ず
誰
も
説
き
及
ん
だ
事
の
な
い
」（『
写
生

文
』
全
集
１６
巻
四
八
〜
四
九
頁
）
も
の
と
し
て
「
作
者
の
心
的
状
態
」
を
指

摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
の
重
要
概
念
の
〈
俳
句

趣
味
〉
を
用
い
ず
に
代
わ
り
に
「
作
者
の
心
的
状
態
」
で
写
生
文
を
規
定
す

る
こ
と
で
、〈
俳
句
趣
味
〉
を
絶
対
化
す
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
独
善
性
の
批

判
と
な
る
だ
け
で
な
い
。「
作
者
の
心
的
状
態
」
が
漱
石
の
み
な
ら
ず
ホ
ト

ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
に
も
当
て
は
ま
る
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
、
そ

れ
が
独
善
性
批
判
を
可
能
と
す
る
。

「
作
者
の
心
的
状
態
」
を
前
節
で
対
象
に
〈
距
離
〉
を
取
る
こ
と
と
捉
え

た
が
、
そ
の
〈
距
離
〉
は
共
通
点
で
あ
っ
て
も
、
漱
石
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
で

は
方
法
を
異
に
す
る
以
上
具
体
的
表
わ
れ
方
は
異
な
る
。
語
り
を
方
法
と
す
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る
漱
石
の
場
合
、
物
語
内
容
に
対
し
て
語
り
手
が
〈
距
離
〉
を
取
る
か
ら
こ

そ
滑
稽
に
語
れ
、
そ
の
点
で
〈
距
離
〉
に
は
滑
稽
化
の
機
能
が
あ
る
。
ホ
ト

ト
ギ
ス
派
の
場
合
「
作
者
の
心
的
状
態
」
は
、〈
俳
句
趣
味
〉
の
一
側
面
を

捉
え
直
し
た
も
の
と
言
え
る
。
四
方
太
は
「
俳
句
趣
味
と
い
ふ
よ
り
も
、
非

人
情
と
い
つ
た
方
が
俳
句
を
知
ら
ぬ
人
に
は
却
て
よ
く
解
る
か
と
思
ふ
。」

「
何
処
ま
で
も
天
然
を
本
と
し
て
行
つ
て
、
人
情
の
奥
ま
で
深
入
り
せ
ぬ
の

を
非
人
情
と
い
ふ
や
う
に
解
す
る
」（『
文
話
三
則
』
明
治
３９
年
１２
月
１０
巻
３

号
）
と
し
て
い
る
。
虚
子
も
「
俳
句
の
詠
ず
る
美
は
も
と
自
然
的
で
あ
つ
て
、

よ
し
人
間
で
も
、
宛
も
自
然
物
の
如
く
表
面
上
の
美
の
み
に
目
を
着
け
る
」

（『
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
』
明
治
４０
年
３
月

全
集
１２
巻
一
八
四
頁
）

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
〈
俳
句
趣
味
〉
に
は
人
事
を
扱
っ
て
も
人
情
に
深
入

り
せ
ぬ
〈
距
離
〉
を
取
る
態
度
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ホ
ト

ト
ギ
ス
派
は
〈
写
生
〉
を
方
法
と
す
る
ゆ
え
、「
作
者
の
心
的
状
態
」
は
写

生
対
象
と
一
人
称
の
写
生
主
体
と
の
〈
距
離
〉
と
し
て
表
わ
れ
る
。
ホ
ト
ト

ギ
ス
的
方
法
で
は
、
表
面
的
で
深
入
り
せ
ぬ
態
度
ゆ
え
に
滑
稽
な
人
間
の
言

動
・
出
来
事
を
対
象
と
し
て
選
ぶ
こ
と
が
出
来
、
素
材
自
体
の
滑
稽
味
を

〈
写
生
〉
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
「
作
者
の
心
的
状
態
」
が
〈
俳
句
趣
味
〉
の
単
な
る
言
い
換
え
に

す
ぎ
ず
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
独
善
性
批
判
に
な
ら
ぬ
と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
絶
対
化
す
る
〈
俳
句
趣
味
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い

ず
に
写
生
文
を
規
定
す
る
こ
と
自
体
充
分
批
判
た
り
得
る
。
ま
た
〈
俳
句
趣

味
〉
の
否
定
で
は
な
い
の
で
、「
作
者
の
心
的
状
態
」
が
〈
俳
句
趣
味
〉
の

捉
え
直
し
な
の
は
当
然
と
も
言
え
る
。

漱
石
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
に
当
て
は
ま
る
普
遍
性
は
、『
文
学
談
』（
明
治
３９

年
９
月
）
の
次
の
コ
メ
ン
ト
が
「
作
者
の
心
的
状
態
」
を
示
唆
し
、
ホ
ト
ト

ギ
ス
的
方
法
に
基
づ
く
『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
そ
の
「
作
者
の
心
的
状
態
」
を

指
摘
出
来
、〈
距
離
〉
が
共
通
点
と
な
る
こ
と
で
確
認
さ
れ
る
。

坊
ち
や
ん
と
い
ふ
人
物
は
或
点
ま
で
は
愛
す
べ
く
、
同
情
を
表
す
べ
き

価
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
単
純
過
ぎ
て
経
験
が
乏
し
過
ぎ
て
現
今

の
様
な
複
雑
な
社
会
に
は
円
満
に
生
存
し
に
く
い
人
だ
な
と
読
者
が
感

じ
て
合
点
し
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ
で
作
者
の
人
世
観
が
読
者
に
徹
し
た

と
云
ふ
て
よ
い
。（
中
略
）
現
実
世
界
に
在
つ
て
鼻
の
先
で
あ
し
ら
つ

て
居
る
様
な
坊
つ
ち
や
ん
に
も
中
々
尊
む
べ
き
美
質
が
あ
る
で
は
な
い

か
、
君
等
の
着
眼
点
は
あ
ま
り
に
偏
頗
で
は
な
い
か
、
と
注
意
し
て
読

者
が
成
程
と
同
意
す
る
様
に
か
き
こ
な
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
作
者
は
現

今
普
通
人
の
有
し
て
ゐ
る
人
生
観
を
少
し
で
も
影
響
し
得
た
も
の
で
あ

る
。（
全
集
２５
巻
一
八
〇
頁
）

漱
石
の
コ
メ
ン
ト
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
美
質
の
指
摘
よ
り（
１１
）
も
、
む
し
ろ
写
生
文

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
傍
線
部
の
よ
う
に
同
情
し
つ
つ
欠
点
を
認
め
る
対
象
と

の
〈
距
離
〉
の
取
り
方
の
指
摘
と
捉
え
ら
れ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
欲
が
す

く
な
」（
一
）
く
「
竹
を
割
つ
た
様
な
気
性
」（
七
）
は
う
ま
く
い
け
ば
長
所

に
な
る
が
、「
肝
癪
が
強
過
ぎ
て
」（
七
）
喧
嘩
す
る
の
を
奇
妙
な
理
屈
や
滑

稽
な
倫
理
観
で
正
当
化
す
る
欠
点
の
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
設
定
か
ら
読
者
は

読
み
取
る
。
こ
の
よ
う
に
長
所
・
短
所
を
示
す
よ
う
に
作
者
の
選
ん
だ
人

柄
・
倫
理
観
の
設
定
は
、
作
者
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
〈
距
離
〉
を
取
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
同
情
し
つ
つ
欠
点
を
認
め
る
や
り
方
は
〈
距
離
〉
を
取
り
つ

つ
も
同
情
す
る
「
作
者
の
心
的
状
態
」
に
等
し
く
、
漱
石
の
理
論
は
普
遍
性

を
獲
得
す
る
。
し
か
し
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
独
特
さ
も
明
ら
か
だ
。

と
い
う
の
も
作
者
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
〈
距
離
〉
を
取
る
こ
と
は
、
ホ
ト
ト

ギ
ス
派
の
「
作
者
の
心
的
状
態
」
の
図
式
に
完
全
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
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い
か
ら
だ
。
即
ち
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
で
は
作
者
は
一
人
称
の
写
生
主
体
と
一
体

化
し
て
写
生
対
象
に
〈
距
離
〉
を
取
る
が
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
は
そ
れ
と
異

な
る
。
こ
の
よ
う
に
純
然
た
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
と
な
っ
て
い
な
い

『
坊
っ
ち
や
ん
』
を
通
じ
て
漱
石
の
理
論
の
普
遍
性
を
確
認
す
る
の
は
矛
盾

に
見
え
る
。
し
か
し
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
で
の
「
作
者
の
心
的
状
態
」
の

〈
距
離
〉
に
は
、
滑
稽
な
設
定
の
選
択
を
可
能
と
す
る
働
き
が
あ
る
。
作
者

は
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
〈
距
離
〉
を
取
っ
て
長
所
・
短
所
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る

滑
稽
な
設
定
の
選
択
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
〈
距
離
〉
の
機
能
の
点
で

『
坊
っ
ち
や
ん
』
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
と
合
致
し
、
漱
石
の
理
論
の
普
遍

性
は
確
認
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
作
者
が
一
人
称
の
語
り
手
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
相

対
化
す
る
点
で
『
琴
の
そ
ら
音
』
の
よ
う
な
漱
石
の
写
生
文
の
方
法
に
基
づ

く
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
滑
稽
な
倫
理
観
な
ど
を
真
面

目
に
語
っ
て
い
る
点
で
漱
石
的
方
法
と
異
な
る
。
結
局
『
坊
っ
ち
や
ん
』
は

従
来
の
漱
石
の
写
生
文
の
方
法
の
枠
に
収
ま
ら
ず
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生

文
と
も
異
な
る
独
特
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

滑
稽
味
を
生
む
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
を
用
い
て
も

『
坊
っ
ち
や
ん
』
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
文
と
異
な
る
独
特
な
も
の
と
な

る
こ
と
は
、
写
生
主
体
と
な
る
べ
き
は
ず
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
叙
述
態
度
が
ホ

ト
ト
ギ
ス
派
と
異
な
る
点
で
も
言
え
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
ホ
ト
ト
ギ
ス

派
の
写
生
文
は
、
他
人
や
自
分
の
言
動
が
滑
稽
な
も
の
で
あ
っ
て
も
淡
々
と

報
告
す
る
態
度
で
一
貫
し
て
い
る
。
こ
れ
を
〈
写
生
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
他
人
の
言
動
に
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
、〈
写
生
〉
に

な
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
次
の
引
用
Ｆ
は
バ
ッ
タ
事
件
の
処
分
を
決
め
る
職

員
会
議
で
の
校
長
の
発
言
場
面
だ
。

Ｆ

狸
は
例
の
通
り
勿
体
ぶ
つ
て
、
教
育
の
生
霊
と
云
ふ
見
え
で
こ
ん
な
意

味
の
事
を
述
べ
た
。「
学
校
の
職
員
や
生
徒
に
過
失
の
あ
る
の
は
、
み

ん
な
自
分
の
寡
徳
の
致
す
所
で
、（
中
略
）
自
分
は
よ
く
是
で
校
長
が

勤
ま
る
と
ひ
そ
か
に
慚
愧
の
念
に
堪
へ
ん
が
、
不
幸
に
し
て
今
回
も
亦

か
ゝ
る
騒
動
を
引
き
起
し
た
の
は
、
深
く
諸
君
に
向
つ
て
謝
罪
し
な
け

れ
ば
な
ら
ん
。（
中
略
）」
か
う
校
長
が
何
も
か
も
責
任
を
受
け
て
、
自

分
の
咎
だ
と
か
、
不
徳
だ
と
か
云
ふ
位
な
ら
、
生
徒
を
処
分
す
る
の
は
、

や
め
に
し
て
、
自
分
か
ら
先
へ
免
職
に
な
つ
た
ら
、
よ
さ
ゝ
う
な
も
ん

だ
。（
中
略
）
も
し
山
嵐
が
�
動
し
た
と
す
れ
ば
、
生
徒
と
山
嵐
を
退

治
れ
ば
夫
で
沢
山
だ
。
人�

の�

尻�

を�

自�

分�

で�

脊�

負�

い�

込�

ん�

で�

、
お�

れ�

の�

尻�

だ�

、
お�

れ�

の�

尻�

だ�

と�

吹�

れ�

散�

ら�

か�

す�

奴�

が�

、
ど�

こ�

の�

国�

に�

あ�

る�

も�

ん�

か�

（
中
略
）
彼
は
こ
ん
な
条
理
に
適
は
な
い
議
論
を
吐
い
て
、
得
意
気
に

一
同
を
見
廻
し
た
。（
六
）

傍
線
部
の
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
滑
稽
な
比
喩
で
始
め
か
ら
枠
付
け
て
校
長
の

発
言
を
紹
介
し
、
校
長
の
タ
テ
マ
エ
の
発
言
を
字
義
通
り
受
取
っ
て
傍
点
部

の
よ
う
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
独
特
の
滑
稽
な
喩
え
の
形
で
理
解
し
た
上
で
、
波
線

部
の
よ
う
に
批
判
的
に
発
言
振
り
を
描
写
し
て
い
る
の
は
〈
写
生
〉
と
異
な

る
。以

上
か
ら
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
試
み
と
成
果
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

『
猫
』
で
出
来
な
か
っ
た
実
業
家
批
判
の
処
理
自
体
は
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の

試
み
を
経
て
『
二
百
十
日
』
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
的
方
法
で
実
行
出
来
た
と
考
え

る
こ
と
で
も
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
成
果
の
意
義
は
増
す
は
ず
だ
。
む
ろ
ん

『
二
百
十
日
』
の
処
理
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
は
『
野

分
』・『
虞
美
人
草
』
が
道
義
的
モ
チ
ー
フ
を
如
何
に
処
理
し
、
写
生
文
・
美

文
か
ら
脱
皮
し
た
か
考
え
る
必
要
も
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

―１１―



注（
１
）

丸
谷
才
一
『
闊
歩
す
る
漱
石
』
講
談
社

平
成
１２
年

一
〇
頁

（
２
）

拙
稿
「『
文
学
論
』
か
ら
作
品
へ
―
漱
石
〈
写
生
文
〉
論
」（『
弘
前
大
学
国

語
国
文
学
』
２０
号

平
成
１０
年
）

（
３
）

拙
稿
「
漱
石
『
琴
の
そ
ら
音
』
論
―
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
近
代
文
学
史
」

（
大
阪
芸
術
大
学
『
河
南
論
集
』
６
号

平
成
１３
年
）

（
４
）

好
川
佐
苗
氏
は
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
人
物
造
型
に
よ
っ
て
感
情
移
入
出
来
ぬ

読
者
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
・
山
嵐
ら
と
距
離
を
取
っ
て
笑
い
、
写
生
文
的
態
度

に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
（「『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
〈
名
〉
―
そ
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
的
世
界
」『
梅
光
学
院
大
学
論
集
』
４０
号

平
成
１９
年
）
し
て
い
る
が
、

漱
石
の
考
え
る
写
生
文
の
「
作
者
の
心
的
状
態
」
の
表
現
方
法
と
し
て
物
語

言
説
・
物
語
内
容
の
点
か
ら
捉
え
る
本
稿
と
立
場
を
異
に
す
る
。

（
５
）

有
光
隆
司
氏
は
「『
バ
ッ
タ
事
件
』
と
、
じ
つ
に
愉
快
で
滑
稽
な
小
事
件
が

次
か
ら
次
へ
と
飛
び
出
し
、
読
者
を
一
種
痛
快
な
笑
い
の
世
界
へ
と
誘
う
。

男
は
ま
じ
め
に
お
か
し
な
話
を
す
る
の
で
、
い
っ
そ
う
愉
快
さ
は
増
幅
さ
れ

る
」（「『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
構
造
―
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文

学
』
昭
和
５７
年
８
月
号
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
語
り
口
よ
り
も
事
件
・
設

定
の
滑
稽
味
が
主
と
な
っ
て
い
る
。

（
６
）

小
森
陽
一
氏
は
「
語
り
手
が
示
す
理
由
は
、〈
常
識
あ
る
他
者
〉
に
と
っ
て

は
、
ま
っ
た
く
理
由
な
ど
に
は
な
ら
ぬ
し
ろ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
と

も
ら
し
く
真
面
目
に
語
る
語
り
手
の
姿
に
、
思
わ
ず
〈
笑
い
〉
が
洩
れ
て
し

ま
う
」（「『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
〈
語
り
〉
の
構
造
―
裏
表
の
あ
る
言
葉
」『
日

本
文
学
』
昭
和
５９
年
３
・
４
月
号
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
７
）

拙
稿
「
姦
通
の
美
文
―
漱
石
『
薤
露
行
』
と
テ
ニ
ス
ン
、
マ
ロ
リ
ー
」（
神

戸
大
学
『
国
文
論
叢
』
３８
号

平
成
１９
年
）

（
８
）

拙
稿
「『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
論
―
『
文
学
論
』
か
ら
写
生
文
へ
」（
大
阪

芸
術
大
学
『
河
南
論
集
』
５
号

平
成
１１
年
）

（
９
）

拙
稿
「
変
奏
す
る
写
生
文
の
構
造
―
漱
石
『
趣
味
の
遺
伝
』
論
」（
大
阪
芸

術
大
学
『
河
南
論
集
』
７
号

平
成
１４
年
）
で
『
猫
』
は
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ

て
写
生
文
的
処
理
を
使
い
分
け
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
道
義
的
モ
チ
ー

フ
の
未
処
理
を
見
落
と
し
て
お
り
、『
趣
味
の
遺
伝
』
同
様
使
い
分
け
て
い
る

と
修
正
す
べ
き
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
よ
り
単
純
化
し
た
図
式
と
な
る
。

（
１０
）

山
下
航
正
氏
は
漱
石
の
写
生
文
を
主
観
・
客
観
の
観
点
か
ら
捉
え
、『
坊
っ

ち
や
ん
』
と
『
坑
夫
』
の
つ
な
が
り
を
指
摘
（「『
坊
っ
ち
や
ん
』
論
―
写
生

文
、
あ
る
い
は
一
人
称
回
想
へ
の
眼
差
し
」
広
島
大
学
『
国
文
学
攷
』
１６７
号

平
成
１２
年
）
し
て
い
る
。

（
１１
）

注
６
の
小
森
氏
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
美
質
を
失
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

〔
付
記
〕
尚
、
テ
キ
ス
ト
は
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店

平
成
５
〜
１１
年
）、『
定

本
高
浜
虚
子
全
集
』（
毎
日
新
聞
社

昭
和
４９
年
）
を
使
用
。
旧
漢
字
は
新
字

体
に
改
め
、
ル
ビ
は
削
除
し
た
。
引
用
の
修
身
書
は
国
立
国
会
図
書
館
近
代

デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
拠
る
。

（
ふ
く
い
し
ん
じ
／
大
阪
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
）

―１２―


