
は
じ
め
に

夏
目
漱
石
は
文
部
省
に
命
じ
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
終
え
、
帰
朝
し
て
か

ら
三
年
後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
四
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
、『
坊
つ

ち
や
ん
』
を
掲
載
し
た
。
漱
石
文
学
と
英
文
学
と
の
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
つ

い
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
き
た
。
漱
石

は
確
か
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
メ
レ
デ
ィ
ス
を
愛
読
し
た
が
、
も
う
一
人
の
イ

ギ
リ
ス
人
作
家
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
『
宝
島
』『
ジ
ー
キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド

氏
』
の
作
者
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
と
の
関
係
も

決
し
て
看
過
で
き
な
い
。
漱
石
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
と
の
影
響
関
係
に
つ
い

て
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
は
、『
彼
岸
過
迄
』
と“N

ew
A

rabian
N

ig
h

ts ”

（『
新

ア
ラ
ビ
ア
夜
話
』）
で
あ
る
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
作
品
の

比
較
研
究
（「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」）
に
つ
い
て
、
管
見
で
は
二
〇
〇
六
年
以
前

に
は
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
の
余
地
が
十
分
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
前（

注
１
）稿

に
お
い
て
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
と
の
比
較
を
し
、
一

人
称
の
語
り
手
の
設
定
、
言
葉
、
プ
ロ
ッ
ト
の
図
式
、
語
り
手
の
主
人
公
の
共

通
点
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
全
く
異
な
っ
た
両
作
は
、

想
像
以
上
に
多
く
の
類
似
点
を
持
っ
て
い
る
。

「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
の
筋
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。
白
人
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ

ル
ト
シ
ャ
は
、
商
売
の
た
め
に
フ
ァ
レ
サ
ア
と
い
う
島
に
転
住
す
る
。
そ
こ

で
、
英
語
国
民
だ
が
国
籍
不
明
、
土
語
を
う
ま
く
操
っ
て
立
派
な
教
育
が
あ
る

ケ
イ
ス
は
温
か
く
出
迎
え
て
く
れ
て
、「
土
民
」

（
注
２
）の

女
性
ウ
マ
と
の
不
正
な
結

婚
を
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
に
勧
め
た
。
つ
ま
り
、
ケ
イ
ス
の
腰
巾
着
は
偽
牧
師
に
扮

し
、
聖
書
の
か
わ
り
に
「
小
説
本
」
を
使
い
、「
非
合
法
的
に
一
週
間
」
結
婚

す
る
云
々
と
い
う
内
容
の
結
婚
証
書
を
ウ
マ
に
渡
し
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
「
黄

金
」
の
よ
う
に
大
切
に
し
て
い
る
。
実
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
来
島
前
に
、
ウ

マ
は
「
土
民
」
に
排
斥
さ
れ
て
交
際
禁
止
を
食
っ
て
い
た
。
自
分
の
商
売
を
妨

害
す
る
た
め
に
ケ
イ
ス
が
故
意
に
ウ
マ
と
の
結
婚
を
勧
め
た
こ
と
を
知
っ
た
ウ
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ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
ケ
イ
ス
と
敵
対
し
始
め
た
。
ウ
マ
と
結
婚
し
て
い
る
限
り
は

商
売
が
で
き
な
い
こ
と
を
覚
悟
し
た
上
で
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
結
婚
証
書
を
引

き
裂
い
て
「
非
合
法
」
な
結
婚
を
取
り
消
し
、
改
め
て
正
式
に
結
婚
さ
せ
る
よ

う
宣
教
師
に
頼
ん
だ
。
フ
ァ
レ
サ
ア
の
叢
林
に
魔
物
が
い
る
と
い
う
話
を
聞

き
、
藪
の
秘
密
の
真
相
を
探
ろ
う
と
す
る
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
藪
に
入
っ
て
、「
土

民
」
を
怖
が
ら
せ
る
仕
掛
け
が
ケ
イ
ス
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
見
破
っ
た
。
彼

は
夜
に
爆
弾
を
持
っ
て
再
び
藪
に
入
り
、
仕
掛
け
を
打
ち
壊
し
た
後
、
ケ
イ
ス

と
死
闘
し
て
敵
を
刺
殺
し
た
。
そ
の
後
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
英
国
に
戻
ら
ず
、

妻
子
と
一
緒
に
島
で
暮
ら
し
続
け
た
。

『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
と
の
接
点
は
、
一
九
〇
六
年
八

月
三
十
一
日
の
『
国
民
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「「
坊
ち
や
ん
」
の
著
者
」
と

題
し
た
談
話
記
事
に
あ
る
。「
さ
う
で
し
た
、
ウ
ン
さ
う
だ
、
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ

ン
の
「
ア
ラ
ビ
ヤ
ン
ナ
イ
ト
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」
で
す
、
之
か
ら
思
ひ

付
た
ん
で
す
、
第
一
人
称
で
書
て
英
語
も
大
部
変
つ
て
ゐ
る
、
此
に
習
ふ
な
ら

べ
ラ
ン
メ
ー
言
葉
で
な
く
ち
や
可
け
な
い
、
悪
棍
が
居
て
色
々
な
こ
と
も
し
ま

す
が
ね
、
其
の
マ
ア
調
子
で
す
ね
、
調
子
を
学
ん
だ
と
い
へ
ば
言
ふ
ん
で
す

（
中
略
）
結
構
す

じ

は
「
ぼ
つ
ち
や
ん
」
よ
り
簡
単
で
す
、
人
物
も
那
様
に
沢
山
出

て
来
ま
せ
ん
、
け
れ
ど
も
之
か
ら
脱
化
し
た
と
は
誰
も
気
つ
く
ま
い
、
只
だ
調

子
丈
で
す
か
ら
ね
」
と
漱
石
は
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、「
ア
ラ
ビ
ヤ
ン

ナ
イ
ト
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」
と
い
う
作
は
存
在
せ
ず
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

ソ
ン
の
作
品
群
で
は
三
編
の
物
語
で
構
成
さ
れ
て
い
る

“Isla
n

d
N

ig
h

ts ’

E
n

tertain
m

en
ts ”

（『
南
海
千
一
夜
物
語
』）
の
中
で
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
が
最

も
「
調
子
を
学
ん
だ
」
可
能
性
が
あ
る
の
は
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」（‘T

h
e

B
each

of
F

alesá ’

）
で
あ
る
。
前
稿
で
は
こ
の
緒
か
ら
、
両
作
の
共
通
点
を

考
察
し
た
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
続
編
と
し
て
、
登
場
人
物
の
造
型
、
物
語
構
造
に

お
い
て
両
作
を
よ
り
い
っ
そ
う
深
く
探
っ
て
い
く
。
十
九
世
紀
に
南
海
の
植
民

地
に
い
る
白
人
貿
易
商
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
や
そ
の
実
像
を
描
く
「
フ
ァ
レ
サ

ア
の
浜
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
受
け
、
漱
石
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
日
本
の
「
四
国

辺
の
あ
る
中
学
校
」
の
学
校
物
語
に
書
き
換
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

き
た
い
。
今
度
は
、
物
語
の
人
物
像
、
特
に
語
り
手
の
男
性
主
人
公
に
見
ら
れ

る
二
面
性
、
彼
ら
を
支
え
る
女
性
登
場
人
物
の
共
通
項
、
悪
役
の
近
似
性
や
、

物
語
構
造
に
焦
点
を
絞
り
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
に
見
ら
れ
る
植
民
地
主
義
、

人
種
差
別
主
義
な
ど
を
、
漱
石
が
ど
の
よ
う
に
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
素
材
に
し

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー

漱
石
は
「
調
子
を
学
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
人
物
造
型
上
「
フ
ァ
レ
サ

ア
の
浜
」
の
主
人
公
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
ヒ
ン
ト
を
受
け
、
ど

の
よ
う
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
書
き
換
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
と
坊
っ

ち
ゃ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
で
悪
玉
を
懲
ら
し
め
る
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
登
場

し
て
お
り
、
ま
ず
は
、
両
作
の
人
物
像
、
特
に
こ
の
二
人
に
見
受
け
ら
れ
る
二
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面
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
論
者
は
、「
ヒ
ー
ロ
ー
」
と
い
う
言
葉

で
、
二
つ
の
こ
と
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
物
語
の
「
男
性
主

人
公
」
を
指
し
、
二
つ
目
は
悪
を
懲
ら
し
め
る
「
英
雄
」
を
指
す
。
ま
ず
最
初

に
、
両
作
の
男
性
主
人
公
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
身
分
や
職
業
に
合
わ

な
い
性
格
の
ヒ
ー
ロ
ー
（
男
性
主
人
公
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ト

シ
ャ
は
白
人
貿
易
商
で
あ
り
な
が
ら
、
普
通
の
貿
易
商
と
異
な
っ
て
、
島
の
女

性
と
の
「
非
合
法
」
な
結
婚
と
い
う
「
慣
例
」
に
違
和
感
を
感
じ
、「
良
心
」

を
持
つ
貿
易
商
で
あ
る
。
他
方
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
教
師
で
あ
り
な
が
ら
、
教
師

の
役
目
を
き
ち
ん
と
果
た
せ
ず
、
生
徒
に
冷
淡
で
「
失
格
教
師
」
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
次
に
、
二
人
と
も
悪
党
を
懲
ら
し
め
る
ヒ
ー
ロ
ー
（
英
雄
）
だ

が
、
現
地
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
完
全
な
正
義
漢
の
よ
う
に
は
造
型
さ
れ
ず
、
む

し
ろ
疎
外
さ
れ
る
異
質
な
存
在
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
地
の

人
々
を
蔑
視
す
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
資
質
を
持
つ
ヒ
ー
ロ
ー
で
も
あ
る
。

人
物
造
型
上
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
像
の
二
面
性
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
ウ
マ
と
の
「
非
合
法
」
な
結
婚
式
が
行
わ
れ
る
際
に
、
良

心
の
呵
責
を
感
じ
て
い
る
。

ウ
マ
と
手
を
取
り
合
っ
た
時
に
は
良
心
が
と
が
め
、
ウ
マ
が
結
婚
証
書

を
貰
っ
た
時
に
は
、
一
層
の
事
こ
の
約
束
を
破
棄
し
て
、
総
て
を
打
明
け

た
い
よ
う
な
気
持
に
な
っ
た
。

（
一
九
頁
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
良
心
」
を
持
つ
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
次
の

よ
う
に
言
い
訳
を
す
る
。

こ
れ
が
地
方
の
慣
例
で
あ
り
、
そ
れ
は
少
し
も
（
自
分
が
自
分
に
言
い

聞
か
せ
た
通
り
）
白
人
の
罪
で
は
な
く
、
宣
教
師
が
悪
い
の
で
あ
る
。
宣

教
師
が
土
民
に
布
教
さ
え
し
な
い
な
ら
、
別
に
こ
う
や
っ
て
瞞
す
必
要
も

無
く
、
好
き
な
だ
け
幾
ら
で
も
妻
を
迎
え
て
、
い
つ
で
も
良
心
の
呵
責
な

し
に
別
れ
る
の
で
あ
ろ
う
に
。

（
二
〇
頁
）

ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
ウ
マ
を
欺
瞞
す
る
の
を
恥
ず
か
し
く
感
じ
な
が
ら
も
そ

の
よ
う
な
「
慣
例
」
に
従
い
、
ウ
マ
と
「
非
合
法
」
な
結
婚
を
し
て
い
る
。

ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
最
初
に
「
良
心
」
的
な
考
え
を
し
た
が
、
結
局
無
批
判
に

悪
い
こ
と
を
受
け
入
れ
た
。「
其
の
マ
ア
調
子
で
す
ね
、
調
子
を
学
ん
だ
と
い

へ
ば
言
ふ
ん
で
す
」
と
言
っ
た
漱
石
が
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
人
物
像
に
散
り
ば

め
ら
れ
た
二
面
性
を
見
て
取
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
ほ
う
は
、

教
育
者
で
あ
り
な
が
ら
生
徒
と
対
峙
す
る
教
師
で
あ
る
。
生
徒
を
「
篦
棒
め
」

「
あ
ん
な
奴
を
教
へ
る
の
か
と
思
つ
た
ら
何
だ
か
気
味
が
悪
る
く
な
つ
た
」「
ど

う
も
厄
介
な
奴
等
」「
け
ち
な
奴
等
」「
こ
ん
な
腐
つ
た
了
見
の
奴
」「
ま
る
で

豚
」
と
呼
ぶ
だ
け
で
な
く
、
あ
ま
り
早
く
て
分
か
ら
な
い
、
も
う
ち
ょ
っ
と
ゆ

っ
く
り
話
し
て
と
い
う
生
徒
の
要
請
に
、「
分
ら
な
け
れ
ば
、
分
か
る
迄
待
つ

て
い
る
が
い
ゝ
」
と
答
え
、
ま
た
、
生
徒
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
い
と
き
、「
そ
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ん
な
も
の
が
出
来
る
位
な
ら
四
十
円
で
こ
ん
な
田
舎
へ
く
る
も
ん
か
」
と
い
う

文
句
を
洩
ら
し
た
。
善
玉
の
ほ
う
に
属
す
る
う
ら
な
り
、
山
嵐
、
あ
る
い
は
読

者
ら
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
復
讐
に
喝
采
す
る
が
、
生
徒
に
と
っ
て
坊
っ
ち
ゃ
ん

は
必
ず
し
も
良
い
先
生
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」『
坊
つ
ち

や
ん
』
で
は
、
悪
党
を
懲
ら
し
め
る
人
は
、
物
語
内
の
す
べ
て
（
少
な
く
と
も

悪
党
以
外
）
の
人
々
に
と
っ
て
必
ず
し
も
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
物
で

は
な
い
。

先
述
し
た
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
自
家
撞
着
、
矛
盾
し
た
二
面
性
の
よ
う
な
「
調

子
」
を
、
漱
石
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
書
き
換
え
を
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

二
人
と
も
完
璧
、
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
で
な
く
、
正
と
負
の
二
面
性
を
持
つ
「
欠

陥
」
の
あ
る
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
だ
と
い
え
よ
う
。
漱
石
は
『
坊
つ
ち
や
ん
』

の
登
場
人
物
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
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
。（
中
略
）
山
嵐
や
坊
つ
ち
や
ん
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
。（
一
九
〇
六
年
四
月
四
日
付
大
谷
繞
石
宛

書
簡
）

（
注
３
）

『
坊
ち
や
ん
』
の
中
の
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
す
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

（
後
略
）。（「
文
学
談
」）

（
注
４
）

漱
石
自
身
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
愛
さ
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
一
方
、「
教
育

者
と
し
て
適
任
と
見
做
さ
る
ゝ
狸
や
赤
シ
ャ
ツ
よ
り
も
不
適
任
な
る
山
嵐
や
坊

つ
ち
や
ん
」（
前
掲
大
谷
繞
石
宛
書
簡
）
が
免
職
に
至
る
よ
う
な
教
師
で
、
社

会
性
に
相
応
し
く
な
い
人
間
だ
と
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
正
と
負
の
二
面
性
を
認
め

る
。
し
か
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
立
ち
、「
奸
物
」
と
対
峙

す
る
山
嵐
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
異
な
っ
て
、「
一
番
生
徒
に
人
望
が
あ
る
の
だ

さ
う
だ
」
が
、
結
局
学
校
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
漱
石
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
口

を
借
り
て
「
生
徒
の
人
望
が
あ
る
か
ら
転
任
や
免
職
は
学
校
の
得
策
で
あ
る
ま

い
」
と
い
う
納
得
で
き
な
い
考
え
を
洩
ら
し
て
い
る
。「
一
番
人
望
の
あ
る
教

師
」
で
あ
る
山
嵐
が
学
校
を
去
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
と
い
う
教
育
現
場
で

の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
設
け
る
ほ
か
、
漱
石
は
世
相
に
対
し
て
も
皮
肉
な
口
調
で
批

判
を
加
え
て
い
る
。

考
へ
て
見
る
と
世
間
の
大
部
分
の
人
は
わ
る
く
な
る
事
を
奨
励
し
て
居
る

様
に
思
ふ
。
わ
る
く
な
ら
な
け
れ
ば
社
会
に
成
功
は
し
な
い
も
の
と
信
じ

て
居
る
ら
し
い
。
た
ま
に
正
直
な
純
粋
な
人
を
見
る
と
、
坊
ち
や
ん
だ
の
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小
僧
だ
の
と
難
癖
を
つ
け
て
軽
蔑
す
る
。
夫
ぢ
や
小
学
校
や
中
学
校
で
嘘

を
つ
く
な
、
正
直
に
し
ろ
と
倫
理
の
先
生
が
教
へ
な
い
方
が
い
ゝ
。
い
つ

そ
思
ひ
切
つ
て
学
校
で
嘘
を
つ
く
法
と
か
、
人
を
信
じ
な
い
術
と
か
、
人

を
乗
せ
る
策
を
教
授
す
る
方
が
、
世
の
為
に
も
当
人
の
為
に
も
な
る
だ
ら

う
。

（
三
〇
三
頁
）

「
一
番
生
徒
に
人
望
が
あ
る
」
教
師
で
あ
る
山
嵐
に
対
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん

は
常
に
生
徒
と
の
間
に
軋
轢
を
起
こ
し
て
い
る
。
川
嶋
至
氏
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん

の
教
師
像
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

漱
石
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
肯
定
的
な
人
物
と
し
て
描
け
ば
描
く
ほ
ど
、
教
育

者
と
し
て
は
失
格
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
、『
坊
つ
ち
や

ん
』
を
学
校
小
説
と
し
て
読
ん
だ
と
き
、
正
義
漢
で
あ
り
な
が
ら
生
徒
に
冷

淡
な
失
格
教
師
と
い
う
ち
ぐ
は
ぐ
な
像
を
結
ぶ
大
き
な
原
因
が
あ
る

（
注
５
）

。

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
「
肯
定
的
な
人
物
」
と
し
て
描
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で

は
「
失
格
教
師
」
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
も
浮
上
す
る
。
こ
の
よ
う
な
二
面
性

を
持
つ
人
物
像
の
造
型
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
と
一
致
す
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ

ン
は
、
悪
党
を
懲
ら
し
め
る
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
を
、
完
全
な
る
肯
定
的
な
人
物
と

し
て
描
い
て
い
な
い
。「
正
義
漢
」
で
あ
り
な
が
ら
「
土
民
」
を
蔑
視
し
、
と

ん
で
も
な
い
結
婚
証
書
で
現
地
の
女
性
を
欺
瞞
す
る
、
善
・
悪
の
二
面
性
を
持

つ
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
も
、「
正
義
漢
で
あ
り
な
が
ら
生
徒
に
冷
淡
な
失
格
教
師
」

で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
、
二
人
と
も
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
像
で
あ
る
。

ま
た
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
人
物
造
型
で
は
、
も
う
一
つ
看
過

で
き
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
人
と
も
「
脱
落
者
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
大
谷
裕
文
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

十
九
世
紀
に
な
る
と
、
タ
ヒ
チ
に
南
海
楽
園
の
決
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与

え
た
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
と
サ
モ
ア
の
ツ
シ
タ
ラ
（
語
り
部
）
と
し
て
称
揚
さ
れ

た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
滞
在
す
る
著
名
な
西
洋
人
と

し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
、
共
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
「
脱
落
者
」
で
あ
り
、
日
常
世
界
へ
の
回
帰
を
前
提
と

し
た
旅
行
者
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

（
注
６
）

大
谷
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
健
康
が
優
れ
て
い
な
か
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ

ン
は
南
海
の
暖
か
い
国
へ
渡
り
、
ま
た
、
彼
が
描
い
て
い
た
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ

は
、「
自
分
は
此
処
な
ら
ば
一
身
上
つ
く
り
、
郷
里
へ
帰
っ
て
居
酒
屋
を
始
め

る
事
が
出
来
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
」
て
、
最
初
は
「
日
常
世
界
へ
の
回
帰
」

を
望
ん
で
い
る
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
や
、
ケ
イ
ス
の
よ
う
な
貿
易
商
は
、
金
を
儲

け
る
目
的
で
西
洋
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
フ
ァ
レ
サ
ア
に

来
る
前
に
四
年
間
も
赤
道
の
近
く
の
珊
瑚
島
で
、
大
抵
一
人
で
「
土
民
」
の
間

に
暮
ら
し
、「
灯
火
一
つ
を
友
に
し
て
夜
を
家
で
過
ご
し
た
り
、
渚
を
歩
き
乍
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ら
」
孤
独
感
・
疎
外
感
を
覚
え
て
い
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
赴
任
す
る
前
に
東
京

で
こ
の
よ
う
な
疎
外
感
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
。
父
親
は
ど
う
せ
碌
な
も
の

に
は
な
ら
な
い
と
彼
を
軽
蔑
し
、
母
親
は
兄
ば
か
り
贔
屓
に
す
る
。
兄
と
よ
く

喧
嘩
し
、
兄
を
怪
我
さ
せ
て
あ
や
う
く
父
親
に
勘
当
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ

っ
た
。
ま
た
、「
町
内
で
は
乱
暴
者
の
悪
太
郎
と
爪
弾
き
を
す
る
」
故
に
「
他

人
か
ら
木
の
端
の
様
に
取
り
扱
は
れ
る
」。
下
女
の
清
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
可
愛

が
っ
て
い
る
が
、
肉
親
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
が
国
を
離
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
社
会
の
「
脱
落
者
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
家
族
の
絆
の

「
脱
落
者
」
で
あ
る
。「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
で
の
西
洋
（
文
明
世
界
・
中
心
）

か
ら
非
西
洋
（
未
開
の
地
・
周
縁
）
へ
越
境
す
る
図
式
は
、『
坊
つ
ち
や
ん
』

に
お
い
て
は
国
内
で
の
移
動
と
な
り
、
東
京
（
都
会
）
か
ら
「
四
国
辺
」（
地

方
）
へ
と
ス
コ
ー
プ
が
縮
小
さ
れ
る
。

し
か
し
、「
脱
落
者
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
二
人
と
も
「
中
心
」
へ
の
回
帰

と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
英
国

に
帰
っ
て
居
酒
屋
を
始
め
た
い
と
言
い
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、「
ど
う
し
て
も
早

く
東
京
へ
帰
つ
て
清
と
一
所
に
な
る
に
限
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
ケ
イ
ス
を
殺
し
、
悪
に
勝
っ
た
「
英
雄
」
と
な
り
、

「
中
心
」
へ
帰
ら
な
い
ま
ま
フ
ァ
レ
サ
ア
に
残
る
。
他
方
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
赤

シ
ャ
ツ
ら
に
復
讐
し
た
が
、
結
局
『
坊
つ
ち
や
ん
』
論
で
定
説
化
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
、
善
玉
が
そ
の
地
か
ら
追
い
出
さ
れ
、「
敗
北
」
し
た
「
英
雄
」
の
よ

う
に
「
不
浄
な
地
」
を
離
れ
る
し
か
な
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
脱
落
者
」
が
、
一
人
の
女
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
も
看
過
で
き
な
い
。
ウ
マ
と
清
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
と
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
と
っ

て
大
切
な
存
在
で
あ
る
。
若
い
ウ
マ
と
老
婆
の
清
は
、
越
境
す
る
二
人
の
男
性

の
「
脱
落
者
」
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
物
語
の
舞
台
あ
る
い
は
異
境
（
フ

ァ
レ
サ
ア
、「
四
国
辺
の
あ
る
中
学
校
」）
に
属
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
ウ
マ
は

「
土
民
」
だ
が
、
ほ
か
の
未
開
の
島
か
ら
フ
ァ
レ
サ
ア
に
来
て
お
り
、
厳
密
に

言
う
と
、
彼
女
も
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
レ
サ
ア
に
お
い
て
「
異

人
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
四

国
辺
」
の
者
で
は
な
い
。
二
人
の
相
違
点
を
あ
げ
れ
ば
、
年
齢
が
た
い
そ
う
離

れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
物
語
に
も
た
ら
す
効
果
は
異
な
っ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、『
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
』
で
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
と
ウ
マ
と

の
異
性
愛
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
坊
つ
ち
や
ん
』
で
は
う
ら
な
り
、

赤
シ
ャ
ツ
と
マ
ド
ン
ナ
を
め
ぐ
る
事
件
が
あ
る
が
、
主
人
公
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ

ん
と
恋
愛
関
係
を
持
つ
女
性
登
場
人
物
が
い
な
い
。
そ
の
た
め
男
性
的
な
物
語

で
あ
る
『
坊
つ
ち
や
ん
』
は
「
同
性
愛
小
説
」

（
注
７
）

と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
「
異
郷
に
唯
一
の
味
方
」
で
あ
る
ウ
マ
は
、
彼
に

「
貴
君
良
い
人
な
ん
だ
わ
」
と
言
い
、
一
方
清
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
「
真
つ
直
で

よ
い
ご
気
性
だ
」
と
褒
め
る
。
ウ
マ
は
、「
あ
た
し
、
貴
君
の
御
嫁
様
」、「
あ

た
し
貴
君
の
も
の
よ
、
豚
み
た
い
な
も
の
よ
」
と
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
に
従
属
す
る

こ
と
を
宣
言
し
、
支
配
者
で
あ
る
「
白
人
に
非
常
な
尊
敬
心
を
抱
」
き
、
主
従

関
係
を
重
ん
じ
る
の
で
あ
る
。
清
も
「
昔
風
の
女
」
の
よ
う
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
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と
の
関
係
を
封
建
時
代
の
主
従
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
二
人
の
女

性
は
、
自
分
が
主
人
公
を
支
え
る
従
属
的
立
場
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

自
分
の
愛
す
る
男
へ
の
献
身
や
自
己
犠
牲
は
、
二
人
の
女
性
に
共
通
し
て
見

受
け
ら
れ
る
。
交
際
禁
止
を
食
っ
て
い
る
ウ
マ
と
の
結
婚
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ

の
商
売
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
真
相
を
知
っ
た
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
に
、
ウ
マ
は
「
私
、

お
別
れ
し
ま
す
わ
。
そ
う
す
れ
ば
交
際
禁
止
も
な
く
な
り
ま
す
も
の
。
そ
う
し

て
貴
君
、
沢
山
コ
プ
ラ
が
御
手
に
入
り
ま
す
わ
」
と
彼
の
た
め
に
別
れ
を
言
い

出
す
。
ま
た
、
藪
で
仕
掛
け
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
行
動
が

ケ
イ
ス
に
発
覚
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
ウ
マ
は
直
ぐ
家
を
飛
び
出
し

て
自
分
の
怖
が
っ
て
い
る
叢
林
に
入
っ
た
。
他
方
、
清
も
色
々
坊
っ
ち
ゃ
ん
に

尽
く
し
て
い
る
。
小
遣
い
で
「
金
鍔
」「
紅
梅
焼
」「
鍋
焼
饂
飩
」「
靴
足
袋
」

「
鉛
筆
」「
帳
面
」
を
買
っ
て
や
り
、
寒
い
夜
に
寝
て
い
る
枕
元
ま
で
蕎
麦
湯
を

持
っ
て
き
て
、「
三
円
」
も
貸
す
。
兄
を
怪
我
さ
せ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
勘
当
す

る
と
言
い
出
し
た
父
親
に
、
清
が
泣
き
な
が
ら
謝
っ
た
お
か
げ
で
よ
う
や
く
父

親
の
怒
り
が
解
け
た
。
さ
ら
に
、
赤
シ
ャ
ツ
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
単
純
さ
を
笑
う

の
に
対
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
き
理
解
者
と
し
て
、「
清
は
こ
ん
な
時
に
決

し
て
笑
つ
た
事
は
な
い
。
大
に
感
心
し
て
聞
い
た
も
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
尽
く
し
て
い
る
。
ウ
マ
は
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
が
叢
林
へ
入

っ
て
行
く
事
に
反
対
し
、
彼
が
行
け
ば
も
う
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
と
心
配
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
清
は
「
坊
っ
ち
や
ん
は
竹
を
割
つ
た
様
な
気
性
だ
が
、
只

肝
癪
が
強
過
ぎ
て
そ
れ
が
心
配
に
な
る
」
と
言
い
、
彼
女
た
ち
は
支
え
て
い
る

男
を
心
配
し
て
い
る
。

両
作
に
お
い
て
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
女
性
に
対
す
る
二
人
の
男
の
見
方

も
似
通
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
ウ
マ
が
賤
し
い
「
土
民
」
で
な
く
、

「
英
国
の
故
郷
の
娘
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
気
持
に
す
っ
か
り
な
っ
て
し
ま
い
」、

「
ウ
マ
が
本
当
に
、
優
れ
た
声
楽
家
の
歌
を
聞
き
に
音
楽
会
へ
行
く
た
め
に
盛

装
し
た
伯
爵
夫
人
で
あ
っ
て
、
自
分
の
よ
う
な
賤
し
い
貿
易
商
人
に
は
勿
体
な

い
よ
う
な
気
持
ち
」
を
持
っ
て
い
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
同
じ
よ
う
に
、「
清
は

皺
苦
茶
だ
ら
け
の
婆
さ
ん
だ
が
、
ど
ん
な
所
へ
連
れ
て
出
た
つ
て
恥
づ
か
し
い

心
持
ち
は
し
な
い
」、「
教
育
も
な
い
身
分
も
な
い
婆
さ
ん
だ
が
、
人
間
と
し
て

は
頗
る
尊
と
い
」
と
い
う
。
二
人
の
男
に
と
っ
て
は
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る

「
土
民
」
の
ウ
マ
や
無
教
育
の
清
は
、
彼
女
た
ち
自
身
の
短
所
を
無
視
す
る
こ

と
が
で
き
る
く
ら
い
、
立
派
で
重
要
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
小
谷
野
敦
氏
は
、

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
孤
高
な
英
雄
で
は
な
い
と
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ひ
と
り
の
女
の
無
条
件
の
支
持
が
な
け
れ
ば
英
雄
が
英
雄
た
り
え
な
い
、

（
中
略
）
清
と
い
う
女
中
を
守
護
神
と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
坊
っ
ち

ゃ
ん
は
「
た
だ
一
人
立
つ
」
孤
高
の
英
雄
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
く
る

（
注
８
）

。

二
人
は
英
雄
で
あ
り
な
が
ら
も
完
璧
な
英
雄
で
な
く
、
負
の
面
や
欠
陥
を
持

つ
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
要
す
る
に
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
も
坊

っ
ち
ゃ
ん
も
、
物
語
の
男
性
主
人
公
と
い
う
ヒ
ー
ロ
ー
、
あ
る
い
は
英
雄
と
い
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う
ヒ
ー
ロ
ー
、
い
ず
れ
の
面
で
も
不
完
全
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
孤
高
」
な
英
雄
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
悪
玉
を
懲
ら
し
め
る

「
英
雄
」
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
も
、「
ひ
と
り
の
女
の
無
条
件

の
支
持
」
を
得
た
「
英
雄
」
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

二
、
人
種
差
別
主
義
・
植
民
地
主
義
的
な
構
造

善
玉
と
悪
玉
と
の
敵
対
物
語
の
形
式
を
と
る
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
に
含
ま

れ
て
い
る
植
民
地
主
義
と
い
う
テ
ー
マ
に
、
よ
く
文
明
批
判
を
し
、
常
に
世
界

の
動
き
に
敏
感
で
あ
る
漱
石
は
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
漱
石
が
「
す
る
B
C

と
書
て
了
つ
た
」
と
語
っ
た
よ
う
に
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
て
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
で
人
気
を
博
し
た
『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
比
べ
る
と
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」

は
掲
載
さ
れ
る
ま
で
様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
バ
リ
ー
・
メ
ニ
コ
フ
氏

は
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
が
掲
載
さ
れ
る
ま
で
、
内
容
を
め
ぐ
っ
て
編
集
者

に
よ
る
様
々
な
改
変
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
綿
密
な
分
析
を
し
、「
句
読

点
が
系
統
的
に
改
変
、
単
語
が
訂
正
さ
れ
、
ね
じ
ら
れ
、
削
除
さ
れ
る
。
段
落

が
歪
曲
さ
れ
、
簡
略
化
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
注
９
）

。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
改

変
は
、「
南
海
」
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
姿
を
読
者
に
呈
す
る
一
方
、「
南
海
に
住

む
貿
易
商
の
物
語
」
に
含
ま
れ
る
テ
ー
マ
、
つ
ま
り
貿
易
商
＝
ケ
イ
ス
（
ウ
ィ

ル
ト
シ
ャ
を
含
め
る
）
＝
白
人
＝
文
明
の
弊
害
・
醜
悪
さ
を
露
呈
す
る
こ
と
を

和
ら
げ
る
試
み
な
の
で
あ
っ
た

（
注
10
）

。

同
じ
く
英
国
人
作
家
で
あ
り
、『
ジ
ャ
ン
グ
ル
・
ブ
ッ
ク
』
を
書
い
た
ジ
ョ

セ
フ
・
ラ
ド
ヤ
ー
ド
・
キ
ッ
プ
リ
ン
グ
（Joseph

R
u

dy
ard

K
iplin

g
,

1865-

1936

）
が
一
八
九
九
年
に
発
表
し
た
「
白
人
の
重
荷
」
と
い
う
詩
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
第
一
連

（
注
11
）

の
「
動
揺
し
た
野
蛮
な
民
の
世
話
を
や
く
た
め
だ
」、「
無

愛
想
な
な
か
ば
悪
魔
で
／
な
か
ば
子
供
の
よ
う
な
連
中
だ
」
と
い
う
表
現
は
、

当
時
の
南
海
の
支
配
者
白
人
の
被
支
配
者
へ
の
視
線
を
表
し
て
い
る
。
自
分
が

白
人
な
の
で
原
住
民
よ
り
優
位
に
立
ち
、
文
明
国
の
出
身
で
未
開
の
島
に
文
明

を
も
た
ら
す
よ
う
な
見
方
を
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
そ
の
詩
が
掲
載
さ
れ
る

七
年
も
前
に
主
人
公
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
口
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
述
べ
さ
せ
て

い
る
。「

自
分
は
白
人
で
、
本
国
で
は
非
常
に
地
位
が
高
く
、
こ
の
島
へ
来
た
の

は
利
益
を
与
え
た
い
、
文
明
を
齎
ら
し
た
い
と
思
っ
て
来
た
の
で
あ
る

（
後
略
）」

（
四
〇
頁
）

島
の
者
の
心
理
は
容
易
に
わ
か
る
。
十
歳
か
十
五
歳
位
の
少
年
の
気
持
、

そ
れ
が
普
通
の
島
の
者
の
気
持
で
あ
る
。

（
八
六
頁
）

未
開
の
世
界
へ
文
明
を
も
た
ら
す
義
務
を
背
負
い
、
そ
の
「
重
荷
」
を
感
じ

な
が
ら
植
民
地
を
作
る
と
い
う
の
は
ま
さ
に
当
時
の
白
人
の
有
色
人
種
に
対
す

る
人
種
差
別
主
義
、
植
民
地
主
義
を
正
当
化
す
る
口
実
で
あ
る
。
前
掲
の
バ
リ

ー
・
メ
ニ
コ
フ
氏
は
、
次
の
見
方
を
持
っ
て
い
る
。
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非
白
人
文
化
の
崩
壊
が
白
人
の
文
明
の
責
任
に
帰
し
、
ま
た
人
種
と
文
化

の
優
越
性
を
鼓
吹
す
る
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
拡
張
政
策
・
主
義
の
口

実
に
過
ぎ
な
い
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
分
か
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
。
彼
は
、

こ
の
物
語
を
明
示
的
に
表
現
で
き
な
い
の
を
知
っ
て
お
り
、
テ
ー
マ
を
隠

す
よ
う
に
ほ
か
の
手
段
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い

（
拙
訳
・
注
12
）。

ま
た
、
同
氏
は
、「
人
種
差
別
主
義
、
植
民
地
主
義
、
性
差
別
主
義
、
文
化

の
崩
壊
は
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
注
13
）

。
白

人
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
植
民
地
・
従
属
国
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
文
明
化
さ

れ
る
こ
と
で
自
ら
の
固
有
の
文
化
が
余
儀
な
く
漸
次
変
形
、
崩
壊
し
、
西
洋
化

さ
れ
て
ゆ
く
。
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ラ
イ
ン
ハ
ン
氏
も
、
人
種
差
別
主
義
の
ほ
か

に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
座
で
論
じ
て
い
る

（
注
14
）

。
一
体
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」

を
書
き
上
げ
た
作
者
の
意
図
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
一

八
九
一
年
九
月
二
八
日
に
親
友
の
シ
ド
ニ
ー
・
コ
ル
ヴ
ィ
ン
に
宛
て
た
書
簡
で

は
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
物
語
に
は
、
沢
山
の
事
実
や
幾
つ
か
の
喜
劇
が
入
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
初
め
て
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
南
海
の
物
語
だ
。
つ
ま
り
、
本
物
の

南
海
の
特
性
と
生
活
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
私
が
見
た
限
り
で

は
、
い
ま
ま
で
試
み
た
人
は
、
み
ん
な
ロ
マ
ン
ス
に
夢
中
に
な
り
、
結
局

氷
砂
糖
の
よ
う
な
偽
物
の
叙
事
詩
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
す
べ
て
の
趣
旨

が
失
わ
れ
て
い
た
の
だ

（
拙
訳
・
注
15
）。

さ
ら
に
、
一
八
九
二
年
五
月
十
七
日
、
同
氏
宛
の
書
簡
で
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ

ン
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
一
つ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
（
中
略
）
ほ
と
ん
ど
全
て
の
醜
悪
が
白
人

の
中
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う

（
拙
訳
・
注
16
）。

「
ほ
と
ん
ど
全
て
の
醜
悪
が
白
人
の
中
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
ス
テ
ィ
ー

ブ
ン
ソ
ン
は
、
決
し
て
白
人
の
味
方
で
は
な
い
。
弾
劾
す
る
観
点
を
持
ち
な
が

ら
、
南
海
に
い
る
貿
易
商
の
真
の
姿
を
描
い
て
い
る
。「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
主
義
観
点
、
あ
る
い
は
「
白
人
の
重
荷
」
の
よ
う

に
、
原
始
的
、
野
蛮
な
民
族
に
文
明
を
も
た
ら
す
思
想
を
正
当
化
し
、
代
弁
し

よ
う
と
し
た
作
品
で
は
な
い
。「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
で
は
、「
中
心
」
か
ら
来

た
白
人
た
ち
は
、
商
売
・
権
力
闘
争
で
フ
ァ
レ
サ
ア
に
て
互
い
に
敵
対
す
る
。

英
語
も
土
語
も
う
ま
く
操
る
ケ
イ
ス
は
、
フ
ァ
レ
サ
ア
で
非
常
に
影
響
力
の
あ

る
人
物
で
あ
る
。
迷
信
深
い
「
土
民
」
は
彼
が
「
魔
王
」
の
息
子
だ
と
信
じ
込

ん
で
い
る
。
ケ
イ
ス
は
商
売
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
に
タ
ブ
ー
に

さ
れ
た
ウ
マ
と
の
結
婚
を
勧
め
、
彼
を
商
売
が
で
き
な
く
な
る
窮
地
に
陥
ら
せ

る
。
他
方
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
最
も
大
き
な
敵
手
で
あ
る
、
悪
玉
の
赤
シ
ャ
ツ
も
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出
身
地
不
明
で
あ
る
点
で
、「
国
籍
不
明
」
の
ケ
イ
ス
と
同
様
で
あ
る
。
特
に
、

「
文
学
士
」
で
あ
り
、「
大
学
の
卒
業
生
だ
か
ら
え
ら
い
」
赤
シ
ャ
ツ
は
、「
立

派
な
教
育
が
あ
る
」
ケ
イ
ス
に
近
似
す
る
。
な
ぜ
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
も
漱
石

も
悪
玉
が
出
身
地
不
明
の
よ
う
な
設
定
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
の
ち
に
考
察

す
る
が
、
ま
ず
ケ
イ
ス
が
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
と
同
様
に
二
面
性
を
持
つ
人
物
で
あ

る
点
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

気
が
向
け
ば
応
接
間
で
喋
ら
せ
て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
な
口
も
き
い

た
が
、
そ
う
か
と
思
う
と
米
国
の
水
夫
長
も
顔
負
け
す
る
程
ひ
ど
い
言
葉

も
吐
く
し
、
ま
た
土
民
が
気
持
が
悪
く
な
る
位
烈
し
い
物
言
い
も
す
る
の

だ
っ
た
。

（
九
頁
）

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、
お
そ
ら
く
二
重
の
意
味
を
示

唆
し
て
い
る
。「
ケ
イ
ス
＝
悪
玉
＝
白
人
」
と
い
う
図
式
は
、
最
も
直
接
に
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
「
ほ
と
ん
ど
全
て
の
醜
悪
が
白
人
の
中
に
あ
る
こ
と
が
分

か
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
。
即
ち
「
白
人
＝
文
明
国
か
ら
来
た

人
＝
支
配
者
＝
悪
玉
」
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
「
白
人
の
中
に
」
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ

も
含
ま
れ
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
白
人
に
対
す
る
批
判
が
示
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
悪
人
ケ
イ
ス
を
誅
す
る
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
、
単
純
に
「
善
玉
」
だ
け
で

片
付
け
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。「
非
合
法
」
な
結
婚
で
現
地
の
女
性
を
欺
瞞

し
、「
土
民
」
を
蔑
視
す
る
と
い
う
矛
盾
が
見
受
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
悪
玉
の
ケ
イ
ス
を
出
身
不
明
の
設
定
に
し
た
の
は
、

お
そ
ら
く
悪
玉
が
フ
ァ
レ
サ
ア
に
い
る
白
人
だ
け
で
な
く
、
英
国
か
米
国
か
と

い
う
特
定
の
国
の
人
間
を
指
す
の
で
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
る
植
民
地
主

義
を
抱
え
る
文
明
国
全
般
の
白
人
を
指
そ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
論
者

は
思
う
。
で
は
、
な
ぜ
漱
石
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
一
番
の
敵
手
赤
シ
ャ
ツ
の
出
身

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
掲
の
大
谷
繞
石
宛
書
簡
に
「
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
」
と
述
べ
、
ま
た
、
前
掲
の

「
文
学
談
」
で
さ
ら
に
こ
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
、

（
中
略
）
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
。

（
注
17
）

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
が
、
善
玉
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
を
自
分
の
出
身
と
同
じ
よ
う

に
「
英
国
民
」
と
設
定
し
、
悪
玉
ケ
イ
ス
の
背
景
を
不
明
だ
と
し
た
の
と
同
様

に
、
漱
石
も
善
玉
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
江
戸
っ
子
だ
と
設
定
し
、
悪
玉
の
出
身
に
あ

ま
り
触
れ
て
い
な
い
。
漱
石
が
洩
ら
し
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
感
慨
を
考
慮
す

れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
悪
党
」
は
都
会
か
地
方
か
の
出
身
に
限
ら
ず
、「
複
雑
な

方
ば
か
り
を
よ
い
と
考
へ
る
」「
現
今
」
の
「
普
通
人
」
を
指
す
も
の
で
あ
っ
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た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
悪
党
は
、
赤
シ
ャ
ツ
の
よ
う
に
「
利
口
」、「
複

雑
」
で
あ
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
「
単
純
」
さ
を
失
っ
て
い
る
人
々
の
こ

と
で
あ
る
。

両
作
で
は
、「
中
心
」
の
人
々
が
、「
周
縁
」
へ
行
き
、
そ
こ
で
悪
玉
と
敵
対

す
る
と
い
う
「
調
子
」
は
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
明
国
か
ら
来
た
白
人
が

支
配
者
と
し
て
未
開
地
に
行
き
、
被
支
配
者
で
あ
る
未
開
人
を
教
育
し
た
い
、

文
明
化
し
た
い
と
い
う
こ
と
と
、
支
配
者
・
被
支
配
者
と
い
う
存
在
は
、『
坊

つ
ち
や
ん
』
の
学
校
・
教
師
・
生
徒
、
あ
る
い
は
教
育
者
・
被
教
育
者
の
よ
う

な
構
図
と
同
様
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、
学
校
制
度
を
骨
子
と
す
る
『
坊

つ
ち
や
ん
』
は
、
南
洋
物
語
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
と
同
様
に
、
人
間
を
啓
蒙

す
る
舞
台
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
構
想
は

漱
石
自
ら
の
教
職
経
験
に
基
づ
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
漱
石
は
、「
フ
ァ
レ
サ

ア
の
浜
」
か
ら
「
調
子
を
学
ん
」
で
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
舞
台
を
、「
フ
ァ
レ

サ
ア
の
浜
」
の
よ
う
に
「
教
育
」
に
関
わ
る
学
校
と
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
悪
玉
の
出
身
地
を
特
定
し
て
い
な
い
漱
石
も
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の

よ
う
に
、
批
判
の
対
象
を
「
現
今
普
通
人
」（
＝
一
般
的
な
考
え
を
す
る
人
、

あ
る
い
は
当
時
植
民
地
主
義
・
人
種
差
別
主
義
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
考
え
る

白
人
）
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
二
人
の
作
者
は
、
出
身
不
明
の
悪
玉

を
懲
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
層
的
な
意
味
を
示
唆
し
て
い
る
。
権
力
を

握
る
人
を
批
判
し
な
が
ら
、
漱
石
は
、「
普
通
の
人
の
よ
い
と
思
ふ
人
物
と
正

反
対
の
人
を
写
し
て
、（
中
略
）
現
今
普
通
人
の
有
し
て
ゐ
る
人
生
観
を
少
し

で
も
影
響
し
得
」
よ
う
と
い
う
意
図
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

支
配
者
側
の
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
が
被
支
配
者
の
「
土
民
」
を
軽
蔑
す
る
よ
う

に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
（
教
師
・
支
配
者
）
は
生
徒
（
被
教
育
者
・
被
支
配
者
）
を

蔑
視
す
る
。
ま
た
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
で
は
、
被
支
配
者
側
の
「
土
民
」

は
支
配
者
へ
の
抵
抗
が
な
く
、
現
地
の
女
性
も
白
人
と
結
婚
す
る
こ
と
を
慣
例

だ
と
見
な
し
、
結
婚
証
書
を
大
切
に
し
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
絶
対
的
な

支
配
者
側
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
生
徒
に
と
っ
て
支

配
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
校
長
・
教
頭
の
地
位
と
比
べ
れ
ば
被
支
配
者

側
に
も
属
し
て
い
る
。
漱
石
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
被
支
配
者
側
（
特
に
弱
い
立

場
に
立
っ
て
い
る
う
ら
な
り
）
の
味
方
と
し
、
学
校
で
権
力
を
握
っ
て
い
る
支

配
者
で
あ
る
校
長
の
狸
や
教
頭
の
赤
シ
ャ
ツ
と
い
う
権
威
へ
の
拮
抗
を
以
て
、

被
支
配
者
か
ら
支
配
者
へ
の
挑
戦
を
示
唆
し
て
い
る
。「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」

に
見
ら
れ
な
い
支
配
者
へ
の
挑
戦
と
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
が
島
に
残
り
、
坊
っ
ち

ゃ
ん
が
島
を
離
れ
る
と
い
う
結
末
の
部
分
は
、
漱
石
の
言
っ
て
い
る
「
け
れ
ど

も
之
か
ら
脱
化
し
た
」
こ
と
に
あ
た
る
。「
南
海
に
住
む
貿
易
商
の
物
語
」
で

あ
る
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
と
「
学
校
物
語
」
で
あ
る
『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
の

近
似
性
に
は
、
漱
石
の
言
っ
て
い
る
通
り
、「
誰
も
気
つ
く
ま
い
」。

お
わ
り
に

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
憧
れ
て
い
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

南
海
楽
園
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
真
実
を
曝
す
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
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浜
」
を
書
き
上
げ
た
。
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
ま
で
様
々
な
改
変
が
な
さ
れ
て
お

り
、
読
者
の
目
の
前
に
提
示
さ
れ
る
南
海
の
姿
と
当
地
の
真
の
情
況
や
、
作
中

の
種
々
の
面
白
い
要
素
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
を
愛
読
す
る
漱
石
に
刺
激
を

与
え
た
の
だ
ろ
う
。「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
と
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
両
作
は
一

見
し
た
と
こ
ろ
方
向
性
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
が
、「
調
子
を
学
ん
だ
」

と
言
う
漱
石
の
言
葉
は
、
両
作
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で

あ
り
、「
文
明
」
の
地
出
身
で
あ
る
両
作
の
主
人
公
が
「
周
縁
」
へ
行
き
、
当

地
で
様
々
な
出
来
事
が
起
こ
り
、
善
玉
が
悪
玉
と
対
峙
し
て
復
讐
を
遂
げ
る
な

ど
と
い
う
物
語
の
表
面
的
な
図
式
か
ら
、
物
語
に
見
え
る
人
種
差
別
主
義
・
植

民
地
主
義
、
支
配
者
・
被
支
配
者
（
教
育
者
・
被
教
育
者
）
と
い
う
構
造
や
舞

台
の
設
定
と
、
二
面
性
を
持
つ
主
人
公
と
い
う
人
物
造
型
の
細
部
ま
で
、
両
作

は
非
常
に
近
似
し
て
い
る
。
漱
石
は
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
に
見
え
る
矛
盾
し
た
二

面
性
、
あ
る
い
は
そ
の
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
の
資
質
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
書
き
換

え
を
し
、
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
形
作
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
不
完
全
な
ヒ
ー
ロ
ー
を
支
え
て
い
る
女
性
ウ
マ
と
清
も
、
共
通
点
と
相

違
点
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
の
人
種
差
別
主
義
・

植
民
地
主
義
に
対
し
て
の
批
判
が
『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
構
想
は
、
漱
石
の
教
職
経
験
か
ら
取
材
し
た
と
い
わ
れ

る
一
方
、「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
か
ら
様
々
な
素
材
を
摂
取
し
た
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
漱
石
は
「
調
子
を
学
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
本
人

の
明
言
が
な
い
限
り
、
そ
の
「
調
子
」
が
内
包
す
る
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
謎
の

ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
全
体
像
か
ら
い
う
と
、
両
作
の
共
通
項
、
つ

ま
り
漱
石
の
言
及
し
て
い
る
第
一
人
称
の
語
り
手
の
設
定
、
言
葉
、
色
々
な
悪

行
を
す
る
悪
党
の
設
定
と
い
う
よ
う
な
「
調
子
」
を
学
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
人

物
の
造
型
上
に
お
い
て
、
善
と
悪
（
人
種
差
別
主
義
）
の
二
面
性
を
持
つ
男
性

主
人
公
と
そ
の
不
完
全
な
英
雄
像
、
女
性
登
場
人
物
の
献
身
、
従
属
的
立
場
と

男
性
主
人
公
の
彼
女
た
ち
へ
の
尊
敬
、
悪
役
の
出
身
不
明
の
設
定
と
い
う
人
物

造
型
、
植
民
地
主
義
の
よ
う
な
支
配
・
被
支
配
の
物
語
構
造
や
、「
普
通
の
人

の
よ
い
と
思
ふ
人
物
と
正
反
対
の
人
を
写
し
て
、（
中
略
）
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
」
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ

ー
を
設
け
る
こ
と
も
、
決
し
て
偶
然
と
い
え
な
い
ほ
ど
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」

と
同
様
な
「
調
子
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）「「
坊
つ
ち
や
ん
」
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
―
―
「
調
子
を
学

ん
だ
」
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
近
代
文
学
試
論
』
第
四
十
四
号
、
二
〇
〇
六
年
十
二

月
、
広
島
大
学
近
代
文
学
研
究
会

（
２
）「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
の
原
文
に
使
わ
れ
て
い
る
、
現
地
の
住
民
を
称
す
る‘n

ative ’

と
い
う
言
葉
は
、「（
旧
式
の
、
侮
辱
的
な
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
植
民
地
開
拓
者
・
観

光
客
か
ら
見
る
あ
る
国
の
非
白
人
の
原
住
民
」（T

he
C

oncise
O

xford
D

ictionary,

10th
E

dition
,

O
xford

U
n

iversity
P

ress,
1999.

）
と
い
う
軽
蔑
的
な
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
。「
土
民
」
の
語
は
現
在
は
穏
当
で
な
い
と
論
者
は
承
知
し
て
い
る
が
、
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
描
こ
う
と
す
る
、
作
中
の
当
時
の
白
人
貿
易
商
が
原
住
民
を
蔑

視
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
保
持
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
訳
本
の
「
土
民
」
を
そ
の

― 28―



ま
ま
引
用
し
て
い
る
。

（
３
）『
漱
石
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
一
九
九
六
年
三
月
、
岩
波
書
店

（
４
）
夏
目
漱
石
「
文
学
談
」、
初
出
『
文
芸
界
』
五
巻
九
号
、
一
九
〇
六
年
九
月
一
日

（『
漱
石
全
集
』
第
二
十
五
巻
、
一
九
九
六
年
五
月
、
岩
波
書
店
）

（
５
）
川
嶋
至
「
学
校
小
説
と
し
て
の
『
坊
つ
ち
や
ん
』」『
講
座
夏
目
漱
石
』
第
二
巻
、
一

九
八
一
年
八
月
、
有
斐
閣

（
６
）
大
谷
裕
文
「
旅
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
―
―
楽
園
幻
想
と
ポ
リ
ネ
シ
ア
旅
行
」『
異
世
界
・
ユ

ー
ト
ピ
ア
・
物
語
』
井
口
正
俊
・
岩
尾
龍
太
郎
編
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
九
州
大
学

出
版
会

（
７
）
石
原
豪
人
『
謎
と
き
・
坊
っ
ち
ゃ
ん
―
夏
目
漱
石
が
本
当
に
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
』

二
〇
〇
四
年
八
月
、
飛
鳥
新
社

（
８
）
小
谷
野
敦
『
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む
　
新
し
い
女
と
古
い
男
』
一
九
九
五
年
三

月
、
中
央
公
論
社

（
９
）B

arry
M

en
ik

off,
R

obert
L

ouis
S

tevenson
and

‘T
h

e
B

each
of

F
alesá ’,

A

Study
in

V
ictorian

P
ublishing,

S
tan

ford
U

n
iversity

P
ress,

1984.

（『
ロ
バ
ー

ト
・
ル
イ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
と
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
―
―
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

朝
出
版
に
つ
い
て
の
研
究
』）

（
10
）
例
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
自
分
の
家
を
囲
ん
で
じ
っ
と
見
つ
め
る
「
土
民
」
を
見

て
、
ウ
マ
に
「
こ
の
島
の
者
み
た
い
な
馬
鹿
な
者
を
見
た
事
が
な
い
」
と
言
っ
て
い

る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
原
稿
で
は
、“I

n
ever

saw
su

ch
dam

foolkan
akas

as

y
ou

r
people

h
ere, ”

と
あ
る
が
、“I

n
ever

saw
su

ch
fools

of
K

an
akas

as
y

ou
r

people
h

ere, ”

へ
と
二
箇
所
が
改
変
さ
れ
て
い
た
。‘dam

fool ’

（
途
方
も
な
く
愚
か

な
）
と
い
う
強
い
表
現
を‘fools ’

（
愚
か
な
、
馬
鹿
げ
た
）
へ
と
和
ら
げ
さ
せ
た
。
ま

た
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
が
「
土
民
」
に
対
し
て
の
優
越
性
を
強
調
す
る
た
め
に
使
わ
れ

て
い
る
文
字
の‘kan

akas ’

が
、
あ
る
国
の
国
民
を
尊
重
す
る
た
め
に
付
与
さ
れ
る
大

文
字
の‘K

an
akas ’

に
変
更
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
11
）「
白
人
の
重
荷
」
全
七
連
の
第
一
連
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。（
平
川
祐
弘
訳
『
和
魂
洋

才
の
系
譜
』
一
九
八
七
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
）

白
人
の
荷
を
背
負
え
／
君
た
ち
が
育
て
た
最
良
の
息
子
を
送
れ
／
君
た
ち
の
捕
虜
の
需も
と

め
に
応
ず
る
た
め
に
／
君
た
ち
の
息
子
に
義
務
を
課
し
流
浪
の
地
へ
や
る
の
だ
／
重
い

武
装
を
つ
け
た
ま
ま
／
動
揺
し
た
野
蛮
な
民
の
世
話
を
や
く
た
め
だ
／
君
た
ち
が
新
た

に
捕
ま
え
た
、
無
愛
想
な
／
な
か
ば
悪
魔
で
、
な
か
ば
子
供
の
よ
う
な
連
中
だ

（
12
）
注
（
９
）
に
同
じ

（
13
）
注
（
９
）
に
同
じ

（
14
）K

ath
erin

e
B

ailey
L

in
eh

an
,

“T
ak

in
g

U
p

w
ith

K
an

ak
as

:
S

tev
en

son
’s

C
om

plex
S

ocial
C

riticism
in

‘T
h

e
B

each
of

F
alesá ’”,

E
nglish

L
iterature

in

T
ransition

:1880-1920, V
ol33,N

o.4,1990.

（「
カ
ナ
カ
に
熱
中
す
る
―
―
「
フ
ァ

レ
サ
ア
の
浜
」
に
お
け
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
複
雑
な
社
会
批
判
」）

（
15
）R

obert
L

ou
is

S
teven

son
,

T
he

W
orks

of
R

obert
L

ouis
Stevenson,

V
ailim

a

E
d

ition
,

V
ol.

X
X

II

（L
etters

III,
1887-1891

）,
S

id
n

ey
C

olv
in

,
ed

.,
A

M
S

P
ress,1974.

（
16
）R

obert
L

ou
is

S
teven

son
,

T
he

W
orks

of
R

obert
L

ouis
Stevenson,

V
ailim

a

E
dition

,
V

ol.
X

X
III

（L
etters

IV
,

1891-1894

）,
S

idn
ey

C
olv

in
,

ed.,
A

M
S

P
ress,1974.

（
17
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

【
付
記
】

※
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
漱
石
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
四
年
一
月
、
岩
波

書
店
）
を
使
用
し
た
。

※
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
の
英
語
テ
キ
ス
ト
は‘T

h
e

B
each

of
F

alesá ’

（R
obert

L
ou

is

S
tev

en
so

n
,

M
elv

ille
H

o
u

se
P

u
b

lish
in

g
,

2
0

0
5

）
を
使
用
し
た
（
初
出：

Illustrated
L

ondon
N

ew
s,

一
八
九
二
年
七
月
九
日
〜
八
月
六
日
）。
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※
「
フ
ァ
レ
サ
ア
の
浜
」
の
日
本
語
訳
は
『
南
海
千
一
夜
物
語
』（
中
村
徳
三
郎
訳
、
一
九

五
〇
年
二
月
、
岩
波
書
店
）
を
使
用
し
た
。

※
傍
線
は
私
に
付
し
た
。

―
レ
オ
ン
・
ユ
ッ
ト
・
モ
イ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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