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は
じ
め
に

反
・
学
校
小
説

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

(
1
)
 

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
論
は
、
映
呵
の
い
い
江
戸
っ
子
の
語
り
と
そ
の
構
造
や
、

(
2
)
 

清
を
中
心
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
学
校
と
い
う
場
に
戻

し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
大
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ん
と
い
っ

(
3
)
 

て
も
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
学
校
小
説
な
の
だ
か
ら
。
と
い
う
よ
り
、
反
・

(
4
)
 

学
校
小
説
、
「
反
・
教
育
小
説
」
だ
か
ら
名
作
な
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
漱
石
は
明
治
の
社
会
が
紡
ぎ
出
し
た
学
校
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
幻
想
を
、
た
た
き
潰
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

の
潰
し
方
は
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
末
尾
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、

い
か
に
も
稚
拙
で
ほ
は
え
ま
し
い
く
ら
い
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
蟷
螂

の
斧
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
れ
は
、
反
・
学
校
小
説
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
書
い
て
い
る
明
治
三
十
九

年
三
月
の
夏
目
漱
石
に
も
跳
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
す
で

に
、
竹
盛
天
雄
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
受
難
」
（
『
文
学
』
一
九
七
一
・
―
二
）
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
年
―
一
月
、
漱
石
は
東
京
帝
国
大
学
教
授
会
に
反

抗
し
、
英
語
学
入
試
委
員
を
辞
退
し
た
。
そ
れ
が
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
執
筆

の
大
き
な
動
機
の
一
っ
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
私
と
し
て
は
、
同
年
二
月
二

十
五
日
、
清
国
南
京
一
＿
一
江
師
範
学
堂
を
辞
職
し
た
菅
虎
雄
の
こ
と
も
あ
げ
た

い
。
菅
虎
雄
は
、
「
学
生
時
代
か
ら
漱
石
の
親
し
い
友
人
で
あ
り
、
五
高
・

一
高
で
も
同
僚
で
あ
っ
た
」
（
岩
波
版
『
漱
石
全
集
』
注
）
。

と
こ
ろ
で
、
親
友
・
正
岡
子
規
亡
き
後
、
彼
に
替
わ
る
者
は
い
な
か
っ
た

わ
け
だ
が
、
強
い
て
い
え
ば
、
狩
野
亨
吉
と
菅
虎
雄
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
菅
虎
雄
が
「
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
英
語
教
諭
の
口
を
周
旋
」
（
江
藤

淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
第
一
部
』
新
潮
選
書
）
し
た
の
だ
し
、
菅
虎
雄
・
狩

野
亨
吉
・
夏
目
金
之
助
の
三
人
は
、
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
は
、
就
任
の

後
先
は
あ
る
も
の
の
同
僚
と
し
て
勤
務
し
、
第
一
高
等
学
校
に
は
校
長
に
な

っ
た
狩
野
亨
吉
に
つ
い
て
異
動
し
た
。
次
に
、
明
治
三
十
九
年
七
月
、
京
都

帝
国
大
学
文
科
大
学
長
に
内
定
し
て
い
た
狩
野
亨
吉
が
、
菅
虎
雄
を
第
三
高

等
学
校
に
招
き
、
つ
い
で
漱
石
を
京
大
に
招
聘
し
よ
う
と
し
た
が
、
漱
石
は

結
局
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
た
（
明
四
十
・
三
）
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、

友
人
た
ち
と
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
捨
て
て
東
京
に
残
っ
た
漱
石
は
、
学
生
時
代
、

教
師
時
代
を
濃
密
に
過
ご
し
た
友
人
た
ち
と
別
れ
、
学
校
と
い
う
場
で
生
き

て
い
く
こ
と
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
反
・
学
校
小
説

西

村

好

子
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と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
が
学
校
と
い
う
場
か
ら
降
り
る
契

機
と
し
て
の
一
里
塚
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

~力゚

明
治
―
二
十
六
年
四
月
東
京
帝
国
大
学
英
文
科
講
師
に
な
っ
て
以
来
、
漱
石

は
、
内
面
の
鬱
屈
を
晴
ら
す
よ
う
に
、
菅
虎
雄
に
一
貰
し
て
大
学
を
や
め
た

い
と
い
う
希
望
を
手
紙
で
漏
ら
し
て
い
る
。

大
学
の
方
は
此
学
期
に
試
験
を
し
て
見
て
其
模
様
次
第
に
て
考
案
を
立

て
考
案
次
第
に
て
は
小
生
は
辞
任
を
申
出
る
覚
悟
に
候
（
明
三
六
．

五
・
ニ
―
)

マ
マ

高
等
学
校
ハ
ス
キ
ダ
大
学
ハ
や
メ
ル
積
ダ
（
明
三
六
・
六
・
一
四
）

僕
大
学
ヲ
ヤ
メ
ル
積
デ
学
長
ノ
所
へ
行
ッ
テ
一
応
卑
見
ヲ
開
陳
シ
タ
ガ

学
長
大
気
焔
ヲ
以
テ
僕
ヲ
萎
縮
セ
シ
メ
タ
ソ
コ
デ
僕
唯
々
諾
々
ト
シ
テ

退
ク
マ
コ
ト
ニ
器
量
ノ
ワ
ル
イ
話
シ
ヂ
ヤ
ナ
イ
カ
（
明
一
＿
一
六
・
七
・

二）僕
大
学
を
や
め
て
江
湖
の
処
士
に
な
り
た
い
。
大
学
は
学
者
中
の
貴
族

だ
ね
。
何
だ
か
気
に
喰
は
ん
。
（
明
一
＿
一
九
・
一
・
一
四
）

こ
れ
ら
の
書
簡
の
延
長
線
上
に
英
語
学
入
試
委
員
問
題
が
お
こ
り
、
漱
石

は
頑
固
に
辞
退
と
い
う
主
張
を
貫
い
た
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
漱
石
が
励

(
5
)
 

ま
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菅
虎
雄
は
辞
任
し
た
。

元
来
喧
嘩
を
し
て
相
手
が
居
る
の
に
自
分
の
方
が
引
く
の
は
間
違
っ
て

居
る
。
是
非
共
相
手
を
や
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
も
し
相
手
が
や

め
れ
ば
自
分
は
辞
職
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
ふ
。
（
清
国
南
京
―
―
-

江
師
範
学
堂
菅
虎
雄
宛
明
三
九
・
一
・
三
一
）

明
治
一
二
十
九
年
二
月
、
漱
石
と
菅
虎
雄
に
立
て
続
き
に
、
学
校
側
と
抵
触

す
る
軋
礫
が
生
じ
、
漱
石
は
と
も
か
く
菅
虎
雄
は
辞
任
し
帰
国
し
浪
人
生
活

を
送
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
一
一
人
が
学
校
と
い
う
制
度
に
翻
弄
さ
れ
、
苦
渋

を
な
め
た
体
験
を
踏
ま
え
、
明
治
二
十
八
年
の
松
山
中
学
校
を
下
敷
き
に
し

て
、
明
治
三
十
九
年
の
東
京
帝
国
大
学
・
清
国
南
京
三
江
師
範
学
堂
を
射
程

に
い
れ
て
学
校
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
批
判
し
、
い
わ
ば
敗
北
し
た
菅
虎
雄

に
代
わ
っ
て
の
代
理
戦
争
の
よ
う
な
気
合
で
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
描
か
れ

た
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
正
義
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
生
卵
を
投
げ
付
け
る

こ
と
で
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。
会
津
っ
ぽ
・
山
嵐
は
辞
表
を
叩
き
つ
け
、
枡

屋
と
い
う
旅
館
に
籠
も
り
、
赤
シ
ャ
ツ
を
鉄
拳
制
裁
す
る
は
か
に
術
は
な
い
。

「
天
誅
党
」
（
＋
一
）
た
る
一
一
人
は
、
ぼ
っ
と
別
れ
二
度
と
会
わ
な
い
。
二
人

に
よ
る
共
同
体
は
、
成
敗
す
べ
き
赤
シ
ャ
ツ
と
い
う
存
在
の
お
か
げ
で
、
つ

か
の
ま
の
夢
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
読
後
に
忍
ぴ
寄
る

[
こ
び
な

te]

は
か
な
さ
は
、
「
清
の
墓
は
小
日
向
の
養
源
寺
に
あ
る
」
(
+
-
）
と
い
う

結
末
の
一
文
ば
か
り
の
せ
い
で
は
あ
る
ま
い
。
学
校
と
い
う
場
に
対
抗
す
る
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
の
友
情
の
誕
生
と
決
別
に
立
ち
会
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
、
そ
の
対
抗
手
段
の
稚
拙
さ
・
弱
々
し
さ
が
、
学
校
を
め
ぐ
る

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
幻
想
の
強
固
さ
を
際
だ
た
せ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
さ
ら

に
そ
の
幻
想
は
、
拡
大
し
跳
梁
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
二
人
が
、
い
か
に

は
な
ば
な
し
く
「
天
誅
」
を
ふ
る
っ
た
と
し
て
も
、
つ
ぶ
す
こ
と
は
で
き
ず
、

逆
に
排
除
さ
れ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
挫
折
は
、
友
情
を
せ
つ
な
く
彩
る
。
そ

の
友
情
が
結
実
す
る
の
は
、
「
遊
廓
で
鳴
ら
す
太
鼓
が
手
に
取
る
様
に
聞
え

る
」
(
+
-
）
一
夜
の
み
な
の
だ
。
そ
の
「
太
鼓
」
と
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と

山
嵐
が
性
的
な
も
の
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ

(
6
)
 

も
、
こ
の
作
品
の
読
後
に
醸
し
出
さ
れ
る
は
か
な
さ
を
強
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
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『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
作
品
を
、
貰
い
て
い
る
の
は
、
善
悪
の
さ
わ
や

か
な
二
分
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
『
勧
善
懲
悪
の
伝
統
』
の
復
活
」
（
江

藤
淳
）
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
代
理
戦
争
の
具
体
化
と
と
る
こ
と
も
で

き
る
。
な
に
し
ろ
、
戦
争
に
は
敵
・
味
方
と
分
け
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
だ

か
ら
。『

坊
っ
ち
ゃ
ん
』
（
明
三
九
•
四
）
執
筆
の
五
か
月
後
の
『
文
学
談
』
（
明

三
九
・
九
）
に
お
い
て
、
漱
石
は
自
已
の
作
品
の
解
説
と
し
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

文
学
は
矢
張
り
一
種
の
勧
菩
懲
悪
で
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
自
分
の
良

心
に
は
づ
か
し
か
ら
ぬ
様
に
勧
善
懲
悪
を
や
り
た
い
。

当
然
、
善
の
核
は
、
語
り
手
・
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
あ
り
、
悪
の
核
は
赤
‘
ン
ャ

ツ
で
あ
る
。
読
者
は
、
語
り
手
の
善
の
意
識
の
中
に
包
ま
れ
、
の
び
や
か
に

物
語
空
間
を
生
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
善
の
核
・
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ

~
゜

、
フ
カ有

名
な
冒
頭
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居

る
」
(
-
)
と
い
う
「
無
鉄
砲
」
さ
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
特
有
の
「
あ
な
た
は
真

っ
直
で
よ
い
御
気
性
だ
」
（
一
）
と
い
う
清
の
ほ
め
言
葉
を
引
き
出
す
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
成
長
し
な
が
ら
よ
り
助
長
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、

た
た
み
か
け
る
調
子
で
描
か
れ
る
。
二
階
か
ら
の
飛
び
降
り
、
親
指
を
切
ろ

う
と
し
た
あ
と
の
癒
痕
、
質
屋
の
勘
太
郎
と
の
喧
嘩
、
茂
作
の
人
参
畑
荒
ら

し
、
古
川
の
井
戸
埋
め
、
兄
と
の
喧
嘩
、
「
乱
暴
者
の
悪
太
郎
と
爪
弾
き
」

（
一
）
さ
れ
る
ば
か
り
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
乱
暴
者
」
と

い
う
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
設
定
は
、
後
に
登
場
す
る
い
た
ず
ら
を
し
て
も
罰
を
う

け
よ
う
と
し
な
い
「
腐
っ
た
了
見
」
（
四
）
の
中
学
生
と
対
峙
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
教
育
の
な
い
婆
さ
ん
」
（
一
）
で
あ
る
清
が
、
「
乱
暴
者
」

坊
っ
ち
ゃ
ん
を
す
べ
て
肯
定
し
逆
に
「
あ
な
た
は
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性

だ
」
と
は
め
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
立
脚
地
が
作
ら
れ
て
い
く
。

立
脚
地
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
い
く
ら
教
育
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い

人
間
の
資
質
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
文
明
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

も
と
に
怒
濤
の
ご
と
く
輸
入
さ
れ
た
学
校
と
い
う
幻
想
へ
の
異
議
申
し
立
て

を
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う
言
葉
と
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
あ
だ

な
が
示
し
て
い
る
。
そ
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
価
値
に
つ
い
て
漱
石
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

然
し
人
が
利
口
に
な
り
た
が
つ
て
、
複
雑
な
方
ば
か
り
を
よ
い
人
と
考

へ
る
今
日
に
、
普
通
の
人
の
よ
い
と
思
ふ
人
物
と
正
反
対
の
人
を
写
し

て
、
こ
、
に
も
注
意
し
て
見
よ
、
諸
君
が
現
実
世
界
に
在
つ
て
鼻
の
先

で
あ
し
ら
つ
て
居
る
様
な
坊
っ
ち
ゃ
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
。
（
『
文
学
談
』
明
三
九
・
九
）

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
美
質
」
と
い
う
善
な
る
も
の
と
は
、
単
純
性
ひ
い
て
言

え
ば
「
利
口
」
で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
馬
鹿
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
の
価

値
を
漱
石
は
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
馬
鹿
」
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
藤
泰
正
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
〈
う
た
〉
と
い
う
発
想

を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
夏
目
漱
石
論
』
所
収
筑
摩
書
房
一
九
八
六
・
―
-
)
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が
、
以
下
の
書
簡
を
挙
げ
て
い
る
。

『
御
前
が
馬
鹿
な
ら
、
わ
た
し
も
馬
鹿
だ
。
馬
鹿
と
馬
鹿
な
ら
喧
嘩
だ

よ
」
今
朝
か
う
云
ふ
う
た
を
作
り
ま
し
た
。
此
人
生
観
を
布
桁
し
て
い

つ
か
小
説
に
か
き
た
い
。
（
中
略
）
先
づ
当
分
は
此
う
た
丈
う
た
つ
て

ゐ
ま
す
。
（
高
浜
虚
子
宛
明
三
九
・
八
・
十
一
）

ま
た
、
秋
山
公
男
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
思
想
」
（
『
文
学
』
一
九
九
十
・

七
）
は
次
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
て
い
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
そ
の
基
本
的
な
イ
デ
ー
を
供
給
し
、
執
筆
に
導
い

た
「
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」
と
の
遭
遇
は
、
こ
の
作
品
成
立
の
最
大
の
契
機

と
し
て
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
下
、
「
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」
の
寄
贈
を
受
け
、
感
謝
の
意
を
示
す
内
田
魯

庵
宛
書
簡
（
明
三
九
•
一
・
六
）
が
引
用
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
漱
石
の
松

山
・
熊
本
時
代
に
遡
行
し
、
「
漱
石
固
有
の
『
守
拙
持
頑
』
の
理
念
」
へ
言

及
し
、
「
正
月
の
男
と
い
は
れ
拙
に
処
す
」
（
明
三
一
・
一
）
や
「
菫
程
な
小

さ
き
人
に
生
れ
た
し
」
（
明
三
十
・
ニ
）
や
「
木
瓜
咲
く
や
漱
石
拙
を
守
る

べ
く
」
（
同
前
）
な
ど
の
俳
句
や
漢
詩
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

以
上
二
論
文
は
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
執
筆
前
後
に
漱
石
が
「
馬
鹿
」
の
持

つ
価
値
に
目
覚
め
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
十
年
前

に
遡
行
し
て
松
山
・
熊
本
時
代
も
振
り
返
っ
て
い
る
。
私
と
し
て
は
、
漱
石

の
俳
号
・
愚
陀
仏
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
し
、
松
山
行
き
を
し
た
直
後
の
次
の

よ
う
な
書
簡
も
加
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

東
京
に
て
あ
ま
り
御
利
口
連
に
ツ
、
突
か
れ
た
る
為
め
生
来
の
馬
鹿
が

一
層
馬
鹿
に
相
成
候
様
子
に
御
座
候
然
し
馬
鹿
は
馬
鹿
で
押
し
通
す

[
よ
]
り
別
の
分
別
無
之
只
当
地
に
て
も
裏
面
よ
り
故
意
に
刑
痕
を
起

さ
す
る
様
な
御
利
口
連
あ
ら
ば
一
挺
の
短
銃
を
懐
ろ
に
し
て
帰
京
す
る

決
心
に
御
座
候
天
道
自
ら
悠
々
一
死
狂
名
を
博
す
る
も
亦
一
興
に
御
座

候
（
狩
野
亨
吉
宛
明
二
八
•
五
・
十
）

か
な
り
激
烈
な
物
言
い
で
、
「
御
利
口
連
」
へ
の
腹
立
ち
は
「
一
死
狂
名

を
博
す
る
」
こ
と
さ
え
辞
さ
な
い
ふ
う
で
あ
る
。
「
御
利
口
連
」
の
「
裏
面
」

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
「
竹
で
割
っ
た
様
な
気
性
」
（
七
）
の

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
原
型
を
す
で
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
「
馬
鹿
」
で
あ
る
こ
と
へ
の
執
着
は
、
明
治
二
十
八
年
の
松
山

行
き
の
際
に
も
見
出
さ
れ
る
し
、
十
一
年
後
の
明
治
三
十
九
年
『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』
執
筆
前
後
に
も
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
執
筆
三
年
前
の
「
愚
か
け
れ
ば

独
り
す
ゞ
し
く
お
は
し
ま
す
」
（
明
三
六
）
の
句
を
加
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
句
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
評
が
あ
る
。

句
に
言
う
「
愚
」
は
、
世
間
通
俗
に
言
う
そ
れ
で
は
な
く
、
以
前
に

「
木
瓜
咲
く
や
漱
石
拙
を
守
る
べ
く
」
（
明
三
十
）
と
詠
ん
だ
「
拙
」
に

通
う
語
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
学
生
時
代
の
詩
に
言
う
「
狂
愚
亦
嘉
誉

を
買
ふ
に
憬
し
」
（
『
木
屑
録
」
明
治
二
二
）
と
い
う
意
識
の
連
続
す
る

生
き
ざ
ま
が
こ
こ
に
流
れ
て
い
る
。
（
小
室
善
弘
『
漱
石
俳
句
評
釈
』

明
治
書
院
一
九
八
三
・
-
)

ゆ
え
に
、
「
馬
鹿
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
頑
夫
漱
石
」
と
『
木
屑
録
j

に

署
名
し
た
青
年
期
以
来
の
漱
石
の
生
き
続
け
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ

は
、
「
拙
」
や
「
狂
」
と
い
う
言
葉
と
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
増
給
が
い

や
だ
の
辞
表
を
だ
し
た
い
の
つ
て
、
あ
り
や
ど
う
し
て
も
神
経
に
異
状
が
あ

る
に
相
違
な
い
」
(
+
-
）
と
い
う
野
だ
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
評
は
、
「
馬
鹿
」
が

実
は
破
壊
力
を
秘
め
た
「
剣
呑
な
る
」
（
『
人
生
』
明
二
九
）
「
狂
気
」
と
隣

り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

東
京
帝
国
大
学
教
授
会
に
抵
抗
す
る
明
治
三
十
九
年
の
漱
石
は
、
十
一
年
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前
の
松
山
行
き
を
痛
切
に
思
い
出
し
な
が
ら
、
二
十
世
紀
の
「
御
利
口
連
」

に
対
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
確
か
に
「
『
坊
っ
ち

ゃ
ん
』
の
世
界
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
地
続
き
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
竹
盛

天
雄
前
出
）
。

で
は
、
作
品
世
界
の
な
か
で
「
御
利
口
連
」
と
は
誰
か
と
い
え
ば
、
教
育

が
あ
り
、
利
口
で
複
雑
で
「
表
と
裏
と
は
違
っ
た
男
」
（
八
）
で
あ
る
教
頭

の
赤
シ
ャ
ツ
と
校
長
の
狸
と
画
学
の
教
師
野
だ
い
こ
な
ど
の
赤
シ
ャ
ツ
党
と

「
陰
で
こ
せ
／
＼
生
意
気
な
悪
い
た
づ
ら
」
を
す
る
、
赤
シ
ャ
ツ
予
備
軍
の

中
学
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ゆ
え
に
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
小
説
は
、
関
係
の
枠
組
み
を
き
っ
ち

り
と
組
み
立
て
た
勧
善
懲
悪
小
説
と
い
え
る
。
善
と
悪
と
い
う
さ
わ
や
か
な

二
分
法
ゆ
え
に
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
魅
力
的
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
悪
の
特
徴
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
赤
シ
ャ
ツ
の
特
徴

で
あ
る
裏
表
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
学
校
と
い
う
も
の

が
本
来
的
に
裏
表
を
持
っ
て
い
る
し
、
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
教
師
集
団
や

生
徒
集
団
も
ま
た
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
る
べ
く
裏
表
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
学

校
の
も
つ
不
透
明
感
を
赤
シ
ャ
ツ
は
、
「
学
校
と
云
ふ
も
の
は
中
々
情
実
の

あ
る
も
の
で
、
さ
う
書
生
流
に
淡
泊
に
は
行
か
な
い
で
す
か
ら
ね
」
（
五
）

と
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
学
校
と
云
ふ
も
の
」
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
暴
か
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
の
「
裏
表
の
あ

る
言
薬
」
に
よ
る
「
裏
表
の
あ
る
事
件
」
が
、
起
こ
る
場
と
し
て
描
か
れ
て

行
く
こ
と
に
あ
る
。

で
は
、
ま
ず
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
「
教
育
が
生
き

て
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
済
れ
ば
お
れ
に
な
る
ん
だ
と
云
は
ぬ
ば
か
り
の
」

（
七
）
校
長
・
狸
は
、
教
育
と
い
う
大
義
を
ふ
り
か
ざ
し
て
「
表
の
言
葉
」

を
吐
き
続
け
る
。
そ
の
「
教
育
の
生
霊
」
（
六
）
狸
を
操
る
赤
シ
ャ
ツ
こ
そ
、

「
不
浄
の
地
」
(
+
-
）
を
「
不
浄
の
地
」
た
ら
し
め
て
い
る
張
本
人
な
の
だ
。

「
不
浄
の
地
」
と
は
、
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
し
か
生
ぎ
ら
れ
な
い
場
ー
学
校
と

い
う
場
な
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
士
地
に
一
年
も
居
る
と
、
潔
白
な
お
れ
も
、
こ
の
真
似
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
、
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
向
で
う
ま
く
言
ひ
抜
け
ら

れ
る
様
な
手
段
で
、
お
れ
の
顔
を
汚
す
の
を
拠
つ
て
置
く
、
樗
蒲
一

は
な
い
。
（
中
略
）
ど
う
し
て
も
早
く
東
京
へ
帰
つ
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
つ
て
、
こ
、
迄
堕
落
す
る
よ
り
は
ま
し
だ
。

(+） 

坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
清
と
の
世
界
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
し
た
ら
、

赤
シ
ャ
ツ
が
磁
場
を
つ
く
る
世
界
は
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
「
不
浄
の
地
」

な
の
だ
。
そ
の
磁
場
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
学
校
で
あ
り
教
育
で
あ
り
健
康

で
あ
り
作
為
で
あ
り
論
理
で
あ
る
。
先
ば
し
っ
て
い
え
ば
、
教
育
が
な
く
、

風
邪
を
引
き
や
す
く
健
康
で
は
な
く
、
自
然
な
存
在
で
非
論
理
的
な
清
と
赤

シ
ャ
ツ
と
は
、
対
概
念
の
形
象
化
と
い
え
る
。
対
概
念
を
二
項
対
立
に
組
み

替
え
て
み
る
と
、
教
育
と
無
教
育
・
健
康
（
衛
生
）
と
病
気
・
論
理
と
非
論

理
・
欲
望
と
無
欲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

清
は
、
「
教
育
の
な
い
婆
さ
ん
」
（
一
）
で
あ
る
が
、
赤
シ
ャ
ツ
は
「
四
国
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辺
に
あ
る
」
と
い
う
僻
地
に
あ
る
中
学
校
の
唯
一
の
学
士
で
、
「
是
は
文
学

士
だ
さ
う
だ
。
文
学
士
と
云
へ
ば
大
学
の
卒
業
生
だ
か
ら
え
ら
い
人
な
ん
だ

ら
う
。
」
（
二
）
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
あ
た
か
も
漱
石
の
松
山
中
学
校
で
の
位
置
に
似
て
い
る
だ
ろ
う
。

明
治
二
十
八
年
、
校
長
が
六
十
円
で
漱
石
が
八
十
円
と
い
う
破
格
の
月
給
と
、

(
8
)
 

「
横
地
（
教
頭
）
と
漱
石
だ
け
が
宿
泊
（
宿
直
）
免
除
」
と
い
う
待
遇
の
特

異
性
が
よ
く
示
し
て
い
る
。
漱
石
自
身
、
大
正
三
年
の
「
私
の
個
人
主
義
」

に
お
い
て
、
「
当
時
其
中
学
（
伊
予
の
松
山
に
あ
る
中
学
校
）
に
文
学
士
と

云
っ
た
ら
私
一
人
な
の
で
す
か
ら
、
も
し
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
中
の
人
物
を

一
々
実
在
の
も
の
と
認
め
る
な
ら
ば
、
赤
シ
ャ
ツ
は
即
ち
か
う
い
ふ
私
の
事

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
学
士
の
価
値
が

い
か
に
あ
り
が
た
か
っ
た
か
が
、
よ
く
分
か
る
文
章
が
あ
る
。

坪
内
氏
が
相
当
に
尊
敬
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
文
学
士
で
あ
っ
た
か
ら

で
、
紅
葉
や
露
伴
は
如
何
に
人
気
か
あ
っ
て
も
矢
張
り
芸
人
以
上
の
待

遇
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
内
田
魯
庵
「
二
十
五
年
間
の
文

人
の
社
会
的
地
位
の
進
歩
」
「
太
陽
』
明
四
五
・
六
・
十
三
）

「
文
学
士
」
赤
シ
ャ
ツ
が
、
「
文
学
書
を
読
む
と
か
、
又
は
新
体
詩
や
俳
句

を
作
る
と
か
、
何
で
も
高
尚
な
精
神
的
娯
楽
を
求
め
な
く
つ
て
は
い
け
な

ぃ

．．． 
」
（
六
）
と
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
蕎
麦
と
団
子
」
と
い
う
「
物
質

的
の
快
楽
」
の
か
わ
り
に
勧
め
る
趣
味
は
、
漱
石
が
熱
中
し
た
も
の
だ
。
特

に
、
松
山
中
学
校
と
第
五
高
等
学
校
時
代
に
お
い
て
、
俳
句
へ
の
熱
中
は
周

知
の
通
り
で
、
生
涯
の
作
句
数
の
約
七
割
が
、
松
山
・
熊
本
時
代
の
も
の
で

あ
る
（
小
室
善
弘
•
前
出
）
。

赤
シ
ャ
ツ
が
親
し
む
「
帝
国
文
学
と
か
云
ふ
真
赤
な
雑
誌
」
（
五
）
も
漱

石
と
の
縁
は
深
い
。
清
の
対
極
に
あ
る
教
育
の
あ
る
奴
の
典
型
と
し
て
描
か

れ
る
赤
シ
ャ
ツ
に
、
漱
石
の
影
は
十
分
さ
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
い
く

ら
坊
っ
ち
ゃ
ん
的
に
行
動
し
た
と
し
て
も
、
現
実
に
は
漱
石
は
赤
｀
ン
ャ
ツ
的

位
相
に
い
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
確
認
と
そ
れ
か
ら
の
離
脱
の
た
め
の
『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

漱
石
は
、
松
山
中
学
校
に
赴
任
し
て
次
の
よ
う
な
書
簡
と
句
稿
を
送
っ
て

い
る
。

結
婚
、
放
蕩
、
読
書
三
の
者
其
一
を
択
む
に
あ
ら
ざ
れ
ば
大
抵
の
人
は

田
舎
に
辛
抱
は
出
米
ぬ
事
と
存
候
（
子
規
宛
明
二
八
•
五
・
ニ
六
）

月
給
は
十
五

H
位
に
て
な
く
な
り
申
候
近
頃
女
房
が
貰
ひ
度
相
成
候

故
田
舎
も
の
を
一
匹
生
檎
る
積
り
に
御
座
候
（
斎
藤
阿
具
宛
明
二

八
・
七
・
ニ
五
）

放
蕩
病
に
臥
し
て
見
舞
を
呉
れ
と
い
ふ
一
句

酒
に
女
御
意
に
召
さ
ず
ば
花
に
月
（
正
岡
子
規
へ
送
り
た
る
句
稿
そ

の
五
明
一
一
八
）

赤
シ
ャ
ツ
は
、
マ
ド
ン
ナ
と
結
婚
し
よ
う
と
し
、
小
鈴
相
手
に
放
蕩
し
、

帝
国
文
学
を
読
む
。
い
わ
ば
、
漱
石
が
考
え
た
「
田
舎
に
辛
抱
」
す
る
た
め

の
三
つ
の
条
件
を
す
べ
て
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
裏
表
の
あ
る
」
文
学

士
な
の
だ
。

も
と
も
と
、
こ
の
中
学
校
の
底
流
に
動
め
い
て
い
る
陰
険
な
策
謀
は
、
赤

シ
ャ
ツ
の
マ
ド
ン
ナ
獲
得
の
欲
望
に
あ
る
。
障
壁
と
な
る
山
嵐
の
排
除
に
て

こ
ず
っ
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
ま
で
も
巻
き
添
え
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が

真
相
に
近
い
だ
ろ
う
。
有
光
隆
司
が
い
う
よ
う
に
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
こ
の
事

態
を
必
ず
し
も
理
解
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
こ
れ
は
古
賀
と
山
嵐
に
と
っ
て

の
悲
劇
で
あ
っ
た
」
（
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
構
造
ー
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
」

『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
八
―
―
•
八
）
。
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し
か
し
、
（
六
）
の
職
員
会
議
の
席
上
、
「
蕎
麦
と
団
子
」
と
い
う
食
欲
の

「
物
質
的
の
快
楽
」
の
か
わ
り
に
、
読
書
と
か
「
新
体
詩
や
俳
句
」
を
勧
め

て
長
た
ら
し
い
説
教
を
す
る
赤
シ
ャ
ツ
に
、
「
マ
ド
ン
ナ
に
逢
ふ
の
も
精
神

的
娯
楽
で
す
か
」
と
聞
く
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
「
理
解
し
て
い
な
い
」
ゆ
え
に

問
題
の
所
在
を
、
的
確
に
指
摘
で
き
た
の
で
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
山
嵐
に

さ
ら
に
い
い
つ
の
る
。

あ
の
野
郎
の
考
ぢ
や
芸
者
買
は
精
神
的
娯
楽
で
、
天
魅
羅
や
、
団
子
は

物
質
的
娯
楽
な
ん
だ
ら
う
。
精
神
的
娯
楽
な
ら
、
も
つ
と
大
べ
ら
に
や

る
が
い
、
。
何
だ
あ
の
様
は
。
馴
染
の
芸
者
が
這
入
つ
て
く
る
と
、
入

れ
代
り
に
席
を
は
づ
し
て
、
逃
げ
る
な
ん
て
（
中
略
）
全
く
御
殿
女
中

あ

い

つ

の
生
れ
変
り
か
何
か
だ
ぜ
。
こ
と
に
よ
る
と
、
彼
奴
の
お
や
ぢ
は
湯
島

、
、
、

の
か
げ
ま
か
も
知
れ
な
い
。
(
+
)
（
、
は
本
文
の
マ
マ
）

「
元
は
旗
本
」
で
「
清
和
源
氏
で
、
多
田
の
満
仲
の
後
裔
」
（
四
）
と
い
う

武
家
的
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
赤
シ
ャ
ツ
が
い
か
に
異
質
で
あ
る
か
を

強
調
す
る
た
め
に
動
貝
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
「
御
殿
女
中
の
生
れ
変
り
」

、
、
、

か
「
お
や
ぢ
は
湯
島
の
か
げ
ま
」
な
の
だ
。
権
謀
術
数
に
長
け
た
「
御
殿
女

(
9
)
 

中
の
生
れ
変
り
」
あ
る
い
は
、
「
湯
島
天
神
前
の
茶
屋
に
侍
る
男
娼
」
の
息

子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
暗
に
権
力
と
性
を
た
と
え
て
い
る
。
そ

れ
も
、
ひ
ね
く
れ
た
権
力
と
陰
湿
な
性
だ
。
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
の
持
つ
権

力
と
性
と
い
う
欲
望
が
う
ず
ま
く
場
が
「
不
浄
の
地
」
の
「
不
浄
」
た
る
と

こ
ろ
な
の
だ
。
欲
望
が
裏
表
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
の
操
る
「
裏
表
の
あ
る
言
葉
」
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
裏
表
の
な
い
山
嵐
や
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
性
的
な
も
の
を
剥
奪
さ
れ
て

い
る
と
し
た
ら
、
「
裏
表
の
あ
る
」
赤
｀
ン
ャ
ツ
は
、
性
的
な
も
の
を
顕
在
化

さ
せ
る
。
一
連
の
事
件
の
底
部
に
暗
流
す
る
も
の
は
、
赤
シ
ャ
ツ
の
性
愛
な

の
だ
。
ゆ
え
に
、
山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
そ
れ
を
暴
露
す
る
べ
く
赤
シ
ャ

ツ
が
「
芸
者
と
会
見
す
る
」
(
+
)
と
い
う
「
角
屋
」
の
前
の
「
枡
屋
」
と

い
う
宿
屋
に
籠
も
る
こ
と
に
な
る
。

赤
シ
ャ
ツ
の
性
愛
は
分
裂
し
て
い
る
。
そ
の
対
象
は
芸
者
と
マ
ド
ン
ナ
で

あ
る
。
芸
者
は
「
小
鈴
」
と
い
い
、
う
ら
な
り
の
送
別
会
に
入
っ
て
き
た
芸

者
の
な
か
で
「
一
番
若
く
て
一
番
奇
麗
な
奴
」
で
、
「
お
、
し
ん
ど
」
と
か

「
知
り
ま
へ
ん
」
と
か
「
お
き
な
は
れ
や
」
（
「
お
よ
し
な
さ
い
よ
」
）
と
か
の

関
西
弁
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
「
明
治
の
文
学
で
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
ど
方

言
の
効
果
に
意
識
的
だ
っ
た
小
説
も
珍
し
く
、
江
戸
の
べ
ら
ん
め
え
と
松
山

(10) 

の
な
も
し
言
葉
の
対
照
も
あ
ざ
や
か
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
芸

者
の
関
西
弁
を
加
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

マ
ド
ン
ナ
は
、
芸
者
の
使
う
関
西
弁
で
は
な
く
、
伊
豫
弁
、
あ
る
い
は
共

通
語
を
使
う
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
言
葉
は
出
て
来
な
い
。
う
ら
な
り
か
ら
赤

シ
ャ
ツ
に
な
び
き
そ
う
な
節
操
の
な
い
女
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
送
別
会

の
席
上
、
山
嵐
は
「
か
の
不
貞
無
節
な
る
御
転
婆
」
（
九
）
と
言
い
、
ま
た

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
「
余
つ
程
気
の
知
れ
な
い
お
き
や
ん
だ
」
（
七
）
と
言
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
マ
ド
ン
ナ
も
赤
シ
ャ
ツ
同
様
清
の
対
極
に
あ
る
「
裏
表
の

あ
る
奴
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
聖
母
マ
ド
ン
ナ
と
い
う
あ
だ
な
と
は
、
逆

の
実
態
を
し
て
い
る
こ
と
は
、
下
宿
の
御
婆
さ
ん
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
の
会
話

か
ら
推
察
さ
れ
る
。
婆
さ
ん
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
手
紙

の
書
き
手
の
清
を
、
奥
さ
ん
と
勘
違
い
し
て
の
会
話
だ
が
、
マ
ド
ン
ナ
の
ア

ン
チ
マ
ド
ン
ナ
性
は
如
何
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
清
と
マ
ド
ン
ナ
を
戟
然
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と
対
憤
せ
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
言
葉
が
「
悔
か
」
か
「
不
悔
か
」
で
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
信
頼
す
る
に
足
る
か
、
信
頼
す
る
に
足
ら
な
い
「
裏
表
の
あ

る
言
薬
」
を
操
る
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
西
洋
か
ら

輸
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
理
想
の
女
性
を
意
味
す
る
マ
ド
ン
ナ
が
、
歌
舞
伎
の

「
新
版
越
白
波
」
（
し
ん
ぱ
ん
こ
し
の
し
ら
な
み
）
の
女
賊
「
鬼
神
の
御
松
」

や
「
善
悪
両
面
児
手
柏
」
（
ぜ
ん
あ
く
り
ょ
う
め
ん
こ
の
て
が
し
わ
）
の

(11) 

「
姐
妃
の
御
百
」
と
い
う
毒
婦
と
並
べ
て
語
ら
れ
、
「
渾
名
の
付
い
て
る
女
に

や
昔
か
ら
緑
な
も
の
は
居
ま
せ
ん
か
ら
ね
」
（
七
）
と
侮
蔑
さ
れ
る
。
結
論

と
し
て
婆
さ
ん
は
、
マ
ド
ン
ナ
の
「
裏
表
の
あ
る
言
葉
」
を
想
定
し
て
以
下

の
よ
う
に
言
う
。

「
一
反
古
賀
さ
ん
へ
嫁
に
行
く
て
、
承
知
を
し
と
き
な
が
ら
、
今
更
学

士
さ
ん
が
御
出
だ
け
れ
、
其
方
に
替
へ
よ
て
、
、
そ
れ
ぢ
や
今
日
様
へ

済
む
ま
い
が
な
も
し
、
あ
な
た
」
（
七
）

最
終
的
な
去
就
の
判
断
基
準
と
し
て
「
今
日
様
」
（
「
そ
の
日
そ
の
日
を
守

(12) 

る
神
様
。
お
天
道
様
と
い
う
の
と
同
じ
」
）
と
い
う
素
朴
な
信
仰
を
も
ち
だ

し
、
人
と
し
て
の
倫
理
を
説
く
。

こ
の
よ
う
な
「
裏
表
の
あ
る
奴
」
で
あ
る
マ
ド
ン
ナ
に
追
い
打
ち
を
か
け

る
の
が
、
や
っ
と
着
い
た
清
の
手
紙
に
あ
る
次
の
よ
う
な
文
面
（
七
）
で
あ

る。

今
時
の
御
嬢
さ
ん
の
様
に
読
み
書
ぎ
か
達
者
で
な
い
も
の
だ
か
ら
、
こ

ん
な
ま
づ
い
字
で
も
、
か
く
の
に
余
っ
程
骨
が
折
れ
る
。
甥
に
代
筆
を

頼
ま
う
と
思
っ
た
が
、
折
角
あ
げ
る
の
に
自
分
で
か
、
な
く
っ
ち
や
、

ママ

坊
っ
ち
ゃ
ん
に
済
ま
な
い
と
思
っ
て
、
わ
ざ
／
＼
、
下
た
が
き
を
一
返
し

て
、
そ
れ
か
ら
清
書
を
し
た
。
清
書
を
す
る
に
は
二
日
で
済
ん
だ
が
、

下
た
書
き
を
す
る
に
は
四
日
か
、
つ
た
。

と
い
う
冒
頭
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
出
す
手
紙
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
清
が
よ

く
分
か
る
。
ひ
た
す
ら
誠
実
で
言
葉
通
り
坊
っ
ち
ゃ
ん
思
い
は
疑
う
べ
く
も

な
い
、
裏
表
の
な
い
清
と
対
照
的
に
、
う
ら
な
り
か
ら
赤
シ
ャ
ツ
に
乗
り
換

え
よ
う
と
し
て
い
る
マ
ド
ン
ナ
は
、
「
御
転
婆
」
で
「
お
き
や
ん
」
で
「
読

み
書
き
が
達
者
」
な
教
育
の
あ
る
「
今
時
の
御
嬢
さ
ん
」
で
あ
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
赤
シ
ャ
ツ
そ
の
も
の
が
女
性
的
な
の
で
あ
る
。
「
妙
に
女
の
様
な

優
し
い
声
を
出
す
人
」
（
二
）
で
、
「
ど
こ
迄
女
ら
し
い
ん
だ
か
奥
行
き
が
わ

か
ら
な
い
」
（
六
）
の
だ
か
ら
。
赤
シ
ャ
ツ
に
つ
い
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
以

下
の
よ
う
に
言
う
。

し
や
っ

尤
も
驚
ろ
い
た
の
は
此
暑
い
の
に
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
搬
衣
を
着
て
居
る
。

い
く
ら
薄
い
地
に
は
相
違
な
く
つ
て
も
暑
い
に
は
極
つ
て
る
。
文
学
士

[

な

り

]

丈
に
御
苦
労
千
万
な
服
装
を
し
た
も
ん
だ
。
し
か
も
夫
が
赤
シ
ャ
ッ

だ
か
ら
人
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る
。
あ
と
か
ら
聞
い
た
ら
此
男
は
年
が
年

中
赤
シ
ャ
ツ
を
着
る
ん
だ
さ
う
だ
。
妙
な
病
気
が
あ
っ
た
も
の
だ
。
当

人
の
説
明
で
は
赤
は
身
体
に
薬
に
な
る
か
ら
、
衛
生
の
為
め
に
わ
ざ

／
＼
誂
ら
へ
る
ん
だ
さ
う
だ
が
、
入
ら
ざ
る
心
配
だ
。
(
-
―
)

赤
シ
ャ
ツ
の
赤
シ
ャ
ツ
た
る
所
以
は
、
女
性
的
で
あ
る
こ
と
と
文
明
の
病

と
も
言
う
べ
き
健
康
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
信
奉
者
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
「
健

(13) 

康
を
病
か
ら
ま
も
る
と
い
う
『
衛
生
』
の
思
想
」
に
犯
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

暑
い
の
に
赤
い
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
る
赤
シ
ャ
ツ
は
、
身
体
を

自
然
の
ま
ま
に
受
け
取
ら
な
い
で
、
健
康
を
過
度
に
「
心
配
」
す
る
「
妙
な

病
気
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
反
し
て
清
は
病
気
を
そ
の
ま

ま
引
き
受
け
る
自
然
な
存
在
だ
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
わ
す
た
め
に
清
に
は
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
四
国
辺
に
あ
る
中
学
校
」
へ
の
赴
任
が
決
ま
っ
て
、
立
つ

三
日
前
か
ら
病
気
と
い
う
コ
ー
ド
が
織
り
込
ま
れ
始
め
る
。
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明
治
―
―
十
八
年
、
子
規
は
松
山
に
帰
る
漱
石
に
以
下
の
よ
う
な
漢
詩
を
送

っ
て
い
る
。

夏

H
漱
石
の
伊
豫
に
之
く
を
送
る

去
れ
三
千
里
、

君
を
送
れ
ば
暮
寒
生
ず
。

空
中
に
大
岳
を
懸
け
、

海
末
に
長
瀾
起
こ
る
。

僻
地
交
遊
少
く
、

狡
児
教
化
難
し
。
後
略
（
吉
川
幸
次
郎
『
漱
石
詩
注
』
岩
波
新
書
）

子
規
が
こ
こ
で
使
っ
て
い
る
「
狡
児
」
と
い
う
言
葉
は
、
注
目
に
値
す
る
。

当
時
の
文
学
に
お
い
て
子
供
及
び
少
年
は
、
「
狡
児
」
で
は
な
く
純
粋
無
垢

な
存
在
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
「
狡
児
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
使
う
た
め
に
、
漱
石
は
勧
善
懲
悪
と
い
う

四
愈
約
束
が
極
ま
つ
て
、
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
。
（
一
）

病
気
の
コ
ー
ド
を
少
し
ず
つ
す
り
こ
ま
れ
て
い
く
消
は
、
結
局
は
死
に
至

る
の
だ
。
赤
シ
ャ
ツ
が
病
気
に
な
る
前
か
ら
、
赤
シ
ャ
ツ
を
着
て
病
気
に
備

え
る
当
時
の
「
衛
生
」
の
思
想
に
つ
か
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
清
は
そ
の
病

気
を
受
け
入
れ
、
死
ん
で
し
ま
う
。

赤
シ
ャ
ツ
や
マ
ド
ン
ナ
が
「
裏
表
の
あ
る
言
葉
」
を
操
る
「
裏
表
の
あ
る

奴
」
と
し
て
、
そ
う
い
う
消
の
対
極
に
あ
る
と
し
た
ら
、
も
う
―
つ
の
対
極

は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
教
え
子
の
中
学
生
で
あ
る
。
彼
ら
が
「
裏
表
の
あ
る
事

件
」
を
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。

小
説
方
法
を
と
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

着
任
早
々
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
襲
う
一
連
の
事
件
|
天
魅
羅
事

件
、
団
子
事
件
、
バ
ッ
タ
事
件
、
咄
畷
事
件
ー
は
「
狡
児
」
の
「
狡
児
」
ら

し
さ
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
天
魅
羅
事
件
か
ら
み
て
い
こ
う
。

一
時
間
あ
る
く
と
見
物
す
る
町
も
な
い
様
な
狭
い
都
に
住
ん
で
、
外
に

何
に
も
芸
が
な
い
か
ら
天
魅
羅
事
件
を
日
露
戦
争
の
様
に
触
れ
ち
ら
か

す
ん
だ
ら
う
。
憐
れ
な
奴
等
だ
。
小
供
の
時
か
ら
、
こ
ん
な
に
教
育
さ

れ
る
か
ら
、
い
や
に
ひ
ね
つ
こ
ぴ
た
、
植
木
鉢
の
楓
見
た
様
な
小
人
が

出
来
る
ん
だ
。
無
邪
気
な
ら
一
所
に
笑
つ
て
も
い
、
が
、
こ
り
や
な
ん

だ
。
小
供
の
癖
に
乙
に
毒
気
を
持
つ
て
る
。
（
三
）

こ
こ
に
は
、
田
舎
と
い
う
閉
塞
性
が
、
「
狡
児
」
を
よ
り
「
狡
児
」
た
ら

し
む
と
い
う
視
点
が
あ
る
が
、
バ
ソ
タ
事
件
や
咄
威
事
件
（
四
）
で
は
そ
の

よ
う
な
猶
予
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

お
れ
な
ん
ぞ
は
、
い
く
ら
、
い
た
づ
ら
を
し
た
つ
て
潔
白
な
も
の
だ
。

[
2
 

嘘
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
。
い
た
づ
ら
丈
で
罰
は
御
免
蒙
る
な
ん
て
下

劣
な
根
性
が
ど
こ
の
国
に
流
行
る
と
思
つ
て
る
ん
だ
。
金
は
借
り
る
が
、

返
す
事
は
御
免
だ
と
云
ふ
連
中
は
み
ん
な
、
こ
ん
な
奴
等
が
卒
業
し
て

や
る
仕
事
に
相
違
な
い
。
全
体
中
学
校
へ
何
し
に
這
入
っ
て
る
ん
だ
。

[
2
 

学
校
へ
這
入
っ
て
、
嘘
を
吐
い
て
、
故
魔
化
し
て
、
陰
で
こ
せ
／
＼

生
意
気
な
悪
い
た
づ
ら
を
し
て
、
さ
う
し
て
大
ぎ
な
面
で
卒
業
す
れ
ば

教
育
を
受
け
た
も
ん
だ
と
刑
違
を
し
て
居
や
が
る
。
話
せ
な
い
雑
兵
だ
。

（四）
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こ
こ
で
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
冒
頭
の
単
純
明
快
な
い
た
ず
ら
が
生
き
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
い
た
ず
ら
と
対
置
す
る
時
、
「
狡
児
」
た

る
中
学
生
の
い
た
ず
ら
の
質
の
複
雑
さ
と
た
ち
の
悪
さ
が
浮
き
上
が
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
暴
れ
ん
坊
・
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
「
狡

児
」
た
る
中
学
生
の
登
場
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
さ
え
考
え
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
い
た
ず
ら
は
す
る
け
れ
ど
、
潔
く
罰
を
受
け
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
、

あ
く
ま
で
白
を
切
ろ
う
と
す
る
中
学
生
と
の
違
い
も
よ
く
分
か
る
。
咄
威
事

件
の
際
に
は
、
廊
下
に
張
り
込
ん
だ
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
中
学
生
の
裏
表
を
突
き

詰
め
た
と
思
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
そ
れ
さ
え
も
認
め
よ
う
と
は

し
な
い
。お

れ
が
宿
匝
部
屋
へ
連
れ
て
来
た
奴
を
詰
問
し
始
め
る
と
、
豚
は
、

丘

[E]

オ
っ
て
も
掘
い
て
も
豚
だ
か
ら
、
只
知
ら
ん
が
な
で
、
ど
こ
迄
も

通
す
了
見
と
見
え
て
、
決
し
て
白
状
し
な
い
。
（
四
）

つ
い
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
中
学
生
を
「
豚
」
と
さ
え
言
い
始
め
る
。
そ
の

よ
う
な
生
徒
観
に
つ
い
て
、
川
嶋
至
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

気
に
な
る
の
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
徹
底
し
て
生
徒
を
愛
し
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
、
特
定
の
生
徒
を
愛
さ
な
い
の
で
は
な
い
。
生
徒

全
体
に
親
し
ま
な
い
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
憎
悪
さ
え
し
て
い
る
よ
う

な
の
だ
。
（
「
学
校
小
説
と
し
て
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
」
前
出
）

「
豚
」
と
す
ら
嘲
罵
さ
れ
る
中
学
生
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
対
す
る
「
裏
表
の

あ
る
事
件
」
の
延
長
と
し
て
、
師
範
学
校
と
中
学
校
の
乱
闘
事
件
を
位
韻
づ

け
る
な
ら
、
こ
の
作
品
に
は
二
つ
の
力
学
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一

つ
の
中
心
に
は
文
学
士
赤
シ
ャ
ツ
が
お
り
、
学
校
と
い
う
場
の
裏
で
マ
ド
ン

ナ
獲
得
工
作
が
ひ
そ
か
に
進
行
し
て
い
る
。
も
う
―
つ
の
中
心
に
は
赤
シ
ャ

ツ
予
備
軍
の
「
狡
児
」
た
る
中
学
生
が
い
て
、
学
校
を
よ
り
強
く
意
識
さ
せ

お
わ
り
に

る
表
の
場
で
乱
闘
事
件
が
起
こ
る
。
そ
の
結
果
、
山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、

狸
と
赤
シ
ャ
ツ
の
行
使
す
る
権
力
に
よ
っ
て
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
。
も
っ

と
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
場
合
は
、
自
分
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。

山
嵐
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
追
放
し
て
「
赤
シ
ャ
ツ
党
」
の
天
下
と
な
っ
た

「
不
浄
の
地
」
は
「
不
浄
の
地
」
と
し
て
無
傷
の
ま
ま
残
さ
れ
る
。
「
何
ひ
と

(14) 

つ
向
こ
う
の
構
造
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
」
こ
と
が
、
読
後
の
は
か
な
さ
を
醸

成
す
る
の
だ
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
発
表
後
、
漱
石
は
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

拙
文
御
推
賞
に
あ
づ
か
り
感
謝
の
至
に
不
堪
候
山
嵐
の
如
き
は
中
学

の
み
な
ら
ず
高
等
学
校
に
も
大
学
に
も
居
ら
ぬ
事
と
存
候
然
し
ノ
ダ
の

如
き
は
累
々
然
と
し
て
コ
ロ
が
り
居
候
。
小
生
も
中
学
に
て
此
類
型
を

ニ
―
云
一
目
撃
致
候
。
サ
ス
が
高
等
学
校
に
は
是
程
劇
し
き
奴
は
無
之
（
尤

も
同
類
は
沢
山
有
之
）
候
。
要
す
る
に
高
等
学
校
は
校
長
杯
に
無
暗
に

ママ

と
り
入
る
必
要
な
き
故
と
存
候
。
山
嵐
や
坊
ち
ゃ
ん
の
如
き
も
の
が
居

ら
ぬ
の
は
、
人
間
と
し
て
存
在
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
居
れ
ば
免
職
に
な

る
か
ら
居
ら
ぬ
訳
に
候
。
貴
意
如
何
゜

ママ

僕
は
教
育
者
と
し
て
適
任
と
見
傲
さ
る
、
狸
や
赤
シ
や
ツ
よ
り
も
不

適
任
な
る
山
嵐
や
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
愛
し
候
（
大
谷
饒
石
宛
明
三
九
・

四
•
四
）

こ
の
作
品
執
筆
一
カ
月
前
に
英
語
学
入
試
委
員
辞
退
と
い
う
漱
石
の
と
っ

た
行
動
は
、
こ
の
書
簡
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
山
嵐
や
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
的
行
動

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
学
校
と
い
う
場
を
去
る
ほ
か
は
な
い
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
街
鉄
の
技
手
」
に
な
っ
た
よ
う
に
、
明
治
四
十
年
三
月
、
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漱
石
は
、
当
時
世
間
か
ら
特
別
の
尊
敬
を
受
け
て
い
た
大
学
の
先
生
と
い
う

ポ
ス
ト
を
捨
て
て
、
今
と
は
違
っ
て
ぐ
ん
と
社
会
的
地
位
の
低
か
っ
た
「
新

(15) 

聞
屋
」
に
な
る
。

以
後
、
新
聞
小
説
家
と
し
て
、
漱
石
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
疎
外
さ
れ
て
い
た

恋
愛
と
い
う
関
係
の
真
っ
只
中
に
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
で
は
苦
沙
弥
サ
ロ
ン
と
い
う
場
を
描
き
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

で
は
学
校
と
い
う
場
を
描
い
た
漱
石
は
、
場
か
ら
関
係
の
な
か
に
降
り
て
い

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
裏
表
で
は
か
た
づ
か
な
い
、
ぬ
か
る
み
の
ど
こ

ま
で
も
続
く
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
世
界
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注(
1
)

小
森
陽
一
「
裏
表
の
あ
る
言
葉
ー
＇
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の

構
造
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
八
三
・
三
ー
四
）

(
2
)

平
岡
敏
夫
『
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
』
（
塙
新
書
一
九
九
ニ
・
一
）
や
佐

藤
泰
正
『
夏
目
漱
石
論
』
（
筑
摩
書
房
一
九
八
六
•
―
-
)
な
ど
。

(
3
)

川
嶋
至
「
学
校
小
説
と
し
て
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
」
（
「
講
座
夏

H
漱

石

第

二
巻
』
有
斐
閣
一
九
八
一
・
八
）
所
収
。

(
4
)

小
谷
野
敦
「
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む
ー
新
し
い
女
と
古
い
男
」
（
中
公

新
書
一
九
九
五
・
三
）

(
5
)

菅
虎
雄
の
陪
嘩
の
相
手
は
菊
地
謙
二
郎
で
慶
応
―
―
―
年
一
月
、
「
茨
城
県
水
戸

の
生
れ
」
の
会
津
っ
ぽ
。
予
備
門
及
ぴ
帝
大
で
一
緒
で
あ
っ
た
正
岡
子
規
の

『
筆
ま
か
せ
」
の
友
人
評
に
よ
れ
ば
「
厳
友
」
。
明
治
二
十
七
年
、
山
口
高
等
中

学
校
教
授
兼
舎
監
と
な
り
、
翌
年
に
は
漱
石
を
招
聘
し
よ
う
と
し
た
が
、
漱
石

は
そ
れ
を
断
り
「
松
山
に
赴
く
た
め
に
準
備
支
度
金
と
し
て
五
十
円
の
借
金
を

申
し
込
む
」
（
『
増
補
改
訂
漱
石
研
究
年
表
』
）
。
菊
地
は
明
治
三
十
四
年
に
東

亜
同
文
書
院
監
督
兼
教
頭
、
そ
の
後
清
国
師
範
学
校
日
本
総
教
習
兼
両
江
学
務

に
し
む
ら
よ
し
こ
／
神
戸
市
立
摩
耶
兵
庫
高
等
学
校
）

一
九
九
四
）
に
よ
る
。
ル
ピ

所
参
議
と
な
り
、
明
治
三
十
九
年
辞
任
し
帰
郷
。
（
『
教
育
人
物
事
典
』

う
せ
い
一
九
八
四
）

(
6
)

相
原
和
邦
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
」
（
『
日
本
文
学
」
一
九
七
三
・
―
-
）
に
は
、

「
に
じ
み
出
す
寂
穿
感
」
と
あ
る
。

(
7
)

「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
つ
い
て
」
（
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
解
説
新
潮
文
庫
一
九

八
八
）

(
8
)
平
岡
敏
夫
「
松
山
中
学
時
代
」
（
『
国
文
学
』
学
燈
社
一
九
八
九
•
四
）

（
）
は
筆
者
注
。

(
9
)

内
田
道
雄
注
『
夏
目
漱
石
集
II
」
「
日
本
近
代
文
学
大
系
二
五
」
（
角
川
書

店
一
九
六
九
）

(10)

三
好
行
雄
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
（
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
五
夏
目
漱
石
」
角

川
書
店
一
九
八
四
）

(11)
（12)

（9
)
と
同
じ
。

(13)

小
田
亮
『
性
』
（
三
省
堂
一
九
九
六
）

(14)

柄
谷
行
人
「
小
森
陽
一
と
の
対
談
夏
目
漱
石
の
戦
争
」
（
「
海
燕
』
一
九
九

――-・――-） 

(15)

「
小
生
は
今
度
大
学
も
高
等
学
校
も
や
め
に
致
し
て
新
聞
屋
に
相
成
候
」
（
狩

野
亨
吉
宛
明
四
十
・
三
・
ニ
―
-
）
に
よ
る
。

引
用
は
、
（
『
漱
石
全
集
第
二
巻
』
岩
波
書
店

は
適
宜
省
略
。

ぎ
ょ

- 57-




