
森
鴎
外
の
「
吃
逆
」
は
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
五
月
「
中
央
公
論
」

第
二
七
年
第
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
明
治
四
○
年
代
に
書
か
れ
た
現
代
小
説

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
同
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
か
の
や
う
に
」
と
同
様
、

五
条
秀
麿
と
い
う
青
年
を
主
人
公
と
す
る
。

物
語
は
、
秀
麿
が
綾
小
路
に
「
画
の
売
れ
た
祝
い
」
を
す
る
た
め
に
築
地

の
「
待
合
」
に
誘
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
再
会
し
た
友
人
、

幣
原
と
当
時
流
行
し
て
い
た
オ
イ
ケ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
「
芸

者
」
が
〈
し
ゃ
っ
く
り
〉
を
し
て
そ
の
場
を
去
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
、
物
語

は
終
了
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
こ
の
作
品
は
、
秀
麿
と
幣
原
の
オ
イ
ケ
ン
論
議
が
主
と
し
て
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
鴎
外
（
ま
た
は
秀
麿
）
が
当
時
の
新
思
想
を
い
か
に
受
容

し
、
い
か
な
る
社
会
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
〈
思
想
闘
争
〉
を
中
心

に
読
み
取
ら
れ
て
き
た
。
従
来
、
オ
イ
ケ
ン
思
想
に
つ
い
て
秀
麿
が
幣
原
に

森
鴎
外
「
吃
逆
」

序

森
鴎
外
「
吃
逆
」
論

合
冊

二
二
口

「
質
問
し
て
『
考
こ
る
の
は
、
鴎
外
自
身
の
懐
疑
で
あ
り
解
決
の
な
さ
そ

－
１
－

の
も
の
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
」
と
脂
摘
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
渡
辺
善

雄
は
、
「
重
要
な
の
は
、
オ
イ
ケ
ン
紹
介
を
通
し
て
鴎
外
が
何
を
訴
え
て
い

る
か
で
あ
」
る
と
疑
問
を
投
じ
、
オ
イ
ケ
ン
が
流
行
し
た
背
景
を
踏
ま
え
た

う
え
で
「
「
吃
逆
」
の
オ
イ
ケ
ン
論
議
の
ね
ら
い
は
三
教
会
同
推
進
派
を
根

（
ク
ニ

本
か
ら
つ
き
崩
す
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
野
村
幸
一
郎
は
、
「
幣
原
と
秀
麿
と
の
思
想
的
対
話
（
中
略
）
を

詳
細
に
検
討
し
て
い
く
時
、
国
家
と
学
芸
の
相
克
の
問
題
に
つ
い
て
、
秀
麿

が
オ
イ
ヶ
ン
思
想
の
内
に
問
題
解
決
へ
の
突
破
口
を
見
州
だ
し
て
い
る
こ
と

が
、
見
え
て
く
る
」
と
し
、
今
九
一
○
年
代
の
オ
ィ
ヶ
ン
受
容
を
呈
示
し
た

う
え
で
、
「
〈
神
〉
〈
天
〉
〈
精
神
〉
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
個
人
的
生
を

意
味
づ
け
る
聖
な
る
中
心
を
う
し
な
っ
た
近
代
の
日
本
人
が
、
ふ
た
た
び
回

路
を
開
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
『
吃
逆
」
の

結
論
と
は
、
（
中
略
）
新
し
い
精
神
文
明
の
創
出
で
あ
」
り
、
「
鴎
外
の
目

指
し
た
も
の
は
、
あ
ら
た
な
国
家
理
念
と
新
た
な
思
想
・
学
問
の
親
和
的
関

係
、
一
言
で
言
え
ば
、
新
た
な
超
越
的
価
値
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
福
ち
ひ
ろ

四
七



－
３
－

齪
酷
を
止
揚
し
、
混
乱
を
収
拾
し
て
い
く
方
向
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
共
通
点
は
、
作
者
（
ま
た
は
登
場
人
物
）
と
オ
ィ
ヶ

ン
の
関
係
に
注
目
し
、
鴎
外
が
オ
イ
ヶ
ン
思
想
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど

こ
に
社
会
的
意
義
を
見
出
し
て
い
た
か
に
論
点
が
絞
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

（
４
）

あ
る
。し

か
し
、
秀
麿
が
対
話
に
よ
っ
て
問
題
解
決
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
そ

の
ま
ま
作
者
の
態
度
と
重
ね
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
の
態

度
を
分
析
す
る
こ
と
で
秀
麿
と
作
者
の
違
い
を
明
示
し
、
そ
の
う
え
で
、
秀

麿
・
幣
原
の
オ
イ
ケ
ン
受
容
の
あ
り
方
が
ど
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
描
か
れ

て
い
る
か
考
察
し
て
い
く
。

ま
た
、
作
者
が
「
吃
逆
」
と
い
う
作
品
に
込
め
た
主
題
は
、
オ
イ
ケ
ン
思

想
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
だ
け
に
留
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
全
体
の
構
成
意

識
や
舞
台
設
定
、
人
物
形
象
等
の
意
味
も
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
論
で
は
、
作
者
が
創
り
上
げ
た
モ
チ
ー
フ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
再
考
し
、
同

時
に
作
舳
枇
界
と
叫
時
の
文
化
・
風
俗
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、
「
吃
逆
」

の
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

五
条
邸
に
て
秀
麿
は
綾
小
路
か
ら
手
紙
を
貰
う
。
秀
縢
が
「
倒
さ
に
し
て

見
て
も
同
じ
」
と
言
っ
た
絵
画
が
売
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
は
綾
小
路
か
ら

の
手
紙
の
文
面
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
表
現
か
ら
窺
え
る
綾
小
路
の
形
象

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

－

君
が
倒
さ
に
し
て
見
て
も
同
じ
事
だ
と
云
っ
た
あ
の
画
が
売
れ
た
。

あ
の
時
僕
は
タ
ア
ナ
ア
の
画
が
実
際
倒
さ
に
懸
け
ら
れ
た
例
が
あ
る
と

云
っ
て
、
自
己
を
弁
護
す
る
た
め
に
歴
史
を
引
合
に
出
す
と
云
ふ
、
最

も
い
く
地
の
な
い
窮
策
に
出
た
の
を
、
君
は
ま
だ
記
憶
し
て
ゐ
る
だ
ら

う
。
此
報
道
を
見
た
ら
、
君
は
誰
が
あ
れ
を
買
っ
た
か
と
問
ふ
に
違
な

い
（
）
そ
の
買
手
が
実
に
振
っ
て
ゐ
る
よ
・
方
々
の
電
信
柱
に
ペ
ン
キ
で

名
前
の
広
告
し
て
あ
る
成
金
だ
。
僕
の
芸
術
の
お
得
意
が
冒
弓
目
匡
だ

と
は
面
白
い
ぢ
や
な
い
か
。
か
う
な
る
と
、
僕
は
又
窮
策
を
繰
り
返
し

た
く
な
る
。
バ
イ
ロ
イ
ト
の
劇
場
が
始
て
開
か
れ
た
時
、
新
し
い
吾
楽

を
聰
き
に
寄
っ
て
来
た
客
は
、
予
期
せ
ら
れ
た
、
頭
の
新
し
い
、
物
の

分
か
っ
た
人
間
で
は
な
く
て
、
諸
国
の
物
見
高
い
金
持
共
だ
っ
た
と
云

ふ
話
が
そ
れ
だ
。
僕
は
あ
の
画
に
直
ち
に
妨
巳
里
の
分
か
る
題
を
附
け

て
置
い
た
こ
と
を
後
悔
す
る
。
あ
の
題
が
な
か
っ
た
ら
、
ス
ト
リ
ン
ト

ベ
ル
グ
の
高
原
の
景
色
を
酒
代
の
代
り
に
貰
っ
て
壁
に
懸
け
て
ゐ
て
、

荒
れ
て
ゐ
る
海
だ
と
客
に
説
明
し
た
酒
店
の
、
王
人
の
や
う
な
滑
稽
が
唯

じ
た
か
も
知
れ
な
い
・
但
こ
れ
は
名
高
い
人
を
例
に
引
い
た
や
う
で
も
、

上
手
な
画
で
な
い
丈
罪
が
軽
い
か
も
知
れ
な
い
。
笑
談
は
大
概
に
し
て

置
く
。
実
は
此
手
紙
は
請
待
状
な
の
だ
。
久
し
振
に
画
の
売
れ
た
祝
を

す
る
の
だ
。
お
相
客
は
エ
ナ
か
ら
帰
っ
た
幣
原
だ
。
是
非
来
て
く
れ
給

へ
Ｏ

秀
麿
に
「
倒
さ
に
し
て
見
て
も
同
じ
事
」
と
言
わ
れ
、
綾
小
路
は
「
タ
ア

ナ
ァ
の
画
」
の
逸
話
を
自
己
弁
護
に
使
う
。
さ
ら
に
「
バ
イ
ロ
イ
ト
の
劇
場
」

の
逸
話
を
持
ち
出
し
て
、
芸
術
作
品
を
成
金
に
売
り
渡
し
た
こ
と
を
正
当
化

四
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日
本
画
家
の
立
場
と
比
べ
て
、
数
倍
難
処
に
居
る
の
が
今
の
洋
画
家

で
あ
る
。
我
が
国
の
人
々
は
同
じ
欲
望
の
満
足
で
も
、
酒
色
の
方
面
に

は
中
々
の
金
を
費
や
す
。
少
し
く
豊
か
な
人
々
が
此
方
面
に
浪
費
す
る

金
高
は
、
実
際
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
此
下
等
な
趣
味
が
、
各
方
面

か
ら
の
教
育
で
漸
次
精
錬
せ
ら
れ
、
趣
味
の
高
等
的
形
式
、
即
ち
美
術

品
の
愛
玩
と
云
ふ
事
に
な
れ
ば
、
今
の
日
本
の
財
力
で
も
、
美
術
は
相

当
な
奨
励
を
受
け
得
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
酒
と
女
、
即
ち
待
合
、
料

理
屋
に
蕩
尽
さ
る
、
資
力
を
美
術
品
の
玩
賞
に
向
け
る
の
が
第
一
の
策

（
Ｆ
‐
ｊ
）

略
で
な
く
て
は
い
か
ん
。

（
、
ｈ
）

山
田
環
樹
宛
書
簡
に
お
い
て
綾
小
路
の
「
モ
デ
エ
ル
」
と
書
か
れ
て
い
る

岩
村
透
は
、
成
金
に
代
表
さ
れ
る
「
日
本
の
財
力
」
が
「
美
術
品
の
玩
賞
」

に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
「
酒
と
女
」
「
待
合
、
料
理
屋
」
に
費
や
さ
れ

じ
て
い
る
。

し
よ
う
と
し
た
り
、
逆
さ
に
し
て
も
同
じ
に
み
え
る
絵
画
が
芸
術
を
理
解
し

な
い
成
金
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
を
「
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
グ
」
の
逸
話
を
用
い

て
茶
化
す
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
言
い
訳
を
「
笑
談
」
で
あ
る
と
表
現

し
、
気
を
取
り
直
し
て
「
久
し
振
り
に
側
の
売
れ
た
祝
」
を
し
よ
う
と
す
る
。

一
方
、
秀
麿
は
五
条
邸
に
て
招
待
状
を
読
ん
だ
後
、
「
待
合
へ
往
く
の
は

詰
ま
ら
な
い
な
」
と
思
う
。
「
芸
宥
」
の
機
械
的
に
動
い
た
り
、
「
客
に
遠
慮

し
な
い
所
」
ヨ
遊
ば
せ
て
戴
く
」
と
云
ふ
風
を
装
ふ
所
」
「
を
見
て
而
白
が

る
に
は
、
己
な
ん
ぞ
よ
り
今
少
し
遅
鈍
な
神
経
を
持
っ
た
人
間
か
、
又
は
神

経
の
上
に
肉
慾
が
ｇ
胃
巳
月
の
や
う
に
働
い
て
、
幾
多
の
不
譜
音
を
消
し
て

ゐ
る
人
間
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
綾
小
路
と
は
相
反
し
て
不
快
に
感

森
鴎
外
「
吃
逆
」
論

綾
小
路
の
手
紙
に
は
、
逆
さ
に
絵
画
を
掛
け
た
り
、
「
高
原
の
景
色
」
な

の
に
「
荒
れ
て
ゐ
る
海
」
だ
と
説
明
し
て
し
ま
う
と
い
う
滑
稽
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
次
の
待
合
の
場
面
に
お
い
て
も
滑
稽
な
様
子
が
描
写
さ
れ

て
お
り
、
と
く
に
知
識
人
、
幣
原
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

秀
麿
は
、
ド
イ
ツ
の
エ
ナ
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
幣
原
に
会
う
こ
と
を

楽
し
み
に
や
っ
て
き
た
。
時
間
を
厳
し
く
守
る
「
ョ
オ
ロ
ッ
パ
」
の
影
響
を

受
け
た
幣
原
は
、
誰
よ
り
も
先
に
到
着
し
て
い
た
。
「
や
。
暫
く
。
君
帰
っ

て
来
た
さ
う
だ
れ
」
と
言
っ
て
、
幣
原
を
見
る
や
否
や
饒
舌
に
話
し
出
す
。

一
方
、
幣
原
は
「
秀
麿
が
ど
ん
な
に
対
等
に
話
を
し
よ
う
」
と
し
て
も
「
敬

語
を
使
ふ
こ
と
は
廃
め
な
い
」
。
「
ョ
オ
ロ
ッ
パ
に
ゐ
た
時
か
ら
」
秀
麿
を

〈
華
族
〉
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
に
よ
っ
て
、
秀
麿
は

自
分
の
社
会
的
身
分
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、
「
同
じ
や

て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
冒
頭
部
分
で
は
、
成
金
が

芸
術
作
品
を
買
い
、
芸
術
家
が
待
合
に
つ
ぎ
込
む
と
い
う
本
末
転
倒
が
描
か

れ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
の
蔑
如
は
、
成
金
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
資
力
を
「
待

合
」
に
つ
ぎ
込
む
芸
術
家
の
方
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
綾
小
路
の
形
象

は
、
内
発
的
な
芸
術
の
生
れ
な
い
素
地
を
蹄
職
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
は
綾
小
路
の
自
己
尚
定
的
な
文
章
表
現
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
こ
こ
で
の

秀
麿
の
形
象
は
、
綾
小
路
に
象
徴
さ
れ
る
Ⅱ
本
の
芸
術
家
の
意
識
の
低
さ
を

照
射
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
一
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う
に
敬
語
を
使
っ
て
は
、
親
み
の
感
情
が
殺
が
れ
る
」
と
「
心
苦
し
く
思
ひ

な
が
ら
、
矢
張
綾
小
路
に
物
を
言
ふ
と
同
じ
調
子
で
話
」
そ
う
と
決
心
す
る
。

そ
う
し
て
対
話
が
始
ま
る
。
幣
原
が
新
思
想
を
語
る
の
に
対
し
、
秀
麿
は

聞
き
役
で
あ
る
。
幣
原
は
、
ル
ド
ル
フ
・
オ
イ
ヶ
ン
の
「
我
等
は
猶
ク
リ
ス

ト
教
徒
た
る
こ
と
を
得
べ
き
か
」
と
い
う
著
作
を
紹
介
し
始
め
る
。
こ
の
時

点
で
は
二
人
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
し
か
言
及
し
な
い
オ
イ
ケ
ン
の
論
を
宗

教
全
般
に
押
し
広
め
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
幣
原
は
、
オ
イ
ケ
ン
は

「
人
間
の
霊
」
が
「
救
ひ
出
さ
れ
」
る
「
有
意
義
」
な
こ
と
を
目
標
と
し
て言

ｊ
）

い
る
か
ら
、
「
真
の
宗
教
」
と
は
人
間
に
と
っ
て
「
有
意
義
」
な
の
で
あ
る

と
解
説
す
る
。
こ
れ
に
対
し
秀
麿
は
、
「
そ
れ
で
は
寺
院
は
い
る
が
、
ロ
オ

マ
の
寺
院
で
も
、
ル
テ
ル
の
寺
院
で
も
行
け
な
い
と
云
ふ
随
分
む
づ
か
し
い

註
文
だ
ね
え
」
と
言
う
。
理
想
と
現
実
が
余
り
に
も
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を

綾
小
路
だ
け
で
な
く
、
秀
麿
も
気
づ
い
て
く
る
。
秀
麿
は
、
対
話
を
続
け
る

う
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
限
っ
て
述
べ
て
い
る
オ
イ
ケ
ン
の
こ
と
を
「
考
が

狭
い
や
う
だ
」
と
明
確
に
批
判
し
は
じ
め
る
。
幣
原
は
依
然
と
し
て
庇
い
続

け
る
、
と
い
う
具
合
に
オ
ィ
ヶ
ン
に
対
す
る
両
者
の
考
え
は
微
妙
に
ず
れ
て

く
る
の
だ
が
、
作
者
は
な
ぜ
以
上
の
よ
う
に
描
き
わ
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
作
品
の
書
か
れ
た
時
代
背
賎
を
鑑
み
る
と
、
オ
イ
ヶ
ン
の
思
想
は
、

明
治
四
○
年
代
後
半
に
日
本
で
も
流
行
し
て
い
た
。
現
在
の
日
本
の
矛
盾
を

も
解
消
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
若
手
の
知
識
人
に
歓
迎
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
オ
イ
ヶ
ン
熱
が
盛
ん
に
な
る
一
方
で
、
懐
疑
的
な
意
見
も
現
れ
出
す
。

（
ド
｝

た
と
え
ば
そ
の
一
つ
と
し
て
、
夏
月
漱
和
「
中
身
と
形
式
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

此
問
私
は
或
学
者
の
書
い
た
本
を
読
み
ま
し
た
。
夫
は
オ
イ
ケ
ン
と

云
っ
て
、
近
頃
独
逸
で
、
有
名
な
学
者
の
著
は
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）
兎
に
角
其
人
の
説
の
中
に
か
う
云
ふ
事
が
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
現
代
の
人
は
頻
り
に
自
由
と
か
開
放
と
云
ふ
様
な
事
を
主
張
す
る
。

同
時
に
秩
序
と
か
組
織
と
か
云
ふ
も
の
を
要
求
し
て
居
る
。
一
方
で
は

束
縛
を
解
い
て
自
由
に
し
て
貰
は
な
け
れ
ば
堪
ら
な
い
と
云
っ
て
居
な

が
ら
、
一
方
で
は
（
例
え
ば
資
本
家
と
云
ふ
様
な
も
の
が
）
秩
序
と
か

組
織
を
立
て
な
け
れ
ば
事
業
が
発
展
し
な
い
と
騒
い
で
居
る
。
が
、
此

二
つ
の
要
求
を
較
べ
る
と
明
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
ｌ
此
所
迄
は
宜
し

い
の
で
す
。
然
し
オ
イ
ヶ
ン
は
こ
の
矛
盾
は
何
方
か
に
片
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
又
片
付
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
の
如
き
語
気
で
論
じ

て
ゐ
た
様
に
記
憶
し
て
ゐ
ま
す
が
ｌ
即
ち
さ
う
云
ふ
様
に
相
反
す
る

事
を
同
時
に
唱
へ
て
居
っ
て
は
矛
盾
だ
か
ら
、
モ
ッ
と
一
纏
め
に
し
て
、

意
味
の
あ
る
生
活
を
人
が
や
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
様
な

事
を
言
ふ
の
で
す
。
（
中
略
）
私
は
何
う
考
へ
て
も
オ
イ
ケ
ン
の
説
は

無
理
だ
と
思
ふ
の
で
す
。

漱
石
は
、
現
代
人
が
自
由
や
開
放
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
一
方
で
、
秩

序
や
組
織
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
の
二
つ
は
矛
盾
で
あ
る
と
指
摘
し
、
両
巷

を
纏
め
て
定
義
づ
け
よ
う
と
す
る
オ
イ
ヶ
ン
に
対
し
て
疑
問
を
抱
い
て
い

る
。
「
学
荷
の
や
る
統
一
、
概
括
と
云
う
も
の
」
に
「
便
宜
を
得
て
い
る
」

こ
と
は
十
分
認
め
た
う
え
で
、
「
学
者
に
は
す
べ
て
を
統
一
し
た
い
と
い
う

念
が
強
い
た
め
に
」
「
た
だ
形
式
だ
け
の
統
一
で
中
味
の
統
一
に
も
何
に
も

な
ら
な
い
綴
め
方
」
に
陥
り
そ
れ
を
「
得
意
」
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。

五
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鴎
外
は
、
「
人
の
世
を
渡
る
に
必
要
な
る
道
徳
な
ど
と
云
ふ
も
の
」
を

「
つ
ひ
近
頃
ま
で
極
め
過
ぎ
て
を
つ
た
」
こ
と
を
認
識
し
、
「
哲
学
者
の

三
２
Ｎ
胃
冨
或
は
詩
人
の
守
儲
Ｐ
さ
う
云
ふ
や
う
な
人
が
出
て
き
て
、
全
然

今
ま
で
の
箪
笥
の
抽
斗
に
記
号
を
附
け
た
や
り
方
」
「
箪
笥
に
物
を
し
ま
ふ

で
は
、
以
上
の
同
時
代
の
オ
イ
ケ
ン
批
判
と
相
俟
っ
て
、
鴎
外
は
オ
イ
ヶ

ン
お
よ
び
幣
原
に
象
徴
さ
れ
る
〈
学
者
〉
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

扱
今
Ｒ
は
枇
間
の
事
が
非
常
に
変
っ
て
行
く
時
代
で
あ
る
。
先
づ
人

の
世
を
渡
る
に
必
要
な
る
道
徳
な
ど
と
云
ふ
も
の
も
、
そ
れ
は
学
問
の

上
で
は
色
々
な
学
者
の
異
論
が
あ
り
ま
す
が
、
兎
に
角
か
う
云
ふ
事
は

善
い
事
、
か
う
一
変
ふ
事
は
悪
い
事
と
云
ふ
こ
と
を
、
つ
ひ
近
頃
ま
で
極

め
過
ぎ
て
を
つ
た
。
併
し
今
Ｈ
極
力
此
の
極
ま
っ
た
道
徳
を
維
持
し
て

行
か
う
と
思
っ
て
も
、
こ
れ
が
巡
査
の
力
や
何
か
を
借
り
て
取
り
締
ま

っ
て
行
け
る
も
の
で
は
無
い
。
大
き
な
頭
の
奴
が
出
て
来
て
、
例
之
ば

哲
学
者
の
三
里
Ｎ
胃
言
或
は
詩
人
の
与
開
Ｐ
さ
う
云
ふ
や
う
な
人
が
出

て
き
て
、
全
然
今
ま
で
の
箪
笥
の
抽
斗
に
記
号
を
附
け
た
や
り
方
で
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
ふ
〔
』
こ
ん
な
時
代
に
は
箪

笥
に
物
を
し
ま
ふ
や
う
な
流
義
は
、
物
に
極
ま
り
を
附
け
過
ぎ
て
ゐ
て

駄
目
で
あ
る
。
（
中
略
）
彼
の
混
沌
た
る
物
の
中
に
は
、
幾
ら
意
表
に

出
た
、
新
し
い
事
を
聞
い
て
も
、
こ
れ
に
応
ず
る
所
の
も
の
が
あ
る
。

頭
か
ら
そ
れ
に
反
抗
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
構
は
ず
自
分
の
一
身
の
中

に
あ
る
物
に
響
く
如
く
応
ぜ
さ
せ
て
見
る
。
そ
れ
に
は
余
り
窮
屈
な
考

－
９
）

を
持
っ
て
を
つ
て
は
い
け
な
い
。

森
鴎
外
「
吃
逆
」
論

や
う
な
」
「
物
に
極
ま
り
を
附
け
過
ぎ
て
ゐ
る
」
点
を
「
駄
Ⅱ
」
と
し
て
い

る
。
「
窮
屈
な
考
え
」
を
持
っ
て
い
る
と
「
意
表
に
川
た
、
新
し
い
事
」
と

遭
遇
し
て
も
「
箪
笥
が
余
り
立
派
に
出
来
て
ゐ
る
と
、
大
き
い
新
し
い
物
が

は
い
っ
て
来
た
時
に
、
ど
の
抽
斗
に
入
れ
よ
う
か
と
思
っ
て
ま
ご
つ
」
い
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鴎
外
の
批
判
は
、
学
問
研
究
の
あ
り
方

に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
新
思
想
が
登
場
し
、
次
々
と
西
洋
の
学
問

が
援
用
さ
れ
よ
う
と
し
た
背
景
、
西
洋
の
思
想
・
哲
学
に
依
存
し
自
ら
で

〈
規
範
〉
を
培
っ
て
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
Ｈ
本
国
家
の
体
制
、
そ
れ
を
先

導
し
て
い
た
知
識
人
の
意
識
の
浅
薄
さ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
以
上
を
踏
ま

え
る
と
、
オ
イ
ケ
ン
の
思
想
自
体
に
は
た
く
さ
ん
の
危
さ
が
あ
り
、
そ
れ
を

一
切
疑
わ
ず
伝
道
す
る
幣
原
の
立
脚
点
は
脆
い
も
の
と
し
て
映
り
始
め
る
の

で
あ
る
ｃ

「
吃
逆
」
で
は
オ
イ
ケ
ン
を
題
材
に
と
っ
て
、
西
洋
思
想
を
信
仰
す
る
日

本
人
を
描
写
し
て
い
る
。
秀
麿
は
ヨ
な
る
程
』
と
云
っ
て
」
「
考
へ
」
込
む

ば
か
り
で
、
オ
イ
ケ
ン
論
議
に
よ
っ
て
秀
麿
の
葛
藤
は
解
消
さ
れ
な
い
・

こ
の
秀
麿
の
葛
藤
を
継
統
さ
せ
た
主
意
と
は
、
新
思
想
に
よ
っ
て
物
事
が
明

瞭
に
な
っ
た
と
信
じ
る
こ
と
や
、
物
事
に
整
理
し
過
ぎ
る
学
者
、
陶
酔
す
る

知
識
人
へ
の
作
者
自
身
の
懐
疑
の
表
れ
と
い
え
る
。

作
品
の
構
成
に
も
、
作
者
の
知
識
人
幣
原
に
対
す
る
脾
睨
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
前
半
は
〈
五
条
子
爵
邸
〉
、
後
半
は
〈
築
地
の
待
合
〉
を
舞
台
と

三
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し
て
い
る
。
五
条
邸
で
秀
麿
は
綾
小
路
か
ら
「
画
の
売
れ
た
祝
」
を
す
る
と

い
う
招
待
状
を
貰
う
。
綾
小
路
の
手
紙
は
「
末
の
方
に
場
所
と
時
間
と
が
脚

本
の
初
の
や
う
に
二
段
に
註
し
て
あ
り
」
、
「
場
所
は
築
地
の
或
る
待
合
で
、

時
間
は
そ
る
ノ
ー
出
掛
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
頃
」
と
語
り
手
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
。

そ
う
し
て
、
待
合
の
場
面
に
焦
点
が
切
り
換
わ
る
。
待
合
の
一
室
は
「
舞

台
場
」
と
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。

格
子
戸
の
前
で
車
を
降
り
て
、
秀
麿
は
花
崗
岩
の
填
め
て
あ
る
敲
き

の
上
に
立
っ
た
。
「
入
ら
つ
し
や
い
ま
し
」
と
、
女
中
が
縁
側
に
膝
を

衝
い
た
。
「
綾
小
路
か
ら
さ
う
云
っ
て
あ
る
筈
だ
が
。
」
「
只
今
お
一
人

様
お
出
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
」
舞
台
場
の
パ
ル
ヶ
ッ
ト
の
や
う
に
滑
る

廊
下
を
、
八
畳
の
間
へ
導
か
れ
た
。

秀
麿
が
待
合
の
一
室
に
登
場
す
る
と
、
す
で
に
ド
イ
ツ
帰
り
の
幣
原
は
着

席
し
て
い
た
。
幣
原
と
秀
麿
は
会
う
や
否
や
オ
イ
ヶ
ン
に
つ
い
て
語
り
出
す
。

此
時
廊
ド
の
側
の
障
子
が
明
い
て
、
綾
小
路
が
寝
惚
け
た
や
う
な
顔

を
し
て
、
の
そ
り
と
這
入
っ
て
来
た
。
跡
か
ら
三
卜
を
二
つ
三
つ
越
し

た
ら
し
い
芸
荷
が
一
人
附
い
て
来
て
、
呰
に
会
釈
し
た
。
（
中
略
）
「
ま

あ
、
ひ
ど
い
烟
で
す
こ
と
。
少
し
開
け
と
き
ま
せ
う
か
。
」
芸
者
は
起

っ
て
、
幣
原
の
背
後
に
あ
る
丸
窓
を
開
け
た
。
屋
根
と
物
干
台
と
に
限

ら
れ
た
、
薄
曇
の
空
が
耳
ｇ
ｇ
①
の
や
う
な
不
正
な
形
に
な
っ
て
見
え

る
。
座
敷
に
溜
ま
っ
て
ゐ
た
青
い
烟
が
、
鴨
居
の
下
を
潜
っ
て
扉
い
て

出
て
、
蒼
端
で
消
え
る
。

次
に
綾
小
路
と
「
第
一
の
芸
者
」
が
登
場
す
る
。
幣
原
と
秀
麿
に
向
け
ら

れ
た
カ
メ
ラ
は
、
「
芸
者
」
の
「
ま
あ
、
ひ
ど
い
烟
で
す
こ
と
。
少
し
開
け

と
き
ま
せ
う
か
」
と
い
う
台
詞
に
よ
っ
て
初
め
て
全
体
を
映
し
出
す
。
烟
で

充
満
す
る
部
屋
で
語
り
合
う
光
景
が
切
り
取
ら
れ
、
烟
に
も
気
が
つ
か
ぬ
鈍

感
な
知
識
人
像
が
立
ち
現
れ
る
。

美
し
い
、
二
十
前
後
の
芸
者
が
二
人
這
入
っ
て
来
て
お
辞
儀
を
し
た
。

暫
く
脚
本
式
に
第
二
、
第
三
の
芸
者
と
名
づ
け
よ
う
。
第
二
の
芸
者
は

吊
る
し
猫
と
云
ふ
緯
名
が
付
い
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
第
三
の
芸
者
は
、

藍
色
の
静
脈
の
透
き
通
っ
た
、
薄
い
顔
の
皮
膚
が
蒼
み
掛
か
っ
た
色
を

し
て
ゐ
る
。

と
語
り
手
に
よ
っ
て
新
し
い
人
物
が
説
明
さ
れ
る
。
「
芸
者
」
た
ち
は
「
脚

本
式
」
に
「
第
二
の
芸
者
」
、
「
第
三
の
芸
者
」
と
命
名
さ
れ
る
。
秀
麿
は

「
芸
者
」
の
振
る
舞
い
に
驚
き
つ
つ
も
、
心
機
一
転
し
て
話
を
続
け
よ
う
と

す
る
。
幣
原
は
オ
イ
ヶ
ン
の
考
え
を
ひ
た
す
ら
擁
護
す
る
。
二
人
が
話
し
て

い
る
最
中
ず
っ
と
「
明
色
の
女
」
の
〈
し
ゃ
っ
く
り
〉
は
続
く
。
吊
る
し
猫

は
話
の
意
味
が
「
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
。
綾
小
路
と
「
第
一
の
芸
者
」
は

ひ
そ
ひ
そ
話
を
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
〈
し
ゃ
っ
く
り
〉
を
し
て
い
た

「
明
色
の
女
」
が
退
出
し
て
こ
の
話
は
幕
引
き
と
な
る
。

作
品
の
随
所
に
釜
場
す
る
こ
れ
ら
の
雑
卉
は
、
二
人
の
真
剣
な
会
話
を
よ

そ
に
、
待
合
の
室
内
に
ざ
わ
め
い
て
い
る
。
綾
小
路
や
「
芸
者
」
た
ち
が
関

わ
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
真
面
目
な
議
論
も
荒
唐
無
稽
な
も
の
へ
と
変
質
す

る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
対
話
は
、
〈
し
ゃ
っ
く
り
〉
が
雑
音
と
な
っ
て
滑
稽

に
見
え
始
め
る
。
知
識
人
の
対
話
の
言
葉
は
周
囲
の
人
々
ど
こ
ろ
か
、
お
互

い
に
さ
え
も
何
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
て
オ
イ
ケ
ン
論
議
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を
無
意
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
こ
そ
作
者
の
主
意
な
の
で
は
な
い
か
。
待

合
の
一
室
を
舞
台
と
見
立
て
て
、
二
人
の
対
話
を
中
断
さ
せ
る
人
物
の
登
場

を
強
調
し
、
そ
の
都
度
、
人
々
の
動
き
、
小
道
具
、
雑
音
等
を
巻
き
込
ん
で

ま
す
ま
す
滑
稽
に
な
る
。
騒
々
し
さ
の
中
に
オ
イ
ヶ
ン
論
議
を
置
く
作
者
と

は
、
こ
の
状
況
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
を
利
用
し
て
知
識
人
を
一
笑
し
て
い
る
と
い

え
る
。ま

た
、
舞
台
装
置
に
も
知
識
人
を
冷
や
か
に
望
む
作
荷
の
視
線
が
窺
え
る
。

女
中
の
障
子
を
開
け
た
時
見
れ
ば
、
先
に
来
て
ゐ
る
の
は
綾
小
路
で

は
な
く
て
幣
原
で
あ
る
。
の
ん
気
な
、
王
人
は
ま
だ
来
な
い
の
に
、
ヨ
オ

ロ
ッ
パ
で
時
間
の
約
束
を
厳
し
く
守
る
癖
の
附
い
て
ゐ
る
幣
原
が
来

て
、
し
っ
ぽ
く
台
と
か
何
と
か
云
ふ
卓
の
向
う
に
据
わ
っ
て
ゐ
る
の
で

あ
っ
た
。
（
中
略
）
秀
麿
は
幣
原
が
床
の
間
の
前
を
避
け
て
据
わ
っ
て

ゐ
る
の
を
見
て
、
自
分
も
避
け
て
、
幣
原
の
向
ひ
に
坐
を
占
め
た
。

秀
麿
は
「
幣
原
が
床
の
間
の
前
を
避
け
て
据
わ
っ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
自

分
も
避
け
て
、
幣
原
の
向
ひ
に
坐
を
占
め
」
よ
う
と
す
る
。

一
方
、
「
芸
者
」
た
ち
は
ど
う
か
。

美
し
い
、
二
十
前
後
の
芸
者
が
二
人
這
入
っ
て
来
て
お
辞
儀
を
し
た
。

（
中
略
）
二
人
共
ど
こ
に
据
わ
ら
う
か
と
た
め
ら
っ
て
ゐ
る
の
を
、
綾

小
路
が
構
は
な
い
の
で
、
秀
麿
が
「
あ
っ
ち
だ
よ
」
と
床
の
間
の
前
を

指
さ
し
た
“
吊
る
し
猫
が
素
直
に
先
に
立
っ
て
、
幣
原
に
近
い
方
の
上

座
に
著
い
た
。
髪
を
層
と
の
比
較
的
明
色
な
女
が
吊
る
し
猫
と
秀
麿
と

の
間
に
介
ま
っ
て
据
わ
っ
た
。
吊
る
し
猫
は
つ
ん
と
し
た
や
う
な
姿
勢

を
し
て
ゐ
る
が
、
高
慢
振
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
も
な
い
・
遠
慮
も
な
い
が
、

森
鴎
外
「
吃
逆
」
論

饒
舌
り
も
し
な
い
性
ら
し
い
。

「
芸
者
」
た
ち
が
「
ど
こ
に
据
わ
ら
う
か
と
た
め
ら
っ
て
ゐ
る
の
を
」
「
秀

麿
が
「
あ
っ
ち
だ
よ
』
と
床
の
間
の
前
を
指
し
て
あ
げ
」
て
、
「
芸
者
」
た

ち
を
「
幣
原
に
近
い
方
の
上
座
」
に
座
ら
せ
る
と
い
う
場
面
に
は
、
秀
麿
の

礼
儀
を
知
り
つ
つ
も
席
順
を
気
に
し
な
い
様
子
が
表
出
し
て
い
る
。
気
に
し

す
ぎ
る
幣
原
と
、
ま
っ
た
く
気
に
し
な
い
綾
小
路
の
中
間
で
あ
る
。

「
芸
荷
」
は
「
し
っ
ぽ
く
台
」
の
前
で
ｎ
曲
に
振
る
峰
う
。
幣
原
や
秀
麿

が
気
を
遣
っ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
「
し
っ
ぽ
く
台
」
と
は
、
座

卓
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
ず
つ
の
食
卓
で
あ
っ
た
の
が
、
大
止
に
な
る
に
つ

れ
て
「
し
っ
ぽ
く
台
」
に
か
わ
っ
て
い
く
。
ど
っ
ち
が
上
座
か
下
座
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
も
の
な
の
に
、
「
床
の
間
の
前
を
避
け
て
据
わ
」
り
、
旧
式
の

儀
礼
を
当
て
は
め
る
幣
原
は
、
「
芸
者
」
た
ち
の
振
る
舞
い
に
較
べ
る
と
不

自
然
な
も
の
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
。

待
合
で
の
人
々
の
配
置
に
も
、
作
者
の
知
識
人
へ
の
一
瞥
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
皮
肉
は
、
秀
麿
や
綾
小
路
を
友
人
と
し
て
で
は

な
く
、
華
族
と
し
て
扱
う
幣
原
に
と
く
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

知
識
人
た
ち
は
「
芸
者
」
へ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
相

違
を
表
し
て
い
る
。
秀
麿
は
幣
原
、
綾
小
路
と
の
間
に
ど
う
い
う
違
い
を
兇

出
だ
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

幣
原
は
「
芸
者
」
に
対
し
て
「
お
世
辞
」
を
一
言
い
、
あ
る
友
人
の
エ
ピ
ソ

四
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－
ド
を
語
り
だ
す
。
そ
の
人
が
「
芸
者
で
も
な
ん
で
も
人
間
扱
ひ
に
丈
は
し

た
い
」
と
言
う
の
に
反
し
て
、
相
手
の
「
芸
者
」
は
「
そ
の
心
持
」
が
理
解

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
綾
小
路
は
「
芸
者
を
人
間
扱
ひ
に
す
る
」

こ
と
が
あ
る
か
と
笑
っ
て
反
論
す
る
。
秀
麿
は
こ
れ
ら
の
意
見
を
聞
き
な
が

ら
、
そ
れ
で
も
「
矢
張
芸
者
を
人
間
と
し
て
丈
は
扱
ひ
た
い
」
と
実
感
す
る
。

た
し
か
に
「
芸
者
」
を
人
間
扱
い
に
す
る
態
度
と
い
う
の
は
、
実
の
な
い

形
式
的
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
を
舎
人
の
人
格
と
し
て

認
め
る
と
い
う
発
想
は
、
西
洋
の
学
問
を
学
ん
だ
知
識
人
な
ら
で
は
で
あ
り
、

一
旧
一

日
本
の
娼
妓
の
世
界
で
は
机
上
の
空
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う

意
味
で
、
綾
小
路
の
発
言
と
は
「
芸
者
」
が
人
間
扱
い
さ
れ
て
い
な
い
現
状

を
見
据
え
た
も
の
と
言
え
る
が
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
を
矛
盾
と
感
じ
ず
受

容
す
る
人
物
と
も
言
え
る
。
以
上
に
対
し
て
秀
麿
と
は
、
二
人
の
態
度
を
受

け
止
め
つ
つ
も
反
発
し
、
自
分
の
理
想
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の

三
人
の
形
象
を
較
べ
る
と
、
Ｈ
本
で
は
通
用
し
な
い
思
想
に
疑
念
を
抱
か
な

い
人
物
と
、
現
状
を
受
け
容
れ
て
葛
藤
し
な
い
人
物
へ
の
作
者
の
懐
疑
が
浮

き
彫
り
と
な
っ
て
く
る
。

明
色
の
女
が
吃
逆
を
一
つ
し
て
、
誰
に
言
ふ
と
も
な
く
、
「
わ
た
し

兄
弟
に
な
っ
て
貰
ひ
た
い
人
が
あ
る
の
で
す
が
ね
え
」
と
云
っ
て
、
懐

か
ら
名
刺
形
の
写
真
を
出
し
て
ぢ
つ
と
眺
め
た
。
誰
も
相
手
に
な
ら
な

い
。
明
色
の
女
は
写
真
を
秀
麿
の
前
に
出
し
た
。
「
ね
え
、
あ
な
た
、

好
い
男
で
せ
う
。
寒
玉
子
よ
。
」
「
う
ん
。
苦
み
の
走
っ
た
好
い
男
だ
。
」

秀
麿
も
矢
張
芸
者
を
人
間
と
し
て
丈
は
扱
ひ
た
い
と
見
え
て
、
真
面
目

に
返
事
を
し
た
。
但
し
あ
な
た
と
は
云
は
な
か
っ
た
。
「
さ
う
で
せ
う
」

と
云
っ
て
、
女
は
写
真
を
し
ま
っ
て
、
つ
と
立
っ
た
。
そ
し
て
座
敷
の

出
口
に
往
っ
て
、
ベ
た
り
と
据
わ
っ
た
。
「
わ
た
し
も
も
う
帰
っ
て
寝

ま
す
わ
、
さ
や
う
な
ら
」
と
ゆ
っ
く
り
云
っ
て
、
両
手
を
畳
に
衝
い
て

瞳
を
据
ゑ
て
、
影
の
薄
い
や
う
な
体
を
暫
く
動
か
さ
ず
に
ゐ
た
。
「
第

一
の
芸
肴
」
が
「
あ
、
、
お
帰
り
」
と
云
っ
た
。
明
色
の
女
は
最
後
の

吃
逆
を
一
つ
し
て
席
を
起
っ
た
。

妓
後
に
、
「
明
色
の
女
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
「
明
色
の
女
」
は

「
あ
、
、
せ
つ
な
や
町
」
と
「
な
ん
だ
か
意
味
の
分
か
ら
な
い
語
尾
を
附
け

て
」
言
う
。
し
か
し
「
顔
色
は
せ
つ
な
さ
う
で
は
な
」
い
。
「
明
色
の
女
」

の
言
葉
と
そ
れ
に
不
釣
合
い
な
態
度
は
、
内
実
を
離
れ
た
形
式
を
象
徴
し
て

お
り
、
「
芸
者
が
料
理
屋
の
座
敷
で
器
械
の
や
う
に
動
い
て
ゐ
る
（
中
略
）

そ
れ
が
待
合
の
小
座
敷
で
、
客
に
遠
慮
し
な
い
所
、
乃
至
所
謂
『
遊
ば
せ
て

戴
く
」
と
云
ふ
風
を
装
ふ
所
」
を
五
条
邸
で
嫌
悪
す
る
秀
麿
の
言
葉
通
り
象

ら
れ
て
い
る
。

「
誰
も
相
手
に
な
ら
な
い
」
中
で
唯
一
真
面
目
に
「
明
色
の
女
」
の
相
手

に
す
る
秀
麿
は
、
「
矢
張
芸
粁
を
人
間
と
し
て
丈
は
扱
ひ
た
い
」
と
感
じ
て

い
る
よ
う
に
語
り
手
に
は
「
兇
え
る
」
。
し
か
し
「
明
色
の
女
」
は
そ
の
好

意
を
無
に
す
る
よ
う
に
「
写
真
を
し
ま
っ
て
、
つ
と
立
つ
」
て
、
誰
か
に
止

め
て
ほ
し
い
そ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
帰
ろ
う
と
す
る
・
語
り
手
は
「
明
色
の
女
」

を
「
影
の
薄
い
や
う
な
」
と
寂
し
い
女
と
表
現
す
る
。

こ
れ
に
反
し
て
「
第
一
の
芸
者
」
は
「
あ
、
、
お
帰
り
」
と
言
っ
て
止
め

よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
う
え
作
者
は
、
最
後
に
〈
し
ゃ
っ
く
り
〉
さ
せ
る
こ

と
で
「
影
の
薄
い
や
う
な
」
と
表
現
さ
れ
る
形
式
的
な
女
の
仮
面
を
剥
し
て

五
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こ
の
作
品
は
、
オ
イ
ヶ
ン
思
想
だ
け
で
な
く
、
人
物
、
構
成
、
舞
台
装
置

等
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
オ
イ
ヶ
ン
を
語
る
学
者
、
待
合
に
金
を
費
や
し
た

り
「
芸
者
」
と
い
う
存
在
を
疑
わ
な
い
芸
術
家
、
そ
し
て
二
人
と
は
立
場
を

異
に
す
る
秀
麿
に
作
者
が
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
秀
麿
の
形
象
、

「
芸
者
」
の
仕
草
や
科
白
か
ら
も
知
識
人
や
芸
術
家
の
弱
点
が
浮
き
彫
り
に

な
る
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

「
か
の
や
う
に
」
に
お
い
て
は
山
の
手
の
室
内
だ
っ
た
の
が
、
一
転
築
地

の
待
合
に
場
を
移
し
て
の
対
話
と
な
る
。
そ
こ
に
は
綾
小
路
だ
け
で
な
く
西

洋
帰
り
の
幣
原
、
支
離
滅
裂
な
「
渋
者
」
た
ち
も
居
る
。
そ
し
て
前
作
で
は

陶
酔
す
る
知
識
人
と
し
て
語
る
ば
か
り
だ
っ
た
秀
麿
を
聞
き
役
に
ま
わ
す
。

オ
イ
ヶ
ン
論
議
と
「
芸
者
」
と
の
鮒
齢
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
「
か
の
や
う

に
」
よ
り
も
よ
り
知
識
人
批
判
が
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
作
に

お
い
て
山
の
手
に
留
ま
ら
せ
た
秀
麿
を
「
吃
逆
」
で
他
の
議
場
人
物
と
較
べ

な
が
ら
描
く
こ
と
で
、
現
実
社
会
に
侵
食
さ
れ
て
お
ら
ず
依
然
と
し
て
純
粋

さ
を
併
せ
持
つ
と
い
う
性
質
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
知
識
人

い
る
。
「
明
色
の
女
」
が
〈
し
ゃ
っ
く
り
〉
を
す
る
と
い
う
ラ
ス
ト
の
描
写

に
は
、
秀
麿
の
振
る
舞
い
を
肯
定
す
る
作
者
の
考
え
が
彦
み
出
て
い
る
。

「
芸
者
」
と
華
族
と
い
う
関
係
を
超
え
て
「
芸
者
」
を
人
間
と
し
て
扱
お
う

と
す
る
秀
麿
の
抵
抗
を
通
し
て
、
当
時
の
鴎
外
の
人
間
観
に
通
底
す
る
平
等

意
識
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結

森
鴎
外
「
吃
逆
」
論

で
あ
り
な
が
ら
、
近
代
的
な
思
想
の
下
で
矯
正
さ
れ
た
モ
ラ
ル
を
持
つ
幣
原

と
も
微
妙
に
違
っ
て
い
る
。

秀
麿
は
「
か
の
や
う
に
」
で
は
綾
小
路
と
の
対
話
に
お
い
て
不
利
に
描
か

れ
な
が
ら
も
、
「
ま
だ
こ
れ
か
ら
延
び
や
う
と
す
る
今
年
竹
」
と
表
現
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
後
に
描
か
れ
る
「
藤
棚
」
で
は
、
道
端
の
花
に
対
し
て
も
優

し
く
扱
う
自
分
自
身
の
こ
と
を
「
サ
ン
チ
マ
ン
タ
ル
」
と
笑
う
。
そ
し
て
、

本
作
で
は
、
秀
麿
は
オ
イ
ヶ
ン
を
疑
わ
せ
る
形
で
対
話
を
終
了
し
た
り
、
蚊

終
的
に
「
矢
張
芸
荷
を
人
間
と
し
て
丈
は
扱
ひ
た
い
」
と
実
感
す
る
。
こ
の

秀
麿
の
純
粋
な
性
質
は
〈
秀
麿
も
の
〉
に
お
い
て
一
貫
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

「
吃
逆
」
だ
け
で
な
く
全
体
を
通
じ
て
よ
り
注
日
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
吃
逆
」
と
は
、
鴎
外
（
あ
る
い
は
秀
麿
）
の
オ
イ
ケ
ン
観
が
表
現
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
虐
げ
ら
れ
た
人
間
が
存
在
す
る
同
時
代
の
矛
盾
が
露

呈
す
る
日
常
を
設
定
し
、
そ
の
中
に
身
を
置
き
な
が
ら
葛
藤
す
る
人
物
を
創

り
出
す
こ
と
で
、
知
識
人
・
芸
術
家
の
皮
相
性
を
浮
き
彫
り
に
し
、
当
時
の

社
会
を
先
導
す
る
人
々
へ
の
疑
念
に
ま
で
及
ん
で
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

■
註

〈
１
）
竹
盛
天
雄
「
鴎
外
そ
の
紋
様
」
（
小
沢
書
店
一
九
八
Ⅲ
・
七
）

（
２
）
渡
辺
善
雄
「
森
鴎
外
『
吃
逆
」
の
意
図
と
背
景
ｌ
オ
イ
ヶ
ン
の

宗
教
論
と
三
教
会
同
」
二
日
本
近
代
文
学
」
一
九
九
二
・
五
）

〈
３
）
野
村
幸
一
｜
郎
『
森
鴎
外
の
歴
史
意
識
と
そ
の
問
題
圏
ｌ
近
代
的

主
体
の
構
造
ｌ
」
（
晃
洋
書
房
二
○
○
二
・
一
二

（
４
）
谷
口
佳
代
子
「
森
鴎
外
『
吃
逆
」
論
ｌ
対
話
す
る
秀
麿
ｌ
」

五
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（
「
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
二
○
○
三
・
二
二
に
お
い

て
、
二
人
の
対
話
は
ヨ
人
生
の
帰
趣
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
重
き
を

置
い
て
そ
れ
を
深
化
さ
せ
発
展
さ
せ
る
た
め
」
の
も
の
と
考
え
ら

れ
、
ま
た
、
秀
麿
の
オ
イ
ケ
ン
に
対
す
る
解
釈
は
「
日
本
の
社
会

問
題
」
に
対
す
る
意
見
と
繋
が
っ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
岩
村
透
「
美
術
と
貧
乏
」
（
一
九
一
五
・
一
二
）
（
宮
川
寅
男
編

「
芸
苑
雑
稿
他
」
平
凡
社
一
九
七
一
・
三
）

（
６
）
山
田
珠
樹
宛
書
簡
に
「
吃
逆
以
下
ハ
前
二
ワ
ィ
ヒ
ン
ゲ
ル
ヲ
取

り
シ
如
ク
当
時
読
ミ
居
リ
シ
オ
イ
ケ
ン
ヲ
使
上
候
但
シ
（
中
略
）

吃
逆
ハ
殆
ド
模
倣
ニ
近
キ
写
生
ニ
シ
テ
芸
者
一
人
々
々
皆
実
在
シ

対
話
マ
デ
哲
学
問
題
ノ
外
ハ
ア
リ
ノ
マ
、
二
候
」
二
九
一
八
年
一

二
月
八
日
付
）
と
あ
る
。

（
７
）
「
人
生
に
有
用
な
る
も
の
が
真
理
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
於
て
オ
イ

ケ
ン
の
思
想
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
乃
至
人
本
主
義
（
ヒ
ウ
マ
ニ

ズ
ム
）
と
模
を
一
に
し
て
居
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
る
と
つ

ま
り
オ
イ
ヶ
ン
の
「
有
意
義
」
を
重
ん
じ
る
態
度
は
、
こ
の
両
荷

に
追
随
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
両
者
と
の
違
い
を
述
べ
る
と

す
る
と
、
オ
イ
ケ
ン
が
理
想
と
す
る
人
生
と
は
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
の
人
生
は
平
凡
な
る
現
実
皮
相
の
人
生
」
と
は
違
い
、
「
現
実

を
超
越
す
る
深
遼
高
遠
な
理
想
的
の
人
生
即
彼
の
意
味
す
る
「
精

神
生
活
」
其
も
の
」
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
（
稲
毛
訓
風
『
オ

イ
ケ
ン
の
哲
学
」
一
九
一
三
・
一
○
大
同
館
書
店
）

（
８
）
夏
目
漱
石
「
中
身
と
形
式
ｌ
明
治
四
十
四
年
八
月
堺
に
お
い
て

述
ｌ
」
二
朝
日
講
演
集
」
一
九
二
・
二
朝
日
新
聞
社
）

（
９
）
「
混
沌
」
（
「
在
東
京
津
和
野
小
学
校
同
窓
会
第
九
回
例
会
」
〈
一

九
○
九
・
一
・
一
七
〉
の
席
上
に
お
け
る
講
演
、
同
会
会
報
第
六

号
に
掲
載
）

（
Ⅲ
）
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
船
長
へ
レ
イ
ラ
は
、
法
廷
に
お
い
て
弁
護
人

と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
横
浜
き
っ
て
の
腕
き
き
弁
護
士
デ
ィ
キ

ン
ズ
を
登
場
さ
せ
る
。
デ
ィ
キ
ン
ズ
は
外
交
条
約
未
済
国
の
ペ
ル

ー
国
籍
船
に
対
し
て
日
本
政
府
は
裁
判
権
を
も
た
な
い
と
主
張
し

た
う
え
で
、
さ
ら
に
国
内
に
お
い
て
公
然
と
人
身
売
買
を
認
め
て

い
る
日
本
が
、
他
国
の
奴
隷
売
買
を
裁
く
権
利
は
な
い
と
指
摘
し

た
の
で
あ
る
。
日
本
で
の
人
身
売
買
と
は
娼
妓
の
存
在
の
こ
と
だ
。

（
武
田
八
洲
満
夛
リ
ァ
・
ル
ス
事
件
」
一
九
八
一
・
五
有
隣
堂
）

（
い
ま
ふ
く
．
ち
ひ
ろ
本
学
研
修
生
）

ﾊ
ｰｰ'一
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