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は
じ
め
に

　

小
論
で
取
り
上
げ
る
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」（
原
題
「
博
士
見
鬼
」）
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
中
国
都
市
部
の
新
興
中
産
階

級
を
中
心
に
独
自
の
イ
ラ
ス
ト
や
小
品
文
で
人
気
を
博
し
た
豊ほ
う

子し

愷が
い
（
一
八
九
八
―
一
九
七
五
）
が
雑
誌
『
児
童
故
事）

1
（

』
第
四
期
（
上
海
・

児
童
書
局）

2
（

、
一
九
四
七
年
四
月
）
に
発
表
し
た
作
品
で
あ
る
。
豊
は
後
に
、
同
作
品
を
含
む
、
同
誌
第
一
期
か
ら
第
一
一
期
（
一
九
四
七

年
一
月
―
同
一
一
月
）
に
掲
載
し
た
童
話
一
〇
篇
と
、
雑
誌
『
論
語　

半
月
刊
』
第
一
三
四
期
（
一
九
四
七
年
八
月
一
日
）
に
掲
載
し
た

小
説
「
明
心
国）

3
（

」
の
計
一
一
篇
を
一
冊
に
ま
と
め）

4
（

、
童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』（
原
題
『
博
士
見
鬼
』、
上
海
・
児
童
書
局
、
一
九
四

八
年
二
月
）
と
し
て
出
版
し
た
。

　

童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
は
「
も
と
も
と
は
子
ど
も
の
た
め
の
笑
い
話
や
四
方
山
話
」
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
教
育
に
一
家
言
を
も
っ
て
い
た
豊
子
愷
は
「
面
白
い
だ
け
で
意
味
の
な
い
」
話
は
好
き
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
豊
は

絵
を
描
く
に
も
文
を
書
く
に
も
、
子
ど
も
の
頃
に
母
親
が
い
つ
も
食
べ
さ
せ
て
く
れ
た
中
国
の
伝
統
菓
子
、
茯
苓
餅
を
お
手
本
と
す
る
こ
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と
に
し
た）

5
（

。
茯
苓
餅
と
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
生
薬
の
茯
苓）

6
（

を
使
っ
た
お
菓
子
で
、
茯
苓
の
粉
末
と
米
粉
を
水
に
溶
い
て
丸
型
に
薄
く
焼

き
、
そ
の
間
に
ジ
ャ
ム
や
蜜
、
ナ
ッ
ツ
等
を
挟
ん
だ
物
で
あ
る
。

　

豊
子
愷
は
、
童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』
の
序
文
で
、
幼
少
時
は
茯
苓
餅
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
た
だ
美
味
し
い
と
思
う
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
少
し
大
き
く
な
る
と
母
の
真
意
が
理
解
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
茯
苓
餅
が
単
に
美
味
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
健
康
に
有
益

で
あ
る
よ
う
に
、
豊
子
愷
も
ま
た
自
ら
の
作
品
が
た
だ
美
し
く
面
白
い
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
的
に
優
れ
、
思
想
面
で
も
良
い
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
、
童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
は
、
一
見
し
た
所
は
子
供
向

け
の
面
白
い
お
話
の
よ
う
だ
が
、
実
は
「
背
後
に
教
訓
を
隠
し
て
い
る
」
の
で
あ
る）

7
（

。

　

童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』
の
作
品
に
は
、
中
国
内
外
の
民
話
や
言
い
伝
え
を
基
に
し
た
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
第
一
作

目
の
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
は
日
本
の
古
典
落
語
「
搗つ
き

屋や

幸こ
う

兵べ

衛え

」
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
日
本
の
落
語
を
戦
後

の
中
国
の
子
ど
も
向
け
の
読
み
物
と
し
、
ま
た
「
背
後
に
教
訓
を
隠
」
す
た
め
に
、
豊
子
愷
は
時
代
設
定
や
登
場
人
物
の
性
格
、
職
業
、

関
係
性
等
に
様
々
な
工
夫
を
こ
ら
し
た
。
小
論
で
は
、
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
焦
点
を
あ
て
、
豊
子
愷
が
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
を
如

何
に
翻
案
し
た
か
、
ま
た
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
「
教
訓
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

一
．
あ
ら
す
じ

（
一
）
落
語
「
搗
屋
幸
兵
衛
」

　

ま
ず
、
豊
子
愷
が
翻
案
し
た
と
思
わ
れ
る
落
語
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
内
容
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
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小
言
好
き
な
こ
と
か
ら
、
周
り
か
ら
「
小
言
幸
兵
衛
」
と
綽
名
さ
れ
る
家
主
の
幸
兵
衛
は
、
毎
朝
長
屋
を
一
回
り
し
て
店
子
を
叱
り
歩

か
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
。
家
に
戻
れ
ば
戻
っ
た
で
、
老
妻
の
や
る
こ
と
な
す
こ
と
一
々
気
に
入
ら
ず
、
家
の
中
で
も
外
で
も
始
終
、

小
言
を
言
い
続
け
て
い
る
。

　

そ
こ
へ
訪
れ
た
の
は
貸
家
札
を
見
た
男
で
、
先
約
の
有
無
を
尋
ね
る
。
男
の
職
業
が
搗つ
き

米ご
め

屋や

と
聞
い
て
、
幸
兵
衛
は
男
を
家
へ
招
き
入

れ
、
実
は
あ
の
空
き
店
は
以
前
や
は
り
搗
米
屋
が
借
り
て
い
て
、
自
分
は
そ
の
隣
で
荒
物
屋
を
営
ん
で
い
た
の
だ
と
語
り
始
め
る
。
知
り

合
い
の
紹
介
で
結
婚
し
た
妻
は
気
立
て
の
よ
い
美
人
で
、
自
分
を
大
切
に
し
て
く
れ
る
上
に
よ
く
働
き
、
妻
の
お
か
げ
で
商
売
も
大
い
に

繁
盛
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
妻
は
ふ
と
し
た
風
邪
か
ら
患
い
つ
き
、
無
理
が
た
た
っ
て
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

　

死
の
間
際
、
も
し
自
分
に
何
か
あ
っ
た
ら
、
妹
を
後
添
い
に
し
て
ほ
し
い
と
妻
に
頼
ま
れ
、
初
め
は
誰
と
も
再
婚
し
な
い
と
言
っ
て
い

た
幸
兵
衛
も
、
妻
の
た
っ
て
の
願
い
に
妹
を
後
妻
に
迎
え
た
。
妹
は
姉
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
美
人
で
、
同
じ
よ
う
に
優
し
く
、
幸
兵
衛
は

自
分
の
女
房
運
の
良
さ
を
喜
ん
で
い
た
。

　

結
婚
当
初
は
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
二
人
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
妻
は
何
か
を
頻
り
に
気
に
病
む
よ
う
に
な
っ
た
。
不
審
に

思
っ
た
幸
兵
衛
米
が
妻
に
訳
を
尋
ね
る
と
、姉
は
幸
兵
衛
と
自
分
の
結
婚
を
自
ら
望
ん
で
お
き
な
が
ら
、実
は
自
分
の
こ
と
を
恨
み
に
思
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、毎
朝
仏
壇
を
掃
除
し
た
後
に
お
茶ち
ゃ

湯と
う

を
供
え
に
行
く
と
、前
を
向
い
て
い
た
筈
の
位
牌
が
必
ず
後
ろ
向
き
に
な
っ

て
い
る
と
言
う
。
妹
は
こ
れ
が
原
因
で
病
の
床
に
つ
き
、
つ
い
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

妹
の
た
め
の
新
し
い
位
牌
を
作
り
、
姉
の
位
牌
と
並
べ
た
日
の
翌
朝
、
幸
兵
衛
が
仏
壇
の
掃
除
を
し
て
位
牌
を
整
え
た
後
、
お
茶
湯
を

供
え
に
行
く
と
、
初
め
は
前
を
向
い
て
い
た
筈
の
位
牌
が
二
基
と
も
後
ろ
向
き
に
な
っ
て
い
る
。
て
っ
き
り
狐
狸
の
仕
業
か
と
、
徹
夜
で

位
牌
の
番
を
し
て
い
る
と
、
何
も
起
こ
ら
ぬ
ま
ま
夜
が
明
け
、
隣
の
搗
米
屋
が
踏
み
臼
で
仕
事
を
始
め
た
。
幸
兵
衛
が
ふ
と
見
る
と
、
米
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を
搗
く
振
動
に
つ
れ
て
位
牌
も
少
し
ず
つ
動
き
、
や
が
て
後
ろ
向
き
に
な
っ
た
。

　

こ
の
噺
は
最
後
、
幸
兵
衛
が
部
屋
を
借
り
に
来
た
搗
米
屋
に
向
か
っ
て
、
最
初
の
妻
は
寿
命
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
、
し
か
し
妹
の
方
は

位
牌
の
異
変
を
気
に
病
ん
で
亡
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
搗
米
屋
に
殺
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
、
い
つ
か
搗
米
屋
が
越
し
て
来
た
ら
「
女
房
の

仇
を
打マ
マ

と
う
と
思
っ
て
待
っ
て
た
ん
だ
よ
、
そ
こ
を
動
く
な
―
」
と
叫
ぶ
場
面
で
終
わ
る）

8
（

。

（
二
）
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」

　

次
に
、
豊
子
愷
の
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
つ
い
て
、
あ
ら
す
じ
を
述
べ
た
い
。

　

主
人
公
の
林
博
士
は
国
立
大
学
の
理
系
研
究
院
で
院
長
を
務
め
る
研
究
者
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
留
学
経
験
を
も
ち
、
数
学
の
定

理
を
発
見
し
て
、
国
際
学
会
で
賞
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
。
帰
国
後
に
結
婚
し
た
王
女
史
も
大
学
で
数
学
を
学
び
、
優
れ
た
成
績
で
卒
業

し
た
才
女
で
あ
る
。
彼
ら
は
互
い
に
深
く
愛
し
合
っ
て
い
た
が
、
結
婚
し
て
二
年
目
の
年
に
妻
が
突
然
、
腸
チ
フ
ス
に
罹
り
、
明
日
を
も

知
れ
ぬ
命
と
な
っ
た
。
自
ら
の
寿
命
を
予
知
し
て
泣
く
妻
を
な
だ
め
て
、
博
士
は
も
し
妻
に
何
か
あ
っ
て
も
自
分
は
決
し
て
再
婚
な
ど
し

な
い
と
自
ら
妻
に
誓
う
が
、
看
病
の
甲
斐
も
な
く
妻
は
亡
く
な
る
。

　

妻
が
亡
く
な
っ
た
の
は
陰
暦
の
年
末
で
、
博
士
も
年
末
年
始
は
葬
儀
の
準
備
で
忙
し
く
、
感
情
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
こ
う

す
る
う
ち
に
悲
し
み
も
薄
れ
、
博
士
は
次
第
に
一
人
暮
ら
し
の
寂
し
さ
や
不
便
さ
の
方
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
は
妻
へ
の
誓

い
を
重
ん
じ
、
親
戚
や
友
人
に
再
婚
を
勧
め
ら
れ
て
も
断
り
続
け
て
い
た
博
士
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
亡
く
な
っ
た
妻
に
義
理
立
て
す
る

こ
と
が
馬
鹿
ら
し
く
思
え
、
さ
ら
に
は
自
分
の
こ
と
を
深
く
愛
し
て
い
た
妻
が
あ
の
世
で
心
配
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
む
し
ろ
再
婚

し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。科
学
者
で
あ
る
林
博
士
は「
霊
魂）

9
（

の
存
在
な
ど
、少
し
も
信
じ
て
い
な
か
っ



豊
子
愷
に
よ
る
落
語
の
翻
案
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
つ
い
て

― 71 ―

た
」
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
林
博
士
は
親
戚
や
友
人
か
ら
紹
介
さ
れ
た
女
性
の
中
か
ら
、
大
学
で
教
育
学
を
学
ん
だ
李
女
史
を
選
ん
で
、
先
妻
の
王
女
史

の
葬
儀
の
数
ヶ
月
後
、
清
明
節
の
頃
に
再
婚
し
た
。
李
女
史
は
し
き
た
り
を
重
ん
じ
、
善
良
で
優
し
く
、
著
名
な
学
者
の
妻
に
最
も
相
応

し
い
女
性
と
思
え
た
。
結
婚
当
初
は
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
二
人
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
博
士
は
嬉
し
い
こ
と
や
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
度

に
急
に
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
、
ま
る
で
何
か
を
憂
え
て
い
る
か
の
様
子
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
時
に
は
悲
し
げ
な
寝
言
さ
え
も
ら
す
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
訳
を
李
女
史
に
何
度
も
尋
ね
ら
れ
、
博
士
は
先
妻
の
臨
終
の
間
際
に
再
婚
を
し
な
い
と
誓
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
約

束
を
た
が
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
先
妻
に
申
し
訳
な
く
、
心
苦
し
く
て
な
ら
な
い
の
だ
と
胸
の
内
を
明
か
し
た
。

　

そ
れ
を
聞
い
て
、
李
女
史
は
大
い
に
驚
い
た
。
慣
例
や
決
ま
り
事
に
重
き
を
置
く
彼
女
に
と
っ
て
、
破
約
は
恐
る
べ
き
大
罪
で
あ
る
。

ま
た
、
李
女
史
は
「
半
旧
式
な
女
性
」、
つ
ま
り
近
代
教
育
を
受
け
た
女
性
で
あ
り
な
が
ら
、
旧
式
の
道
徳
や
思
想
に
縛
ら
れ
て
お
り
、「
迷

信
を
完
全
に
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
李
女
史
は
、
夫
の
苦
し
み
や
寝
言
は
す
べ
て
先
妻
の
崇
り
の
せ
い
だ
と
信

じ
、
林
博
士
と
の
結
婚
を
後
悔
し
、
先
妻
は
き
っ
と
自
分
の
こ
と
を
妬
み
、
恨
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
は
、
日
々
激
し
い
恐
怖

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
夫
妻
は
、
し
ば
し
ば
先
妻
の
幽
霊
を
目
撃
し
て
は
不
安
と
恐
怖
に
怯
え
た
日
々
を
お
く
る
よ
う
に

な
る
。

　

先
妻
の
一
周
忌
、
博
士
と
妻
は
僧
侶
を
招
い
て
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
と
、
仏
壇
に
ひ
れ
伏
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
誓
い
を
破
っ
た
こ
と
」

や
「
誤
っ
て
林
博
士
に
嫁
い
だ
罪
」
を
許
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
懸
命
に
拝
ん
だ
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
翌
日
の
早
朝
に
仏
壇
の
位
牌
の

向
き
が
変
わ
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
妻
は
絶
叫
し
、
恐
怖
に
打
ち
震
え
た
。
妻
は
「
こ
れ
は
明
ら
か
に
死
者
の
霊
が
姿
を
現
し
て
、
自
分

た
ち
に
対
す
る
恨
み
の
程
を
見
せ
つ
け
、
自
分
た
ち
が
謝
っ
て
も
決
し
て
許
さ
な
い
、
自
分
た
ち
の
こ
と
は
見
た
く
も
な
い
」
と
い
う
気
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持
ち
の
表
れ
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

博
士
と
妻
は
位
牌
の
位
置
を
直
し
、
さ
ら
に
熱
心
に
拝
ん
だ
が
、
位
牌
は
翌
日
も
反
対
を
向
い
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
、「
生
涯
を
か

け
て
科
学
を
研
究
し
、
霊
魂
を
信
じ
な
い
林
博
士
も
、
今
回
ば
か
り
は
自
信
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
」。
三
日
目
の
朝
、
位
牌
が
や
は
り
反
対

を
向
い
て
い
る
の
を
見
て
、
博
士
は
「
霊
魂
の
存
在
を
確
信
し
た
」。
こ
れ
以
降
、
二
人
は
以
前
に
も
増
し
て
先
妻
の
幽
霊
を
目
に
す
る

よ
う
に
な
り
、
妻
は
気
鬱
か
ら
病
の
床
に
つ
き
、
そ
の
年
の
冬
の
初
め
に
亡
く
な
っ
た
。

　

先
妻
と
後
妻
の
位
牌
を
前
に
、
博
士
は
改
め
て
冷
静
に
「
自
分
は
こ
れ
ま
で
学
問
を
し
て
、
万
巻
の
書
を
読
ん
で
き
た
が
、
鬼
神
が
存

在
す
る
理
由
は
未
だ
に
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
世
に
幽
霊
は
本
当
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
い
、
徹
夜
で
幽
霊
の
正
体
を
突
き
止
め

る
こ
と
に
し
た
。
博
士
が
瞬
き
も
せ
ず
位
牌
を
見
つ
め
る
中
、
隣
の
農
夫
が
夜
な
べ
仕
事
に
脱
穀
を
始
め
る
と
、
そ
の
音
に
あ
わ
せ
て
位

牌
が
少
し
づ
つ
向
き
を
変
え
て
い
っ
た
。
脱
穀
の
振
動
が
原
因
と
わ
か
っ
た
博
士
は
た
だ
一
人
、
大
声
で
「
幽
霊
！ 

幽
霊
！ 

な
る
ほ
ど
、

我
々
は
物
理
法
則
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
だ
！
」、「
も
し
去
年
、こ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、二
人
目
の
妻
は
死
ぬ
こ
と
な
ど
な
か
っ

た
だ
ろ
う
に
！ 

彼
女
は
死
な
ず
に
済
ん
だ
の
に
！
」
と
憂
い
嘆
く
の
で
あ
っ
た）

10
（

。

二
．「
搗
屋
幸
兵
衛
」
と
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」

（
一
）「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
笑
い

　

以
上
、
落
語
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
と
豊
子
愷
の
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
の
あ
ら
す
じ
を
見
て
き
た
。
こ
の
二
作
を
比
較
す
る
に
あ
た

り
、
本
節
で
は
ま
ず
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
面
白
さ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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話
術
に
よ
る
笑
い
や
細
か
な
可
笑
し
さ
を
除
い
て
、「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
噺
と
し
て
の
面
白
さ
は
、
主
と
し
て
以
下
の
二
点
に
あ
る
。

第
一
は
、
後
妻
が
病
死
す
る
程
ま
で
に
気
に
病
ん
だ
先
妻
の
亡
霊
の
正
体
が
、
実
は
脱
穀
の
振
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

聴
衆
は
そ
の
意
外
な
結
末
を
楽
し
み
、
ま
た
亡
霊
や
祟
り
を
信
じ
て
、
つ
い
に
は
怯
え
死
ん
で
し
ま
う
後
妻
の
愚
か
し
さ
を
笑
う
。
そ
れ

は
、
亡
霊
や
祟
り
を
信
じ
る
迷
信
深
さ
や
非
科
学
性
に
対
す
る
笑
い
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
か
り
に
同
様
な
立
場
に
置
か
れ

た
と
し
て
も
、
自
分
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
自
信
や
余
裕
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
者
の
愚
か
し
さ
に
対
す
る
、

一
種
の
優
越
的
な
笑
い
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
幸
兵
衛
が
後
年
た
ま
た
ま
部
屋
を
借
り
に
来
た
だ
け
の
通
り
す
が
り
の
搗
米
屋
に
向
か
っ
て
、
二
番
目
の
妻
が
亡
く
な
っ
た

の
は
搗
米
屋
の
せ
い
だ
、
今
こ
そ
「
女
房
の
仇
を
打マ
マ

」
っ
て
や
る
、
そ
こ
に
直
れ
と
迫
る
理
不
尽
さ
に
あ
る
。
幸
兵
衛
の
強
引
な
理
屈
に

加
え
て
、
日
頃
は
筋
の
通
ら
な
い
話
が
大
嫌
い
で
、
正
論
一
本
や
り
で
小
言
を
言
い
続
け
て
い
る
幸
兵
衛
が
一
転
、
あ
ま
り
に
も
無
茶
な

言
い
が
か
り
を
つ
け
る
こ
と
の
差
異
が
人
々
の
笑
い
を
誘
う
。

　

こ
の
第
二
の
笑
い
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
主
人
公
の
幸
兵
衛
は
若
い
頃
に
は
貧
し
い
店
子
の
一
人
で
、
最
初
の
妻
と
二
人
で
荒
物
屋
と

し
て
懸
命
に
働
い
て
資
産
を
蓄
え
、
後
に
大
家
と
な
っ
た
人
物
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
幸
兵
衛
の
「
大
家
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
貸
家
主
と
は
異
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
職
業
で
あ
る
と
同
時
に
一

種
の
身
分
で
も
あ
っ
た）

11
（

。
当
時
、
市
制
の
末
端
に
は
「
町
年
寄
・
名
主
・
五
人
組
・
月が
ち

行
事
・
家
主
（
大
家
）」
体
制
に
基
づ
い
た
自
治

が
敷
か
れ
て
お
り
、「
大
家
」
は
長
屋
の
所
有
者
で
あ
る
「
地
主
」
に
雇
わ
れ
た
使
用
人
で
は
あ
る
も
の
の
、
地
域
の
治
安
や
住
民
の
保

護
等
、
江
戸
の
町
政
に
関
与
す
る
一
種
の
町
役
人
で
も
あ
っ
た）

12
（

。
江
戸
の
町
に
お
け
る
大
家
の
人
数
は
決
ま
っ
て
お
り
、
欠
員
が
生
じ
た

際
に
大
家
株
を
買
う
こ
と
で
大
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
株
の
譲
渡
に
要
す
る
権
利
金
は
、
地
主
か
ら
の
年
俸
の
多
寡
や
余
得
に
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よ
っ
て
異
な
る
が
、
少
な
く
と
も
数
十
両
以
上
必
要
で
、
条
件
に
よ
っ
て
は
数
百
両
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
収
入
は
町
費
か
ら
受
け
取
る

報
酬
（
大
家
株
の
年
給
）、
店
子
か
ら
の
「
節
句
銭
」
等
の
余
得
、
ま
た
店
子
の
下
肥
を
農
家
に
売
っ
て
得
た
代
金
等
で
あ
る
。
大
家
は

自
分
の
采
配
す
る
店
子
に
対
し
て
連
帯
責
任
が
あ
り
、「
警
察
・
消
防
・
民
事
相
談
ま
で
、
店
子
の
生
活
全
般
に
渡
っ
て
面
倒
を
み
る
」

こ
と
が
大
家
の
職
務
と
さ
れ
て
い
た
。
大
家
に
は
店
子
の
選
別
や
立
ち
退
き
請
求
の
権
利
も
あ
り
、
店
子
の
日
常
生
活
や
商
売
に
も
細
か

く
介
入
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

13
（

。

　

特
に
財
産
や
後
ろ
盾
も
な
い
、
し
が
な
い
店
子
の
一
人
で
あ
っ
た
幸
兵
衛
が
、
荒
物
屋
の
収
入
を
貯
め
て
大
家
の
株
を
手
に
入
れ
る
に

は
並
々
な
ら
ぬ
勤
勉
さ
と
節
約
、
そ
し
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
だ
け
の
強
い
意
志
や
厳
し
さ
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
搗

屋
幸
兵
衛
」
の
冒
頭
で
、
幸
兵
衛
は
店
子
に
う
る
さ
い
ま
で
に
細
々
と
し
た
注
意
を
与
え
る
が
、
そ
れ
は
当
時
の
大
家
と
し
て
は
極
め
て

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
幸
兵
衛
の
あ
ま
り
の
小
言
に
聴
衆
は
笑
い
を
誘
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
面
は
一
方
で
幸
兵
衛
の
真
面
目
さ
や
責
任

感
を
表
し
て
も
い
る
。
幸
兵
衛
が
面
白
み
に
欠
け
る
真
面
目
一
方
の
堅
物
で
、
店
子
や
三
番
目
の
妻
が
引
き
起
こ
す
小
さ
な
失
敗
や
不
注

意
に
、
正
論
を
か
ざ
し
て
口
う
る
さ
く
注
意
す
れ
ば
す
る
程
、
最
後
の
場
面
の
理
不
尽
さ
が
際
立
ち
、
大
き
な
笑
い
を
生
む
の
で
あ
る
。

（
二
）
幸
兵
衛
の
自
信
と
林
博
士
の
罪
悪
感

　
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
で
は
部
屋
を
借
り
に
来
た
搗
米
屋
を
相
手
に
幸
兵
衛
が
語
り
続
け
る
が
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
は
林
博
士
の
不
幸

な
出
来
事
に
つ
い
て
第
三
者
が
語
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
亡
霊
の
正
体
が
発
覚
し
た
後
も
、
博
士
は
自
ら
の
愚
か
し
さ
を
一

人
嘆
く
ば
か
り
で
、
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
農
夫
を
相
手
に
文
句
を
言
う
こ
と
も
な
い
。

　

本
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
笑
い
の
第
二
点
目
は
、
幸
兵
衛
が
た
だ
部
屋
を
借
り
に
来
た
だ
け
の
、
言
わ
ば
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縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
搗
米
屋
に
長
々
と
思
い
出
を
語
り
、
聴
衆
が
そ
の
後
の
展
開
を
楽
し
み
に
待
ち
う
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
幸
兵
衛
が

突
如
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
で
無
茶
な
八
つ
当
た
り
を
平
然
と
言
っ
て
の
け
る
こ
と
が
鍵
で
あ
る
。
一
方
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
は
、

上
述
の
よ
う
に
こ
の
場
面
自
体
が
存
在
し
な
い
た
め
、「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
も
つ
ナ
ン
セ
ン
ス
な
笑
い
も
存
在
し
な
い
。

　

豊
子
愷
が
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
を
翻
案
す
る
に
あ
た
り
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
利
用
し
た
の
は
、「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
も
う
一
つ
の
笑

い
、
す
な
わ
ち
亡
霊
や
祟
り
を
信
じ
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
を
利
用
し
た
笑
い
で
あ
る
。「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
登
場
人
物
が
皆
、
市
井
の
庶

民
で
あ
る
の
に
対
し
、
豊
子
愷
は
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
の
登
場
人
物
を
全
員
、
大
学
で
近
代
的
な
学
問
を
修
め
た
知
識
人
と
し
た
が
、

そ
れ
は
こ
の
笑
い
を
強
調
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
主
人
公
で
あ
る
幸
兵
衛
は
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
の
林
博
士
と
は
異
な
り
、
後
妻
が
先
妻
の
祟
り
に
怯
え
て
も
真

剣
に
取
り
合
わ
ず
、
妻
の
位
牌
が
後
ろ
向
き
に
変
わ
る
の
を
自
分
自
身
で
確
か
め
た
後
も
、
そ
れ
を
先
妻
の
幽
霊
の
仕
業
と
考
え
て
怯
え

る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
幸
兵
衛
が
林
博
士
よ
り
も
理
性
的
で
、
幽
霊
や
迷
信
を
信
じ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
。「
大

家
」
と
い
う
町
役
人
を
務
め
る
だ
け
に
、
幸
兵
衛
は
世
間
の
事
情
に
も
通
じ
、
物
も
よ
く
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
位
牌
の
一
件
を
狐

狸
の
悪
戯
か
と
疑
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
幸
兵
衛
も
ま
た
江
戸
時
代
の
多
く
の
庶
民
と
同
様
に
、
迷
信
や
非
合
理
的
な
考
え

か
ら
完
全
に
自
由
な
訳
で
は
な
い
。

　

幸
兵
衛
が
幽
霊
の
存
在
自
体
は
否
定
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
妻
の
亡
霊
や
そ
の
祟
り
を
恐
れ
て
い
な
い
の
は
、
幸
兵
衛
の
再
婚

が
自
分
自
身
の
意
志
で
は
な
く
、
先
妻
の
強
い
願
い
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
更
に
言
う
な
ら
ば
こ
れ
ま
で
公
明
正
大
に
生
き

て
き
た
自
分
が
先
妻
か
ら
で
あ
れ
、
他
の
人
か
ら
で
あ
れ
、
個
人
的
な
恨
み
や
祟
り
を
買
う
筈
が
な
い
と
い
う
自
信
の
故
で
あ
る
。
自
分

に
落
ち
度
が
な
い
以
上
、
幽
霊
と
い
え
ど
も
恐
れ
る
に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
林
博
士
は
死
の
床
に
つ
い
た
先
妻
に
自
ら
が
率
先
し
て
誓
い
を
立
て
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
妻
の
死
後
わ
ず
か
数
ヶ

月
で
そ
れ
を
破
り
、
再
婚
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罪
悪
感
に
日
々
苛
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
罪
悪
感
の
故
に
、
博
士
は
し
ば
し
ば
悪

夢
に
う
な
さ
れ
、
先
妻
の
亡
霊
を
見
る
。
博
士
は
若
い
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
留
学
し
、
現
在
は
国
立
大
学
の
理
系
研
究
院
で
院
長
を
務
め

る
研
究
者
で
あ
る
が
、
幽
霊
の
前
に
は
科
学
者
と
し
て
の
知
識
も
理
性
も
無
用
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
と
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
で
は
、
結
婚
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
も
相
違
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
幸
兵
衛

は
先
妻
で
あ
る
姉
の
意
志
で
そ
の
妹
と
再
婚
し
た
が
、
姉
と
の
結
婚
も
人
の
紹
介
で
、
い
ず
れ
も
幸
兵
衛
が
自
ら
の
意
志
で
妻
に
迎
え
た

訳
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
は
先
妻
と
の
結
婚
や
誓
い
、
そ
し
て
後
妻
と
の
再
婚
等
、
博
士
の
行
動
は
す

べ
て
自
ら
の
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
博
士
が
旧
社
会
と
は
別
の
、
新
し
い
価
値
観
を
も
っ
た
新
時
代
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
。
先
妻
、
後
妻
と
も
に
、
林
博
士
が
多
く
の
女
性
の
中
か
ら
選
び
、
愛
し
た
相
手
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
相
手
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
博
士
は
先
妻
と
の
破
約
に
苦
悩
し
、
ま
た
二
番
目
の
妻
ま
で
も
不
幸
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
二
重
の
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
る
の

で
あ
る
。

（
三
）
後
妻
た
ち
の
苦
悩
と
罪
悪
感

　
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
で
先
妻
の
亡
霊
に
怯
え
る
の
は
、
先
妻
で
あ
る
姉
の
願
い
に
応
じ
て
幸
兵
衛
と
再
婚
し
た
妹
で
あ
る
。「
化
か
さ
れ
た

博
士
」
と
は
異
な
り
、
こ
の
再
婚
自
体
が
先
妻
の
強
い
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
妹
は
姉
に
感
謝
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
怒
り

や
恨
み
を
買
う
よ
う
な
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
妹
は
な
ぜ
姉
の
亡
霊
を
恐
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。

　

そ
も
そ
も
、
幸
兵
衛
の
先
妻
が
死
の
間
際
に
、
自
分
よ
り
も
「
年と

齢し

が
若
く
っ
て
、
そ
し
て
器
量
も
い
い
」
妹
と
の
再
婚
を
強
く
願
っ
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た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。
再
婚
自
体
を
渋
る
幸
兵
衛
に
対
し
て
、
先
妻
は
こ
う
懇
願
す
る
。

『
ど
う
せ
、
こ
い
だ
け
の
身
上
ン
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
貴
方
は
お
か
み
さ
ん
を
持
つ
で
し
ょ
う
』『
い
や
持
た
な
い
よ

―
お
前ま
い

み
た

い
な
、
女
ァ
も
う
い
な
く
な
る
か
ら
に
は
』（
中
略
）『
い
い
え
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
知
ら
な
い
人
が
あ

と
イ
、
な
お
る
よ
り
か
、
あ
た
し
の
、
妹
を
す
い
ま
せ
ん
が
、
旦
那
あ
た
し
だ
と
思
っ
て
可
愛
が
っ
て
や
っ
て
く
だ
さ
い）

14
（

』

　

先
妻
は
、
夫
の
幸
兵
衛
、
そ
し
て
幸
兵
衛
と
二
人
で
苦
労
し
て
貯
め
た
財
産
の
二
つ
が
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
他
の
女
性
の
物
と
な
る

の
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、再
婚
を
承
諾
し
た
妹
の
気
持
ち
に
つ
い
て
は
何
も
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。し
か
し
、幸
兵
衛
が
結
婚
生
活
を
振
り
返
っ
て「『
ま
ァ

あ
り
が
た
い
な
ァ
世
の
中
に
俺
ぐ
ら
い
、
エ
運
の
い
い
者
ァ
な
い
な
ァ

―
先せ
ん

の
か
み
さ
ん
は
、
亭て
え

主し

思
い
で
あ
あ
や
っ
て
一
生
懸
命
に

働
い
て
く
れ
た
し
、
寿
命
ず
く
と
は
い
い
な
が
ら
そ
の
女
房
が
、
い
な
く
な
っ
て
、
そ
し
て
、
二
度
添
い
を
も
ら
う
と
な
っ
た
ら
、
え
？

そ
の
妹
を
も
ら
っ
て
く
れ
ッ
っ
て
、
と
こ
れ
が
ま
た
年と

齢し

が
若
く
っ
て
一
生
懸
命
に
働
い
て
、
女
が
よ
く
っ
て
本
当
に
俺
ぐ
ら
い
恵
ま
れ

て
る
者
ァ
な
い
』
と
、
あ
た
し
ゃ
思
っ
た
な
ァ
」
と
惚
気
て
い
る
こ
と
か
ら）

15
（

、
妹
も
幸
兵
衛
と
結
婚
し
た
当
初
は
平
穏
で
幸
せ
な
日
々
を

過
ご
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
幸
兵
衛
と
の
結
婚
生
活
が
幸
せ
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
妹
は
亡
く
な
っ
た
姉
に
申
し
訳
な
く
も
あ

り
、
ま
た
姉
を
不
憫
に
も
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朝
、
姉
の
位
牌
が
反
対
を
向
い
て
い
る
の
を
見
て
も
、
妹
は
初
め
か
ら

そ
れ
を
気
に
病
ん
で
い
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
姉
が
自
分
を
恨
む
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
連
日
の
よ
う
に
位
牌
の
向
き
が
変
わ
る
の
を
見
て
、
妹
も
そ
の
訳
を
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
姉
が
自

分
の
幸
せ
を
恨
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
幸
兵
衛
と
の
結
婚
は
姉
自
身
の
強
い
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
に

し
て
思
え
ば
、
そ
れ
も
姉
が
死
の
間
際
ま
で
夫
幸
兵
衛
と
財
産
に
執
着
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
自
分
が
今
そ
の
両
方
を
楽
々
と
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手
に
入
れ
、
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
の
を
、
姉
は
あ
の
世
で
ど
う
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
だ
け
で
、
妹
は
恐
怖
に
怯
え
竦
ん
だ
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
お
い
て
、
林
博
士
が
再
婚
し
た
李
女
史
は
、
大
学
で
近
代
教
育
を
受
け
た
新
世
代
の
女
性
で
あ
る
が
、

思
想
的
に
は
旧
式
の
道
徳
に
縛
ら
れ
た
「
半
旧
式
な
女
性
」
で
あ
る
。
先
妻
と
の
約
束
を
破
っ
た
の
は
李
女
史
で
は
な
く
夫
の
林
博
士
で

あ
り
、
李
女
史
は
林
博
士
と
の
結
婚
以
前
に
は
そ
の
約
束
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
博
士
と
の
結
婚
を
悔
や
み
、
自

分
を
責
め
続
け
る
。
先
妻
の
臨
終
間
際
に
博
士
が
立
て
た
誓
い
を
知
っ
た
日
か
ら
、
李
女
史
は
不
安
と
恐
怖
に
怯
え
、
地
獄
の
よ
う
な
生

活
を
お
く
る
が
、
彼
女
に
先
妻
の
亡
霊
を
見
せ
る
の
は
彼
女
自
身
の
後
悔
と
自
責
の
念
に
他
な
ら
な
い
。
何
も
知
ら
ず
に
結
婚
し
た
以
上
、

李
女
史
に
は
本
来
、
何
の
罪
も
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
女
史
の
よ
う
に
「
半
旧
式
な
」
考
え
を
も
ち
、
世
間
の
し
き
た
り
や
決
ま

り
事
を
重
ん
じ
る
女
性
に
と
っ
て
破
約
は
大
罪
で
あ
り
、
知
ら
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
自
分
は
結
果
と
し
て
夫
に
そ
の
罪
を
犯
さ
せ
た
共

犯
者
な
の
で
あ
る
。

　
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
と
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
の
二
人
の
後
妻
は
、
ど
ち
ら
も
自
分
自
身
は
何
の
罪
も
犯
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
二
人
は
自
分
で
自
分
を
責
め
、
つ
い
に
は
先
妻
の
亡
霊
に
怯
え
死
ぬ
。
幸
兵
衛
の
後
妻
は
姉
の
死
と
交
換
に
自
分
が
幸

せ
に
な
っ
た
こ
と
に
、
そ
し
て
李
女
史
は
林
博
士
に
約
束
を
破
ら
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
責
任
と
罪
の
意
識
を
感
じ
て
い
る
。

二
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
は
い
ず
れ
も
罪
悪
感
で
あ
る
。
幸
兵
衛
の
後
妻
が
実
の
姉
で
あ
る
先
妻
に
申
し
訳
な
く
感
じ
る
の
は
、
人
間

の
心
理
と
し
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
李
女
史
の
罪
悪
感
は
先
妻
に
対
す
る
申
し
訳
な
さ
で
は
な
く
、
破
約
と
い
う
罪
に
由

来
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
李
女
史
は
し
き
た
り
や
約
束
を
守
る
こ
と
に
重
大
な
価
値
を
置
い
て
い
る
。
先
妻
と
は
何
の
縁
も
な
く
、

本
来
な
ら
ば
罪
の
意
識
な
ど
覚
え
る
必
要
の
な
い
李
女
史
に
敢
え
て
罪
悪
感
を
覚
え
さ
せ
る
た
め
の
設
定
と
し
て
、
豊
子
愷
は
李
女
史
を
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こ
の
よ
う
に
従
順
で
「
半
旧
式
な
女
性
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
旧
時
代
に
お
い
て
東
洋
の
女
性
は
、
裏
切
っ
た
男
性
で
は
な
く
、
そ
の
相
手
の
女
性
を
憎
み
、
恨
む
と
考
え
ら
れ
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
か
。
小
泉
八
雲
が
出
雲
地
方
の
伝
説
を
翻
案
し
た
小
説
「
破
ら
れ
た
約
束
」
は
、
あ
る
武
士
が
妻
の
死
の
間
際
に
決
し
て

再
婚
は
し
な
い
と
妻
に
誓
っ
た
も
の
の
、
家
督
の
た
め
も
あ
っ
て
再
婚
し
た
所
、
嫉
妬
に
か
ら
れ
た
先
妻
の
亡
霊
が
後
妻
を
呪
い
殺
す
と

い
う
話
で
あ
る
。
同
作
品
は
怪
談
で
あ
る
た
め
、
先
妻
の
亡
霊
が
実
際
に
姿
を
現
し
、
後
妻
の
生
首
を
引
き
ち
ぎ
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
結

末
で
終
わ
る
が
、
再
婚
を
め
ぐ
る
破
約
や
先
妻
の
亡
霊
、
そ
し
て
後
妻
の
死
と
い
う
点
で
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
や
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に

よ
く
似
て
い
る
。「
破
ら
れ
た
約
束
」
に
お
い
て
も
、
先
妻
の
恨
み
は
約
束
を
破
っ
た
夫
で
は
な
く
、
罪
も
な
い
後
妻
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
八
雲
は
最
後
に
、
こ
の
話
を
語
っ
て
く
れ
た
友
人
と
の
会
話
と
い
う
形
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
は
ま
た
、
ひ
ど
い
話
だ
」
わ
た
し
は
、
そ
れ
を
物
語
っ
た
友
人
に
言
っ
た
。「
復
讐
を
し
た
け
れ
ば
、
死
ん
だ
女
は
男
に
た
い

し
て
す
る
べ
き
だ
っ
た
」

友
人
は
答
え
た
。「
男
は
そ
う
考
え
る
け
ど
、
女
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
は
思
わ
な
い
の
だ
よ
」

な
る
ほ
ど
友
人
の
言
う
と
こ
ろ
は
正
し
か
っ
た）

16
（

。

　

尚
、
上
記
の
会
話
で
八
雲
に
こ
の
話
を
伝
え
た
友
人
は
、
原
文
で
は
「H

e

」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
男
性
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
八
雲
に
こ
の
話
を
し
た
の
は
妻
の
小
泉
セ
ツ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
米
を
搗
く
こ
と

　

二
人
の
後
妻
を
苦
し
め
、
つ
い
に
は
死
に
至
ら
し
め
た
幽
霊
の
正
体
は
、
実
は
隣
家
の
米
を
搗
く
振
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
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て
、
こ
の
米
を
搗
く
と
い
う
行
為
は
話
の
展
開
上
、
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、「
搗
屋
幸
兵
衛
」
と
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
は
行
為

の
主
体
や
時
期
、
理
由
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
に
お
け
る
行
為
主
体
は
、
玄
米
を
臼
で
挽
い
て
精
白
す
る
米
の
小
売
店
搗
米
屋
で
、
搗
屋
ま
た
は
米
屋
と
も
呼

ば
れ
る
。
当
時
、
江
戸
に
入
っ
て
来
る
米
の
う
ち
、
幕
府
や
各
藩
の
米
は
米
問
屋
が
仲
買
に
卸
し
て
い
た
。
こ
れ
を
精
米
し
て
販
売
す
る

搗
米
屋
と
い
う
業
態
が
確
立
し
た
の
は
明
暦
（
一
六
五
五
―
五
七
）
の
頃
か
ら
と
さ
れ
て
い
る）

17
（

。
搗
米
屋
で
は
店
の
土
間
に
唐
臼
（
踏
臼
）

を
据
え
、
そ
の
腕
木
に
米こ
め

搗つ
き

と
呼
ば
れ
る
日
雇
い
の
労
働
者）

18
（

が
乗
り
、
こ
の
下
に
置
い
た
玄
米
を
足
で
踏
み
つ
け
て
搗
い
た
。
そ
の
振
動

と
騒
音
は
凄
ま
じ
か
っ
た
よ
う
で
、
当
時
の
川
柳
に
は
「
早
起
き
は
米
屋
の
向
こ
う
両
隣
り
」、「
し
ぶ
し
ぶ
に
米
屋
の
隣
早
く
起
き
」
等
、

搗
米
屋
の
地
響
き
を
題
材
と
し
た
作
品
も
少
な
く
な
い
。

　

一
方
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
お
い
て
、
米
を
搗
く
の
は
林
博
士
の
隣
に
住
む
農
夫
で
あ
る
。
搗
米
屋
が
毎
日
、
早
朝
に
作
業
す
る

の
に
対
し
、
林
博
士
の
近
隣
の
農
夫
た
ち
は
冬
至
の
前
後
に
夜
な
べ
で
米
を
搗
く
。
幸
兵
衛
と
林
博
士
が
幽
霊
の
正
体
に
気
が
つ
く
時
間

が
そ
れ
ぞ
れ
早
朝
、
夜
中
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
搗
米
屋
と
農
夫
の
作
業
の
時
間
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

　
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
、
先
妻
が
亡
く
な
っ
た
の
は
旧
暦
の
年
末
の
こ
と
で
、
博
士
は
翌
年
の
冬
至
に
そ
の
一
周
忌
法
要
を
営
み
、

そ
の
翌
日
以
降
、
位
牌
が
常
に
反
対
を
向
く
の
を
見
て
後
妻
は
病
の
床
に
つ
き
、
翌
年
の
冬
の
初
め
に
亡
く
な
る
。
博
士
は
そ
の
年
の
冬

至
に
は
、
先
妻
と
後
妻
の
二
人
の
位
牌
を
並
べ
、
法
要
を
執
り
行
っ
た
。
こ
の
法
要
に
つ
い
て
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
で
は
「
慣
例
通

り
祭
祀
を
執
り
行
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）

19
（

。
冬
至
に
法
要
を
営
む
の
が
、
な
ぜ
「
慣
例
通
り
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
中

国
の
冬
至
の
伝
統
的
風
習
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

古
来
中
国
で
は
、
冬
至
節
は
春
節
（
旧
正
月
）
に
つ
ぐ
重
要
な
節
令
と
し
て
、
朝
廷
で
は
祭
天
や
朝
賀
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
民
間
で
も
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祖
先
へ
の
供
薦
や
祭
祀
、
家
長
へ
の
進
酒
、
師
老
へ
の
拝
賀
等
の
行
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
冬
至
節
が
こ
の
よ
う
に
重
ん
じ
ら
れ
、
春

節
に
相
似
し
た
風
習
を
も
つ
理
由
と
し
て
は
「
古
く
に
一
歳
の
生
活
の
終
わ
り
と
始
め
を
冬
至
に
置
い
た
生
活
習
慣
の
残
存
」
が
指
摘
さ

れ
る
。
そ
の
後
、
清
朝
の
滅
亡
と
と
も
に
冬
至
節
の
朝
廷
行
事
も
消
滅
し
、
民
間
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
風
習
も
次
第
に
廃
れ
て
い
っ

た）
20
（

。

　

魯
迅
の
小
説
「
祝
福
」
に
は
、
冬
至
の
日
に
先
祖
の
祭
祀
を
行
う
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が）

21
（

、
豊
子
愷
の
故
郷
桐
郷
は
魯
迅
の
故
郷
紹

興
と
同
じ
浙
江
省
に
あ
り
、
豊
の
父
（
豊
鐄
）
は
挙
人
で）

22
（

、
魯
迅
の
生
家
と
同
じ
く
読
書
人
の
家
庭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
豊
自
身
も
同
様

な
祭
祀
の
経
験
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
祝
福
」
と
は
、
旧
時
、
江
南
一
帯
で
行
わ
れ
て
い
た
大
晦
日
の
行
事
の
こ
と
で
、「
福
礼
」

と
呼
ば
れ
る
三
牲
（
一
般
に
鶏
、
鵝
鳥
、
豚
）
の
肉
や
、
放
生
の
た
め
の
生
き
た
鯉
等
を
神
や
祖
先
に
供
え
て
、
一
年
の
無
事
を
感
謝
す

る
。
ま
た
、
一
夜
明
け
て
新
年
に
は
「
福
礼
」
の
他
に
、
果
物
を
盛
っ
た
鉢
や
「
田
舎
特
有
の
餅
や
粽
」
も
供
え
ら
れ
た）

23
（

。

　

ま
た
、
中
国
語
で
餅
を
表
す
「
年
糕
」
は
、「
糕
」
の
発
音
が
「
高
」（g āo

）
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
年
ご
と
に
良
く
な
る
」
と

い
う
吉
祥
の
意
味
を
も
ち
、
新
年
を
祝
う
め
で
た
い
食
品
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
江
南
地
方
で
は
、
農
民
た
ち
は
秋
の
収
穫
を
終
え
た

農
事
的
に
最
も
暇
な
時
期
に
新
年
の
た
め
の
餅
の
準
備
を
始
め
る
。
そ
の
た
め
の
最
初
の
作
業
は
、
餅
を
作
る
た
め
の
粉
を
搗
く
こ
と
で

あ
る）

24
（

。

　

江
南
地
方
に
こ
の
よ
う
な
風
習
が
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
前
述
の
冬
至
の
伝
統
を
考
え
る
と
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
お
い
て
隣

家
の
農
夫
が
「
勤
勉
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
、
冬
至
の
当
日
お
よ
び
そ
の
前
後
に
敢
え
て
夜
な
べ
仕
事
に
米
を
搗
く
の
は
い
さ
さ
か
奇

妙
で
、
む
し
ろ
農
閑
期
に
新
年
の
餅
の
準
備
と
し
て
行
う
方
が
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
豊
子
愷
が
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
お

い
て
、
農
夫
が
冬
至
か
ら
そ
の
後
の
数
日
間
、
連
日
の
よ
う
に
米
を
搗
く
よ
う
に
設
定
し
た
理
由
は
不
詳
で
あ
る
が
、
敢
え
て
言
う
な
ら
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ば
、
祭
霊
を
行
っ
た
冬
至
の
日
に
、
位
牌
の
変
化
に
初
め
て
気
づ
い
た
林
博
士
夫
妻
が
、
そ
の
後
も
毎
日
の
よ
う
に
続
く
異
変
に
次
第
に

恐
怖
心
を
煽
ら
れ
て
い
く
様
子
を
描
く
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

三
．
豊
子
愷
の
隠
し
た
「
教
訓
」
と
魯
迅
の
問
い

（
一
）
翻
案
と
豊
子
愷
の
「
教
訓
」

　

第
二
章
で
は
、
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
豊
子
愷
が
落
語
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
を
如
何
に
翻
案
し
た
か
を
見

て
き
た
。
以
下
、
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
江
戸
時
代
の
日
本
と
戦
後
の
中
国
と
い
う
時
間
や
場
所
の
設
定
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
基

づ
く
微
細
な
相
違
の
ほ
か
に
、
主
と
し
て
次
の
三
点
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
幸
兵
衛
と
博
士
の
再
婚
に
至
る
経
緯
と
相
手
で
あ
る
。
幸
兵
衛
は
先
妻
の
希
望
で
、
そ
の
妹
と
再
婚
し
た
。
相
手
の
選
択
も
含

め
て
、
こ
の
再
婚
に
は
幸
兵
衛
の
自
発
的
な
意
志
は
存
在
せ
ず
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
幸
兵
衛
は
先
妻
に
対
し
て
何
の
罪
の
意
識
も
感
じ

て
い
な
い
。
一
方
、
林
博
士
は
自
ら
先
妻
に
誓
い
を
立
て
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
ら
再
婚
を
希
望
し
、
自
ら
李
女
史
を
選
ん
だ
。
す
べ
て

が
自
ら
の
意
志
に
基
づ
い
た
自
発
的
な
行
為
で
あ
る
以
上
、
そ
の
責
任
も
ま
た
自
分
自
身
で
負
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
責

任
と
、
そ
れ
を
誰
に
も
転
嫁
で
き
な
い
と
い
う
思
い
は
、
近
代
的
知
識
人
で
あ
る
博
士
に
重
く
の
し
か
か
り
、
博
士
は
再
婚
当
初
か
ら
陰

鬱
な
気
分
で
日
々
を
お
く
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
二
人
の
後
妻
の
意
識
の
相
違
で
あ
る
。
幸
兵
衛
の
後
妻
が
先
妻
に
抱
く
の
は
、
申
し
訳
な
さ
や
憐
れ
み
に
よ
る
罪
悪
感
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
李
女
史
の
場
合
は
、
破
約
と
い
う
夫
の
大
罪
に
自
分
も
加
担
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
罪
悪
感
で
あ
る
。
両
者
は
、
罪
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の
意
識
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

第
三
点
と
し
て
は
、
結
末
の
相
違
で
あ
る
。「
搗
屋
幸
兵
衛
」
で
は
、
幸
兵
衛
は
部
屋
を
借
り
に
来
た
だ
け
の
通
り
す
が
り
の
搗
米
屋

に
八
つ
当
た
り
的
な
言
い
掛
か
り
を
つ
け
て
終
わ
る
。
幸
兵
衛
は
位
牌
に
つ
い
て
狐
狸
の
仕
業
か
と
疑
う
こ
と
は
あ
る
が
、
先
妻
の
亡
霊

と
思
う
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
こ
れ
は
、
幸
兵
衛
が
幽
霊
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
先
妻
に
対
し
て
罪
の
意
識
を
感
じ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
林
博
士
は
先
妻
に
対
す
る
後
妻
の
恐
怖
心
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
先
妻
の
亡
霊

に
怯
え
る
が
、
後
妻
の
死
後
に
冷
静
さ
と
理
性
を
取
り
戻
す
。
最
後
に
、
亡
霊
の
正
体
が
米
搗
き
の
振
動
だ
と
知
っ
た
博
士
は
、
す
べ
て

物
理
法
則
に
よ
る
も
の
で
、
自
分
や
後
妻
は
そ
れ
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
幽
霊
や
祟
り
と
い
っ
た
迷
信
や
非
科
学
的
思
考
に
振
り
回
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
知
り
愕
然
と
す
る
。

　

小
論
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
豊
子
愷
は
た
だ
「
面
白
い
だ
け
で
、
意
味
の
な
い
」
作
品
で
は
な
く
、
読
者
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す

作
品
の
創
作
を
心
が
け
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
し
ば
し
ば
「
教
訓
」
が
隠
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
豊
子
愷
が
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に

隠
し
た
「
教
訓
」
と
は
一
体
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
の
結
末
で
博
士
が
嘆
い
た
、

迷
信
や
非
科
学
的
思
考
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
豊
子
愷
の
仏
教
信
仰
と
迷
信
否
定

　

豊
子
愷
は
仏
教
徒
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
仏
教
信
仰
に
よ
る
果
報
を
求
め
て
迷
信
的
な
仏
教
行
為
や
形
式
的
な
礼
拝
、
念
仏
、
菜
食
等

を
行
う
「
い
わ
ゆ
る
仏
教
を
信
じ
る
人
」
に
は
強
い
嫌
悪
を
抱
い
て
い
た
。
豊
子
愷
も
菜
食
者
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
体
質
的
な
理
由

に
よ
る
も
の
で
、
肉
食
を
し
な
い
こ
と
や
仏
教
帰
依
式
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
、
上
述
の
よ
う
な
信
者
か
ら
「
同
志
」
の
扱
い
を
受
け
る
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こ
と
に
は
辟
易
す
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る）

25
（

。

　

豊
の
故
郷
浙
江
省
は
そ
も
そ
も
仏
教
信
仰
の
盛
ん
な
地
域
で）

26
（

、
豊
が
晩
年
に
綴
っ
た
幼
少
期
の
回
想
に
は
、
盂
蘭
盆
の
施
餓
鬼
法
要
や

「
謝
菩
薩
」
等
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
謝
菩
薩
」
と
は
別
名
「
拝
三
牲
」
と
も
言
い
、
豚
の
頭
や
魚
、
鶏
を
菩
薩
に
捧
げ
、
病
を
治

癒
し
て
も
ら
う
と
い
う
民
間
信
仰
の
行
事
で
、
豊
子
愷
自
身
も
何
度
か
菩
薩
に
祈
っ
た
経
験
を
も
つ）

27
（

。
中
国
で
は
、
一
九
一
〇
年
代
後
半

か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
新
文
化
運
動
期
に
、
迷
信
の
打
倒
や
宗
教
自
体
を
否
定
す
る
動
き
が
生
じ
、
仏
事
や
民
間
の
宗
教
儀
礼
は
迷

信
で
あ
る
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
各
地
で
寺
院
が
破
壊
さ
れ
た
が
、
豊
の
幼
少
期
に
は
ま
だ
俗
信
や
迷
信
、
民
間
信
仰
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
た
。
豊
子
愷
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
九
年
に
か
け
て
、
浙
江
省
に
お
け
る
五
四
新
文
化
運
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た
浙
江
省
立
第
一

師
範
学
校
に
学
ん
だ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
民
間
信
仰
や
宗
教
に
対
す
る
攻
撃
や
批
判
の
最
も
盛
ん
な
時
期
で
あ
っ
た
。
幼
い
頃
に
自
分
自

身
も
様
々
な
民
間
信
仰
の
行
事
を
体
験
し
て
い
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
も
の
に
対
す
る
反
発
も
一
層
で
、
豊
子
愷
は
そ
の
後
、
生
涯
に
わ

た
り
民
間
の
宗
教
儀
礼
や
迷
信
的
な
信
仰
の
姿
勢
、
そ
し
て
民
衆
の
無
知
を
利
用
す
る
僧
侶
ら
を
軽
蔑
し
、
激
し
く
嫌
悪
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
豊
子
愷
は
上
述
の
浙
江
省
立
第
一
師
範
学
校
時
代
の
恩
師
で
、
一
九
一
八
年
に
出
家
し
た
弘
一
法
師
（
俗
名
李
叔
同
、
一
八

八
〇
―
一
九
四
二
）
の
影
響
も
あ
り
、
一
九
二
七
年
に
法
師
に
よ
る
仏
教
帰
依
式
を
受
け
た
。
弘
一
法
師
は
豊
子
愷
を
仏
教
へ
と
導
い
た

が
、
そ
の
教
え
は
仏
教
経
典
の
研
究
や
言
葉
で
の
理
解
よ
り
も
、
念
仏
や
菜
食
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
法
師
は
こ
う
し
た
実
践
を

通
じ
て
、
豊
子
愷
が
仏
教
の
奥
義
を
会
得
し
、
修
行
の
道
を
完
成
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
そ
れ
は
豊
の
仏
教
へ
の
関
心
と
は
方
向
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

28
（

。
仏
教
帰
依
式
を
受
け
た
当
時
、
豊
子
愷
は
家
族
の
度
重
な
る
不
幸
や
中
国
の
将
来
を
憂
い
、
精
神
的
に
追
い
詰

め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
の
解
脱
を
求
め
て
の
仏
教
へ
の
帰
依
で
あ
っ
た
が
、
五
四
新
文
化
運
動
の
洗
礼
を
受
け
、
迷
信
や
封
建
的
風

習
に
否
定
的
で
あ
っ
た
豊
子
愷
が
必
要
と
し
て
い
た
の
は
、
念
仏
や
菜
食
等
の
実
践
で
は
な
く
、
む
し
ろ
納
得
で
き
る
だ
け
の
理
論
的
裏
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付
け
で
あ
っ
た
。

　

豊
子
愷
に
そ
れ
を
授
け
て
く
れ
た
の
は
、
弘
一
法
師
の
友
人
で
、
出
家
前
の
法
師
（
李
叔
同
）
に
最
初
に
仏
教
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
儒

学
者
の
馬
一
浮
（
一
八
八
三
―
一
九
六
七
）
で
あ
る
。
馬
一
浮
は
豊
子
愷
に
、
人
の
境
地
を
決
め
る
の
は
心
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
心

を
護
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
説
き
、
仏
教
や
人
生
そ
の
も
の
に
対
し
て
錯
乱
状
態
に
あ
っ
た
豊
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
八
年
一
一
月
、
広
西
省
（
現
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
）
宜
山
に
疎
開
し
て
い
た
馬
一
浮
が
、
同
じ
く
同
地
に
疎
開
し
て
い
た

豊
子
愷
に
贈
っ
た
詩
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

『
華
厳
経
』
の
偈
に
云
う
。
心
は
巧
み
な
画
師
の
よ
う
で
、
一
切
の
現
象
を
見
事
に
表
出
す
る）

29
（

。
私
が
常
々
君
に
謂
う
よ
う
に
三
界

に
は
た
だ
心
だ
け
が
存
在
し）

30
（

、
ま
た
三
界
に
は
た
だ
画
だ
け
が
存
在
す
る）

31
（

。

　

こ
の
「
三
界
に
は
た
だ
心
だ
け
が
存
在
す
る
」
と
は
、
三
界
の
現
象
は
す
べ
て
心
の
働
き
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
た
幻
影
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
豊
子
愷
は
馬
一
浮
の
こ
の
よ
う
な
教
え
に
深
く
賛
同
し
、
自
ら
も
心
の
働
き
に
重
き
を
置
い
た
「
護
心
主
義
」
を
生
涯

に
わ
た
っ
て
提
唱
し
た
。「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
お
い
て
、
林
博
士
や
李
女
史
が
見
た
先
妻
の
幽
霊
は
、
ま
さ
に
彼
ら
の
心
の
働
き
が

生
み
出
し
た
幻
影
で
あ
っ
た
。

 （
二
）
魯
迅
「
祝
福
」
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
豊
子
愷
の
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」（
一
九
四
七
年
）
は
落
語
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
翻
案
で
あ
る
が
、
同

時
に
魯
迅
の
「
祝
福
」（
一
九
二
四
年
）
に
も
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
小
論
第
二
章
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

魯
迅
の
「
祝
福
」
に
は
、
か
つ
て
中
国
の
江
南
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
冬
至
の
先
祖
祭
祀
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
豊
子
愷
が
「
化
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か
さ
れ
た
博
士
」
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
冬
至
節
に
法
要
を
執
り
行
っ
た
の
も
、
同
作
品
が
「
祝
福
」
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
す
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る）

32
（

。
以
下
、「
祝
福
」
の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い）

33
（

。

　
「
祝
福
」
の
主
人
公
、
祥
林
嫂
は
二
〇
代
半
ば
の
若
さ
で
一
〇
歳
年
下
の
夫
に
先
立
た
れ
る
と
、
姑
か
ら
再
婚
を
強
制
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
た
め
婚
家
を
逃
げ
出
し
、
魯
鎮
の
魯
四
老
爺
（
語
り
手
「
私
」
の
父
方
の
四
番
目
の
叔
父
）
の
家
に
下
働
き
と
し
て
雇
わ
れ
た
。
真
面

目
に
働
く
祥
林
嫂
は
魯
家
で
重
宝
が
ら
れ
た
が
、
姑
に
見
つ
か
り
、
山
奥
の
村
に
花
嫁
と
し
て
売
ら
れ
て
し
ま
う
。
祥
林
嫂
の
貞
節
観
念

は
強
く
、
初
め
は
頑
な
に
再
婚
を
拒
ん
で
い
た
が
、
や
が
て
息
子
も
生
ま
れ
、
祥
林
嫂
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
生
ま
れ
て
初
め
て
の
平
穏

で
幸
せ
な
生
活
が
続
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
間
も
な
く
二
番
目
の
夫
は
チ
フ
ス
で
亡
く
な
り
、
息
子
も
狼
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
。
行
き
場
を
失
っ
た
祥
林
嫂
は
再
び

魯
家
に
戻
っ
て
働
き
始
め
る
が
、
大
晦
日
の
「
祝
福
」
や
冬
至
の
よ
う
な
祭
祀
の
際
に
は
祭
器
は
お
ろ
か
料
理
に
さ
え
手
を
触
れ
る
こ
と

も
許
さ
れ
な
い
。
魯
四
老
爺
の
考
え
で
は
、
祥
林
嫂
の
よ
う
に
二
度
も
夫
に
死
な
れ
た
女
性
は
同
情
に
は
値
す
る
が
、
言
わ
ば
「
良
俗
を

敗や
ぶ

る
者
」
で
あ
り
、「
不
浄
」
な
存
在
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
再
婚
以
前
に
は
、
祭
祀
の
準
備
は
「
祥
林
嫂
の
勤
勉
と
能
力
を
も
っ

と
も
よ
く
示
す
仕
事
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
二
番
目
の
夫
の
死
後
、
こ
の
準
備
へ
の
参
加
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
は
祥
林
嫂
に

は
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
丸
尾
常
喜
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

祭
り
の
準
備
に
加
わ
る
こ
と
は
、
共
同
体
に
約
束
さ
れ
る
幸
福
の
末
端
に
、
自
分
も
ま
ち
が
い
な
く
連
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
実

感
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
手
伝
い
と
は
い
え
祭
祀
に
関
与
で
き
る
こ
と
は
、
祭
り
祭
ら
れ
る
関
係
で
つ
く
ら
れ
た
強
固
な
単
位
の

集
合
で
あ
る
社
会
の
ま
だ
そ
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い）

34
（

。

　

魯
家
に
戻
っ
た
年
、
祥
林
嫂
は
「
祝
福
」
の
手
伝
い
に
雇
わ
れ
た
柳
媽
か
ら
、「
さ
き
で
あ
の
世
に
行
っ
た
と
き
、
亡
者
に
な
っ
て
る
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二
人
の
亭
主
が
あ
ん
た
の
取
り
合
い
を
し
た
ら
（
中
略
）、
閻
魔
様
も
困
っ
ち
ま
っ
て
、
あ
ん
た
を
鋸
で
二
つ
に
挽
い
て
、
二
人
に
分
け

な
さ
る
し
か
あ
る
ま
い
」
と
脅
さ
れ
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
。
祥
林
嫂
は
再
婚
と
い
う
「
大
罪
」
を
償
い
、「
あ
の
世
の
苦
し
み
を
許

し
て
も
ら
う
」
た
め
に
、
信
心
深
い
柳
媽
の
勧
め
に
従
い
、
全
財
産
を
投
げ
打
っ
て
土
地
廟
に
敷
居
を
寄
進
す
る
。
寄
進
に
よ
っ
て
罪
滅

ぼ
し
が
で
き
た
と
信
じ
る
祥
林
嫂
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
心
の
平
安
も
束
の
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
贖
罪
の
論
理
は
「
礼
教
の
徒
魯
四

老
爺
」
か
ら
は
一
顧
だ
に
さ
れ
ず）

35
（

、
祥
林
嫂
は
冬
至
の
先
祖
祭
祀
の
準
備
へ
の
参
加
を
拒
否
さ
れ
る
。
祥
林
嫂
は
こ
の
時
か
ら
「
た
い
へ

ん
臆
病
に
な
っ
て
、
闇
夜
や
黒
い
影
を
恐
れ
る
の
は
ま
だ
し
も
、
人
の
姿
を
見
て
も
、
自
分
の
主
人
に
ま
で
ひ
ど
く
お
ど
お
ど
し
て
、
白

昼
巣
穴
を
出
て
さ
ま
よ
う
鼠
の
よ
う
」
に
な
り
、
や
が
て
魯
家
を
追
わ
れ
て
し
ま
う
。

　

作
品
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
五
年
ぶ
り
に
祥
林
嫂
に
会
う
場
面
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
時
「
正
真
正
銘
の
乞
食
」
と
な
っ
て
い
た
祥

林
嫂
は
「
私
」
に
、「
人
間
が
死
ん
だ
あ
と
も
、
魂
は
有
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
。「
た
ぶ
ん
、
有
る
だ
ろ
う
」
と
口
ご
も
り
な
が
ら

答
え
る
「
私
」
に
、
祥
林
嫂
は
続
け
て
「
そ
れ
じ
ゃ
、
地
獄
も
有
る
ん
で
し
ょ
う
か
」、「
そ
れ
じ
ゃ
、
死
ん
だ
家
族
は
み
ん
な
顔
を
合
わ

せ
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
を
投
げ
か
け
る
。
祥
林
嫂
が
「
私
」
に
こ
の
よ
う
な
質
問
を
浴
び
せ
る
の
は
、「
私
」
が
「
学
問
し
た
お

方
だ
し
、
よ
そ
に
も
出
て
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
て
い
な
さ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
は
祥
林
嫂
の
問
い
に
う
ま
く
答

え
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
魯
鎮
の
人
々
は
「
亡
霊
を
信
じ
て
い
る
。
な
の
に
、
彼
女
は
疑
っ
て
い
る
の
だ

―
い

や
、
希
望
し
て
い
る
と
言
っ
た
が
い
い
か
も
し
れ
ぬ
。
有
る
こ
と
を
希
望
し
、
同
時
に
な
い
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

祥
林
嫂
が
「
相
反
す
る
二
つ
の
『
希
望
』
に
ひ
き
裂
か
れ
」、
彼
女
に
と
っ
て
は
「
死
さ
え
も
休
息
で
は
な
い
」
こ
と
が
わ
か
る
か
ら

こ
そ
、「
私
」
は
魂
の
有
無
に
つ
い
て
軽
々
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
祥
林
嫂
に
と
っ
て
、
死
後
の
魂
と
い
う
問
題
は
、「
死

を
前
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
『
切
問
』」
で
あ
っ
た）

36
（

。「
私
」
と
話
し
た
翌
日
、
祥
林
嫂
は
人
知
れ
ず
亡
く
な
っ
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た
。「
私
」
は
、
祥
林
嫂
の
よ
う
に
「
現
世
に
お
い
て
は
、
生
き
る
す
べ
な
き
者
が
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
、
目
を
そ
む
け
る
者
た
ち
の
視

界
か
ら
消
え
去
る
の
は
、
お
た
が
い
の
た
め
に
、
決
し
て
わ
る
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
と
考
え
、「
も
の
う
い
、
し
か
し
、
安
ら
い
だ

気
持
ち
」
を
覚
え
る
の
で
あ
っ
た
。

　

詳
細
は
異
な
る
も
の
の
、
魯
迅
の
「
祝
福
」
に
は
再
婚
、
迷
信
、
罪
の
意
識
、
死
者
の
魂
、
再
婚
女
性
の
死
等
、
豊
子
愷
の
「
化
か
さ

れ
た
博
士
」
と
の
共
通
項
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
林
博
士
と
そ
の
妻
た
ち
が
大
学
教
育
を
受
け
た
都
市
の
知
識
人
で
あ
る
の
に
対
し
、

祥
林
嫂
は
田
舎
の
無
学
な
女
性
で
あ
る
。
林
博
士
は
先
妻
の
た
め
に
自
ら
の
意
志
で
再
婚
を
し
な
い
と
誓
っ
た
が
、
祥
林
嫂
が
再
婚
を
拒

否
し
た
の
は
貞
節
観
念
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
再
婚
し
て
失
節
し
た
祥
林
嫂
は
、
魯
四
老
爺
の
儒
教
的
観
点
か
ら
言
え

ば
「
良
俗
を
敗
る
者
」、「
不
浄
」
な
者
で
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
忌
み
嫌
わ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
再
婚
相
手
と
息
子
の
相

次
ぐ
死
と
い
う
不
幸
は
人
々
に
彼
女
の
「
罪
」
を
一
時
的
に
忘
れ
さ
せ
、
祥
林
嫂
自
身
も
こ
の
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
気
に
病
ま
ず
に
済
ん
だ
。

　

林
博
士
と
後
妻
の
李
女
史
が
先
妻
の
亡
霊
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
破
約
へ
の
罪
の
意
識
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
祥
林
嫂
が
亡
霊

に
怯
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
柳
媽
に
再
婚
は
「
大
罪
」
と
脅
か
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
贖
罪
と
し
て
寄
進
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
祥
林
嫂
は
、
人
々
は
自
分
の
「
罪
」
を
一
時
的
に
忘
れ
た
、
あ
る
い
は
忘
れ
た

振
り
を
し
て
く
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
自
分
は
永
遠
に
赦
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
柳
媽

は
祭
祀
の
手
伝
い
に
雇
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
信
心
深
く
て
精
進
と
殺
生
戒
を
固
く
守
っ
て
」
お
り
、「
鶏
を
し
め
た
り
、
鵝
鳥
を
割

く
仕
事
」
は
一
切
行
わ
な
い
。
再
婚
前
は
と
も
か
く
、
幸
せ
な
再
婚
生
活
を
お
く
っ
た
後
は
再
婚
を
「
大
罪
」
と
は
考
え
な
く
な
っ
て
い

た
祥
林
嫂
に
、
柳
媽
は
罪
悪
感
を
与
え
、
罪
滅
ぼ
し
に
土
地
廟
へ
の
寄
進
を
勧
め
る
が
、
そ
の
姿
は
ま
さ
に
豊
子
愷
の
嫌
悪
し
た
「
い
わ

ゆ
る
仏
教
を
信
じ
る
人
」
で
あ
る）

37
（

。



豊
子
愷
に
よ
る
落
語
の
翻
案
童
話
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
つ
い
て

― 89 ―

　

林
博
士
と
李
女
史
が
自
ら
の
罪
悪
感
の
投
影
と
し
て
、
前
妻
の
幽
霊
と
い
う
幻
影
を
生
み
出
し
た
の
に
対
し
、
祥
林
嫂
の
抱
く
恐
怖
は

魯
鎮
の
人
々
や
当
時
の
社
会
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
祥
林
嫂
は
旧
時
代
の
無
学
な
女
性
で
あ
る
。
一
方
、
李
女
史
は
新
式
の
高

等
教
育
を
受
け
て
お
り
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
、
ま
た
家
庭
環
境
と
い
う
意
味
で
も
、
祥
林
嫂
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
程
、
恵
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
旧
式
の
価
値
観
や
社
会
通
念
、
常
識
に
縛
ら
れ
、
迷
信
や
非
科
学
的
思
考
に
と
ら
わ
れ
、
不
条
理
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、

自
ら
の
思
考
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
李
女
史
と
祥
林
嫂
は
同
じ
で
あ
る
。
林
博
士
も
最
後
に
は
理
性
と
冷
静
さ
を
取
り
戻
す
も

の
の
、
あ
り
も
し
な
い
霊
の
存
在
に
怯
え
苦
し
み
、
李
女
史
の
こ
と
も
救
済
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
林
博
士
も
李
女
史

も
、
そ
し
て
祥
林
嫂
も
皆
、
旧
時
代
の
価
値
観
や
社
会
通
念
、
迷
信
の
被
害
者
な
の
で
あ
る
。

　

二
人
の
夫
と
子
ど
も
を
失
く
し
、
身
よ
り
も
な
く
、
奉
公
先
の
魯
家
か
ら
も
追
放
さ
れ
た
祥
林
嫂
は
、
魯
四
老
爺
に
象
徴
さ
れ
る
儒
教

的
概
念
に
否
定
さ
れ
、
柳
媽
に
代
表
さ
れ
る
民
間
信
仰
や
仏
教
、
道
教
の
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
、
そ
し
て
宗
族
か
ら
も
閉
め
出
さ
れ
た
孤

独
な
人
間
で
あ
る
。
祥
林
嫂
が
「
私
」
に
魂
の
有
無
や
地
獄
の
存
在
、
死
後
の
生
活
を
尋
ね
た
の
は
こ
の
孤
独
感
の
故
で
あ
り
、「
私
」

が
明
快
な
答
え
を
示
せ
な
か
っ
た
の
も
ま
た
そ
の
故
で
あ
る
。
祥
林
嫂
に
と
っ
て
、
魂
の
存
在
や
死
後
の
世
界
を
信
じ
る
こ
と
は
希
望
で

あ
り
、
ま
た
恐
怖
で
も
あ
る
。
祥
林
嫂
の
問
い
に
、「
私
」
が
曖
昧
な
返
答
し
か
で
き
な
い
の
は
、
彼
女
の
置
か
れ
た
あ
ま
り
に
厳
し
い

現
実
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
、
祥
林
嫂
の
よ
う
な
現
実
に
苦
し
む
人
の
数
は
格
段
に
減
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
社

会
通
念
や
常
識
に
自
ら
の
意
志
を
失
い
、
迷
信
や
非
科
学
的
思
考
に
振
り
回
さ
れ
る
人
は
現
代
に
お
い
て
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

　
「
化
か
さ
れ
た
博
士
」
に
お
い
て
、
最
後
に
博
士
が
導
き
出
し
た
結
論
は
迷
信
に
囚
わ
れ
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

換
言
す
る
な
ら
ば
、
既
存
の
価
値
観
や
常
識
を
疑
う
こ
と
、
そ
し
て
自
ら
思
考
す
る
こ
と
の
重
要
さ
で
あ
っ
た
。
豊
子
愷
は
「
化
か
さ
れ

た
博
士
」
に
お
い
て
、
た
と
え
新
時
代
の
知
識
人
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
意
志
や
思
考
力
を
放
棄
し
た
場
合
、
祥
林
嫂
の
よ
う
な
被
害
者
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と
な
り
う
る
と
い
う
危
険
を
描
く
こ
と
で
、
新
時
代
の
子
ど
も
た
ち
に
社
会
通
念
や
常
識
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
頭
で
論
理

的
に
思
考
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
豊
子
愷
が
「
祝
福
」
の
「
私
」
に
代
わ
っ
て
現
代
の
祥
林
嫂

に
、
そ
し
て
社
会
に
向
け
て
呈
示
し
た
一
つ
の
答
と
も
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

豊
子
愷
が
落
語
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
噺
を
ど
こ
で
知
っ
た
の
か
、
現
段
階
で
は
不
詳
で
あ
る
。
豊
子
愷
の
御
遺
族
が
所
有
す
る
豊
の
蔵

書
に
は
落
語
集
も
あ
る
こ
と
か
ら）

38
（

、
豊
子
愷
は
お
そ
ら
く
日
本
文
化
を
知
る
た
め
、
あ
る
い
は
日
本
語
を
学
習
す
る
目
的
で
、
落
語
に
関

心
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
は
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
を
収
録
し
た
落
語
本
を
所
有
し
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
周
作
人
は
落
語
を
好
み
、
し
ば
し
ば
寄
席
に
通
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が）

39
（

、
周
作
人
や
豊
子
愷
が
日
本
に
留
学
し

て
い
た
当
時
、
寄
席
の
数
も
多
く
、
落
語
は
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
旺
盛
を
極
め
て
い
た
こ
と
か
ら）

40
（

、
豊
子
愷
も
都
内
の
寄
席
で
「
搗
屋
幸

兵
衛
」
を
耳
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
豊
子
愷
は
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の
笑
い
に
魅
了
さ
れ
、
そ
れ
を
利
用
し
て
旧

時
代
の
価
値
観
や
常
識
、
社
会
通
念
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
の
愚
か
し
さ
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
旧
時
代
の
価
値
観
や
常
識
、
社
会
通
念
に
縛
ら
れ
、
自
ら
の
心
の
働
き
に
よ
っ
て
不
条
理
の
世
界
に
と
ら
わ
れ
た
林

博
士
と
後
妻
の
李
女
史
は
、「
祝
福
」
の
祥
林
嫂
と
は
時
代
も
立
場
も
違
う
も
の
の
、
自
ら
心
の
自
由
を
放
棄
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

実
は
同
じ
で
あ
る
。
林
博
士
や
李
女
史
の
不
幸
は
祥
林
嫂
の
、
そ
し
て
彼
女
を
取
り
巻
く
魯
鎮
の
人
々
の
不
幸
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
皆
、
古
い
価
値
観
や
常
識
の
被
害
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
自
ら
の
心
に
由
来
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
実
は
加
害
者
で
も
あ
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る
。
馬
一
浮
の
指
導
の
下
、
人
の
行
為
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
背
景
に
あ
る
心
の
働
き
に
重
き
を
置
い
て
い
た
豊
子
愷
に
と
っ
て
、
果

報
の
た
め
に
仏
教
儀
礼
を
執
り
行
う
「
い
わ
ゆ
る
仏
教
を
信
じ
る
人
」
や
民
間
信
仰
の
信
者
が
嫌
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
心
の
自

由
を
自
ら
放
棄
し
、
社
会
通
念
や
常
識
、
迷
信
等
に
譲
り
渡
す
こ
と
も
ま
た
人
と
し
て
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

1　

雑
誌
『
児
童
故
事
』
は
一
九
四
七
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
月
刊
誌
で
、
児
童
教
育
と
心
理
の
専
門
家
と
し
て
著
名
な
陳
鶴
琴
（
一
八
九
二
―
一
九

八
二
）
が
編
集
長
を
務
め
た
。
児
童
文
学
作
家
、
翻
訳
家
と
し
て
知
ら
れ
、
同
誌
の
た
め
に
多
く
の
童
話
を
翻
訳
し
た
任
溶
溶
（
一
九
二
三
―
）
に

よ
る
と
、
実
質
的
に
編
集
を
担
当
し
た
の
は
任
の
大
夏
大
学
時
代
の
同
級
生
で
、
任
の
同
誌
へ
の
寄
稿
も
す
べ
て
こ
の
友
人
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
任
溶
溶
「
我
生
下
来
応
該
是
干
這
一
行
的
」（
新
民
晚
報
）http://w

w
w

.seph.sh.cn/qikan/bkview
.asp?bkid=246888&

cid= 

743884

、
二
〇
一
五
年
九
月
一
四
日
参
照
。

　
　

陳
鶴
琴
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
大
学
院
で
教
育
学
と
心
理
学
を
修
め
た
児
童
教
育
の
専
門
家
で
、
一
九
一
八
年
に
帰
国
し
た
後
は
児
童
教
育
と
児
童

心
理
の
第
一
人
者
と
し
て
、
研
究
と
実
践
、
行
政
の
方
面
か
ら
児
童
教
育
の
改
善
向
上
に
努
め
た
。
一
九
四
七
年
当
時
、
陳
は
上
海
児
童
福
利
促
進

会
や
上
海
特
殊
児
童
補
導
院
を
設
立
し
、
理
事
長
や
院
長
を
務
め
る
等
、
戦
争
被
害
児
童
の
教
育
問
題
の
解
決
に
も
従
事
し
て
い
た
た
め
、『
児
童

故
事
』
の
編
集
に
当
た
る
こ
と
は
実
質
的
に
難
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
厳
如
平
「
陳
鶴
琴
」、
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
中
華
民
国
史
研

究
室
『
中
華
民
国
史　

人
物
伝
』
第
一
巻
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、
二
五
九
―
二
六
三
頁
。

2　

児
童
書
局
は
張
一
渠
、
石
芝
坤
が
共
同
で
設
立
し
た
出
版
社
で
、
一
九
三
一
年
一
月
に
株
式
会
社
と
し
、
上
海
市
福
州
路
四
二
四
号
に
店
舗
を
構

え
た
。
当
初
は
主
と
し
て
、
児
童
向
け
の
国
語
や
音
楽
の
教
科
書
を
刊
行
し
て
い
た
が
、
一
九
三
四
年
に
児
童
作
家
の
陳
伯
吹
（
一
九
〇
六
―
一
九

九
七
）
が
編
集
部
主
任
と
な
っ
て
か
ら
は
、
児
童
を
対
象
と
し
た
雑
誌
や
読
み
物
を
多
く
出
版
し
た
。
一
九
三
一
年
か
ら
三
七
年
ま
で
の
六
年
間
に

児
童
書
局
が
出
版
し
た
児
童
向
け
の
読
み
物
は
千
種
余
り
、
そ
の
う
ち
叢
書
類
は
三
〇
数
種
に
及
ぶ
。
中
共
上
海
市
委
党
史
資
料
征
集
委
員
会
・
中
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共
上
海
市
委
党
史
研
究
室
・
中
共
上
海
市
委
宣
伝
部
党
史
資
料
征
集
委
員
会
合
編
『
上
海
革
命
文
化
大
事
記
（
一
九
一
九
・
五
―
一
九
三
七
・
七
）』

上
海
書
店
、
一
九
九
五
年
、
二
五
四
頁
。

　
　

同
社
は
抗
戦
に
よ
り
一
九
三
七
年
に
業
務
を
一
時
停
止
し
た
が
、
一
九
四
五
年
以
降
、
潘
公
展
（
一
八
九
五
―
一
九
七
五
）
ら
が
中
心
と
な
っ
て

営
業
を
再
開
し
、
一
九
四
九
年
以
降
は
通
聯
書
店
と
童
聯
書
店
に
分
か
れ
た
。
熊
月
之
主
編
『
上
海
名
人
名
事
名
物
大
観
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二

〇
〇
五
年
、
三
九
三
頁
。

3　

豊
子
愷
は
「
明
心
国
」
に
類
似
し
た
内
容
の
作
品
を
、「
赤
心
国
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
も
二
作
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
作
の
相
違
や
成
立

の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
拙
論
「
豊
子
愷
の
描
い
た
桃
源
譚

―
『
赤
心
国
』」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
七
冊
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研

究
所
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
一
六
五
―
二
〇
六
頁
）
で
論
じ
た
。
尚
、
同
論
で
、
童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』
に
つ
い
て
「
豊
子
愷
の
唯
一
の
童

話
集
」
と
記
述
し
た
が
（
同
一
六
五
頁
）、
他
に
も
児
童
向
け
の
読
み
物
と
し
て
『
猫
叫
一
声
』（
上
海
万
葉
書
局
、
一
九
四
七
年
）
や
『
少
年
美
術

故
事
』（
上
海
開
明
書
店
、
一
九
三
七
年
）
等
も
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
唯
一
」
と
い
う
表
現
を
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
す
る
。
眉
睫
「
児

童
文
学
五
代
人
与
『
豊
子
愷
童
話
』」『
中
国
図
書
評
論
』
二
〇
〇
五
年
第
三
期
、
六
五
頁
。

4　

童
話
集
『
化
か
さ
れ
た
博
士
』
の
豊
子
愷
自
身
に
よ
る
序
文
に
は
「
本
冊
子
の
一
二
篇
の
物
語
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
同
書
に
収
録
さ
れ
た
「
大
人
国
」

が
『
児
童
故
事
』
第
六
期
、
第
九
期
（
一
九
四
七
年
六
月
、
九
月
）
の
二
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
た
め
、
同
作
品
を
二
篇
と
数
え
た
こ
と
に
よ
る
。

豊
子
愷
「
お
菓
子
を
食
べ
る
話

―
序
に
代
え
て
」（
原
題
「
喫
糕
的
話

―
代
序
」）、
豊
陳
宝
・
豊
一
吟
編
『
豊
子
愷
文
集
』
第
六
巻
、
浙
江
文

芸
出
版
社
・
浙
江
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
二
五
九
頁
。

5　

同
上
、
豊
子
愷
「
喫
糕
的
話

―
代
序
」、
二
五
九
頁
。

6　

茯
茯
は
、
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
科
マ
ツ
ホ
ド
の
菌
核
で
、
利
水
滲
湿
、
健
胃
、
精
神
安
定
等
の
薬
効
が
あ
る
と
し
て
、
多
く
の
漢
方
処
方
で
使
用
さ

れ
て
い
る
。
伊
田
喜
光
総
監
修
『
傷
寒
・
金
匱
薬
物
事
典
』
万
来
舎
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。

7　

前
掲
、
豊
子
愷
「
喫
糕
的
話

―
代
序
」、
二
五
九
頁
。
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8　

川
戸
貞
吉
・
桃
原
弘
編
『
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
全
集
』
第
三
巻
、
弘
文
出
版
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
四
―
一
一
二
頁
、
二
六
八
―
二
六
九
頁
。

榎
本
滋
民
「
噺
と
芸
」（C

D

「 

落
語
名
人
会
一
九　

古
今
亭
志
ん
朝
『
佃
祭
』『
搗
屋
幸
兵
衛
』」
付
録
、
ソ
ニ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
レ
コ
ー
ズ
、
一

九
九
五
年
、
八
―
一
一
頁
）。
尚
、
こ
の
噺
は
、
も
と
は
「
小
言
幸
兵
衛
」
と
連
続
す
る
長
い
話
で
あ
っ
た
が
、
三
代
目
柳
家
小
さ
ん
（
一
八
五
七

―
一
九
三
〇
）
以
降
、
現
行
の
「
搗
屋
幸
兵
衛
」
と
「
小
言
幸
兵
衛
」
の
二
席
に
分
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

9　

以
下
、
本
節
に
お
け
る
下
線
の
箇
所
は
、
原
文
は
す
べ
て
「
鬼
」
で
あ
る
が
、
内
容
に
応
じ
て
「
霊
魂
」「
幽
霊
」
と
訳
し
た
。

10　

豊
子
愷
「
博
士
見
鬼
」、
前
掲
『
豊
子
愷
文
集
』
第
六
巻
、
二
六
〇
―
二
六
五
頁
。

11　

江
戸
時
代
、
長
屋
の
所
有
者
は
「
地
主
」、「
家
持
」
と
呼
ば
れ
た
。
多
く
は
大
店
の
店
主
や
職
人
の
棟
梁
、
親
方
衆
で
、
消
防
や
水
道
等
の
分
担

金
は
自
ら
が
負
担
し
た
が
、
長
屋
の
管
理
は
「
家
主
（
大
家
）」
を
雇
っ
て
彼
ら
に
一
任
し
た
。
歴
史
群
像
編
集
部
編
『
時
代
小
説
職
業
事
典　

大

江
戸
職
業
往
来
』
学
研
教
育
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
二
六
五
頁
。

12　

当
時
、
世
襲
制
の
町
年
寄
三
名
が
町
中
の
一
切
を
支
配
し
、
一
町
ま
た
は
数
町
に
一
人
置
か
れ
た
名
主
が
町
年
寄
の
指
揮
下
、
民
事
訴
訟
等
に
関

わ
っ
た
。
名
主
の
下
に
は
、
町
内
の
大
家
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
五
人
組
が
置
か
れ
、
交
代
で
月
行
事
を
決
め
、
実
際
の
町
務
に
あ
た
っ
た
。

13　

渡
辺
信
一
郎
『
江
戸
の
生
業
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
、
四
五
頁
。

14　

前
掲
、
川
戸
貞
吉
・
桃
原
弘
編
、『
五
代
目
古
今
亭
志
ん
生
全
集
』
第
三
巻
、
一
〇
九
頁
。

15　

同
上
、
一
一
〇
頁
。

16　

小
泉
八
雲
「
破
ら
れ
た
約
束
」、
平
川 

祐
弘
編
『
怪
談
・
奇
談
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
一
七
五
―
一
八
三
頁
。H

E
A

R
N

, 

Lafcadio, 

“Of a Prom
ise B

roken

”,  A
  Japanese M

iscellany: strange stories, folklore gleanings, studies here &
 there. C

harles E
. 

T
uttle C

o. Inc. of R
utland, Verm

ont &
 Tokyo, Japan, 1967, pp.19-30.

17　

林
秀
年
『
落
語
で
味
わ
う
江
戸
の
食
文
化
』
三
樹
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
六
二
頁
。

18　

米
搗
に
は
、
搗
米
屋
に
雇
わ
れ
た
者
の
他
に
、
杵
を
か
つ
ぎ
、
臼
を
転
が
し
て
往
来
を
歩
き
、
呼
ば
れ
た
家
あ
る
い
は
出
入
り
の
得
意
先
で
米
を
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搗
く
大
道
搗
が
い
た
が
、
こ
れ
は
天
保
（
一
八
三
〇
―
四
四
）
以
降
、
廃
れ
た
と
い
う
。
前
掲
、
渡
辺
信
一
郎
『
江
戸
の
生
業
事
典
』、
一
三
一
―

一
三
六
頁
。
前
掲
、
歴
史
群
像
編
集
部
編
『
時
代
小
説
職
業
事
典　

大
江
戸
職
業
往
来
』、
二
三
頁
、
八
二
―
八
三
頁
。

19　

前
掲
、
豊
子
愷
「
博
士
見
鬼
」
二
六
三
頁
。

20　

中
村
喬
『
中
国
歳
時
史
の
研
究
』
朋
友
書
店
、
一
九
九
三
年
、
四
四
三
頁
。
王
人
湘
著
、
鈴
木
博
訳
『
図
説　

中
国　

食
の
文
化
誌
』
原
書
房
、

二
〇
〇
七
年
、
九
六
―
九
八
頁
。　

21　

魯
迅
「
祝
福
」『
魯
迅
全
集
』
第
二
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
二
〇
頁
。

22　

一
九
〇
二
年
に
清
朝
最
後
の
科
挙
に
合
格
し
、「
補
行
庚
子
辛
丑
恩
正
併
科
第
八
七
名
挙
人
」
と
な
っ
た
が
、
同
年
に
そ
の
母
が
死
去
し
た
た
め

生
涯
出
仕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

23　

周
作
人
「
祝
福
的
儀
式　

彷
徨
衍
義
（
二
）」、
鐘
叔
河
編
訂
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
一
二
巻
（
一
九
五
二
―
一
九
五
七
）、
広
西
師
範
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
五
九
―
三
六
〇
頁
。
周
作
人
「
祝
福　

百
草
園
（
八
五
）」、
前
掲
、
鐘
叔
河
編
訂
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
一
一
巻
（
一

九
五
一
）、
七
四
四
―
七
四
五
頁
。
尚
、
周
作
人
に
よ
る
と
、
鯉
を
放
生
す
る
の
は
科
挙
を
受
験
す
る
読
書
人
家
庭
に
特
有
の
風
習
で
、
登
竜
門
の

故
事
に
由
来
す
る
と
い
う
。　

24　

王
静
著
、
池
上
正
治
訳
『
中
国
慈
城
の
餅
文
化
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
一
〇
頁
、
八
五
頁
、
九
七
頁
。

25　

豊
子
愷
「
仏
無
霊
」、
前
掲
、
豊
陳
宝
・
豊
一
吟
編
『
豊
子
愷
文
集
』
第
五
巻
、
七
〇
六
―
七
〇
七
頁
。

26　

B
arm

e

’, Gerem
ie.  A

n A
rtistic E

xile: A
 Life of Feng Zikai （1898-1975

）. C
alifornia: U

niversity of C
alifornia Press, 2002, p.160.

27　

豊
子
愷
「
放
焔
口
」、「
四
軒
柱
」、
前
掲
、
豊
陳
宝
・
豊
一
吟
編
『
豊
子
愷
文
集
』
第
六
巻
、
七
二
九
―
七
三
二
頁
、
七
三
六
―
七
四
一
頁
。

28　

弘
一
法
師
自
身
は
大
量
の
経
典
を
読
み
、
ま
た
『
四
分
律
比
丘
戒
相
表
記
』、『
四
分
律
含
注
戒
本
講
義
』、『
南
山
道
祖
略
譜
』
等
、
律
学
に
関
す

る
著
述
も
多
い
。
し
か
し
、
修
行
の
方
法
と
し
て
は
理
論
的
理
解
よ
り
も
実
践
を
重
視
し
、
豊
子
愷
や
信
徒
に
も
念
仏
や
菜
食
を
勧
め
た
。

29　

馬
一
浮
の
詩
の
中
の
「
華
厳
の
偈
」
と
は
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
第
九
「
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品
第
十
六
」「
唯
心
偈
（
六
）」
の
「
心
如
工
画
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師　

画
種
種
五
陰　

一
切
世
界
中　

無
法
而
不
造
（
心
は
工た
く

み
な
る
画え

師し

の
如
し　

種
種
の
五ご

陰お
ん

（
物
質
、
感
受
、
想
念
、
意
思
、
認
識
）
を
画
く

　

一
切
世
界
の
中
に　

法
と
し
て
造
ら
ざ
る
こ
と
無
し
）」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SA
T

/database.htm
l

： 

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
』（Text N

o.0278

）

Vol. 09  
巻0465c26-27

：
二
〇
一
五
年
九
月
二
七
日
参
照
。

30　

こ
の
箇
所
の
原
文
「
三
界
唯
心
（
三
界
は
た
だ
心
あ
る
の
み
）」
と
は
、『
華
厳
経
』「
十
地
品
」
の
「
第
六
現
前
地
」
の
経
文
、
特
に
「
八
十
華
厳
」

の
「
三
界
所
有
、
唯
是
一
心
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、「
心
外
無
別
法
（
心
の
他
に
別
の
法
な
し
）」
と
対
句
を
な
す
。
三
界
と
は
、
輪
廻
す
る
生
き

物
が
住
み
、
往
来
す
る
世
界
の
全
体
を
指
す
。
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
と
い
う
三
つ
の
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
、
輪
廻
の
続
く
苦
し
み
の
世
界
と
さ
れ
る
。

31　

豊
子
愷
「
教
師
日
記
」（
一
九
三
八
年
一
一
月
一
四
日
）『
宇
宙
風
（
乙
刊
）』
第
一
九
期
、
一
九
三
九
年
一
二
月
一
六
日
、
八
〇
九
頁
。

32　

豊
子
愷
は
一
九
四
九
年
に
香
港
の
波
文
書
局
か
ら
、
魯
迅
の
短
編
小
説
八
篇
を
漫
画
化
し
た
『
絵
画
魯
迅
小
説
』
を
出
版
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
は
「
祝
福
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
残
り
の
七
篇
は
「
孔
乙
己
」「
故
郷
」「
明
天
」「
薬
」「
風
波
」「
社
戯
」「
白
光
」
で
あ
る
。
同
書
は
そ

の
後
、
上
海
の
万
葉
書
店
（
一
九
五
〇
）
等
、
複
数
の
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
豊
子
愷
は
魯
迅
を
敬
愛
し
て
お
り
、
他
に
『
漫
画
阿
Ｑ
正
伝
』

も
出
版
し
て
い
る
（
北
京
・
開
明
書
店
、
一
九
三
九
年
）。

33　

前
掲
、
魯
迅
「
祝
福
」
五
―
二
三
頁
。
尚
、
引
用
箇
所
の
日
本
語
訳
は
、
魯
迅
「
祝
福
」『
魯
迅
全
集
』
第
二
巻
、
学
習
研
究
社
、
一
九
八
六
年
、

一
九
五
―
二
一
七
頁
に
よ
る
。

34　

丸
尾
常
喜
『
魯
迅
「
人
」「
鬼
」
の
葛
藤
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
六
頁
。

53　

同
上
、
二
三
三
頁
。

36　

同
上
、
二
三
二
頁
。

37　

柳
媽
は
仏
教
の
み
な
ら
ず
道
教
や
儒
教
、
民
間
信
仰
も
信
奉
し
て
い
る
が
、
教
義
や
宗
旨
で
は
な
く
果
報
に
の
み
関
心
を
抱
い
て
い
る
点
に
お
い

て
、
豊
子
愷
の
嫌
悪
し
た
人
々
と
同
義
で
あ
る
。
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38　

豊
子
愷
の
末
娘
の
豊
一
吟
氏
の
御
自
宅
に
は
、
豊
子
愷
が
愛
読
し
て
い
た
と
い
う
『
名
人
傑
作
落
語
集
』
第
七
巻
（
名
人
傑
作
落
語
集
刊
行
会
編
、

清
教
社
、
一
九
四
〇
年
）
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
豊
子
愷
が
同
書
を
所
有
す
る
に
至
っ
た
経
緯
等
は
不
明
で
あ
る
。
尚
、『
名
人
傑
作
落
語
集
』
は

管
見
の
限
り
、
国
立
国
会
図
書
館
や
国
内
の
主
要
な
大
学
図
書
館
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
以
下
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
同

集
の
種
本
と
考
え
ら
れ
る
『
名
作
落
語
全
集
』
第
九
巻
（
騒
人
社
書
局
、
一
九
三
〇
年
）
に
柳
家
小
さ
ん
の
「
小
言
幸
兵
衛
」（「
搗
屋
幸
兵
衛
」
の

完
全
版
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
噺
が
『
名
人
傑
作
落
語
集
』
の
他
の
巻
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
豊
子
愷
は
そ

れ
を
眼
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

39　

周
作
人
「
日
本
的
落
語
」、
前
掲
、
鐘
叔
河
編
訂
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
三
六
―
一
九
三
七
）、
一
三
五
―
一
四
〇
頁
。
周
作
人
「
学

日
本
語
」、
同
上
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
五
八
―
一
九
六
二
年
）、
三
五
四
―
三
五
六
頁
。

40　

豊
子
愷
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
一
九
二
一
年
当
時
は
「
江
戸
・
明
治
・
大
正
を
通
じ
て
の
第
四
次
落
語
ブ
ー
ム
」
で
、
東
京
の
演
芸
界
は
大
正

初
期
の
沈
滞
期
を
脱
し
て
大
い
に
活
気
を
呈
し
て
い
た
と
い
う
。
山
本
進
『
図
説　

落
語
の
歴
史
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、
七
六
頁
。



iii

“The Bewitched Doctor”, 
a Children’s Tale adapted from Japanese Rakugo 

by Feng Zikai

by Kimika Ono

Feng Zikai’s “The Bewitched Doctor” (Boshi jian gui, 1947) is a tale adapted 

from a classical Japanese rakugo story “Tsukiya Kobei”.  Feng always aspired to 

works that had a good influence upon the reader, rather than those which were 

“interesting but lacked meaning”, and frequently hid a moral in them.  In order to 

adapt a funny story from Edo period Japan as a tale for postwar Chinese children, 

and to hide a moral in them, he spent a lot of effort on the setting, the personality 

and occupations of the characters, and the ending.  What then was the moral 

Feng wanted to impart to readers of “The Bewitched Doctor”?  It was that it was 

foolish to be influenced by superstition and unscientific thinking, as well as by 

the values of a former age and commonly accepted social ideas.

While “The Bewitched Doctor” is an adaptation of the rakugo story “Tsukiya 

Kobei”, it was also influenced by Lu Xun’s novella “New Year Sacrifice” (Zhufu, 

1924) .  Dr. L in and his second wi fe , the main characters o f the ta le , are 

intellectuals with a modern education, but they are bound by the values of a 

former age and commonly accepted social ideas as they are tormented by the 

ghost of the first wife, an apparition that is born of their own minds.  In that they 

are victims of old fashioned values and superstitions, they share a similarity with 

Xiang Lin Sao, the hapless widow in “New Year Sacrifice”.  In “The Bewitched 

Doctor”, Feng writes of the dangers of a person, though an intellectual of the new 

age, abandoning the ability to think and becoming a victim just like Xiang Lin 

Sao.  He advocates, especially to the children of the new age, the importance of 

thinking logically for themselves and not being swayed by accepted ideas and 

long-held beliefs.


