
は
じ
拾
に

dコ

b コ

i

ー
そ
の

…

九

年

の

小

説

ワ

ち

ゃ

が

あ

る

。

現

在

、

こ
れ
一
つ
い
て
は
数
多
く
の
先
行
研
究
が
見
ら
れ
る
が
、
吋
破
戒
い
一
切

っ
ち
ゃ
ん
い
は
い
ず
れ
も
主
人
去
が
救
仰
で
あ
り
、
学
校
を
持
台
と
し
て

物
語
は
展
開
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
主
人
公
の
教
師
協
や
陥
か
れ
る

学
校
社
会
に
住
吉
一
を
当
て
た
論
は
僅
少
で
あ
る
と
い
う
事
誌
が
あ
る
の

そ
れ
で
は
、
数
少
な
い
そ
う
し
た
誌
は
各
詐
品
の
研
究
史
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
辻
、
作
品
に

諮
よ
か
れ
る
教
師
像
や
学
校
社
会
へ
の
視
点
を
〈
学
技
小
説
〉
む
観
点
と
し

て
規
定
し
、
各
作
品
明
究
に
お
け
る
〈
学
校
小
説
〉
の
説
点
か
ら
考
察
さ

れ
た
研
究
の
成
東
や
そ
の
誌
か
れ
た
状
況
に
う
い
て
検
討
す
る
と
と
も

に
、
明
治
出
の
小
説
研
究
に
お
け
る
ハ
学
校
小
説
〉
の
観
点
の
今
設
の
在

り
方
に
つ
い
て
所
見
を
泌
べ
る
こ
と
を
お
却
と
す
る
。

そ
の
方
法
と
し
て
、
ま
ず
は
各
作
品
の
先
行
研
究
を
概
観
し
、
そ
の
う

え
で
〈
学
校
小
説
〉
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
た
論
を
取
り
立
て
る
こ
と

で
、
存
作
品
の
研
究
支
の
な
か
で
そ
う
し
た
論
が
ど
の
よ
う
立
状
況
に
あ

る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
c

上
記
ぬ
方
法
に
よ
っ
て
明
ら

し

内
閲
す
る

の
観
点
を
め
ぐ
っ

本す

E守

成

か

に

し

も

と

に

、

「

お

わ

り

の

な

か

で

先

に

挙

げ

た

は

脱

出

を
解
消
す
る
可
で
、
本
稿
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

名
作
品
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
一
，
被
或
い
は
プ
で
の
共
通
し
た
許
髄
ご

、
土
持
ワ
ち
ゃ
ん
い
一
の
発
表
さ
れ
た
年
代
版
に
そ
れ
ぞ
れ
配
列

し
て
い
く
こ
と

し

研
究

一

取

り

あ

げ

る

て

、

ま

ず

は

本

格

的

な

誌
の
出
発
点
と
目
さ
れ
る
一
宇
野
謙
「
明
治
文
学
評
論
史
の
…
齢

A
i
)
 

と
か
」
繰
る
問
組
;
」
(
之
主
一
ご
七
五
号
、
昭
和
三
八
年
二
月
)

ふ
当
て
る
必
要
が
る
る
。
一
平
野
氏
の
論
は
、
議
付
刊
の
一
色
私
は
自
分

の
内
に
わ
外
に
も
新
し
く
一
践
を
持
ち
上
げ
て
来
た
欝
勃
と
し
た
鞘
押
で
-
}

の
作
を
良
く
べ
く
改
心
し
た
い
〈
吋
…
及
川
胤
小
説
全
集
」
第
六
恐
ロ
作
に
か
え

て
〕
)
と
い
う
一
鳩
山
う
に
お
け
る
「
欝
勃
と
し
た
精
神
」
と
い
う
一
一
誌
に
差

目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
氏
は
こ
む
川
樹
齢
勃
と
し
た
精
一
刻

ι
を
、
日

箆
戦
争
を
基
軸
と
す
る
吋
代
仁
¥
戦
争
に
か
け
る
切
迫
し
た
出

意
認
と
藤
村
の
逼
迫
し
こ
め
て
称
し
た
合
み
多
い
一
一
一
一
三
県
と



て

と

そ

の

一

方

、

に

対

す

十

八

の

問

時

弐

一

討

を

検
討
し
た
う
え
で
、
持
時
代
評
が
全
部
と
し
て
一
戒
」
を
社
会
的
偏
見

に
対
す
る
抗
議
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
留
意
識
上
の
柁
記
の
校
出
と
し
て

と
ら
え
る
か
の
ニ
契
機
に
カ
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
誌
に
疑
義
を
呈
す

る
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
民
誌
藤
村
の
?
磁
器
雑
枯
」
(
「
読
売
新
聞
い
明

治
三
九
年
四
万
九
ヨ
ペ
二
破
或
」
の
著
者
が
見
た
る
山
屈
の
新
一
千
民
」

(
手
〈
惑
い
明
治
三
九
年
六
且
)
を
参
黙
し
、

部
認
出
身
の
知
的
な
…
者
年
を
主
人
公
に
設
定
し
、
そ
の
人
間
典

型
を
中
心
に
し
て
、
一
従
来
小
説
等
に
は
全
黙
看
過
さ
れ
て
居
た
生

活
問
題
」
に
ま
で
撮
っ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
…
に
は
軒
殊
な

人
間
訴
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
を
…
程
一
新
し
い
悲
劇
一
に
ま
で
芝

び
あ
が
ら
せ
る
と
伺
時
に
、
第
二
に
部
位
近
代
文
学
の
主
制
と
忠
わ

れ
た
「
新
し
き
情
人
ー
一
の
知
性
と
感
性
と
の
相
組
、
そ
の
一
自
意

識
」
上
の
葛
藤
を
そ
こ
に
絡
み
あ
わ
せ
る
こ
と
、
こ
の
ふ
た
つ
の
契

機
を
統
合
し
た
と
こ
ろ
に
「
破
戒
」
は
産
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

と
ゆ
細
じ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
野
氏
む
論
は
士
総
戒
い
研
究
に
お
け
る
二
契
接
の

統
一
的
解
釈
を
鎧
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
出
…
…
お
と
誌
裏
腹
に
、
そ

の
後
の
「
破
戒
」
研
究
は
部
落
民
問
題
を
と
う
る
げ
た
社
会
小
説
、
も
し

く
は
自
我
の
約
一
出
を
追
求
し
た
告
出
小
説
と
い
っ
た
二
つ
の
評
部
か
ら
脱

す
る
こ
と
が
山
米
な
い
ま
ま
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
つ

吋
破
戒
同
を
社
会
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
に
は
、
措
町
議
二
、
北

山
山
川
小
作
、
野
間
宏
の
各
誌
が
あ
る
。

諸
野
氏
泣
立
妓
戒
一
究
え
位
向
一
会
文
学
い
第
十
四
巻
第
九
号
、
間
川
和

一
…
年
九
月
)
の
中
で
、
を
「
(
諸
子
運
太
郎
の
〉
は
ざ
め
た
意

識

と

、

保

守

的

な

そ

の

時

代

て

か

う

そ

め

を
肴
ふ
の
人
々
と
之
を
迫
害
す
る
悶
襲
的
な
社
舎
と
l
i
iと
の
葛
棋
が
丑

松
富
身
の
生
長
を
通
じ
て
拙
か
れ
て
ゐ
る
」
物
語
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ

の
認
識
を
土
台
と
し
て
丑
松
の
告
白
に
着
目
し
、
物
語
展
開
に
伴
っ
て
、

従
来
丑
松
が
有
し
て
い
た
封
建
的
な
指
紋
意
識
が
設
に
と
っ
て
の
不
告
白

な
転
結
と
な
っ
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
対
立
間
保
の
や
に
何
時
し
か
入

つ
め
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
の
反
咲
の
泊
脱
会
丑
松
の
告
白
は
如

実
に
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
と
問
符
に
、
丑
松
の
〈
破
成
〉
ほ

コ
告
人
に
依
て
衣
食
す
る
腰
掛
の
人
間
一
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
告
自
に

依
て
何
物
を
も
失
ふ
こ
と
の
な
い
紫
産
者
意
識
を
護
得
す
る
こ
と
」
で
あ

る
と
論
じ
る
。

こ
う
し
た
諸
野
氏
の
若
摂
と
は
異
な
う
、
北
原
泰
作
は
吋
地
球
い
の
部

落
民
問
題
を
深
く
掘
ハ
ソ
下
げ
る
形
で
誌
を
展
開
す
る
。
氏
は
二
破
或
い

(
3
)
 

と
部
稿
解
放
運
動
一
(
吋
文
学
い
第
二
二
巻
第
一
一
…
号
、
昭
和
二
九
年
三
月
〉

に
お
い
て
、
「
以
以
或
い
は
一
差
制
約
さ
れ
る
部
落
民
の
問
題
を
人
出
解
放
の

社
会
問
題
と
し
て
把
諒
し
た
小
説
一
で
あ
る
と
し
、
丑
松
の
告
白
と
そ
の

結
京
か
ら
小
説
の
「
人
出
解
放
〕
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
こ
で
誌
、
洗

松
の
告
白
は
鞍
多
と
い
う
奇
心
身
の
身
分
を
蚊
慨
し
げ
に
許
し
を
乞
う
年
活
な

態
度
の
も
と
で
敢
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ソ
、
さ
ら
に
丑
松
拭
部
落
民
に
対

す
る
社
会
の
不
合
理
な
差
別
令
解
消
す
る
た
め
に
悶
お
う
と
は
せ
ず
、
新

た
な
生
活
を
テ
キ
サ
ス
で
築
く
た
め
に
号
本
を
離
れ
る
と
い
う
結
末
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
政
或
』
に
お
け
る
「
人
間
解
故
一
の
忠
惣
は

極
め
て
不
徹
底
な
展
開
で
終
息
し
て
い
る
と
い
う
指
舗
が
な
さ
れ
て
い
る
。

北
原
氏
の
指
摘
と
再
議
野
間
武
も
器
波
文
諒
出
版
『
破
戒
』
(
昭

一

年

)

の

解

説

に

つ

い

の

中

で

、

丑

松

の

2-



ス

は

不

合

間

一

な

社

余

か

ら

の

逃

亡

こ

こ

に

が
部
落
民
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
日
本
で
最
初
の
近
代
小
説
を
確
立
し

う
と
し
な
が
ら
、
逆
に
多
く
の
部
落
の
人
々
を
楊
つ
け
て
き
た
原
患
が
あ

る
と
考
察
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
上
記
の
考
察
以
上
に
氏
の
誌
で
注

吉
す
べ
き
は
、
先
の
接
野
氏
や
北
原
氏
の
論
に
辻
な
い
、
議
村
が
部
落
民

丑
松
を
小
説
の
主
人
去
と
し
て
据
え
た
怠
誌
と
い
う
観
点
か
ら
か
限
戒
』

の
社
会
牲
を
検
討
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
氏
は
二
破
戒
』
は
日
本
の

封
建
制
の
ゆ
え
に
吊
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
地
の
人
間
か
ら
差
判
別
さ
れ
る

と
い
う
封
建
的
な
不
合
泌
を
日
本
の
悲
射
と
し
て
取
り
上
引
け
て
い
る
」
と

述
べ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
持
品
に
掛
か
れ
た
一
封
建
的
な
不
合
理
一
を
、

天
皇
制
の
峨
立
に
よ
っ
て
天
主
と
は
対
極
を
な
す
身
台
賠
棋
に
罵
す
る
部

落
民
が
卑
し
め
ら
れ
た
事
実
と
重
ね
て
と
ら
え
、
「
藤
村
成
明
治
の
時
代

に
な
っ
て
も
な
わ
ぬ
品
設
問
さ
れ
る
部
落
民
法
松
を
主
人
公
と
し
て
選
、
び
、
そ

の
心
の
悲
し
み
を
措
い
て
日
本
の
軍
国
主
義
、
天
皇
制
に
す
る
ど
く
せ

ま
っ
て
在
く
の
で
あ
る
〕
と
の
見
解
を
述
べ
る
。

こ
れ
ら
社
会
小
説
と
す
る
立
場
か
ら
の
各
論
に
対
し
、
「
謎

h

…
さ
を
告

告
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
佐
川
勝
者
夫
、
和
出
動
吾
、
吉
田

結
…
の
各
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。

佐
藤
氏
は
…
桜
村
と
富
山
抗
主
義
、
必
動
i
i
l
「
絞
或
)
に
税
て

b

r

」

〈

t
)

(
吋
明
治
大
正
文
学
研
究
」
季
刊
一
号
、
昭
和
二
四
年
六
刀
)
で
、
「
丑
訟

の
蕗
迫
を
二
の
次
の
も
の
と
見
て
、
第
…
め
が
主
題
を
そ
の
知
一
の
通
う
に
解

し
て
長
松
が
父
の
敢
に
そ
む
い
て
ま
で
も
、
自
分
の
身
の
上
の
異
支
を
明

か
さ
う
、
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
そ
の
心
陣
取
に
封
す
る
同
践

が
藤
村
を
し
て
破
戒
を
警
か
畑
、
従
っ
て
説
者
に
訴
へ
よ
う
と
し
た
主
題

も

こ

れ

な

の

で

あ

る

一

と

す

し

、

こ

れ

を

も

を
心
境
小
説
な
い
し
は
身
辺
小
説
と
し
ら
え
る
。
}
の
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
詩
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
坑
下
で
怒
起
し
た
、
討
を
志
し

た
当
時
の
、
心
境
を
、
小
説
と
い
う
形
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
こ
そ
が

藤
村
の
吋
綾
或
』
執
筆
の
動
機
で
あ
る
と
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
。

先
の
性
藤
氏
の
見
解
に
対
し
、
如
何
忠
良
も
一
一
破

h

誠
一
の
史
的
泣
諜
i

i

そ
の
制
作
に
信
州
の
及
ぼ
せ
る
意
味
に
ふ
れ
て
i
i
i」
(
吋
盟
諸
・
語
文

a

研
究
』
第
三
サ
、
昭
和
二
六
年
五
月
〉
の
中
で
妥
当
な
設
論
で
る
る
と
首

肯
し
、
「
破
戒
い
に
掛
か
れ
た
告
白
と
姉
疑
と
の
苦
悩
の
妥
こ
そ
、
持
に

は
表
現
し
き
れ
な
い
散
文
の
世
界
の
も
の
で
る
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
で
氏

は
、
「
川
被
或
』
の
主
戦
は
仕
松
の
告
告
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
し

て
、
一
そ
こ
で
は
一
告
白
」
に
重
黙
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
「
部
落
氏
}
は

そ
れ
を
惑
か
ら
し
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
自
己
告
白
性
に
つ
い
て
の
検
討
を
過

し
て
、

h

，
川
収
戒
い
を
当
時
は
ま
だ
…
版
社
会
的
に
騒
い
も
の
と
さ
れ
た
赤

保
々
な
人
間
の
心
を
、
主
人
主
で
あ
る
対
松
を
通
し
て
露
呈
し
た
も
の
と

し
て
把
握
す
る
。
そ
し
て
、
藤
村
の
中
で
告
己
の
真
実
を
告
出
し
な
汁
れ

ば
な
ら
な
い
苦
告
が
作
品
の
よ
に
結
品
し
、
そ
こ
に
自
ら
も
槌
戒
を
し
よ

う
と
す
る
藤
村
の
モ
チ
j
ブ
が
生
じ
て
き
て
、
こ
の
作
品
に
結
、
び
っ
く
の

で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
る
。

ま
た
、
古
旧
正
も
先
に
示
し
た
和
川
氏
の
解
釈
に
準
拠
す
る
形
で
論
を

展
開
す
る
。
氏
は
ご
妓
或
一
の
出
現
一
〈
司
自
説
主
義
の
一
似
究
下
巻
円

昭
和
一
一
一
三
年
)
に
お
い
て
、
先
に
提
示
し
た
和
出
氏
の
解
釈
一
そ
こ
で
は
、

平
日
山
山
ど
に
お
…
…
駄
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
ぺ
部
部
員
」
は
そ
れ
を
活
か
ら
し

め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
一
辺
、
わ
れ
て
い
る
」
な
引
き
、
「
妓
或
』
を
真
撃

な

λ
生

出

題

と

し

て

か

ん

だ

、

藤

付

自

身

の

自

在

の

告

白

と

詐

3 



悩
を
拠
め
た
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
。
同
時
に
、
「
矛
盾
の
社
会
的
解
決

は
、
丑
松
を
社
会
と
の
蓮
太
郎
的
闘
争
へ
、
即
ち
部
落
解
放
運
動
の
門
出

へ
導
か
ず
、
テ
キ
サ
ス
行
き
と
い
ふ
一
種
の
社
会
外
へ
の
小
説
的
解
決
に

終
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
」
と
す
る
瀬
沼
茂
樹
の
指
摘
(
瀬
沼
氏
の
論

に
つ
い
て
は
の
ち
に
詳
述
す
る
)
に
対
し
、
部
落
差
別
と
い
う
社
会
の
封

建
的
観
念
と
の
闘
い
を
、
丑
松
の
内
部
葛
藤
と
い
う
い
わ
ば
丑
松
の
中
の

封
建
的
な
も
の
と
の
闘
い
に
移
し
、
む
し
ろ
内
面
の
苦
悩
を
強
調
し
た
点

に
「
破
戒
」
の
近
代
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
異
論
を
呈
す
る
。
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
て
、

明
治
三
十
年
代
に
於
て
内
田
魯
席
、
川
上
脂
山
、
広
津
柳
浪
、
小

栗
風
葉
、
小
杉
天
外
、
徳
富
芦
花
、
木
下
尚
江
等
そ
の
他
に
於
て
次

第
に
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
社
会
文
学
的
志
向
、
文
学
に
於
け
る

社
会
的
要
素
や
社
会
問
題
的
な
意
味
を
さ
ら
に
広
く
も
し
く
は
深
く

ほ
り
下
げ
た
意
味
で
、
一
長
篇
と
し
て
は
こ
の
極
の
文
学
の
一
応
の
う

ち
と
め
と
な
っ
た
と
と
も
に
、
そ
れ
を
単
な
る
白
己
の
外
の
社
会
問

題
と
し
て
の
み
見
、
ず
、
自
我
の
苦
悩
の
告
白
に
重
点
を
き
り
か
へ
た

点
に
於
て
、
「
破
戒
」
は
新
旧
町
時
代
の
転
回
点
と
な
っ
た
と
い
ふ

こ
と
が
で
き
る

と
、
告
白
小
説
で
あ
る
が
ゆ
え
の
「
破
戒
』
の
文
学
的
意
義
を
見
出
す
。

か
く
し
て
、
「
破
戒
』
を
社
会
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
ま
た
は
告

白
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
極
化
し
た
見
方
に
拘
泥
し
た
論
は

展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
こ
れ
ら
の
論
が
提
出
さ
れ
た
の

ち
に
、
平
野
氏
の
意
図
し
た
こ
契
機
の
統
一
的
解
釈
を
意
識
し
た
論
が
多

数
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
二
契
機
の
統
一
的
解
釈
を

意
識
し
た
論
は
「
破
戒
」
研
究
の
主
流
と
な
っ
て
い
く
。
と
は
い
え
、
そ

の
主
流
化
の
過
程
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
そ
の
統
一
的
解
釈
を
意
識
し

た
各
論
の
な
か
に
も
、
単
純
に
そ
の
い
ず
れ
の
立
場
を
も
と
ら
な
い
こ
と

を
示
す
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
か
ら
、
さ
ら
に
統
一
的
解
釈
の
た
め
の
手

立
て
を
論
じ
る
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
く
と
い
う
趨
勢
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
瀬
沼
茂
樹
の
『
島
時
十
勝
村
』
(
昭
和
二
四
年
)
で
は
、
藤
村
が

「
破
戒
』
で
市
民
社
会
の
封
建
的
環
境
を
摘
き
、
そ
こ
に
部
落
出
身
の
瀬

川
丑
松
を
置
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
主
題
と
し
て
取
り
あ
げ
た
こ
と

に
そ
の
社
会
的
意
図
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
一
見
社
会
小
説
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
を
支
持
す

る
も
の
で
あ
る
か
に
み
え
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
「
こ
の
小
説
の
郷
土
性

や
社
舎
性
の
段
低
に
あ
っ
て
こ
れ
を
統
一
し
設
展
し
て
い
く
も
の
は
、
丑

松
の
戒
律
へ
の
叛
逆
を
、
内
部
精
神
の
葛
藤
に
お
い
て
展
開
し
て
い
く
、

そ
の
自
己
告
白
性
で
あ
る
」
と
い
う
考
察
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
氏
は
こ
の
「
自
己
告
自
性
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
加
え
る
。

作
品
に
お
い
て
父
の
戒
律
を
め
ぐ
る
丑
松
の
問
題
は
、
藤
村
の
執
筆
当
時

の
社
会
的
認
識
の
限
界
も
あ
っ
て
、
丑
松
偶
人
の
人
生
問
題
と
し
て
取
り

あ
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
戒
律
へ
の
叛
逆
が
社
会
へ
の
闘
い
と
し
て
で
は

な
く
、
自
我
の
苦
悩
の
問
題
に
転
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
転
化
に
よ
り
、

小
説
で
の
戒
律
を
め
ぐ
る
問
題
の
社
会
的
解
決
は
、
封
建
的
社
会
に
お
け

る
被
差
別
指
紋
と
し
て
の
部
落
民
を
解
放
へ
導
く
方
向
に
は
向
か
わ
ず
し

て
、
テ
キ
サ
ス
行
き
と
い
う
社
会
外
へ
の
小
説
的
解
決
に
走
ら
せ
る
と
い

う
結
果
に
な
っ
た
と
論
じ
る
。

先
に
挙
げ
た
瀬
沼
氏
と
同
じ
く
、
中
村
光
夫
も
二
契
機
の
い
ず
れ
の
立

場
を
も
と
ら
な
い
。
中
村
氏
は
「
風
俗
小
説
論
(
上

)
i
i
i近
代
リ
ア
リ

(
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ズ
ム
の
発
生
」
(
「
文
芸
」
二
月
号
、
昭
和
二
五
年
二
月
)
で
、
「
破
戒
』
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は
一
方
で
は
部
落
民
に
対
す
る
縞
見
と
い
々
し
い
社
会
問
題
を
と
ら

え
る
と
と
も
口
、
地
方
で
は
こ
れ
を
、
倣
戒
す
る
こ
と
で
新
た
な
生
活
に

臨
も
う
と
す
る
新
時
代
の
党
酷
し
た
個
人
と
、
破
戒
を
と
ど
ま
る
こ
と
で

従
来
の
生
活
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
出
思
想
と
の
密
突
と
い
う
丑
松
の
内

部
葛
藤
の
背
開
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
社
会
の
生
き
た
問
題
を
舟
一
面
か

ら
描
破
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
と
ら
え
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
勝
討
に

と
っ
て
部
落
民
心
対
す
る
…
備
え
と
い
う
社
会
問
題
法
被
の
義
協
を
喚
起
さ

せ
る
不
正
で
あ
る
以
前
に
、
そ
の
議
牲
者
ー
と
な
る
丑
松
の
心
暗
を
自
己
の

分
身
と
し
て
一
獄
中
ね
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
丑
松
を
一
2

は
己
の

議
強
の
生
き
た
入
部
哉
と
化
し
得
た
い
と
い
う
含
み
を
も
っ
解
釈
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
自
身
の
注
解
を
や
村
氏
は
「
長
松
は
部
落
民
の
青
年
と

し
て
は
っ
‘

d

さ
っ
し
た
客
観
性
を
持
つ
に
は
、
あ
ま
り
ノ
に
作
者
の
ご
王
観
的

感
慨
」
の
低
備
で
あ
り

ω

す
ぎ
、
逆
に
作
者
の
部
訟
な
魂
を
托
す
べ
き
人
間

と
し
て
は
社
会
の
背
景
か
ら
の
浮
き
だ
し
か
た
が
足
ハ
ノ
ず
、
別
問
察
で
汲
み

あ
げ
ら
れ
た
淡
す
ぎ
る
彩
で
し
か
」
な
か
っ
た
と
し
て
、
作
品
の
不
完
全

性
に
紋
れ
る
形
で
業
約
す
る

G

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
瀬
沼
、
中
村
両
氏
む
論
は
二
契
機
の
い

ず
れ
の
立
場
を
も
と
ら
な
い
こ
と
の
み
に
と
ど
ま
っ
、
プ
て
こ
か
ら
二
型
機

む
統
…
的
解
釈
に
設
す
る
指
慌
を
な
す
ま
で
に
は
烹
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
三
好
打
雄
は
コ
彼
戒
」
論
へ
の
試
み
〕
〈
吉
町
制
聡
村

拾
い
、
昭
和
四
…
年
)
に
お
い
て
、
従
米
の
川
明
』
叫
九
に
一
バ
し
て
「
社
会
小
説

か
自
弓
告
向
か
と
い
う
投
開
九
一
日
体
が
無
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
真
に
必
裂

な
の
は
、
「
殺
或
」
を
現
に
m
M
か
れ
て
あ
る
全
体
と
し
て
一
計
制
す
る
一
新
し

い
基
軸
の
発
見
で
あ
る
一
と
異
議
を
唱
え
ふ
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
は

「
部
落
民
の
条
砕
を
必
須
と
す
る
瀬
川
バ
卦
松
の
意
味
を
、
小
説
の
内
的
問

に

即

し

て

統

一

時

に

抑

え

な

お

必

裂

が

あ

る

と

述

る

。

し

そ
の
「
部
務
民
心
条
件
)
を
単
に
告
自
の
た
め
の
条
件
で
は
立
く
、
主
人

公
ひ
い
て
は
小
説
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
基
本
的
条
件
と
し
て
位
誼
づ

け
、
(
一
破
戒
'
一
を
つ
ら
ぬ
く
小
説
の
特
心
は
部
落
毘
丑
松
を
お
そ
う
社
会

の
迫
害
と
宿
命
へ
の
恐
持
、
つ
ま
号
外
と
内
と
の
一
の
危
機
を
摘
さ
な

が

ゐ

苦

悩

の

心

理

的

数

肢

と

し

て

の

告

自

と

結

論

づ

け

る。

一
好
民
と
閉
じ
く
、
不
問
蚊
夫
も
ま
た
そ
の
統

に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
一
千
鰐
氏
泊
予

(

n

t

}

 

研
究
』
第
二
三
号
、
昭
和
四
五
年
六
立
)
の
中
で

の
吋
殻

h

…
月
一
…
誌
に
お
け
る
「
判
識
的
な
こ
と
は
、
刊
誌
戒
」
生
成
の
一

識
を
統
一
的
に
把
へ
る
こ
と
に
法
と
ん
ど
す
べ
て
の
許
制
が
失
敗
し
て
ゐ

る
事
実
で
あ
る
い
と
い
う
器
摘
を
も
と
に
、
「
司
被
ぃ
成
い
生
成
の
こ
契
機
を

統
一
的
に
把
へ
る
一
た
め
に
は
、
藤
村
が
採
っ
た
「
欝
勃
と
し
た
精
神
」

と
い
う
含
み
多
い
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
を
「
破
戒
』
内
部
の
倹
一
討
の
な

か
か
ら

ω

見
出
す
必
一
訟
が
あ
る
と
提
言
す
ッ
。
。
そ
の
う
え
で
、
告
白
小
説
と

し
て
の
立
場
を
と
る
和
沼
氏
の
指
摘
「
そ
こ
で
は

Z
口
出
川
に
意
引
が
め

る
の
で
あ
っ
て
…
部
活
民
」
詰
そ
れ
を
誌
か
ら
し
め
る
た
め
の
方
法
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
」
に
汁
し
、
丑
松
が
他
な
ら
ぬ
部
落
民
で
あ
る
が
放
に

告
白
が
深
刻
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
苦
棋
や
告
自
の
布
在
が

逆
に
部
部
氏
問
川
泌
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ま
で
問
わ
れ
て
き
た
作
品
に
お
け
る
社
会
的
抗
議
と
白
意
地
上
の
州
制

は
、
ま
さ
に
ム
号
泣
識
上
の
和
一
組
の
桔
架
と
し
て
の
告
岳
、
土
一
ト
践
と
み
る

と
に
よ
っ
て
社
会
的
抗
議
た
り
得
る
と
い
う
沼
で
一
体
と
な
っ
て
い

る
と
に
、
「
社
会
小
説
か
、
告
出
小
説
か
で
は
く
、

「
d 



出
小
説
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
小
説
た
り
得
た
の

よ
の
将
器
」
を
痛
切
に
措
く
こ
と
で
、
深
い
「
社
会
以

い
る
の
で
あ
る
一
し
て
結
論
と
し
て
い
る
。

こ

の

的

に

も

、

的

解

釈

の

鎚

と

し

て

部

部

民

問

題

に

あ
ハ
ノ
「
岳
意
識

を
訴
し

人
間
的
な
生
、
き
方
を
圧
殺
す
る
明
治
社
会
の
諸
矛

容
の
…
典
型
と
し
て
の
部
落
問
紐
を
一
身
に
背
負
っ
て
生
き
る
丑
松

を
主
人
公
と
し
て
設
定
し
、
そ
の
丑
松
の
線
漉
め
た
る
が
ゆ
え
の
悲

ママ

し
み
が
自
意
識
上
的
組
組
と
し
て
内
向
す
る
反
語
、
社
会
的
民
議
と

し
て
外
舟
し
、
そ
れ
が
栴
立
に
搾
用
し
合
う
担
保
で
一
体
化
し
て
い

る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

記
し
て
い
る
立
ど
、
土
絞
或
」
は
そ
の
絞
…
的
解
釈
の
読
点
か
ら
探

り
下
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
「
誼
戒
」
研
究
に
お
け
る
ニ
契
機
の
統
一
的
解
釈
の

主
流
化
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
そ
の
長
一
語
こ
う
し
た
流
れ
に
対
し
て
批
判

的
な
論
も
み
ら
れ
る
よ
う

ιな
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
宇
佐
美
毅
は
立
政
戒
〕

l
i
i作
品
の
〈
統
一
的
把

援
〉
と
い
う
軒
度
i
r
i
」
(
詰
問
中
文
学
静
寂
と
鑑
賞
い
議
五
五
巻
第
mm

号
、
平
成
二
年
四
月
)
の
中
で
、
一
作
品
の
統
…
杓
な
担
握
と
い
っ
た
院

納
付
か
ら
辻
一
時
解
故
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
一
と
述
べ
る
。
そ

の
う
え
で
、
丑
松
が
一
告
自
に
よ
っ
て
テ
キ
サ
ス
移
設
と
部
保
む
理
解
と

い
う
「
告
自
に
よ
る
救
清
一
を
強
得
し
て
枠
品
が
終
結
す
る
一
こ
と
に
着

目
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
後
半
の
急
速
な
告
白
へ
の
傾
斜
と
い
う
作
品
絹

造
上
の
非
統
一
性
は
、
昨
品
川
り
執
筆
泊
程
に
お
い
て
議
村
が
平
日
自
に
よ

る
数
詩
一
と
い
う
主
題
を
発
問
け
ん
し
、
そ
れ
を
被
差
別
部
部
出
身
の
青
年
長

松
の
悲
劇
に
で
は
な
く
、
の
青
春
に
話
求
し
て
い
く
と
い
う
磯
村
の

作
的
葛
藤
が
表
出
し
た
結
果
で
あ
る
と
と
ら
え
る
。

(
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そ
の
般
の
研
究
を
見
る
と
、
部
え
ば
高
揺
昌
子
は
作
品
本
文
中
の
「
社

会
の
罪
人
と
思
へ
〕
と
い
う
丑
松
の
一
一
一
一
口
葉
に
詩
話
し
、
作
品
内
で
の
丑
松

の
告
白
や
テ
キ
サ
ス
行
き
に
は
罪
人
意
識
が
持
う
こ
と
を
指
摘
す
る
な

ど
、
従
来
は
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
契
機
の
統
一
的
解
釈
と
辻
離
れ

た
、
多
岐
な
翠
点
か
ら
の
識
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
『
破
戒
い
印
刷
究
の
動
向
を
た
ど
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
概
話
す

る
と
、
こ
れ
ら
の
新
究
は
『
被
或
い
な
社
会
小
説
と
し
て
扱
う
か
、
も
し

く
は
告
告
小
説
と
し
て
扱
う
か
の
二
者
択
一
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

そ
の
按
そ
れ
ら
を
統
…
的
に
把
握
す
る
克
方
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
号
、

結
果
と
し
て
そ
の
統
一
的
把
握
が
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
う

し
た
流
れ
に
若
定
的
な
論
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
近
年
で

は
従
来
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
二
契
機
の
統
…
灼
な
把
握
と
は
離
れ

た
論
が
目
立
ワ
よ
う
に
な
っ
た
と
約
言
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研

究
史
の
な
か
で
、
「
被
或
町
一

Jf}

〈
学
校
小
説
〉
の
寵
点
か
ら
考
察
し
た
研

究
は
ど
の
よ
う
な
立
ち
設
置
に
罷
か
れ
て
い
る
的
だ
ろ
う
か
む
こ
の
問
題

の
解
法
む
た
め
に
、
'
刊
誌
さ
て
お
き
そ
れ
る
研
究
を
み
て

h

つノ。

も

る
研
究
と
し
て
先
鞭
を
つ
げ
た
、
小
林
芙
「
教
育
小
説

し
て
の
い
一
地
」
論
!
;
話
料
灼
教
育
界
と
の
関
連
に
つ
い
て
i
iム

{
刊
)

野
」
第
六
…
号
、
昭
和
四
十
年
五
月
)
を
挙
げ
る
。
小
林
氏
の
論
は
、

教
育
小
説
の
概
念
は
、
家
主
…
一
一
郎
の
「
学
校
教
員
と
そ
の
お
か
れ

た
社
会
的
状
況
と
の
か
か
わ
っ
を
主
題
と
し
た
作
品
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
明
治
憲
法
下



校
教
員
の
実
態
を
は
ソ
ア
ル
じ
拙
き
出
し
円
「
教
育
界
の
実
態
に
対
す

る
鋭
い
批
判
判
的
態
度
を
在
悦
せ
し
め
る
」
点
で
辻
、
家
、
本
に
よ
っ
て

教
育
小
説
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
教
部
の
J

目
印
い
な
ど
と
、
コ
蚊
ぃ
一
主

と
は
…
散
し
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
え
て
表
題
に
教
育
小
説
の
辞
を
慌

用
す
る
次
第
で
あ
る

と
、
家
永
氏
が
提
示
す
る
教
育
小
説
り
定
義
を
使
用
す
る
窓
際
一
を
述
べ
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
う
え
で
員
試
作
品
に
克
ら
れ
る
「
教
育
界
の

実
態
に
対
す
る
鋭
い
批
判
的
態
度
」
は
藤
村
が
小
諸
義
設
の
教
言
、
経
営

に
対
す
る
諸
方
弼
か
ら
む
仕
迫
を
受
け
止
め
る
立
場
に
あ
っ
た
守
」
と
が
則
的

捺
し
て
い
る
と
す
る
な
ど
、
執
什
川
中
'
当
時
の
い
い
…
火
野
課
教
背
界
の
動
向
や
作
品

の
モ
デ
ル
と
い
れ
J

J

h

h

背
長
か
ら
、
刊
一
桜
“
一
枇
〕
の
教
育
小
説
世
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
佐
野
美
持
労
が
「
小
説
の
な
か
の
教
師
い
〈
開
和
五
六
年
〉

所
収
「
島
崎
藤
村
竹
山
版
、
改
同
教
育
不
在
の
教
師
小
説
」
で
、
古
紙
或
」
の

な
か
の
子
ど
も
は
ぺ
お
し
な
べ
で
、
摂
理
気
で
あ
う
、
あ
ど
け
な
」
く
掛

か
れ
て
お
号
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
地
或
い
の
子
ど
も
た
ち
は
版
村
に
よ
っ

て
観
念
的
に
忠
定
化
さ
れ
て
い
る
と
把
捉
で
き
る
と
い
う
点
や
、
議
村
の

議
話
作
品
の
な
か
に
子
ど
も
の
諮
問
…
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
克
治

た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
「
政
或
い
は
子
ど
も
観
が
欠
如
し
た
小
説
で
あ
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
教
育
不
在
の
教
師
小
説
と
往
し
て
い

る
と
活
べ
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
は
不
在
で
あ
る
と
す
る
こ
の
見
方
に
対
し
、
設
準
口

三
郎
は
「
教
部
と
し
て
の
丑
松
・
教
育
小
説
と
し
て
の
「
破
戒
と
(
「
部

落
問
題
研
究
」
第
…
…
二
巻
、
平
成
三
年
八
月
)
の
中
で
佐
野
氏
の
議
を

峻

肥

し

、

た

面

的

な

描

写

に

し

て

も

丑

松

ち

た

に
叫
恭
わ
れ

つ
い

い
た
と
見
併
を
連
べ

そ
の

で
、
丑
松
の
教
師
橡
に

で
も
な
く
、
恐
松
の
時
代
に
は
、
教
員
組
合
運
動
は
も

論
、
弐
主
的
な
教
育
実
践
の
活
動
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

不
十
分
と
は
一
…
…
…
ヤ
叩
へ
丑
松
の
教
育
は
校
長
や
端
部
学
が
期
務
ず
る
軍

由
主
義
的
、
天
皇
制
教
育
で
は
な
く
、
ょ
っ
良
い
未
去
を
目
指
し

た
、
子
供
述
の
為
の
教
育
が
心
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
告
分

sz設
が
珪
お
に
苦
し
み
、
そ
れ
か
ら
の
説
却
を
顧
う
気
持
法
、
ど
う

し
て
も
松
太
や
、
敬
之
巡
り
忌
一
千
な
ど
、
弱
い
立
場
の
人
々
や
子
誤

速
に
註
ぐ
、
長
松
の
暖
か
い
自
に
、
条
件
が
と
と
の
え
ば
民
主
的
な

教
育
に
進
み
得
る
良
心
的
な
教
師
の
相
貌
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る

と
仏
側
じ
て
い
る
。

先
の
名
論
と
は
災
な
う
、
法
松
の
告
白
に
蒜
目
し
た
論
と
し
て
、
千
回

洋
本
「
比
三
m
e
教
室

e
椛
力
i
i

「
破
戒
』
の
梢
悶
;
)
(
吋
東
京
学
芸
大
学

紀
安
部
二
郎
門
人
文
科
学
い
第
四
八
号
、
平
成
九
年
一
…
足
)
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
論
で
は
、
悲
松
の
告
お
は
彼
が
教
師
と
し
て
告
自
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
教
帥
l
生
徒
と
い
う
あ
ら
か
じ
め
枠
づ
け
ら
れ
た
権
力
関
係

む
な
か
で
の
独
自
と
い
う
行
為
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
¥
す
な
わ
ち
安

定
し
た
関
係
に
お
い
て
行
わ
れ
た
自
己
慰
揮
の
街
駄
に
根
ざ
し
た
感
情
と

行
動
で
し
か
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
先

ι
〈
学
校
小
説
〉
の
親
点
か
ら
考
察
さ
れ
た
四
つ
の
ザ
究
を

挙
げ
た
が
、
少
な
く
と
も
先
の
二
つ
の
議
辻
提
出
さ
れ
た
当
時
主
流
と

な
っ
た
作
品
の
社
会
性
と
古
岳
民
と
い
う
二
提
議
の
統
…
的
解
釈
と
は
…

綜

を

出

し

た

呉

笠

な

論

と

し

止

に

し

た

~

が

う

か

が

い

知

れ

I守

一一 i 



る
。
そ
の
後
統
一
的
解
釈
か
ら
離
れ
た
論
が
多
数
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
再
度
〈
学
校
小
説
〉
の
制
点
か
ら
試
み
ら
れ
た
研
究
と
し

て
後
の
二
つ
の
論
を
出
握
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
れ
に
伴
い
こ
れ
ら

山
つ
の
論
の
共
通
点
と
し
て
、
従
来
の
研
究
が
一
切
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

椛
か
に
二
契
機
の
統
一
的
解
釈
と
い
う
祝
点
か
ら
の
考
察
は
完
結
に
近

い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
が
一
時
「
破
戒
』
研
究
に
お

い
て
主
流
と
な
っ
た
こ
と
は
無
視
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
破
戒
」
研
究
に
は
依
然
と
し
て
そ
の
統
一
的
解
釈
と
い
う
観
点
が
影
を

落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
る
た
め
に
、
従
来
の

研
究
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
〈
学
校
小
説
〉
の
観
点
か
ら
の
研
究
は
軽

視
を
余
骸
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
研
究

相
原
和
邦
が
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
論
」
(
「
自
本
文
学
』
第
二
二
巻
第
二

号
、
昭
和
四
八
年
二
月
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
愛
す

べ
き
読
物
で
は
あ
っ
て
も
正
面
か
ら
論
ず
る
に
足
り
な
い
作
品
、
だ
と
い
う

見
方
が
、
従
来
多
く
の
激
一
わ
論
者
の
通
念
と
な
っ
て
い
」
た
状
況
下
で
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
研
究
史
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
作
品
論
と
し
て
登

場
し
た
の
が
、
平
岡
敏
夫
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
試
論
l
小
日
向
の
養
源
寺

(
け
)

」
(
「
文
学
』
第
三
九
巻
第
一
号
、
昭
和
四
六
年
一
月
)
で
あ
る
。
平
同

氏
は
、
読
者
が
吋
坊
っ
ち
ゃ
ん
〕
の
物
語
の
構
造
に
よ
っ
て
正
義
撲
で
明

る
い
坊
っ
ち
ゃ
ん
だ
け
を
見
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
読
み
の

状
況
に
対
し
、
小
説
の
末
尾
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
、
切
っ
ち
ゃ
ん
は

死
ぬ
と
い
う
対
称
的
な
切
っ
ち
ゃ
ん
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
指
摘

す
る
。
つ
ま
り
、
四
国
の
中
学
を
辞
職
す
る
に
至
っ
た
ほ
ど
の
正
義
漢
で

あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
街
鉄
の
技
子
と
し
て
無
事
平
穏
に
暮
ら
し
て
い
る
こ

と
は
幼
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
の
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
で
あ
り
、
「
帰
京
し
て

街
鉄
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
ウ
ソ
で
あ
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は

死
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
氏
は
論
じ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
〈
暗
い
坊
っ
ち
ゃ

ん
像
〉
と
い
う
新
た
な
示
唆
は
そ
の
後
の
『
切
っ
ち
ゃ
ん
』
研
究
に
影
響

を
も
た
ら
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

平
同
氏
は
ま
た
、
教
師
と
し
て
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
着
目
し
て
論
を
展
開

す
る
。
氏
は
特
に
教
師
で
あ
る
切
っ
ち
ゃ
ん
が
抱
く
生
徒
と
の
述
帯
意
識

に
若
目
し
、

21は
天
才
で
あ
る
』
の
新
聞
耕
助
と
は
対
称
的
に
、
坊
っ

ち
ゃ
ん
は
生
徒
と
の
問
の
連
帯
を
敢
え
て
断
ち
切
る
こ
と
で
中
学
生
批
判

を
よ
り
痛
烈
な
も
の
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い

て
、
「
生
徒
を
無
視
・
否
定
す
る
教
師
と
い
う
矛
盾
的
存
在
が
も
っ
「
正

富
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
「
駆
け
上
る
や
う
な
」
文
体
を
生
み
出
し
、
な

ま
じ
っ
か
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
と
う
て
い
及
ば
ぬ
日
本
文
学
に
お
け
る
ま
っ

た
く
独
自
の
教
師
像
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
言
及
す
る
。

そ
の
後
、
内
田
道
雄
は
「
調
一
訪
問
と
笑
い
と

i
i
l
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
一
一
論
」

(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
二
巻
第
一
四
号
、
昭
和
五
一
年

一
一
月
)
に
お
い
て
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
が
読
者
に
も
た
ら
す
笑
い
の
構

造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
、
そ
の
笑
い
の
誘
因
を
撒
石
の
造
一
訪
問
で
あ

る
「
調
…
1
m

」
に
間
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
「
湖
一
古
川
」
が
「
①
広
義
に
於
け
る

謝
刺
(
批
判
的
モ
チ
ー
フ
を
も
っ
た
作
品
)
の
一
一
一
一
口
語
」
と
規
定
で
、
さ
る
こ

と
、
「
②
作
品
・
作
品
の
こ
と
ば
が
表
裏
の
二
義
性
を
持
つ
こ
と
」
、
「
③

滑
稽
(
笑
い
)
を
表
出
す
る
と
と
も
に
そ
れ
が
終
始
「
真
面
目
な
も
の
」

8 



(
批
評
性
)
を
伴
う
こ
と
」
と
い
う
性
質
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、

ゃ
ん
』
に
笑
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
論
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
内
田
氏
は
作
品
の
笑
い
の
構
造
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
そ

の
中
で
「
要
す
る
に
こ
の
作
品
は
一
人
称
小
説
な
の
で
あ
る
」
と
作
品
の

一
人
称
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
『
切
っ
ち
ゃ
ん
』
の
一
人
称

の
語
り
に
注
目
し
た
の
が
、
中
島
問
彦
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「
性
分
」
、
「
坊

っ
ち
ゃ
ん
」
の
性
格
[
|
l
一
人
祢
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
l
i
i
」
(
『
日
本
文

(
ぽ
)

学
』
第
二
七
巻
第
一
一
号
、
昭
和
五
三
年
一
一
月
)
で
あ
る
。
こ
の
論
で

は
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
っ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
に
つ
い
て
の

一
一
一
一
口
及
は
作
中
に
数
多
く
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
言
及
は
あ

く
ま
で
主
人
公
の
性
格
の
外
側
か
ら
の
説
明
や
規
定
に
す
ぎ
ず
、
作
品
位

界
に
生
き
る
主
人
公
へ
の
把
擁
か
ら
生
じ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
す

る
。
つ
ま
り
主
人
公
の
性
格
は
初
め
か
ら
作
ら
れ
て
一
つ
の
飢
念
と
し
て

あ
る
の
で
は
な
く
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
な
ま
の
語
り
に
よ
っ
て
「
作
品
の
中

で
息
づ
き
、
そ
の
物
語
を
生
き
切
っ
た
時
初
め
て
生
き
た
も
の
と
な
る
」

の
で
あ
る
。
換
}
一
目
す
れ
ば
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
…
人
称
の
語
り
が
読
者
に
機

能
し
て
主
人
公
の
性
格
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
一
人
称
の
形

式
こ
そ
、
そ
れ
を
恨
元
か
ら
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
作

品
が
一
人
称
の
諮
り
を
と
る
意
義
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
論
を
皮

切
り
に
、
そ
の
後
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
研
究
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
詑
り
に
若

田
し
た
論
に
傾
倒
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
画
期
的
な
作
品
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
く
中
、
川
崎
一
長
は

平
岡
氏
と
伺
肢
に
、
教
師
と
し
て
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
側
面
か
ら
作
品

を
検
討
し
て
い
く
。
川
嶋
氏
は
「
学
校
小
説
と
し
て
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
」

(
「
講
座
夏
目
激
石
第
二
巻
」
、
昭
和
五
六
年
)
の
中
で
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

『
坊
っ
ち

を
学
校
小
説
と
し
て
読
ん
だ
と
き
、
そ
の
世
界
は
徽
一
わ
が
J

自
己
の
教
育
観

に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
「
中
学
改
良
策
〕
を
裏
返
し
に
し
て
戯
一
副
化
し
た

も
の
、
す
な
わ
ち
「
改
良
を
要
す
る
中
学
の
憂
う
べ
き
状
態
の
具
現
化
」

だ
と
一
一
一
一
向
う
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
激
石
は
坊
っ
ち
ゃ
ん

を
正
誼
で
純
粋
な
、
上
等
な
人
物
と
し
て
肯
定
す
る
反
面
、
激
石
の
教
師

嫌
い
に
よ
っ
て
教
育
者
と
し
て
適
正
な
も
の
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
肯
定
的
人
物
と
し
て
掛
け
ば
描
く
ほ
ど
、
教
育
者

と
し
て
は
失
格
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
状
況
が
生
じ
た
と
し
た
。
こ
の
た
め

に
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
教
師
像
は
「
正
義
撲
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
結
果
と
な
っ
た
と
論
じ
る
。

さ
て
、
平
岡
氏
に
よ
る
〈
暗
い
坊
っ
ち
ゃ
ん
像
〉
の
考
察
に
つ
い
て
は

先
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
考
察
に
示
唆
を
得
た
論
に
、
有
光

経
司
「
「
幼
っ
ち
ゃ
ん
』
の
構
造
1

1

1
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
1

1

1
」

(
『
回
一
丸
山
と
国
文
学
』
第
五
九
巻
第
八
号
、
昭
和
五
七
年
八
月
)
が
あ
る
。

こ
の
論
は
、
〈
笑
い
〉
と
〈
批
評
性
〉
と
い
う
こ
軍
機
梢
を
刊
り
子
で
あ

る
切
っ
ち
ゃ
ん
自
身
の
性
格
に
帰
そ
う
と
す
る
内
田
氏
の
論
に
疑
則
を
抱

き
¥
機
構
の
二
章
一
性
や
平
岡
氏
の
示
し
た
作
品
の
時
さ
に
つ
い
て
は
「
む

し
ろ
、
「
語
り

i

一
の
機
能
を
巧
妙
に
包
限
し
た
、
作
品
位
界
の
構
造
そ
れ

自
体
の
う
ち
に
、
明
る
さ
と
暗
さ
と
い
う
こ
主
性
の
秘
笥
を
探
る
べ
き
で

は
な
い
か
」
と
提
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
ん
に
ち
一

般
化
し
て
い
る
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
作
品
を
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
帥
折

と
敗
北
の
物
誌
と
す
る
見
方
に
対
し
、
山
田
の
中
学
校
と
彼
と
の
刊
に
は

抜
き
差
し
な
ら
な
い
関
わ
り
な
ど
一
切
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
は
こ
の
物
語
の
中
で
な
ん
ら
挫
折
も
敗
北
も
し
て
い
な
い
と
反
論
す
る

と
と
も
に
、
彼
は
一
貫
し
て
、
作
品
冒
頭
に
紹
介
さ
れ
た
、
明
る
い
存
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棋

の

世

界

に

づ

け

て

い

る

務

?

ち

ゃ

ん

合

物

語

に

お

け

で
…
諮
問
ら
れ
る
遠
山
令
嬢
を
吟
ぐ
る
お
の
悲
劇
や
、

旧
の
教
員
生
活
に
お
け
る
慨
折
と
い
っ
た

透

け

て

見

え

る

と

し

っ

ち

ゃ

ん

梢
浩
を
附
明
ら
か
に

先
ほ
ど
、

着
弓

の

鵠

以

詩

「

坊

っ

研

究

誌

作

品

の

詑

り

に

し
て
い
く
と
述
べ
が
、
正
薙
に
泣
前
に
示
し
た
有

小
蘇
陽
一
の
論
を
註
じ
め
と
し
て
、
作
品
の
諾
う
を
も
と
に

論
が
多
数
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
諜
氏
以
「
裏
表
の

(上

)
l
l
i
吋
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
構
造
;

!
」
竺
文
学
い
第
…
…
…
ニ
巻
第
三
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
)
で
、
吋
訪

っ
ち
ゃ
ん
』
の
詑

9
4ず
が
畠
ら
の
行
為
を
主
続
的
に
理
由
づ
け
る
?

か
ら
:
:
:
し
J

ど
と
い
う
一
諮
問
う
口
を
手
掛
か
つ
げ
ド
論
を
畏
認
す
る
。
こ
の

諮
問
う
司
は
、
作
品
の
語
り
に
は
常
に
諮
り
子
の
行
動
の
理
由
を
問
い
詰
め

る
潜
在
的
な
聞
き
手
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
本
す
も
の
で
み
る
。
し

か
し
そ
の
鍔
き
手
と
は
、
一
泊
り
手
の
示
す
理
出
を
納
得
し
て
く
れ
る
で
あ

ろ
う
、
一
認
ハ
ノ
子
の
想
定
し
た
聞
き
手
で
る
る
と
と
も
に
、
一
泊
り
手
の
行
践

を
無
間
で
あ
る
と
批
評
す
る
、
…
引
間
り
予
の
想
定
を
お
え
た
常
識
を
も
っ
た

開
き
手
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
賠
き
手
の
内
告
す
る
二
重
一
性
に
よ
っ
て
、

ご
方
で
は
詔
り
子
が
袈
詰
し
て
い
る
レ
ベ
ル
で
の
〈
常
識
〉
を
も
っ
た

開
き
手
と
し
て
、
黙
っ
て
彼
の
言
う
こ
と
に
納
得
し
ふ
つ
を
し
な
が

ら
、
他
方
で
は
内
心
本
来
の
常
識
者
と
し
て
こ
の
の
非
常
識
註
に

笑
い
を
い
悦
ら
す
」
と
い
う
つ
…
車
の
(
裏
表
の
み

り
苧
i
読
者
間
に
生
じ
る
と
小
森
氏
は
指
摘
す

jし三

本
来

れ
た
読
者

と
は
異
な
う
、
教
師

の
〈
今
〉
に
躍
し
た

以

持

に

お

け

る

時

間

・

こ

れ

以
降
で
一
品
川
り
干
の
主
接
的
で
単
純
な
も
の
の
見
方
に
思
し

シ
ャ
ツ
や
貯
だ
、
狸
等
の
そ
の
部
物
牲
を
笑
う
読
者
は
、
そ

が
諮
り
ノ
ザ
ん
ず
の
単
純
さ
を
笑
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
な
い
、

す
な
わ
ち
港
在
化
し
て
い
た
常
識
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
斐
い
が
叩
}
的

行
為
に
よ
ラ
て
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
笑
う
と
い
う
状

況
に
読
者
は
諮
る
。
だ
が
、
一
訪
問
り
手
自
身
、
が
そ
の
常
識
を
有
し
て
お
ら

ず
、
本
質
的
な

a
s認
識
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
二
日
視
者
は
〈
常
識
島

る
地
者
〉
と
し
て
の
自

5
C
長
援
を
対
象
化
せ
ず
に
一
語
り
ノ
チ
を
実
う
と
同

時
に
、
披
を
笑
う
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
を
も
笑
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
、
…
A
W
う
の
構
造
の
二
重
性
が
生
じ
る
こ
と
を
指
附
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
物
…
刊
の
構
造
と
諾
っ
と
を
対
応
さ
せ
て
作
品
に
お
け
る

一
泊
り
の
構
造
の
二
重
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
小
森
氏
で
あ
っ
た
が
、
一
和
銀

千
秋
も
同
様
に
物
語
む
場
造
と
一
治
則
り
に
法
目
し
て
、
か
品
に
内
配
す
る
清

と
訪
っ
ち
ゃ
ん
の
〈
出
の
手
志
向
〉
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
石
原
氏
の
論

「
「
窃
っ
ち
ゃ
ん
」
の
山
の
手
」
日
文
学
い
第
五
四
巻
第
八
培
、
昭
和
六
一

年
八
丹
)
辻
、
東
京
で
の
出
来
事
の
報
告
と
な
っ
て
い
る
第
一
章
全
文
と

最
終
殺
の
一
範
を
、
清
を
め
ぐ
る
「
訪
っ
ち
ゃ
ん
い
の
〈
枠
〉
と
し
て
往

器
づ
け
、
そ
の
〈
梓
〉
に
は
清
と
坊
っ
ち
ん
の
〈
中
の
子
志
向
〉
が
存

在
し
て
い
た
=
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
し
て
そ
の
一
一
人
の
〈
山
の

手

志

完

〉

は

、

の

行

く

先

J
Y
口
早
々
と

八け
vl

 



語
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
そ
れ
以
降
彼
の
諮
る
内
容
す
べ

て
を
失
敗
談
と
し
て
読
む
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
た
め
に
、
読
者
は
「
二
J

草

以
下
の
〈
山
の
手
志
向
〉
を
〈
坊
っ
ち
ゃ
ん
〉
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も

の
と
し
て
意
識
的
に
単
一
化
す
る
一
方
で
、
〈
坊
っ
ち
ゃ
ん
〉
の
中
の
〈
山

の
手
志
舟
〉
は
意
味
を
結
ば
ず
に
意
識
の
周
縁
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
」

と
い
う
語
り
手
の
語
り
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

一
方
、
亀
井
秀
雄
は
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
詑
り
手
の

J

自
称
「
お

れ
」
に
焦
点
を
当
て
て
作
品
を
考
察
す
る
。
屯
井
氏
は
「
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

l
l
l
「
お
れ
」
の
位
置
‘
「
お
れ
」
へ
の
欲
望
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
教

材
の
研
究
』
第
三
七
巻
第
五
号
、
平
成
四
年
五
月
)
の
中
で
、
一
泊
り
手
が

選
択
し
た
自
称
〈
お
れ
〉
を
「
き
わ
め
て
意
図
的
に
選
ば
れ
た
、
一
訪
問
り
の

機
能
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
こ
で
作
品
内
で
の
詰
り
手
の
呼
相
〈
幼
っ

ち
ゃ
ん
〉
に
視
点
を
移
し
、
作
品
内
で
は
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
の
一
部
す
よ
う

な
、
も
と
も
と
の
甘
や
か
さ
れ
て
育
っ
た
世
間
知
ら
ず
と
い
っ
た
、
不
ガ

テ
イ
プ
な
語
義
と
は
別
に
、
正
直
で
純
粋
な
人
、
単
純
や
真
率
と
い
っ
た

肯
定
的
な
語
義
が
〈
坊
っ
ち
ゃ
ん
〉
に
は
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示

す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
消
に
よ
る
保
証
の
も
と
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ

て
、
読
者
が
テ
ク
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
作
り
上
げ
る
そ
の
吉
定
的
な
語

義
は
ま
さ
に
「
「
お
れ
」
の
語
り
口
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
変
換
さ
れ
た

結
果
」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
話
り
子
の
教
民
生
活
談
は
〈
坊
っ

ち
ゃ
ん
〉
と
い
う
呼
称
を
、
市
に
保
証
さ
れ
た
呼
び
名
と
し
て
宵
定
的
に

受
け
止
め
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
し
、
し
た
が
っ
て
彼
の
教
員
見
市
談

は
「
清
が
の
ぞ
む
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
俄
を
白
分
が
引
き
受
け
る
物
語
一

だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
街
鉄
の
技
手
と
い
う
立
場
か
ら
〈
お

れ
〉
と
い
う
自
称
を
選
び
と
っ
て
語
ら
れ
る
語
り
手
の
回
想
談
は
「
そ
の

小
市
民
的
な
状
況
の
拘
束
か
ら
の
一
種
の
脱
J

目
的
解
放
と
し
て
、
山
市
に

と
っ
て
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
っ
た
過
去
の
、
無
垢
な
情
念
の
ま
ま
に

打
算
抜
き
で
行
動
し
え
た
「
お
れ
」
の
物
語
を
再
構
成
」
し
た
、
彼
に

と
っ
て
の
二
回
か
ぎ
り
の
語
り
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
第
一
章
全
文
と
最
終
設
の
一
節

を
詰
り
の
〈
枠
〉
と
し
て
位
置
づ
け
た
石
原
氏
の
論
を
挙
げ
た
が
、
こ
の

指
摘
に
示
唆
を
得
た
論
に
、
菅
聡
子
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
〈
読
む
こ

と
〉
」
(
『
激
石
研
究
」
第
二
一
号
、
平
成
一
一
年
一

O
月
)
が
あ
る
。
菅

氏
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
「
〈
読
む
こ
と
〉
に
対
す
る
問
題
意
識
を
す
ぐ

れ
て
喚
起
す
る
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』
の
語
り
の
構
造
の
特
質
と
し
て
、
小
森
氏
が
指
摘
し
た
、
現
在
の

〈
お
れ
〉
と
い
う
諮
り
の
枠
組
み
が
第
一
章
と
末
尾
と
の
照
応
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
中
、
ニ
輩
以
降
が
〈
今
〉
に
即
し
て
語
ら
れ
、
一
品
る
現
在
の

〈
お
れ
〉
が
後
景
に
退
く
と
い
う
時
間
・
空
間
的
蹴
糊
に
よ
っ
て
、
過
去

の
自
分
が
現
在
の
自
分
に
よ
っ
て
分
析
ま
た
は
批
評
さ
れ
る
と
い
う
事
態

が
生
じ
な
く
な
る
と
の
見
解
を
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
第
一
章
並

び
に
末
尾
が
現
在
の
一
泊
り
子
の
自
己
認
識
で
あ
る
の
に
対
し
、
ニ
京
以
降

末
尾
ま
で
が
過
去
の
浅
い
認
識
で
あ
る
と
い
う
一
滑
り
子
の
認
識
の
深
化
の

プ
ロ
セ
ス
と
、
読
書
行
為
の
時
間
内
で
読
者
が
受
け
取
る
記
述
の
印
象
度

は
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
読
書
行
為
の
視
点
か
ら
換
言
す
る
と

「
基
本
的
に
は
単
線
的
に
進
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
読
者
行
為
の
時
間
的

プ
ロ
セ
ス
と
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
詑
り
の
桝
迭
と
の
別
に
は
ず
れ
が
あ

る
」
と
い
う
読
み
の
問
題
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
こ
の
ず
れ
こ
そ
が
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
む
こ
と
に
お
け
る
多
縦
性
が
生
じ
る
出
国
で
あ
る

と
と
ら
え
る
。
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時

系

列

に

沿

っ

て

ん

』

す

る

と

本

格

的

な

ち

ゃ

ん

』

論

法

平

間

氏

に

は

じ

ま

内
旧
民
の
論
を
皮
切
り
に
作
品
の
〈
諮
り
〉
を
基
幹
に
据
え
た
論
が

そ
の
復
輸
と
な
っ
て
い
っ
た
と
一
甘
悶
え
る
。

こ
こ
で
改
め
て
吋
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
〈
学
校
小
説
〉
の
観
点
か

し
た
平
岡
・
間
務
荷
誌
の
論
を
煽
り
返
る
と
、
先
に
汗
ん
た
一

に
お
け
る
ツ
て
れ
と
は
異
な
う
、
特
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
一
全
な
封

駆
け
上
が
る
よ
う
な
文
体
が
生
じ
る
原
田
を
明
ら
か
に
し

て、

J

ち
ゃ
ん
』
研
究
の
な
か
は
大
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
議

し
て
、
越
官
悦
子

与が
、以

つ

し

叩~ーコ、

j
b
'
斗
J
4

・u

も
の
で
あ

の
観
点
か
ら
議
じ
ら
れ

の
見
た
学
校
性
界
d
i
l
l

〈
窃
っ
ち
ゃ

と

い

・

語

学

〕

第

一

…

五

号

、

昭

和

六

二

部

凡
)
が
提
出
さ
れ
る
が
、
こ
の
論
は
吋
拐
っ
ち
ゃ
ん
」
創
作
の
テ

i

マ
を
、
激
石
が
嫌
認
し
た
学
校
の
形
式
主
義
、
一
間
…
主
義
と
い
っ
た
実
態

や
、
学
校
が
制
度
と
し
て
有
す
る
野
容
な
描
く
こ
と
で
る
っ
た
と
主
張
す

る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
川
崎
氏
の
論
以

問
、
〈
学
校
小
説
〉
の
観
点
か
ら
辻
ご
お
っ
ち
ゃ
ん
い
研
究
に
お
け

一
品
な
論
詰
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、

研
究
数
が
相
対
的
に
乏
し
い
こ
と
か
ら
も
、
〈
学
校
小

の
一
排
究
は
鮭
抗
さ
れ
て
い
る
状
出
に
あ
る
と
言
え
る
。

経
か
に
川
崎
氏
の
論
ょ
っ
後
は
昨
品
の
〈
訪
つ
〉
に

究
が
主
流
化
し
て
い
っ
た
た
め
に
、
先
に
示
し
た
こ
つ

と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
砂

制
点
か
ち
り
研
究
辻
吋
坊
っ
ち
ゃ
ん
い
研
究
、

は
あ
て
も
、
そ
の
器
能
を
な
す
も
の
と
は

フ
♀〉

ーノ
〆
U

R
X
M
M
勺
J

よ
ミ
ノ
コ
4
h

A
j
'
w
j
q
gか
H
デ
J
M
J
t

ジ
一
て

そ
の
後
の
研
究
か

き
た

ら
は
関
州
即
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
誌
に
陥
っ
た
こ
と
は
一
台
め
な
い
り
で
あ
る
。

お
わ
ち
に

の
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つ

い

て

ニ

作

品

を

統

話

し

て

み

と

、

こ

れ

ら

の

所

む

意

義

は

そ

れ

ぞ

れ

の

主

流

と

な

よ

っ

て

軽

諒

さ

れ

て

き

た

甘
口
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
別
の
角
度
か
ち
と
ら
え

と
、
そ
の
主
流
と
な
る
研
究
は
し
尽
く
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
〈
学

の
観
点
か
ち
の
叫
究
は
十
分
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
え

棚
、
、
為
。

4
h
u

し
カ

こ

う

し

た

顎

究

状

況

に

対

し

を

新

た
に
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
c

そ

れ

辻

、

、

こ

れ

ま

で

の
吋
被
或
」
論
議
に
む
し
ろ
無
知
に
近
い
こ
と
よ
っ
て
、
悲
手
で
、
作

中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
諸
要
素
を
治
い
集
め
、
内
政
戒
」
の
非
品
と

し
て
の
全
体
像
に
接
近
す
る
こ
と
か
ら
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

れ
ぬ
}

だ
ろ
う
か
」
と
意
向
を
述
べ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
飢
一
読
す

る
影
で
論
を
進
め
る
べ
き
と
い
う
定
け
ん
に
対
し
て
は
現
存
が
み
る
が
、
先

に
示
し
た
状
況
下
で
こ
の
よ
う
立
妥
努
な
も
と
に
作
品
を
論
じ
て
い
く
こ

と
は
、
作
品
摂
究
の
諜
先
に
お
い
て
柑
一
め
て
京
一
民
な
行
為
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
出
版
氏
の
意
向
は
「
破
戒
い
研
究
に
対
す
る
ち
の
で
は
る
る

が
、
先
に
示
し
た
と
お
り
同
様
な
耕
究
状
況
に
あ
る
「
出
っ
ち
ゃ
ん
い
に

も
苓
し
く
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
後
先
に
論
じ
て
き
た

こ
作
品
を
取
り
あ
げ
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
寺
会
山
山
一
品
素
」
で
は
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
研
究
が
十
分
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
〈
学
校
小
説
〉
の

観
点
か
ら
作
品
を
論
じ
て
い
く
こ
と
は
作
品
川
究
の
…
つ
の
手
立
て
と
し

て
有
効
で
み
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
研
究
で
川
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た
〈
学
校
小
説
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作

品
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研
究
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限
ら
ず
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治
三
九
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治
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組
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え
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じ

論

じ

る
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効
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ム
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九
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組
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の
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、
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切
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ち
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ず
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一
作
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と
需
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九
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