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老
舎
の
文
学
と
文
学
観

｜
｜
初
期
三
部
作
と

「
離
婚
」

イコ

て

十両

橋

利

子

由

一
、
ま
え
が
き

筆
者
は
か
つ
て
老
舎
の
初
期
の
三
作
品
（
「
老
張
的
哲
学
」
・
「
越
子
日
」
・
「
二
馬
」
）

に
つ
い
て
、

そ
の
当
時
の
老
舎
の
状
況
と
作
品
の
分

析
を
通
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連
を
追
求
し
た
（
l

）

O

こ
こ
で
は
さ
ら
に
、

そ
の
後
の
作
品
で
あ
る
「
離
婚
」
と
前
三
作
品
と
の
比
較
を

行
な
い
、

そ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
見
え
る
老
舎
の
描
写
方
法
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
を
論
じ
、
最
後
に
そ
の
変
化
の
背
景
と
な
る

原
因
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

老
舎
は
そ
の
初
期
の
三
つ
の
長
編
小
説
で
あ
る
「
老
張
的
哲
学
」
（
一
九
二
六
）
・
「
越
子
日
」
（
一
九
二
七
）
・
「
二
馬
」
（
一
九
二
九
）
を
書

い
て
か
ら
後
、
「
離
婚
」
（
一
九
三
三
）
を
書
く
ま
で
の
聞
に
、

い
く
つ
か
の
長
編
小
説
を
書
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
離
婚
」
は
初
期
三
作
品

の
す
ぐ
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
初
期
作
品
と
の
比
較
の
対
照
と
す
る
の
は
、

そ
れ
が
登
場
人
物

の
描
写
や
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
非
常
に
よ
く
似
た
構
成
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
共
通
点
と
相
違
点
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
舎
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の
小
説
執
筆
上
の
態
度
の
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
逆
に
ま
た
、

な
ぜ
初
期
三
作
品
の
す
ぐ
後
に
書
か
れ
た
作
品
を
比
較
の
対
照
と
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
理
由
に
も
な
る
。

す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
の
作
品
は
初
期
三
作
品
と
は
性
質
が
異
な
る
の
で
、

比
較
す
る
こ
と
が
大
変
困
難
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
作

品
と
は
、

「
小
域
的
生
日
」
（
一
九
三
二
・
「
大
明
湖
」
（
一
九
三
二
？
）
・
「
猫
城
記
」
（
一
九
三
二
）

で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
「
大
明
湖
」
は

上
海
の
商
務
印
書
館
で
印
刷
中
、
「
一
・
二
八
」
（
上
海
事
変
）

に
遭
い
、
原
稿
も
ろ
と
も
焼
失
し
た
た
め
、
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
「
小
域
的
生
日
」
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
僑
の
子
供
を
主
人
公
と
し
、
南
洋
の
実
情
と
作
者
の
幻
想
を
と
り
ま
ぜ
た
童
話
風
小
説
で
あ

り
、
「
猫
城
記
」
は
猫
の
国
を
描
い
た
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て

一
九
三

0
年
代
初
期
の
中
国
入
社
会
の
実
情
を
描
い
た
前
三
作
と

は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
そ
の
た
め

こ
れ
ら
三
作
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
の
機
会
に
行
う
こ
と
し
、
今
回
は
分
析
の
対
象
と
し
な
い
。
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二
、
「
離
婚
」
に
つ
い
て

「
離
婚
」
は
老
舎
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰
国
後
、
斉
魯
大
学
（
2
）
に
赴
任
し
、

そ
こ
で
教
鞭
を
取
る
か
た
わ
ら
書
か
れ
た
長
編
小
説
で
、

九

三
一
年
六
月
か
ら
七
月
十
五
日
と
い
う
短
期
間
に
執
筆
さ
れ
、
一
九
三
三
年
八
月
に
良
友
復
興
図
書
公
司
か
ら
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

3

）
こ
の
小
説
は
、
老
舎
の
初
期
二
作
品
と
同
様
に

一
九
一

0
年
代
か
ら
一
九
二

0
年
代
に
か
け
て
の
北
京
を
舞
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

主
な
登
場
人
物
は
、
北
京
の
役
所
で
あ
る
「
財
政
所
」
に
勤
め
る
公
務
員
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
一
人
を
除
い
て
す
べ
て
結
婚
し
て
お
り
、

彼
ら
の
家
族
を
ふ
く
め
た
職
場
と
家
庭
で
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
題
名
が
「
離
婚
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
何
組
か
の
夫
婦
が

必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず
、
離
婚
と
い
う
こ
と
ば
が
話
題
に
の
ぼ
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
軸

に
し
て
彼
ら
の
考
え
方
や
生
き
方
を
書
き
分
け
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
媒
体
に
す
ぎ
ず
、

こ
の
作
品
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
大
き
な
意
味
を
持
つ



も
の
で
は
な
い
。

ヂ

ヤ

ン

グ

ガ

l

ラ
オ
リ

小
説
の
要
と
な
る
人
物
が
二
人
お
り
、
そ
れ
は
張
大
豆
町
と
老
李
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
張
大
耳
は
、
彼
を
ひ
と
つ
の
典
型
人
物
と
し
て
他
人

と
比
較
し
た
り
、
彼
の
生
活
に
お
こ
る
色
々
な
事
件
が
物
語
の
展
開
と
な
る
一
種
の
狂
言
ま
わ
し
の
よ
う
な
役
割
で
あ
り
、
実
際
の
主
人
公

は
老
李
で

こ
の
老
李
の
生
活
お
よ
び
彼
の
考
え
方
や
生
き
方
が
、
色
々
な
事
件
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
人
は
財
政
所
の
同
僚
で
、
友
人
で
も
あ
る
が
、

張
大
寄
が
現
状
に
満
足
し
、

世
話
好
き
、
社
交
好
き
の
典
型
的
な
北
京
人
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
老
李
は
役
所
の
仕
事
や
同
僚
に
つ
い
て
も
、
農
村
出
身
の
妻
に
つ
い
て
も
、
常
に
幻
滅
と
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し

張
大
豆
町
は
そ
ん
な
老
李
を
説
得
し
て

い
な
か
に
別
居
し
て
い
た
老
李
の
妻
子
を
北
京
に
呼
び
寄
せ
一
緒
に
生
活
す
る
よ
う
に
し
、
ま
た
家

マ
シ
ヤ
オ
ナ
イ
ナ
イ

ひ
そ
か
に
隣
人
の
馬
少
妨
妨
（
夫
に
駆
け
落
ち
さ
れ
て

族
同
士
で
親
し
く
つ
き
あ
い
始
め
る
。
し
か
し
、
老
李
の
持
つ
寂
莫
感
は
消
え
ず
、

義
母
と
共
に
住
む
）

に
気
持
ち
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
が
、
彼
女
の
方
は
老
李
の
妻
に
対
す
る
気
が
ね
も
あ
っ
て
、

そ
ん
な
気
持
ち
を
受
け
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っ
け
な
い
。

シ
ヤ
オ
ヂ
ヤ
オ

彼
ら
の
勤
め
る
財
政
所
の
ボ
ス
に
小
越
が
い
る
。
彼
の
地
位
は
所
長
よ
り
下
だ
が
、
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
で
所
長
夫
人
と
も
関
係
が
あ
り
、
ま

た
各
処
に
コ
ネ
が
あ
っ
て
、
実
質
的
に
財
政
所
を
牛
耳
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
役
所
や
機
関
の
情
報
や
人
事
に
も
精
通
し
、
閣
の
世

デ
イ
ン
ア
ル
イ
エ

界
で
幅
を
き
か
す
人
物
で
も
あ
る
。
張
大
豆
町
の
家
に
は
、
丁
二
爺
と
い
う
親
戚
の
男
が
い
る
。
彼
は
若
い
頃
結
婚
に
失
敗
し
、
妻
に
息
子
を

連
れ
て
逃
げ
ら
れ
て
以
来
、

酒
ぴ
た
り
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
を
張
大
寄
に
拾
わ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
は
張
大
寄
の
所
で
、

子
供
の
世
話
を

し
た
り
、
留
守
番
や
使
い
走
り
を
し
た
り
し
て
長
年
働
い
て
い
る
、
召
使
と
居
候
の
中
聞
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
。

テ

イ

エ

ン

ヂ

エ

ン

、

ン

ユ

ウ

ヂ

エ

ン

張
大
豆
町
に
は
天
真
と
い
う
ぐ
う
た
ら
息
子
と
、
秀
真
と
い
う
高
校
生
の
娘
が
い
る
が
、
こ
の
二
人
を
め
ぐ
っ
て
ひ
と
つ
の
事
件
が
展
開

し
て
ゆ
く
。

そ
の
事
件
と
は
、
息
子
の
天
真
が
共
産
党
と
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
某
機
関
に
逮
捕
き
れ
、
拘
禁
さ
れ
て
居
場
所
が
わ
か
ら
な



く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
張
大
寄
は
八
方
手
を
つ
く
す
が
、

ど
う
に
も
方
法
が
無
く
、
半
病
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、

イコ
し、

に
は
役
所
を
免
職
に
な
る
。

老
李
は
友
人
の
張
大
豆
町
の
た
め
に
、
閣
の
世
界
に
も
コ
ネ
の
あ
る
小
越
に
、

天
真
の
こ
と
を
頼
み
に
行
く
。
小
越
は
力
に
な
る
こ
と
を
承

知
す
る
が
、

張
大
豆
町
に
は
、
も
し
息
子
の
天
真
が
釈
放
さ
れ
た
ら
、

そ
の
か
わ
り
に
娘
の
秀
真
を
く
れ
る
よ
う
に
言
い
、

ま
た
そ
の
こ
と
は

老
李
も
承
知
し
て
い
る
と
ウ
ソ
を
つ
く
。
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
老
李
は
驚
い
て
も
う
一
度
小
越
に
会
い
に
行
き
、
自
分
の
金
二
五

O
元
と

張
大
豆
町
の
家
作
一
軒
を
譲
る
こ
と
を
条
件
に
、
秀
真
の
こ
と
は
言
い
出
さ
な
い
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
で
小
越
は

ひ
そ
か
に
秀
真
を
誘
惑
し

モ
ダ
ン
な
紳
士
を
装
っ
て
す
っ
か
り
秀
真
を
自
分
に
夢
中
に
さ
せ
て
し
ま
い
、

秀
真
の
方
か
ら
父
親
の
張
大
豆
町
に
小
越
と
結
婚
し
た
い
と
言
わ
せ
よ
う
と
た
く
ら
む
。

こ
の
こ
と
を
秀
真
の
話
か
ら
見
抜
い
た
丁
二
爺
は

自
分
が
小
き
い
頃
か
ら
か
わ
い
が
っ
て
き
た
秀
真
が

小
越
の
手
に
か
か
る
の
を
防
ぐ
に
は

小
越
を
殺
す
こ
と
し
か
無
い
と
思
い
つ
め
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老
李
に
こ
の
こ
と
を
打
ち
あ
げ
る
。

老
李
は
役
立
た
ず
の
居
候
と
思
っ
て
い
た
丁
二
爺
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
こ
と
に
驚
く
が
、
自
分
自
身
は
人
生
そ
の
も
の
に
懐
疑

的
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
加
勢
す
る
こ
と
も

ひ
き
と
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

丁
二
爺
は
秀
真
の
使
い
と
偽
っ
て
、

天
真
の
釈
放
を
早
め
る
よ
う
小
越
に
働
き
か
け
て
、
実
際
に
天
真
が
釈
放
さ
れ
る
と
、
今
度
は
秀
真

が
会
い
た
が
っ
て
い
る
と
、

ウ
ソ
を
つ
い
て
小
越
を
お
び
き
出
し
、
彼
を
殺
す
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
老
李
に
報
告
し
、
小
越
が
張
大
耳
か

ら
取
り
上
げ
た
家
作
の
権
利
書
を
老
李
に
渡
す
。
し
か
し
、
自
ら
は
人
を
殺
し
た
こ
と
の
罪
悪
感
に
お
び
え
き
っ
て
い
る
。
老
李
は
し
ば
ら

く
自
分
の
家
に
丁
二
爺
を
ひ
き
と
る
こ
と
に
す
る
。

一
方
、
老
李
が
思
い
を
寄
せ
て
い
た
馬
少
妨
妨
の
夫
が
帰
っ
て
来
る
こ
と
に
な
り
、

馬
少
妨
妨
は
万
一
、
夫
が
暴
れ
た
時
の
用
心
の
た
め



に
老
李
に
居
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
老
李
は
も
し
そ
の
夫
が
馬
少
妨
妨
に
少
し
で
も
暴
力
を
加
え
た
ら
、
彼
女
と
丁
二
爺
を
連
れ
て
南
洋
へ
出

奔
し
よ
う
と
ひ
そ
か
に
決
心
す
る
。

と
こ
ろ
が
意
に
反
し
て
、
帰
っ
て
き
た
夫
と
馬
少
妨
妨
は
和
解
し
て
し
ま
い
、
失
望
し
た
老
李
は
家
族
と
丁
二
爺
を
つ
れ
て
、
夜
逃
げ
同

扶

い
な
か
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
張
大
寄
（
既
に
元
気
に
な
り
、
復
職
し
て
い
る
）

や
他
の
同
僚
た
ち
は
、
老
李
が
こ
の
北
京
と
公
務
員

の
職
を
捨
て
て
い
な
か
へ
突
然
出
奔
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
ず
、
「
ど
う
せ
ま
た
帰
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
う
わ
き
し
合
う
。

以
上
が
「
離
婚
」
の
荒
筋
で
あ
る
が

こ
の
小
説
は
前
三
作
と
比
較
す
る
と
、

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
そ
れ
を

も
う
少
し
く
わ
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
離
婚
」
は
前
三
作
と
比
較
す
る
と

い
く
つ
か
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
「
離
婚
」
の
中
の
主
な
登
場
人
物
の
性
格
が
、
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一
、
「
離
婚
」
と
前
三
作
と
の
共
通
点

す
で
に
前
三
作
（
「
老
張
的
哲
学
」
・
「
越
子
日
」
・
「
二
馬
」
）

の
中
で
描
か
れ
た
人
物
と
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
主
人
公
の
老
李
で
あ
る
が
、
彼
は
自
分
自
身
は
や
ぼ
っ
た
く
て
風
采
が
あ
が
ら
な
い
が
、

ヂ
ヤ
オ
ズ
ユ
エ

マ
ン
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
前
作
の
「
越
子
日
」
の
主
人
公
で
あ
る
越
子
日
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
職
場
や
妻
に
希
望
を
見

一
定
の
教
養
を
持
ち
、
何
ら
か
の
ロ

出
せ
な
い
老
李
は

そ
れ
が
か
な
わ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
生
計
を
立
て
て
い
た
場
所
か
ら
出
奔
す
る
。

シ
ヤ
オ
マ

こ
の
行
動
パ
タ
ー
ン
は
、
前
作
の
「
二
馬
」
の
主
人
公
、
小
馬
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
老
李
は
、
大
学
生
の
頃
に
は
、
世
に
出
た
ら
、

一
人
の
女
性
に
恋
心
を
持
ち
、

コ二

ト
と
し
て
中
国
の
社
会
を
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
越
子
日
が
小
説
の
最
後
に
な
っ
て
か
ら
、
自
分
自
身
の

大
学
生
と
し
て
の
役
割
を
自
覚
し
た
時
点
で
の
決
心
と
共
通
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
老
李
が
大
学
で
財
政
学
と
銀
行
学
を
勉
強
し
た
と
い
う



と
こ
ろ
は
、
小
馬
が
将
来
経
済
学
の
勉
強
を
し
て
中
国
に
と
っ
て
役
立
つ
人
間
と
な
ろ
う
と
し
た
考
え
と
、
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
離

婚
」
に
お
け
る
老
李
は
、
前
作
に
登
場
す
る
越
子
日
と
小
馬
の
二
人
と
共
通
す
る
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

悪
人
で
あ
る
小
越
を
見
て
み
よ
う
。
小
越
は
、
張
大
耳
に
対
し
、
息
子
の
釈
放
に
力
を
貸
す
か
わ
り
に
娘
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
、
前
作

ラ

オ

ジ

ヤ

ン

リ

l

ラ

オ

レ

ン

の
「
老
張
的
哲
学
」
の
主
人
公
、
老
張
が
、
自
分
に
借
金
し
て
返
せ
な
く
な
っ
た
李
老
人
の
借
金
を
棒
引
き
に
す
る
か
わ
り
に
、
李
老
人
の

姪
の
李
静
を
自
分
の
妾
に
す
る
よ
う
要
求
す
る
の
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
ま
た
、
閣
の
世
界
の
コ
ネ
作
り
に
熱
心
な
小
越
は
、
自
分
の

手
付
き
の
女
性
を
、
他
の
男
性
に
提
供
し
て
何
ら
か
の
利
益
を
得
ょ
う
と
す
る
が
、

オ
ウ
ヤ
ン
テ
イ
エ
ン
フ
ォ
ン

欧
陽
天
風
と
同
じ
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
越
子
日
」
に
登
場
す
る
美
男
子
の
悪
人

つ
ま
り
、
小
越
は
、
前
作
の
古
い
タ
イ
プ
の
悪
人
、
老
張
と
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
悪
人
、
欧

陽
天
風
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
よ
う
な
人
物
で
あ
る
。

丁
二
爺
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
彼
は
人
生
に
一
度
失
敗
し
、
社
会
的
に
は
低
い
地
位
に
あ
る
が
、

子
供
に
は
非
常
に
人
気
が
あ
り
、
他
人
の

守〆』
今
ムヲ』

不
幸
に
対
し
て
は
す
ば
ら
し
い
知
恵
を
発
揮
し
て
、
そ
の
救
済
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。

ヂ
ヤ
オ
ス
1

引
き
で
あ
る
越
四
が
、
彼
の
機
転
に
よ
っ
て
、
二
人
の
娘
が
妾
に
き
れ
る
の
を
阻
止
す
る
の
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
信
念
の
信

リ
l
ジ
ン
チ
ユ
ン

ず
る
所
に
従
っ
て
殺
人
を
犯
す
と
い
う
点
で
、
「
越
子
日
」
の
中
の
李
景
純
と
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
丁
二
爺
は
、
前
作
の
超

こ
れ
は
、
「
老
張
的
哲
学
」
の
中
の
救
世
軍
の
車

四
と
李
景
純
の
両
方
の
特
徴
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
離
婚
」
は
、

そ
の
登
場
人
物
の
性
格
か
ら
み
る
と
、
前
三
作
の
登
場
人
物
を
統
合
き
せ
た
、

一
種
の
発
展
形
式
で
あ
る
と

い
え
る
。
ま
た

こ
の
こ
と
か
ら
あ
る
程
度
の
推
測
が
つ
く
よ
う
に

ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
も
共
通
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
人
と
悪
人

と
の
間
に
あ
る
種
の
葛
闘
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
人
の
人
間
の
機
知
や
殺
人
行
為
に
よ
っ
て
、

一
定
の
解
決
を
見
る
と
い
う
点
で
、
前
作
の
「
老

張
的
哲
学
」
・
「
越
子
日
」
と
共
通
し
て
お
り

一
種
の
閉
塞
状
況
の
中
で
、

そ
れ
を
一
人
の
女
性
に
想
い
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
ち
破



ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
想
い
が
か
な
わ
ぬ
と
な
る
と
、
そ
の
状
況
そ
の
も
の
か
ら
逃
げ
だ
し
て
出
奔
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
前
作
の
「
二

馬
」
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
離
婚
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
お
い
て
も
、
前
三
作
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
り
、

種

の
発
展
形
式
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
、
「
離
婚
」
と
前
作
と
を
比
較
し
、

そ
の
共
通
点
を
あ
げ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
「
離
婚
」
に
は
前
作
と
少
し
ち
が
う
所
も
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
「
離
婚
」
独
自
の
特
徴
と
も
な
る
も
の
で
あ
り
、
老
舎
の
小
説
作
成
上
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
下

そ
の
相
違
点
を
見
て
い
こ
う
。

園
、
「
離
婚
」
と
前
三
作
と
の
相
違
点

老
李
は

い
な
か
か
ら
、

は
な
や
か
な
北
京
に
来
て
、
大
学
生
と
い
う
雲
の
上
の
身
分
と
な
り
、
財
政
学
と
銀
行
学
を
勉
強
し
て
、
財
政

句、d
ヲ』可〆』

前
章
で
共
通
点
を
あ
げ
た
主
な
登
場
人
物
に
も
、
微
妙
な
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
次
に
、
前
章
と
同
じ
順
に
そ
れ
を
並
べ
る
こ
と
と
す
る
。

所
と
い
う
役
所
に
職
を
得
た
。

こ
れ
は
越
子
日
と
小
馬
の
理
想
の
実
現
し
た
姿
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、

そ
の
職
場
と
い
え
ば
、

同
僚
た
ち

は
く
だ
ら
な
い
社
交
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
、
仕
事
ら
し
い
仕
事
を
せ
ず
、
あ
や
し
げ
な
ボ
ス
に
牛
耳
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、

た
と
え
ど
ん
な

に
そ
れ
に
従
順
に
適
応
し
て
い
て
も

ふ
り
か
か
る
災
難
か
ら
は
逃
が
れ
ら
れ
ぬ
と
い
う
「
生
き
地
獄
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
「
離
婚
」

に
描
か
れ
た
世
界
は
、
前
作
の
理
想
を
裏
切
っ
て
、
見
事
に
現
実
的
で
あ
る
。
越
子
日
の
よ
う
に
、
大
学
生
と
し
て
国
の
将
来
を
担
う
と
い

う
自
覚
に
目
ざ
め
、
小
馬
の
理
想
の
よ
う
に
財
政
学
と
銀
行
学
を
い
く
ら
大
学
で
勉
強
し
て
み
て
も
、

現
実
の
職
場
に
入
っ
て
み
る
と
、
国

家
の
改
革
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
ほ
ど
遠
く
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
老
李
は
そ
の
よ
う
な
職
場
や
社
会
に
対
し
て
絶

望
感
を
抱
く
と
同
時
に
、

そ
の
中
で
い
く
ら
悩
ん
で
み
て
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
分
自
身
に
対
し
て
も
、
結
局
は
自
分
が
軽
蔑
す



る
人
間
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
無
い
ど
こ
ろ
か
、

丁
二
爺
ほ
ど
の
勇
気
も
持
ち
合
わ
せ
な
い
と
、
絶
望
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
。
ま
た

そ
の
一
方
で
、
色
々
な
人
に
対
す
る
働
き
か
け
を
行
い
、

少
し
で
も
成
果
が
あ
る
と
、

そ
れ
な
り
に
話
が
通
じ
る
も
の
だ
と
考
え
な
お
し
た

り
す
る
。
ま
た
話
の
通
じ
な
い
妻
に
絶
望
し
な
が
ら
も
、
隣
人
や
子
供
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
に
、
さ
き
や
か
な
幸
せ
を
見
出
し
た
り
も
す
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

現
実
を
冷
静
に
見
つ
め
、
現
実
に
絶
望
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
自
分
か
ら
も
社
会
か
ら
も
目
を
そ
ら
さ
ず
、
自
分
の
で
き
る

働
き
か
け
を
少
し
ず
つ
実
行
し
て
い
き
、

そ
こ
に
時
に
幸
せ
を
感
じ
る
と
い
っ
た
描
写
は
、
前
作
に
比
べ
る
と
、

よ
り
現
実
的
で
あ
り
、

ノ〈

ラ
ン
ス
と
ふ
く
ら
み
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

悪
人
で
あ
る
小
越
は
、
前
作
の
老
張
と
欧
陽
天
風
を
統
合
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
前
作
の
悪
人
た
ち
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
悪
人
に
徹

し
、
い
さ
さ
か
も
人
間
と
し
て
の
悩
み
や
弱
み
を
見
せ
る
こ
と
の
無
い
の
に
対
し
、
小
越
は
、
自
分
が
利
用
す
る
目
的
で
誘
惑
し
た
秀
真
に
、

と
に
気
づ
き
な
が
ら
、

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
分
に
と
ま
ど
う
。

そ
し
て
最
後
に
は
、
秀
真
が
待
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
丁
二
爺
の

224 

本
気
で
惚
れ
て
し
ま
う
と
い
う
弱
み
を
見
せ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
悪
人
と
し
て
の
命
取
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

ウ
ソ
に
お
び
き
出
さ
れ
て
、
自
分
自
身
の
命
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
ふ
く
ら
み
は
、
前
作
に
描
か
れ
た

悪
人
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
で

こ
こ
に
お
い
て
も
、

人
物
の
描
写
に
、

よ
り
自
然
で
、
多
面
的
な
も

の
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

丁
二
爺
は
、
前
作
の
越
四
と
李
景
純
と
同
様
に
、

そ
の
突
出
し
た
行
為
に
よ
っ
て
一
気
に
物
語
を
収
束
さ
せ
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担

う
人
物
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、

こ
の
三
人
に
つ
い
て
は
、

少
し
細
か
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

越
四
は
、
前
作
「
老
張
的
哲
学
」

の
中
で
も
非
常
に
特
異
な
人
物
で
あ
る
。
身
分
の
低
い
車
引
き
で
あ
り
な
が
ら
、
老
張
の
ワ
ナ
に
は
ま

り
身
動
き
な
ら
な
い
青
年
達
が
た
よ
り
に
し
、
相
談
を
持
ち
か
け
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
越
四
は
常
に
冷
静
で
適
格
な
判
断
を
下
し
続
け
、



機
転
に
よ
っ
て
、
恋
人
が
人
の
妾
に
き
れ
る
と
い
う
彼
ら
の
危
機
を
救
う
。
し
か
し
、
彼
ら
自
身
が
そ
の
救
わ
れ
た
チ
ャ
ン
ス
を
生
か
し
き

れ
ず
、
自
滅
し
て
い
く
時
、

や
は
り
そ
の
過
ち
の
原
因
は
彼
ら
自
身
に
あ
る
こ
と
を
冷
静
に
指
摘
す
る
。
こ
の
点
で
、
超
四
は
、
老
舎
が
彼

を
い
か
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
て
も
、

ど
こ
か
突
出
し
た
超
人
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。

そ
し
て
、
老
舎
は
同
時
に
彼
が
車
引
き
に
な

る
ま
で
の
経
歴
に
、

興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
つ
け
加
え
て
い
る
。

そ
れ
は
超
四
が
、

か
つ
て
は
か
な
り
裕
福
で
、
立
派
な
人
間
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
な
ぜ
没
落
し
た
か
と
い
う
と
、

人
に
金
や
も
の
を
無
差
別
に
恵
み
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、

老
舎
の
恩
人
で
や
は
り
も
と
は
金
持
ち
で
あ
り
な
が
ら
、

リ
ュ
ウ
ダ
1
シ
ユ

劉

大

叔

他
人
に
金
や
物
を
施
し
続
け
、

つ
い
に
は
無
一
文
に
な
り
、
出
家
し
て
し
ま
っ
た

（
宗
月
大
師
）
を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
超
四
の
突
出
性
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、

か
つ
て
彼
の
金
を
も
ら
っ
て
お
き
な

が
ら
、
無
一
文
に
な
っ
た
自
分
に
背
を
向
け
た
人
聞
の
頭
に
、
レ
ン
ガ
を
投
げ
つ
け
る
と
い
う
流
血
事
件
を
起
こ
し
、
入
獄
す
る
の
で
あ
る
。

牢
の
中
で
、
彼
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
考
え
続
け
、

そ
の
結
果
こ
ん
ど
は
金
で
は
な
く
、
何
か
人
の
手
助
け
に
な
る
こ

戸、ぜヲ』ヲ』

と
を
し
て
、
「
良
い
人
間
」
に
な
ろ
う
と
す
る
。

そ
し
て
出
獄
後
、
「
自
分
を
捨
て
て
ひ
と
を
救
う
」
た
め
に
色
々
な
こ
と
を
試
み
る
。

と
こ

ろ
が
そ
れ
が
す
べ
て
裏
目
に
で
て
、

逆
に
助
け
よ
う
と
し
た
人
か
ら
恨
ま
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
り
、
こ
こ
で
も
彼
の
や
り
方
は
失
敗
し
て

－）宇品、っ。

と
こ
ろ
が
、
彼
は
い
よ
い
よ
素
寒
貧
に
な
っ
て
働
か
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
と
な
っ
て
も
、
何
と
か
「
自
分
を
捨
て
て
人
を

救
う
」
職
業
に
つ
こ
う
と
、
車
引
き
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
そ
ん
な
気
持
ち
と
は
裏
腹
に
、
車
引
き
に
な
っ
た
自
分
を
人
は
パ
カ

に
し
、
前
に
彼
に
世
話
に
な
っ
た
人
ほ
ど
、
彼
に
対
し
て
ひ
ど
い
し
う
ち
を
す
る
。

そ
こ
で
結
局
、
唯
一
彼
を
人
間
あ
つ
か
い
し
て
く
れ
た

キ
リ
ス
ト
教
団
体
で
あ
る
救
世
軍
に
、
彼
は
入
り
、
教
会
の
仕
事
を
手
伝
う
か
た
わ
ら
、

軍
官
付
き
の
車
引
き
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
が

彼
の
経
歴
で
あ
る
。
老
舎
は
こ
の
よ
う
な
超
四
の
描
写
を
譜
諺
の
迷
彩
服
で
く
る
み
、

い
か
に
も
低
い
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
人
聞
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
は
筆
致
と
は
裏
腹
に
、

越
四
の
一
種
の
聖
人
の
よ
う
な
突
出
性
普
通
の
人
と
は
違
っ
た
独
特
の
超
人
と
し
て



の
性
格
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

で
は
「
超
子
日
」
の
李
景
純
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
彼
も
少
し
他
の
人
と
は
違
っ
た
突
出
し
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

越
子
日
を
は
じ
め
、
他
の
遊
び
好
き
の
大
学
生
達
の
中
で
、
彼
は
常
に
あ
る
べ
き
道
を
説
き
、
孤
高
で
あ
る
。
越
子
日
に
悪
友
と
は
交
わ
ら

ぬ
よ
う
説
教
す
る
が
、

み
な
が
そ
の
悪
友
を
非
難
す
る
時
、
自
分
自
身
は
そ
の
よ
う
な
人
と
は
交
わ
ら
な
い
が
、
特
に
悪
く
思
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
言
い
、

そ
の
非
難
に
は
加
わ
ら
な
い
。
他
の
大
学
生
達
が
、
笑
い
、
怒
り
、
泣
き
、

ケ
ン
カ
し
、

と
い
っ
た
人
間
く
き
い
具

体
的
な
行
動
を
し
て
い
る
中
で
、
彼
一
人
が
超
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と
に
は
と
て
も
熱
心
で
あ
る
。
ま

た

こ
と
中
国
の
社
会
や
政
治
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
と
、
非
常
に
過
激
な
行
動
を
取
り
、
自
ら
の
信
念
に
も
と
づ
い
て
軍
聞
の
大
物
の

暗
殺
を
は
か
る
こ
と
も
や
っ
て
の
け
る
。
結
局
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
行
動
が
、
他
の
大
学
生
た
ち
を
立
ち
な
お
ら
せ
、
覚
醒
さ
せ
る
と
い
う

作
用
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
性
格
描
写
自
体
を
み
る
と
、

や
は
り
一
種
の
超
人
、
聖
人
の
お
も
む
き
を
持
っ
て
い
る
。

，h
U
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以
上
、
述
べ
た
よ
う
に
、
前
作
の
二
人
の
人
物
｜
越
四
と
李
景
純
は
、

ど
ち
ら
も
、
他
の
人
物
と
は
違
っ
た
、
突
出
し
た
性
格
を
持
っ
た

存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る

1
0

で
は
、
「
離
婚
」
の
中
で
こ
れ
ら
の
人
物
に
相
当
す
る
丁
二
爺
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
彼
に
は
少
し
ち
が
っ
た
側
面
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

自
分
自
身
が
犯
す
殺
人
行
為
に
つ
い
て
の
自
覚
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
子
供
の
時
か
ら
か
わ
い
が
っ
て
き
た
秀
真
が
極
め
つ
き
の
悪
人
、

小
越
の
手
に
落
ち
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
小
越
を
殺
す
こ
と
を
決
意
し
、
小
越
に
ウ
ソ
を
つ
い
て
お
ぴ
き
だ
す
算
段
を
す
る
が
、
そ
の
あ
と
で
、

自
分
が
小
越
を
殺
す
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
色
々
考
え
を
め
ぐ
ら
す
。

そ
の
中
で
、
白
分
が
小
越
を
殺
す
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
世
話
に
な
っ

た
張
大
寄
や
、

か
わ
い
い
秀
真
の
た
め
で
は
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
自
分
自
身
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

つ

ま
り
、
自
分
は
い
ま
ま
で
何
に
対
し
て
も
思
い
き
っ
て
や
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、

世
の
中
の
こ
と
は
な
ん
で
も
や
っ
て
み



な
け
れ
ば
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
、

や
っ
て
み
れ
ば
、

や
る
前
に
は
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
案
外
何
で
も
な
か
っ
た
り
す
る
、

そ
し
て
も
し

自
分
が
若
い
時
に
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
、
も
う
少
し
思
い
き
っ
て
や
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、
自
分
自
身
こ
の
よ
う
に
人

か
ら
バ
カ
に
さ
れ
る
よ
う
な
役
立
た
ず
に
は
な
ら
ず
に
す
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
自
分
は
英
雄
で
も
何
で
も
な
い
け
れ
ど
、

と
に
か
く
、
こ

の
越
四
を
殺
す
と
い
う
こ
と
で

ひ
と
つ
や
れ
る
も
の
か
ど
う
か
試
し
て
み
よ
う
、
失
敗
し
た
ら
、

ま
た
そ
れ
は
そ
の
時
の
話
だ
と
い
う
点

に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
が
人
の
た
め
に
何
か
を
す
る
の
は
、
決
し
て
人
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
た
め
で

も
あ
る
と
い
う
自
覚
は
、
前
作
の
二
人
（
越
四
と
李
景
純

の
「
己
を
捨
て
て
他
を
救
う
」
と
い
う
も
の
と
は
、

ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す

る
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
丁
二
爺
が
殺
人
を
決
行
し
て
か
ら
陥
る
罪
悪
感
と
恐
怖
の
描
写
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
越
の
殺

か
ら
ず
に
処
理
き
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丁
二
爺
は
毎
晩
、
自
分
が
刑
場
で
死
刑
に
な
る
夢
を
見
て
、

と
て
も
外
に
出
ら
れ
な
い

マー可ム
吋
ノ
』

人
は
成
功
し
、

そ
れ
が
、
市
長
交
代
に
よ
る
社
会
的
変
動
に
か
ら
ん
だ
政
治
的
事
件
と
判
断
さ
れ
て
、
丁
二
爺
に
つ
い
て
は
何
の
嫌
疑
も
か

ほ
ど
の
罪
悪
感
に
き
い
な
ま
れ
る
。

ど
の
よ
う
な
名
分
が
あ
ろ
う
と
、
生
身
の
人
間
一
人
を
殺
す
こ
と
の
重
た
き
が
、
彼
を
苦
し
め
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
も
、
前
作
の
越
四
や
李
景
純
に
は
見
ら
れ
な
い
一
側
面
で
あ
る
。

以
上
、
「
離
婚
」
の
中
の
主
な
登
場
人
物
を
、
前
作
の
同
じ
タ
イ
プ
の
人
物
と
比
較
す
る
と
、

ど
れ
も
、
よ
り
現
実
的
に
、
よ
り
客
観
的
に
、

よ
り
人
間
と
し
て
の
ふ
く
ら
み
を
持
っ
て
、
多
面
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
「
離
婚
」
の
も
つ
小
説
と
し
て
の
大
き

な
特
徴
で
あ
り
、
前
作
と
比
較
し
た
場
合
の
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

で
は
、

こ
の
よ
う
な
特
徴
や
変
化
は

一
体
何
に
起
因
し

ど
こ
か
ら

き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。



玉
、
「
離
婚
」
と
「
文
学
概
論
講
義
」

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
作
に
比
べ
て
「
離
婚
」
は
、

そ
の
人
物
描
写
が
、

よ
り
現
実
的
に
、

よ
り
客
観
的
に
、

よ
り
人
間
的
に
な
っ

て
い
る
。
私
は
こ
の
変
化
は
、
老
舎
の
中
に

こ
の
作
品
を
写
実
主
義
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
よ
う
と
い
う
、

は
っ
き
り
し
た
自
覚
が
あ
っ
た

た
め
と
考
え
る
。
し
か
し

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
老
舎
は
一
体
写
実
主
義
と
い
う
も
の
を
、

ど
の
よ
う
考
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
そ
れ
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
を
、
老
舎
の
当
時
の
状
況
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る

E
o

老
舎
は
、
「
離
婚
」
を
書
き
上
げ
る
三
年
前
の
一
九
三

O
年
二
月
に
、

ン
ン
ガ
ポ

l
ル
を
経
由
し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
中
国
に
帰
り

そ
の
年

の
七
月
に
済
南
の
斉
魯
大
学
に
招
か
れ
国
学
研
究
所
文
学
主
任
と
文
学
院
の
文
学
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。
老
舎
は
そ
こ
を
一
九
三
四
年
六

つ
ま
り
、
老
舎
は
文
学
を
講
じ
つ
つ
、

文
学
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
老
舎
は
一
体
、
大
学
で
ど
の
よ
う
な
文
学
の
講
義
を
し
て

-228 

月
二
十
九
日
に
辞
す
ま
で
の
四
年
間
に
、
大
学
の
講
義
を
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
書
き
上
げ
、
「
離
婚
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

い
た
の
だ
ろ
う
か
？
ま
た

こ
の
こ
と
は
老
舎
の
文
学
観
の
形
成
及
び
文
学
作
品
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
当
時
老
舎
が
講
義
し
て
い
た
文
学
の
講
義
録
が
あ
る
。
こ
れ
は
老
舎
が
文
学
概
論
の
講
義
を
始
め

た
一
九
二
二
年
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、
後
に
斉
魯
大
学
文
学
院
か
ら
印
行
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
本
は
学
生
の
教
材
と
し
て
印
刷

さ
れ

一
種
の
内
部
発
行
で
あ
っ
た
た
め
、

一
般
に
は
公
開
さ
れ
ず
、
長
く
失
わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
そ
れ
が
発

見
き
れ

一
九
八
四
年
に
北
京
出
版
社
か
ら
新
た
に
発
行
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
、
我
々
が
こ
れ
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
写
実
主
義
に
つ
い
て
の
老
舎
の
記
述
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

「
文
学
概
論
講
義
」
は
、
第
一
講
の
「
引
言
」
か
ら
、
第
十
五
講
の
「
小
説
」
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
内
外
の
文
学
を
論
じ
た
も
の
で



あ
る
が
、

そ
の
う
ち
の
第
十
講
と
第
十
一
講
に
「
文
学
的
傾
向
」
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
学
理
論
を
そ
の
傾
向
別
に
歴
史
を
追
っ
て
述
べ

た
部
分
が
あ
り
、

そ
の
中
に
写
実
主
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

：
：
：
我
例
在
他
例
的
作
品
中
看
出
，
人
例
好
像
機
器
，
受
着
命
運
支
配
，
無
論
忽
様
也
逃
不
出
那
天
然
律
。
他
例
的
好
人
輿
壊
人
不
是

一
種
代
表
人
物
，
而
是
真
的
人
・
’
那
就
是
説
，
好
人
也
有
壊
慮
，
壊
人
也
有
好
慮
，
正
如
杜
思
妥
亦
夫
基
（
ロ

g
Z
2岳
山
、
）
説
・
・
グ
大

概
的
説
，
就
是
壊
人
也
比
我
伺
所
設
想
的
立
爽
而
簡
車
得
多
0
0

（吋，

Z
∞gpqω
同

ω
Z
E
R
o
g
－－

「
：
：
：
我
々
は
彼
ら
の
作
品
か
ら
以
下
の
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
々
は
ま
る
で
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に

運
命
に
支
配

ハツヲ』ヲ』

さ
れ
、

ど
う
し
て
も
そ
の
自
然
の
法
則
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
の

描
く
と
こ
ろ
の
）
善
人
と
悪
人
は
一
種
の
代
表
人

物
で
は
な
く
、
本
当
の
人
間
で
あ
る

’
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
善
人
に
も
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
悪
人
に
も
好
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り

こ
の
こ
と
は
正
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が

「
大
体
の
と
こ
ろ

た
と
え
（
実
際
の
）
悪
人
だ
っ
て
我
々
が
考
え
る

（悪

人
）
よ
り
は
ず
っ
と
率
直
で
あ
り
、
単
純
で
あ
る
』
（
カ
ラ
マ

l
ゾ
フ
の
兄
弟
）

と
言
、
っ
と
お
り
な
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
善
人
に
も
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
悪
人
に
も
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
部
分
は
、
前
作
の
善
人
や
悪
人

カf

一
種
の
「
代
表
人
物
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
離
婚
」
に
描
か
れ
る
そ
れ
が
「
本
当
の
人
間
」
に
変
化
し
て
い
る
の
に
対
応
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
老
舎
は
「
離
婚
」
を
書
く
の
に

こ
の
自
分
自
身
の
写
実
主
義
に
つ
い
て
の
見
解
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、

今
ま
で
の
作
品
の
描
写
を
組
み
変
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
老
舎
は
、
写
実
主
義
の
長
所
と
短
所
を
と
り
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



寓
責
主
義
的
好
慮
是
地
関
幻
想
，
而
丘
接
的
看
社
会
。
一
逗
也
是
時
代
精
神
的
鼓
動
，
叫
為
妻
術
而
婁
術
改
成
為
生
命
而
妻
術
。
一
一
一
一
氾
様
，

在
内
容
上
官
比
浪
漫
主
義
更
親
切
，
更
接
近
生
命
。
在
文
雲
上
官
是
更
需
要
天
才
輿
深
刻
観
察
的
，
因
為
官
是
大
胆
的
掲
破
黒
暗
，
不

求
以
甜
蜜
的
材
料
引
人
入
勝
，
従
而
官
必
需
有
極
大
的
描
寓
力
量
才
足
以
使
入
信
服
。
同
時
，

t
的
以
点
也
就
在
用
力
過
猛
，
市
破
壊

了
調
和
之
美
。
：
・

「
写
実
主
義
の
長
所
は
幻
想
を
捨
て
て
直
接
社
会
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
時
代
精
神
の
鼓
動
で
も
あ
り
、
芸
術
の
た
め
の
芸

術
を
生
命
の
た
め
の
芸
術
に
改
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
内
容
的
に
は
ロ
マ
ン
主
義
よ
り
も
、
も
っ
と
身
近
で
、
も
っ

と
生
命
に
近
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
学
的
に
は
そ
れ
は
も
っ
と
天
賦
の
才
能
と
深
い
観
察
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
大

ハV、、d
ヲ』

胆
に
暗
黒
を
暴
露
す
る
こ
と
で
あ
り
、

甘
い
材
料
で
人
を
魅
了
す
る
こ
と
は
求
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
そ
れ
に
は
と
て

つ
も
な
い
描
写
力
を
必
要
と
し
、

そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、

人
を
信
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、

そ
の
欠
点
は
、

力
が
入
り
す
ぎ
て
そ
の
結
果
、
調
和
の
美
を
破
壊
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」

こ
の
部
分
は
、
前
作
で
の
理
想
と
し
て
説
か
れ
た
、
大
学
で
き
ち
ん
と
し
た
近
代
的
な
学
問
を
勉
強
し
て
将
来
の
中
国
を
作
り
上
げ
る
有

益
な
人
物
と
な
る
と
い
う
幻
想
が
、
実
際
に
そ
の
財
政
所
と
い
う
社
会
に
入
っ
て
み
る
と
、

そ
こ
で
は
間
に
あ
が
く
だ
け
で
何
も
す
る
こ
と

が
で
き
な
い

「
地
獄
」

で
あ
っ
た
と
い
う
「
離
婚
」
に
お
け
る
老
李
の
描
き
方
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。

一
方

こ
の
最
後
の
部
分
に
は
写
実
主
義
の
欠
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
調
和
の
美
」
を
欠
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
、

老
舎
は
〉

5
0
5
回。ロロ

0
2
の
ツ
ル
ゲ

l
ネ
フ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
！
の
作
品
に
つ
い
て
の
評
論
、
「
回

00｝

g
h
R
8
5」
を
引
用
し
て
い
る
が
、



そ
こ
で
は
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
す
べ
て
の
作
品
が

こ
の
「
不
完
全
」

で
あ
る
と
い
う
大
き
な
欠
点
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
に
続
け
て
、
老
舎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

・
：
是
的
，
寓
賓
派
的
寓
家
熱
心
於
社
会
往
往
忘
了
他
是
個
妻
術
家
。
古
典
主
義
的
作
品
是
無
慮
忘
了
美
，
浪
漫
主
義
的
往
往
因
好
奇

而
破
壊
了
美
，
寓
貫
主
義
的
是
常
因
求
寅
而
不
顧
形
式
。

況
且
，
寓
賓
家
要
慮
慮
真
｛
貫
，
因
而
往
往
故
意
的
捜
求
人
類
的
醜
悪
・
’

「
：
：
：
そ
の
通
り
で
あ
る
。
写
実
派
の
作
家
は
社
会
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
自
分
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
。
古
典
主
義
の
作
品
は

美
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
が

ロ
マ
ン
主
義
の
作
品
は
往
往
に
し
て
奇
を
好
む
が
ゆ
え
に
美
を
破
壊
し
、
写
実
主
義
の
作
品
は
真
実
を

求
め
る
が
ゆ
え
に
形
式
を
か
え
り
み
な
い
。

そ
の
う
え
、
写
実
主
義
作
家
は
す
べ
て
に
真
実
を
求
め
る
。

そ
の
た
め
往
往
に
し
て
無
理

231-

に
人
類
の
醜
さ
を
狙
う
こ
と
に
な
る
・
：
：
：
・
・
」

老
舎
は
こ
の
よ
う
に
写
実
主
義
の
欠
点
、
「
調
和
の
美
を
欠
き
、
形
式
的
な
均
衡
を
く
ず
す
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。

そ
の

た
め
、
「
離
婚
」
に
お
い
て
は
、
「
張
大
耳
」
と
い
う
軸
に
な
る
人
物
を
中
に
置
い
て
、

そ
れ
を
狂
言
ま
わ
し
と
し
、

そ
の
軸
か
ら
は
ず
れ
な

い
よ
う
に
し
、

ま
た
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
も
筆
を
お
き
え
て
、
「
調
和
の
美
」
を
欠
い
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
気
を
配
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
老
舎
が
後
に
な
っ
て
書
い
た
「
離
婚
」
に
つ
い
て
の
述
懐
古
）
に
、

以
下
の
よ
う
な
微
妙
な
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

ヲハ
V

。
在
下
筆
之
前
，
我
己
有
了
整
個
計
劃
・
’
寓
起
来
又
能
一
気
到
底
，
没
有
間
断
，
我
的
眼
晴
始
終
没
離
開
我
的
手
，
嘗
然
寓
出
来
的
能
移

整
費
一
致
，
不
至
於
大
榔
噌
小
塊
的
。
勾
淳
是
〈
離
婚
〉
的
好
慮
，
仮
如
没
有
別
的
可
説
的
。
我
立
意
要
官
幽
黙
，
可
是
我
一
一
追
回
把
幽



黙
看
住
了
，
不
准
官
把
我
帯
了
走
。
鏡
這
暦
様
，
到
底
還
有
「
滑
」
下
去
的
地
方
，
幽
黙
這
個
東
西
ー
ー
ー
仮
如
官
是
個
東
西
｜
｜
辛
貝
在

不
易
掌
得
穏
，
官
似
乎
知
道
体
不
能
時
着
眼
川
住
官
，
ち
有
機
舎
就
胞
出
去
。
可
是
従
男
一
方
面
説
明
，
多
数
的
幽
黙
寓
家
是
免
不
了

順
流
而
下
以
至
野
調
無
腔
的
，
那
要
緊
的
似
乎
一
一
一
一
辺
個

文
妻
，
特
別
是
幽
黙
的
，
白
要
「
底
気
」
堅
寅
，
粗
野
一
一
些
一
倒
不
算
什
腰
コ
ロ
。

ωgoa－

ご
的
作
品

l
l還
有
許
多
一
一
追
様
偉
大
潟
家
的
作
品
｜
｜
是
倶
欠
完
整
的
，
可
是
他
的
偉
大
庭
永
不
被
一
一
一
一
辺
些
欣
欠
遮
蔽
。
以
今
日
中
園
文

妻
的
情
形
来
説
，
我
倒
希
望
有
些
一
頂
硬
頂
粗
葬
頂
不
易
消
化
的
作
品
出
来
，
粗
野
是
一
種
力
量
、

而
精
巧
往
往
是
種
毛
病
，
：
：
：
有
了

病
的
文
化
才
承
認
一
一
一
氾
種
不
自
然
的
現
象
，
而
且
橋
之
為
美
。
文
妻
或
者
也
如
此
。
一
逗
暦
一
想
，
我
封
〈
離
婚
〉
似
乎
又
不
能
漏
意
了
，

寓
得
太
小
巧
，
笑
得
帯
着
点
酸
味
！

て
い
た
の
で
、
当
然
書
か
れ
た
も
の
は
き
ち
ん
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
ふ
ぞ
ろ
い
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
と
ま
り
が
と
れ
て
い
る

ヲ』、、uヲ』

「
書
く
前
に
、
私
に
は
全
体
の
計
画
が
あ
り
、
書
き
始
め
て
か
ら
は
一
気
に
書
い
て
、
聞
を
置
か
ず
、
私
の
目
は
私
の
手
を
じ
っ
と
見
は
っ

の
が
、
「
離
婚
」
の
長
所
で
あ
る
。
も
し
も
他
に
と
り
た
て
て
言
う
べ
き
も
の
が
無
い
な
ら
の
話
だ
が
。
私
は
こ
れ
を
ユ
ー
モ
ア
作
品
に

し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
今
回
は
ユ
ー
モ
ア
を
見
は
っ
て
い
て
、

私
を
ひ
き
ま
わ
す
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
な
お
、

ユ
ー
モ
ア
と
い
う
も
の
は
ー
ー
も
し
も
そ
れ
が
も
の
な
ら
ば
の
話
だ
が
｜
｜
本
当

筆
が
「
す
べ
っ
て
」
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

に
し
っ
か
り
握
っ
て
い
る
の
が
む
つ
か
し
い
、

そ
れ
は
こ
ち
ら
が
し
っ
か
り
と
見
は
っ
て
い
な
い
と
わ
か
る
と
、

ス
キ
を
見
て
逃
げ
出

し
て
し
ま
う
。
し
か
し
ま
た
別
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
多
く
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
は
調
子
に
乗
っ
て
野
放
図
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
結

局
、
大
切
な
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
文
芸
、
特
に
ユ
ー
モ
ア
作
品
は
、

そ
の
「
底
」
が
し
っ
か
り
と
し
て
さ
え
い
れ
ば
少
々

野
放
図
で
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
！
の
作
品
｜
｜
そ
れ
に
多
数
の
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
作
家
の
作
品
ー
ー
ー
は
非



常
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
偉
大
き
は
こ
の
欠
点
に
よ
っ
て
か
く
き
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
今
日
の
中
国
文

学
の
状
況
か
ら
言
う
と
、

私
は
む
し
ろ
骨
が
あ
っ
て
、

荒
っ
ぽ
く
、
容
易
に
消
化
し
な
い
よ
う
な
作
品
が
で
て
き
て
ほ
し
い
。
荒
荒
し

き
は
力
で
は
あ
る
が
、
精
巧
さ
は
病
気
で
あ
る
。
：
：
：
病
的
な
文
化
で
あ
っ
て
こ
そ
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
現
象
を
許
容
し
、

そ
れ
を

「
美
」
と
称
す
る
。
文
芸
も
同
じ
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、

私
は
「
離
婚
」
に
対
し
て
満
足
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
描

き
方
が
小
じ
ん
ま
り
し
す
ぎ
て
、
笑
い
に
せ
つ
な
き
が
ま
じ
る
の
だ
：
：
：
」

老
舎
は
こ
こ
で
は
ユ
ー
モ
ア
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
の
べ
て
い
る
が
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

老
舎
が
写
実
主
義
の
持
つ
欠
点
｜
｜
不
完
全
き
｜
｜
に
陥
ら
ぬ
よ
う
注
意
し
す
ぎ
た
結
果
、
あ
ま
り
に
き
ち
ん
と
し
た
作
品
に
し
あ
が
っ
て

－
）
宇
品
い
、

か
え
っ
て
気
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

言
い
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で

書
き
上
が
っ
た
後
の
感
想
で
あ
り

こ
の
こ
と
は
同
時
に
書
い
て
い
る
時
の
写
実
主
義
へ
の
傾
倒
と
そ
の
欠
点
を
克
服
す
る
た
め
の
老
舎
の

、‘J、3
吋
ノ
』

気
配
り
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

六
、
終
わ
り
に

老
舎
夫
人
で
あ
る
胡
繋
青
女
士
は
「
文
学
概
論
講
義
」

の
序
文
に
お
い
て
、

こ
の
書
の
出
版
の
意
義
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら

れ
る
。

老
舎
自
己
多
次
官
局
到
他
針
文
妻
理
論
馬
馬
虎
虎
ρ

錯
研
不
深
・
’
可
是
，
由
於
有
了
一
一
一
一
辺
本
書
，
賓
際
情
況
似
乎
並
非
完
全
如
此
。
作
為
一

個
教
授
和
作
家
，
老
舎
封
文
撃
的
作
用
，
丈
島
ナ
的
特
殊
規
律
，
文
凶
学
的
風
格
等
等
其
本
問
題
是
有
自
己
的
見
解
的
。
這
部
〈
丈
島
ナ
概
論



講
義
〉
就
是
個
詮
明
。
官
能
説
明
老
舎
封
一
一
這
比
二
問
題
下
過
相
嘗
的
功
夫
，
動
過
不
少
脳
筋
，
有
過
自
己
濁
特
的
主
張
。
セ
的
出
版
、
封

瞭
解
和
研
究
老
舎
早
中
期
的
文
妻
思
想
是
有
菅
助
的
，
封
解
剖
、

理
解
和
評
債
老
舎
本
人
的
作
品
也
是
有
用
的
。

「
老
舎
は
彼
自
身
、
何
度
も
自
分
は
文
芸
理
論
に
つ
い
て
は
、

い
い
か
げ
ん
で
、
不
勉
強
だ
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
が
で
て

き
て
み
る
と
、
実
際
は
ま
っ
た
く
そ
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
人
の
教
授
お
よ
び
作
家
と
し
て
、
老
舎
は
文
学

の
役
割
、

文
学
の
特
殊
な
規
律
、

文
学
の
風
格
な
ど
の
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の
見
解
を
き
ち
ん
と
持
っ
て
い
た
。
こ

グ）

『
文
学
概
論
講
義
』
が
そ
の
証
で
あ
る
。

そ
れ
は
老
舎
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
相
当
の
時
間
を
さ
き
、
熟
考
を
重
ね
、
自
分

自
身
の
独
自
の
主
張
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
出
版
す
る
こ
と
は
、
老
舎
の
早
期
・
中
期
の
文
芸
思

想
の
解
明
と
研
究
に
対
し
て
、
非
常
に
有
益
で
あ
り
、

ま
た
老
舎
の
作
品
を
解
剖
し
、

理
解
し
、
評
論
す
る
の
に
、
非
常
に
役
立
つ
も

A品
寸、、〕ヲ』

の
で
あ
る
。
」

筆
者
は
老
舎
の
前
作
と
「
離
婚
」

の
間
に
見
ら
れ
る
変
化
の
原
因
が
、
老
舎
自
身
の
文
芸
思
想
の
形
成
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
も
の
と

考
え

こ
の
変
化
の
原
因
が
老
舎
の
写
実
主
義
へ
の
傾
斜
に
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
離
婚
」
を
書
い
た
時
点
で
の
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
作
品
に
あ
て
は
め
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
老
舎
が
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ

て
、
は
っ
き
り
と
も
と
づ
こ
う
と
す
る
文
芸
理
論
が
あ
っ
た
こ
と

つ
ま
り
老
舎
は
こ
の
時
期
か
ら
一
つ
一
つ
の
作
品
に
つ
い
て
、
あ
る
一

つ
の
文
学
観
に
も
と
づ
い
て
作
品
を
書
き
上
げ
る
こ
と
を
始
め
た
（
7
）
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
意
義
を
持
つ
も
の
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
老
舎
と
い
う
人
は
自
分
や
作
品
に
つ
い
て
実
に
多
く
の
言
を
残
し
て
い
な
が
ら
、

肝
腎
な
と
こ
ろ
に
な
る
と
黙
し
て

語
ら
な
い
か
、
少
し
斜
め
に
か
ま
え
た
言
い
方
を
し
、

は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
、
老
舎
夫
人
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ま
っ
た
く
正
反
対
の



こ
と
を
何
度
も
強
調
し
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

主

（1
）
「
老
舎
の
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
（
一
）
｜
｜
『
老
張
的
哲
学
』
｜
｜
｜
」
上
智
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
十
八
号
、

キ
リ
ス
ト
教
（
二
）
｜
｜
冨
子
日
』
と
『
二
馬
』
｜
｜
」
同
紀
要
十
九
号
、
一
九
八
五
。

（2
）
キ
リ
ス
ト
教
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
の
浸
礼
会
（
〉
ヨ
0
1
2ロ
回

ω℃
巴
忠
明

0
5日
間
口
呂
町
巴
。
ロ

ω。
巳

2
1
が
一
九

O
三
年
済
南

に
開
設
し
た
大
学
で
欧
名
は
ωFω
ロ
Z
ロ
問
わ
F
1
Z
Eロ
ロ
巳
〈

2ω

－q
現
在
は
山
東
医
学
院
と
な
っ
て
い
る
。

（3
）
こ
の
初
版
本
を
ふ
く
め
、
「
離
婚
」
に
は
四
種
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
筆
者
は
長
光
文
学
叢
書
本
と
人
民
出
版
社
本
を
参
照
し
た
。

（4
）
筆
者
は
前
掲
の
二
論
文
の
中
で
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
、
老
舎
と
キ
リ
ス
ト
教
の
か
か
わ
り
の
痕
跡
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

丁
二
爺
に
つ
い
て
も
、
殺
人
の
成
功
を
う
ち
あ
け
ら
れ
た
老
李
が
、
そ
の
瞬
間
、
丁
二
爺
の
汚
れ
た
服
が
真
白
に
光
か
が
や
い
て
見
え
た
と

い
う
箇
所
な
ど
に
そ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
二
作
に
比
べ
る
と
そ
の
痕
跡
は
ず
っ
と
薄
い
も
の
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の

こ
と
を
老
舎
自
身
の
文
学
観
の
形
成
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
老
張
的
哲
学
」
と
「
越
子
日
」
の
二
作
に
お
い
て
は
、

老
舎
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
か
か
わ
り
が
直
接
影
響
し
て
い
る
が
、
「
二
馬
」
で
は
、
そ
れ
を
客
体
化
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
解

放
さ
れ
、
「
離
婚
」
で
は
、
完
全
に
自
ら
の
文
学
理
論
に
よ
る
作
品
形
成
が
な
き
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（5
）
以
下
に
引
く
老
舎
の
経
歴
は
す
べ
て
曽
広
燦
氏
の
「
老
舎
年
譜
」
（
「
老
舎
研
究
資
料
」
、
北
京
十
月
出
版
社
、
一
九
八
五
）

（6
）
「
我
志
様
寓
〈
離
婚
〉
」
（
原
載
〈
宇
宙
風
〉
一
九
三
五
年
二
月
十
六
日
第
七
期
）

（7
）
だ
か
ら
こ
そ
老
舎
は
こ
の
頃
か
ら
大
量
に
文
学
作
品
を
書
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

大
学
を
辞
職
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
九
八
四
．
，
「
老
舎
の
文
学
と

（
山
東
省
）

-235-

に
拠
る
。

一
九
三
四
年
に
は
著
作
に
専
念
す
る
た
め
に
斉
魯


