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不
都
合
な
る
活
版
屋
」
騒
動
か
ら
み
る

漱
石
『
文
学
論
』

単
行
本
の
本
文
異
同
調
査
を
中
心
に

服

部

徹

也

は
じ
め
に

漱
石
『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
、
一
九
〇
七
）
を
中
野
重
治
は
「
完
成

さ
れ
た
愚
鈍
」
と
呼
ん

１
）

だ
が
、
漱
石
自
身
は
「
未
成
品
」「
未
完
品
」「
未

定
稿
」
な
が
ら
も
「
余
が
此
種
の
著
作
に
指
を
染
め
た
る
唯
一
の
紀
念
と

し
て
、
価
値
の
乏
し
き
に
も
関
せ
ず
、
著
作
者
た
る
余
に
取
つ
て
は
活
版

屋
を
煩
は
す
に
足
る
仕
事
な
る
べ
し
」（「
文
学
論
序
」）
と
記
し
て

２
）

い
た
。

そ
の
さ
さ
や
か
な
矜
恃
は
や
が
て
怒
り
に
変
わ
る
。
同
書
発
行
日
は
一
九

〇
七
年
五
月
七
日
で
、
五
月
一
二
日
の
書
簡
に
は
既
に
「
校
正
者
の
疎
漏

の
為
非
常
に
誤
植
多
き
故
訂
正
表
を
添
へ
て
」
送
る
予
定
だ
と

３
）

あ
る
。
知

人
へ
の
寄
贈
は
五
月
三
〇
日
頃
ま
で
正
誤
表
の
完
成
を
待
っ
て
か
ら
発
送

し
た
ら
し
く
、「
校
正
者
の
不

な
る
為
め
誤
字
誤
植
雲
の
如
く
雨
の
如

く
癇
癪
が
起
つ
て
仕
様
が
な
い
。
出
来
れ
ば
印
刷
し
た
千
部
を
庭
へ
積
ん

で
火
を
つ
け
て
焚
い
て
仕
舞
い

４
）

た
い
」、「
是
は
正
誤
表
に
候
。
古
今
独
歩

の
誤
植
多
き
書
物
と
し
て
珍
本
と
し
て
後
世
に
残
る
事
受
合
な
れ
ば
御
秘

蔵
被
下

５
）

度
候
」
と
書
簡
中
に
見
え
る
。
こ
の
怒
り
は
収
ま
ら
ず
、
校
正
を

担
っ
た
中
川
芳
太
郎
を
蚊
帳
の
外
に
置
き
、
漱
石
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』

紙
上
で
印
刷
所
秀
英
舎
（
現
在
の
大
日
本
印
刷
株
式
会
社
）
を
相
手
に
一

石
を
投
じ
た
。
発
端
と
な
っ
た
記
事
の
名
か
ら

「
不
都
合
な
る
活
版
屋
」

騒
動

と
そ
れ
を
呼
ん
で
お
こ
う
。
筆
者
・
校
正
者
・
出
版
社
・
印
刷
所

と
い
う
関
係
が
透
け
て
見
え
る
こ
の

騒
動

を
軸
に
、
そ
こ
ま
で
の
怒

り
を
買
う
ほ
ど
の
誤
植
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
以
て
『
文
学
論
』
諸
版
本
の
本
文
の
問
題
に
見
通
し
を
立
て
る
こ
と

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
、
校
正
者
は
不

だ
っ
た
の
か

「
不
都
合
な
る
活
版
屋
」
騒
動

の
内
実
に
立
ち
入
る
前
に
、『
文
学

論
』
の
成
り
立
ち
を
概
観
し
、
誤
植
が
多
く
な
っ
た
背
景
を
押
さ
え
て
お

き
た
い
。
漱
石
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の
構
想
を
も
と
に
東
京
帝
国
大
学
で
講

義
し
た
「
文
学
論
」
講
義
（G

en
era

l C
o
n
cep

tio
n
 
o
f L

itera
tu
re

）

の
う
ち
、
序
盤
の
「
形
式
論
」（
漱
石
没
後
に
刊
行
、
皆
川
正
禧
編
『
英

文
学
形
式
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
四
）
を
除
い
た
「
内
容
論
」、
講
義
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期
間
に
し
て
一
九
〇
三
年
九
月
か
ら
一
九
〇
五
年
六
月
ま
で
の
二
年
間
が

『
文
学
論
』
に
あ
た
る
。
出
版
に
際
し
て
は
教
え
子
で
あ
っ
た
中
川
芳
太

郎
が
草
稿
を
作
成
し
、
こ
れ
に
漱
石
が
朱
筆
で
加
除
訂
正
を
行
い
、
後
半

部
は
大
幅
な
書
き
下
ろ
し
原
稿
に
差
し
替
え
る
形
で
出
版
に
至
っ
た
。
差

し
替
え
に
よ
っ
て
不
使
用
と
な
っ
た
部
分
の
中
川
芳
太
郎
筆
草
稿
「
第
五

編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
を
見
て
み
る
と
論
述
の
目
が
粗
く
、
論
旨
を
辿
り

づ

６
）

ら
い
。
中
川
の
作
業
内
容
そ
の
も
の
は
未
判
明
の
部
分
が
多
い
に
し
て

も
、
そ
の
作
業
の
困
難
を
物
語
る
資
料
で
あ
る
。
自
ら
の
せ
い
で
刊
行
が

遅
れ
て
い
る
と
中
川
芳
太
郎
が
責
任
と
焦
燥
を
感
じ
、
精
確
さ
と
慎
重
さ

を
欠
い
た
こ
と
は
事
実
ら
し
い
。
刊
行
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
中
川
芳
太

郎
に
よ
る
「
序
」
の
末
尾
に
は
「
明
治
四
十
年
三
月
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。
中
川
の
序
文
を
引
い
て
お
く
（
以
下
『
文
学
論
』
は
断
り
の
な
い
か

ぎ
り
『
漱
石
全
集
』
一
四
巻
、
第
二
次
刊
行
、
岩
波
書
店
二
〇
〇
三
よ
り

引
用
。
引
用
文
中
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
）。

始
め
此
著
は
昨
年
内
を
限
り
と
し
て
出
版
の
予
定
な
り
し
も
幾
多

の
事
情
の
た
め
其
期
を
過
ぐ
る
こ
と
三
月
に
し
て
今
漸
く
こ
れ
を
公

に
す
る
を
得
た
り
。
遅
延
の
主
因
と
し
て
は
左
の
こ
と
あ
り
。

原
稿
整
理
の
嘱
を
う
け
し
余
に
日
々
の
業
務
あ
り
て
時
間
の
全

部
を
以
て
、
こ
れ
に
当
る
能
は
ざ
り
し
こ
と
、

原
稿
は
整
理
の
成
る
に
随
つ
て
先
生
の
校
閲
を
乞
ひ
し
も
、
改

訂
を
要
す
る
節
頗
る
夥
し
く
殊
に
最
後
の
一
篇
の
如
き
全
部
先

生
の
起
稿
を
煩
す
に
至
り
而
し
て
此
間
先
生
は
創
作
に
忙
は
し

く
し
て
、
こ
れ
に
用
ゆ
べ
き
日
子
の
極
め
て
得
難
か
り
し
こ

と
、

こ
れ
を
印
刷
に
附
す
る
に
方
り
て
も
原
稿
の
全
部
を
挙
げ
て
托

す
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
を
以
て
勢
ひ
其
進
捗
遅
々
と
し
て
督
促

其
効
を
致
さ
ゞ
り
し
こ
と
。

略
）
最
初
一
二
篇
は
字
句
の
修
正
に
の
み
限
ら
れ
し
も
、
中
頃
、

整
理
の
際
省
略
に
過
ぎ
論
旨
の
貫
徹
を
欠
く
節
多
か
り
し
を
以
て
、

先
生
の
筆
を
添
ふ
る
こ
と
漸
く
密
に
、
遂
に
第
四
篇
の
終
り
二
章
及

び
第
五
篇
の
全
部
に
至
り
て
は
悉
く
先
生
に
よ
り
稿
を
新
に
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
り
し
な
り
。（
略
）
全
部
の
訂
正
を
終
り
、
先
生
更
に
遡

つ
て
、
初
め
に
簡
な
り
し
部
分
を
改
む
る
の
意
あ
り
し
と
雖
も
、
参

考
す
べ
き
前
半
は
既
に
印
刷
を
了
へ
た
る
も
の
な
り
し
を
以
て
、
ま

た
如
何
と
も
な
す
能
は
ざ
り
し
な
り
。

一
九
〇
六
年
一
二
月
一
九
日
付
中
川
宛
書
簡
で
漱
石
は
「
文
学
論
の
校

正
が
舞
ひ
込
ん
で
来
た
是
は
君
の
所
へ
行
く
の
を
間
違
つ
て
僕
の
所
へ
来

た
の
だ
ら
う
」
と

７
）

い
う
。
前
出
の
「
校
正
者
の
不

な
為
め
誤
字
誤
植
雲

の
如
く
雨
の
如
く
」
の
校
正
者
と
は
、
中
川
で
間
違
い

８
）

な
い
。
し
か
し
校

正
者
中
川
は
「
不

」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
学
論
正
誤
表
」
は
一
九
〇
七
年
五
月
中
に
は
完
成
、
新
聞
広
告
に

よ
り
配
布
告
知
さ

９
）

れ
た
。
本
稿
末
尾
に
【
資
料
】
と
し
て
掲
載
し
た
の
で

ご
覧
頂
き
た
い
。「
文
学
論
正
誤
表
」
を
見
る
と
、
そ
の
誤
植
の
膨
大
さ

が
、
原
稿
作
成
と
兼
任
す
る
中
川
一
人
で
抱
え
き
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
後
述
す
る
通
り
、『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
や

『
漾
虚
集
』
の
漱
石
自
身
に
よ
る
校
正
に
も
数
々
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。

だ
が
根
本
的
な
問
題
は
、
一
人
の
校
正
者
で
は
抱
え
き
れ
な
い
ほ
ど
に
誤

植
、
脱
落
等
を
生
じ
る
印
刷
所
の
方
に
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
「
文

学
論
正
誤
表
」
は
末
尾
で
頁
を
遡
っ
て
訂
正
漏
れ
を
直
し
た
か
と
思
え
ば

「
正
誤
補
遺
」
ま
で
付
く
と
い
う
混
乱
ぶ
り
で
、
計
五
三
〇
箇
所
以
上
が
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訂
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
こ
の
「
文
学
論
正
誤
表
」
そ
の
も
の
に
も
誤

植
や
指
示
箇
所
の
誤
り
が
あ
る
。
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
た
中
川
芳
太
郎
の
謝

罪
の
弁
に
は
「
殊
に
巻
尾
数
章
の
如
き
は
印
刷
を
急
ぎ
校
を
重
ぬ
る
事
能

は
ず
誤
植
算
な
し
。
よ
り
て
こ
れ
を
訂
正
し
同
時
に
全
編
の
小

と
行
文

の
拙
な
る
節
を
も
修
正
し
」
と
あ
る
。
そ
し
て
初
版
か
ら
一
月
ほ
ど
経
た

一
九
〇
七
年
六
月
二
〇
日
発
行
の
第
二
版
が
刊
行
さ
れ
た
。
清
水
康
次
は

小
宮
豊
隆
宛
漱
石
書
簡
に
「
文
学
論
二
版
御
蔭
に
て
出
来

10
）

深
謝
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
小
宮
が
関
与
し
た
と
推
定
し
て

11
）

い
る
。
た
だ
し
こ
の

改
訂
に
も
漏
れ
は
あ
る
（
後
述
）。

こ
の
再
版
発
行
日
直
後
の
六
月
二
四
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
か
ら
、

「
不
都
合
な
る
活
版
屋
」
騒
動

の
準
備
が
始
ま
っ
て
い
る
。
引
用
し

よ
う
。拝

啓
一
寸
御
願
が
出
来
た
又
面
倒
な
例
の
文
学
論
の
事
だ
が
。
あ
の

中
に
肯
定
と
否
定
の
間
違
が
四
五
ケ
所
あ
つ
て
普
通
の
誤
植
と
は
思

へ
ぬ
程
念
の
入
つ
た
も
の
で
あ
る
に
よ
り
。
大
倉
を
以
て
秀
英
舎
へ

掛
合
つ
た
所
。
秀
英
舎
は
責
任
な
し
と
威
張
つ
て
居
る
由
。
僕
よ
つ

て
之
を
朝
日
新
聞
紙
上
に
於
て
筆
誅
せ
ん
と
欲
す
る
に
就
て
は
例
の

虞
美
人
草
祟
り
を
な
し
て
筆
を
執
る
事
面
倒
な
り
。
ど
う
か
君
僕
の

代
り
に
書
い
て
く
れ
玉
へ
。
間
違
の
箇
所
は
僕
の
所
に
わ
か
つ
て
ゐ

る
か
ら
序
で
に
来
て
見
て
呉
れ
給
へ

御
願

12
）

頓
首

二
日
後
の
三
重
吉
宛
書
簡
で
は
朝
日
新
聞
社
の
渋
川
玄
耳
を
巻
き
込
ん

で
話
が
進
展
し
て
お
り
、

今
日
渋
川
先
生
が
わ
ざ
〳
〵
き
て
君
の
投
書
を
歓
迎
す
る
と
云
ふ
て

来
た
。
然
し
都
合
に
よ
る
と
六
号
に
す
る
由
。
僕
は
何
と
も
云
は
な

か
つ
た
。
然
し
出
し
て
や
つ
て
く
れ

13
）

給
へ

と
い
う
。
そ
の
後
い
ざ
投
書
を
受
け
取
る
と
難
色
を
示
し
た
玄
耳
に
対

し
、
七
月
二
日
付
書
簡
で
漱
石
は
次
の
よ
う
に
掲
載
を
懇
願
し
て
い
る
。

拝
啓
御
手
紙
拝
見
秀
英
舎
の
件
は
出
す
事
御
不
賛
成
の
由
な
れ
ど
も

御
賛
否
は
論
外
と
し
て
ど
う
か
出
し
て
頂
き
度
と
存
候
。
小
生
の
立

場
と
し
て
ど
う
し
て
も
出
し
て
頂
か
ね
ば
な
ら
ん
事
情
に
な
つ
て
居

り
ま
す
。
朝
日
の
大
主
儀

〔
義
〕も

し
く
は
大
利
害
に
関
係
あ
る
以
上
は
と

に
か
く
然
ら
ず
ん
ば
小
生
の
云
ふ
事
を
枉
げ
て
御
通
し
被
下
度
候
。

其
代
り
科
学
で
も
医
学
で
も
色
々
〔
記
事
執
筆
者
の
〕
周
旋
を
や
り

ま
す
。〔
二
字
不
明
〕
は
の
け
て
無
理
を
願
ひ

14
）

ま
す

か
く
て
騒
動
の
火
蓋
は
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
、
「
不
都
合
な
る
活
版
屋
」
騒
動

と
誤
植
の
実
態

以
下
、
「
不
都
合
な
る
活
版
屋
」
騒
動

と
し
て
三
つ
の
記
事
の
全
文

を
引
用
す
る
。
渋
川
玄
耳
へ
の
懇
願
の
二
日
後
掲
載
さ
れ
た
無
署
名
記
事

「
△

△

△

△

△

△

△

△

不
都
合
な
る
活
版
屋
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
七
・
七
・
四
、
三

面
）
は
次
の
よ
う
に
訴
え
た
（
圏
点
原
文
）。

種
々
の
著
作
が
活
字
の
誤
植
よ
り
飛
ん
だ
煩
ひ
を
受
く
る
事
あ
り
単

な
る
誤
植
又
は
生なま
物もの
識しり
の
丁
寧
過
ぎ
た
る
お
切せつ
介かい
は
先
づ
以
て
是
非

な
け
れ
ど
活
版
屋
が
何
か
為
に
せ
ん
と
し
て
著
者
に
災
ひ
を
計た
企く
み

た
る
に
は
あ
ら
ざ
る
か
と
疑
は
る
ゝ
も
の
あ
り
と
せ
ば
捨
置
難
き
事

共
な
り
、
夏
目
漱
石
氏
の
文
学
論
は
秀
英
舎
の
印
刷
に
係
る
も
の
な

る
が
一
篇
中
例
へ
ば
千
里
が
干
里
、
話
頭
が
活
頭
と
な
れ
る
が
如
き

幾
十
百
の
誤
謬
は
単
に
誤
植
と
し
て
許
す
べ
き
も
或
肯
定
的
の
記
事

が
丁
寧
な
る
補
添
に
よ
り
て
否
定
的
と
な
さ
れ
否
定
の
命
題
が
わ
ざ

〳
〵
肯
定
的
に
変
ぜ
ら
れ
て
一
章
一
段
の
所
説
全
く
意
義
を
な
さ
ざ
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る
が
如
き
到
底
頭
脳
の
意
味
あ
る
指
図
な
く
し
て
は
出
来
し
難
き
複

雑
な
る
誤
植
続
々
と
し
て
見
出
し
得
ら
る
ゝ
由
而
し
て
右
秀
英
舎
は

只
有
り
得
べ
き
錯
誤
な
り
と
做
し
且
つ
其
責
任
は
全
く
著
者
側
の
校

正
者
に
帰
す
と
号
し
恬
然
た
り
と
い
ふ
奇
怪
な
る
事
あ
り

翌
日
同
紙
三
面
に
は
「
弁
駁

秀
英
舎
よ
り
左
の
申
越
あ
り
」
と
し
て

次
の
よ
う
に
あ
る
。

七
月
四
日
貴
紙
第
七
千
四
百
九
十
八
号
第
三
面
に
御
掲
出
の
秀
英
舎

に
関
す
る
記
事
は
事
実
相
違
の
廉
有
之
候
に
付
茲
に
其
冤
を
雪
ぐ
為

め
聊
か
弁
解
致
し
候
其
記
事
の
主
眼
た
る
夏
目
漱
石
氏
著
の
文
学
論

誤
植
の
点
に
付
棒
大
な
る
筆
誅
を
蒙
り
た
る
も
初
版
の
校
正
は
著
者

親
し
く
再
校
三
校
若
し
く
は
五
校
を
重
ね
た
る
も
の
な
る
が
故
に
当

舎
は
夫
れ
に
信
頼
し
命
の
儘
に
作
業
し
た
る
の
み
其
証
左
今
尚
ほ
保

管
し
あ
り
初
版
の
印
刷
物
は
斯
く
の
如
く
し
て
最
も
深
重
に
上
梓
せ

り
而
し
て
其
再
版
に
際
し
て
は
其
の
訂
正
増
補
の
個
所
は
注
文
先
の

書
肆
に
於
て
鉛
版
の
象
眼
を
施
し
其
の
製
版
を
齎
し
て
単
に
印
刷
丈

け
の
注
文
を
受
け
た
る
も
の
な
る
に
付
若
し
著
者
の
意
に
充
た
ざ
る

所
あ
り
と
せ
ば
此
の
場
合
に
於
け
る
欠
点
と
看
る
の
外
な
し
是
れ
を

し
も
独
り
印
刷
所
に
の
み
責
を
負
は
し
む
る
は
甚
だ
酷
評
と
云
ふ
べ

し
由
来
著
者
は
重
も
に
書
肆
を
介
し
て
印
刷
所
に
注
文
す
る
よ
り
両

者
の
間
往
々
意
思
の
疎
通
を
欠
く
こ
と
あ
り
其
結
果
想
は
ざ
る
不
満

を
著
者
に
与
ふ
る
こ
と
あ
り
本
書
の
如
き
も
或
は
其
一
た
ら
ざ
る
な

き
か
と
想
察
せ
ら
れ
候
に
付
此
全
文
を
掲
げ
て
世
の
妄
評
を
解
か
れ

ん
こ
と
を
希
上
候
也

こ
れ
に
対
し
同
月
八
日

15
）

二
面
で
「
文
学
論
の
誤
植
に
関
す
る
夏
目
氏
の

談
話
」
と
い
う
題
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。

「
不
都
合
な
る
活
版
屋
」
と
題
せ
る
本
紙
去
る
四
日
の
記
事
に
対
し

秀
英
舎
は
五
日
所
載
の
如
き
弁
駁
を
為
し
来
れ
り
こ
れ
に
就
き
本
社

は
記
事
の
対
当
者
た
る
夏
目
漱
石
氏
の
意
見
を
質
せ
る
所
下
の
如

し
。
元
来
文
学
論
の
著
者
は
実
際
校
正
の
任
に
当
ら
ず
し
て
こ
れ
を

著
者
の
門
下
生
某
々
等
に
一
任
し
た
る
も
の
な
り
さ
れ
ば
文
学
論
の

校
正
に
就
き
て
の
不
都
合
は
著
者
が
校
正
者
に
対
し
て
言
ふ
可
き
事

に
し
て
活
版
屋
が
著
者
に
対
し
て
云
々
す
べ
き
理
由
な
し
唯
著
者
は

著
者
の
原
稿
と
活
版
屋
の
植
字
と
を
比
較
し
て
其
誤
植
の
多
き
を
責

め
ん
と
す
殊
に
其
誤
植
た
る
や
単
に
普
通
の
誤
植
た
る
に
止
ら
ず
又

単
に
誤
植
の
異
常
な
る
夥
多
数
な
る
の
み
に
止
ら
ず
、
其
遂
に
校
正

の
範
囲
を

越
し
て
反
対
な
る
意
味
を
構
成
す
る
が
如
き
殆
ん
ど
悪

意
と
も
見
ゆ
べ
き
誤
植
を
責
め
ん
と
す
る
な
り
由
来
活
版
屋
は
著
者

の
原
稿
を
原
稿
の
如
く
正
直
に
活
字
に
起
す
べ
き
職
責
を
有
す
活
版

屋
が
其
一
字
も
誤
な
か
ら
ん
こ
と
を
自
ら
責
む
る
も
の
は
著
者
に
対

す
る
義
務
に
し
て
社
会
に
対
す
る
大
な
る
徳
義
な
り
、
活
版
屋
は
何

等
の
理
由
を
以
て
す
る
も
、
校
正
あ
る
が
為
め
に
誤
植
あ
る
も
無
責

任
な
り
と
主
張
し
得
べ
き
商
売
に
あ
ら
ず
活
版
屋
は
著
者
側
の
校
正

の
有
無
に
拘
は
ら
ず
普
通
の
誤
植
に
対
し
て
さ
へ
も
十
分
依
頼
者
に

謝
す
べ
き
理
由
を
有
す
況
ん
や
上
述
の
如
き
大
な
る
不
都
合
あ
る
場

合
を
や
然
る
に
秀
英
舎
は
書
肆
大
倉
の
照
会
に
対
し
て
全
く
自
己
の

責
任
な
く
校
正
者
の
責
任
な
り
と
放
言
せ
り
と
い
ふ
に
至
り
て
は
余

は
捨
て
置
き
難
き
横
着
の
振
舞
な
り
と
信
ぜ
ん
と
す
云
々

以
上
が
紙
面
上
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
入
社
第
一
作
の
『
虞
美

人
草
』
の
連
載
が
六
月
二
三
日
に
始
ま
っ
て
一
週
間
足
ら
ず
、『
文
学
論
』

の
書
評
が
出
始
め
た
頃
で
も
あ

16
）

っ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
の
段
階
で
、

―34―



秀
英
舎
と
事
を
構
え
て
お
く
と
い
う
判
断
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
結
果
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
騒
動
と
相
前
後
し
て
、
漱
石
著
単
行
本
重

版
の
印
刷
所
が
秀
英
舎
か
ら
大
倉
印
刷
所
等
へ
シ
フ
ト

17
）

す
る
。

秀
英
舎
と
漱
石
の
関
わ
り
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
デ
ビ
ュ

ー
の
場
で
あ
っ
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
印
刷
所
が
秀
英
舎
で
あ
る
。
た
と

え
ば
山
下
浩
は
『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
つ
い
て
、
初
出
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

で
印
刷
所
に
よ
る
誤
植
・
改
竄
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
バ

ツ
タ
だ
ら
う
が
雪
踏
せ
つ
た

だ
ら
う
が
、
非
は
お
れ
に
あ
る
事
ぢ
や
な
い
」
で
知

ら
れ
る
一
文
は
、
原
稿
に
「
足
踏
」
と
あ
り
、
漱
石
が
校
正
を
し
て
お
ら

ず
印
刷
ま
で
間
が
な
か
っ
た
こ
と
も
鑑
み
て
、
文
選
（
活
字
を
拾
う
職

人
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
同
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
。
山
下
は
い

う
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
初
出
が
不
正
確
で
あ
る
こ
と
を
と
り
た
て
て
強

調
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
お
け

る
漱
石
の
他
の
作
品
に
比
べ
れ
ば
水
準
が
低
い
が
、
当
時
の
文
学
作

品
の
特
に
単
行
本
、
た
と
え
ば
漱
石
自
身
の
『
漾
虚
集
』
初
版
や

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
収
録
す
る
『
鶉
籠
』
の
印
刷
に
比
べ
て
み
て
劣

る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
雑
誌
の
初
出
は
概
し

て
そ
れ
以
降
の
単
行
本
の
本
文
よ
り
印
刷
が
正
確
で
、
原
稿
の
特
徴

を
よ
り
多
く
留
め
、「
不
純
物
」
が
少
な
い
（u

n
so
p
h
istica

ted

）

本
文
だ
と
い

18
）

え
る
。

と
す
る
と
初
出
よ
り
も
初
刊
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
秀

英
舎
に
よ
り
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』
上
中
下
篇
（
服
部
書
店
・
大
倉
書

店
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
〇
五
・
一
〇
、
一
九
〇
六
・
一
一
、
一
九
〇
七
・

五
）、『
漾
虚
集
』（
服
部
書
店
・
大
倉
書
店
、
一
九
〇
六
・
五
）、『
文
学

論
』（
前
掲
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
『
吾
輩
ハ
猫
デ
ア
ル
』

に
つ
い
て
は
、
初
出
の
信
頼
度
が
非
常
に
高
く
、「
初
版
の
植
字
職
人
の

技
術
水
準
は
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
比
べ
非
常
に
劣
っ
て
い
る
。
╱
校
正

に
つ
い
て
も
、
初
版
は
お
座
な
り
で
あ
っ
た
」
と
山
下
は

19
）

い
う
。『
吾
輩

ハ
猫
デ
ア
ル
』
に
つ
い
て
森
田
草
平
は
三
冊
と
も
「
先
生
自
ら
校
正
さ
れ

た
」
が
「
寧
ろ
校
正
が
し
て
な
い
と
云
つ
て
可
い
位
」
の
誤
脱
が
散
見
さ

れ
る
と

20
）

い
う
。『
漾
虚
集
』
も
ま
た
漱
石
自
身
に
よ
る
校
正
で
あ
っ
た
が

「
誤
字
誤
植
沢
山
有
之
大
に
恐
縮
致
居
候
。
校
正
は
し
て
も
活
版
屋
が
直

し
て
く
れ
な
い
の
も
大
分
有
之
厄
介
千
万
に
候
」
と
書
簡
に
み

21
）

え
る
。
こ

う
し
た
一
連
の
不
満
を
背
景
と
し
て
、
五
三
〇
箇
所
以
上
の
訂
正
を
要
し

た
『
文
学
論
』
は
漱
石
の
怒
り
を
買
っ
た
の
で
あ
る
。

尚
悪
い
こ
と
に
、
先
述
の
通
り
「
文
学
論
正
誤
表
」
そ
の
も
の
に
誤
植

や
指
示
箇
所
の
誤
り
及
び
初
版
誤
脱
の
見
落
と
し
が
あ
る
（
筆
者
調
べ
に

よ
る
と
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
八
〇
箇
所
以
上
）。
典
型
例
を
挙
げ
て
お
こ

う
。「
正
誤
表
」
に
は
一
三
二
頁
一
〇
行
目
、
四
七
三
頁
一
四
行
目
と
も

に
「
勃
牢
↓
勃
宰
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
い
熟
語
は
「
勃

」

で
あ
っ
て
こ
れ
は
第
二
版
で
適
切
に
修
正
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
正
誤

表
」
自
体
の
誤
り
。
し
か
も
一
三
二
頁
一
〇
行
目
と
指
定
し
て
い
る
が
正

し
く
は
一
一
行
目
で
あ
る
か
ら
指
示
箇
所
も
誤
っ
て
い
る
。
ま
た
四
三
〇

頁
八
行
目
「
強
勢
の
ｆ
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
初
版
の
「
ｆ
」
一
字
欠

字
を
見
逃
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
行
本
第
二
版
〜
第
四
版
で
も
欠
落
、

縮
刷
本
『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
、
一
九
一
七
）
で
よ
う
や
く
補
訂
さ
れ

る
（
五
七
二
頁
二
行
目
「
吾
人
」
の
「
人
」
一
字
欠
落
も
同
様
）。
四
五

八
頁
一
一
行
目
「
平
凡
な
る
境
界
↓
非
平
凡
な
る
境
界
」、
五
七
一
頁
二

行
目
「
失
念
せ
ざ
る
が
如
し
↓
失
念
せ
る
が
如
し
」
は
先
の
談
話
に
い
う
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「
反
対
な
る
意
味
を
構
成
す
る
が
如
き
殆
ん
ど
悪
意
と
も
見
ゆ
べ
き
誤

植
」
に
あ
た
ろ
う
。

第
二
版
（
一
九
〇
七
・
六
・
二
〇
）
で
は
正
誤
表
の
未
反
映
箇
所
に
加

え
、
新
た
な
誤
脱
も
発
生
し
て
し
ま
う
。
顕
著
な
例
は
、
誤
字
を
訂
正
し

よ
う
と
し
て
行
ご
と
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
四
三
一
頁
九
行
目
、
四
五
八

頁
一
一
行
目
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
第
三
版
で
修
正
）。
ま
た
第
二
版
の
特

徴
と
し
て
紙
貼
り
修
正
箇
所
が
あ
る
。
今
回
参
照
し
た
第
二
版
の
二
冊

（
早
稲
田
大
学
図
書
館
津
田
左
右
吉
文
庫
所
蔵
本
、
同
館
所
蔵
大
倉
書
店

寄
贈
本
）
で
は
、
八
八
頁
四
行
目
に
「P

ilgrim
s’

」（P
ilgrim

,s

↓P
il-

grim
s’

）、
八
九
頁
七
行
目
「T

h
o
u

」（th
o
n

↓T
h
o
u
：

た
だ
し
大
倉

書
店
寄
贈
本
に
は
紙
貼
り
が
な
くth

o
u

で
第
三
版
もth
o
u

）、
二
八
〇

頁
一
行
目
「a

n

」（a
u
tiq
u
ity

↓a
n
tiq
u
ity

）
と
紙
貼
り
修
正
が
行
わ

れ
て
い
る
の
だ
。

第
三
版
（
一
九
〇
七
・
七
・
二
五
）
で
か
な
り
の
部
分
が
修
正
さ
れ
る

が
そ
れ
で
も
誤
脱
は
残
る
。
五
七
一
頁
一
行
目
「
後
等
↓
彼
等
」
と
い
う

修
正
を
一
文
中
で
二
箇
所
反
映
す
べ
き
と
こ
ろ
、
第
二
版
で
二
箇
所
と
も

直
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
第
三
版
で
は
文
頭
が
「
後
等
」
と
再
び
誤
っ
て

い
る
。
欠
字
の
未
補
訂
や
、
第
二
版
で
の
紙
貼
り
修
正
「T

h
o
u

」
の
未

反
映
も
あ
る
。

続
い
て
大
倉
書
店
は
『
文
学
論
』
第
四
版
（
一
九
一
一
・
四
・
一
五
）

に
つ
い
て
「
本
書
品
切
れ
の
処
今
回
第
四
版
発
売
又
品
切
れ
と
な
ら
ざ
る

内
速
に
購
求
あ
れ
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
一
・
五
・
一
二
、
一
面
）
と

広
告
し
た
が
、
文
字
通
り
の
「
品
切
」
で
あ
る
か
ど
う
か
。
大
倉
書
店
の

火
災
（
一
九
〇
九
・
八
・
一
六
）
と
秀
英
舎
工
場
全
焼
（
一
九
一
〇
・

四
・
二
五
）
に
よ
り
、
紙
型
と
共
に
『
文
学
論
』
第
三
版
の
在
庫
は
焼
失

し
た
と
考
え
う
る
。
や
は
り
秀
英
舎
の
手
に
よ
り
組
ま
れ
、
単
行
本
最
終

版
と
推
定
さ
れ
る
第
四
版
で
は
全
く
新
た
な
誤
植
が
発
生
し
て
い
る
。
二

六
頁
五
行
目
「1.ch

a
p
.X
IV

）」
の
部
分
が
一
八
〇
度
回
転
し
て
い
た

り
、
九
五
頁
一
行
目
「g

a
u
d
y
：

」
が
欠
落
（
な
お
「
正
誤
表
」
に
よ
り

「g
a
n
d
y

↓g
a
u
d
y

」
と
訂
正
さ
れ
た
部
分
）。
ま
た
「
正
誤
表
」
訂
正

前
の
初
版
の
誤
字
が
復
活
し
て
し
ま
う
例
が
多
々
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

二
一
七
頁
一
四
行
目
「
数
語
↓
言
語
↓
数
語
」、
二
二
〇
頁
三
行
目
「

弁
↓
詭
弁
↓

弁
」（
こ
の
箇
所
「
正
誤
表
」
自
体
に
誤
植
あ
り
）、
二
二

三
頁
一
〇
行
目
「
祖
裼
↓

裼
↓
祖
裼
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

三
、『
文
学
論
』
本
文
の
諸
問
題

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
単
行
本
『
文
学
論
』
の
本
文
は
第
三
版
が
相

対
的
に
誤
り
が
少
な
い
と
は
い
え
、
依
然
不
十
分
な
状
態
に
止
ま
っ
て
い

た
。
よ
っ
て
『
文
学
論
』
の
本
文
を
考
え
る
う
え
で
は
単
行
本
だ
け
で
は

な
く
、
没
後
出
版
で
あ
る
縮
刷
本
、
ま
た
『
漱
石
全
集
』
所
収
本
の
本
文

に
つ
い
て
も
考
察
対
象
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
縮
刷
版

及
び
全
集
版
本
文
の
問
題
は
張
我
軍
に
よ
る
中
国
語
全
訳
『
文
学
論
』

（
神
州
国
光
社
、
一
九
三
一
）
の
翻
訳
底
本
の
問
題
と
深
く
関
係
す
る
た

め
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
単
行
本
第
四
版
以
後
の
本
文

推
移
の
見
通
し
を
提
示
し
、
本
稿
の
ま
と
め
に
代
え
た
い
。

漱
石
が
一
九
一
六
年
一
二
月
九
日
に
没
し
た
半
年
後
の
刊
行
に
な
る
縮

刷
版
『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
、
一
九
一
七
・
六
・
三
）
は
初
版
か
ら
大

倉
印
刷
所
に
よ
る
。
そ
の
出
版
広
告
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
七
・

六
・
九
、
一
面
）
は
「
訂
正
改
版
」
と
大
書
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

故
漱
石
先
生
の
学
者
と
し
て
の
造
詣
を
窺
ふ
に
足
る
唯
一
絶
大
の
書
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也
。（
略
）
生
来
本
書
の
原
本
は
意
味
を
捕
捉
す
る
に
苦
し
む
箇
所

少
な
か
ら
ず
。
偏
に
難
解
の
書
を
以
て
目
さ
れ
し
が
、
今
次
縮
刷
増

版
成
る
に
当
つ
て
、
先
生
が
大
学
講
堂
に
於
る
講
義
の
草
稿
と
対
照

し
て
、
厳
密
な
る
校
訂
を
経
た
れ
ば
、
最
早
難
解
の
患
は
一
掃
さ
れ

た
り
と
云
ふ
べ
し
。「
文
学
論
」
は
此
縮
刷
を
以
て
世
に
出
づ
る
と

云
ふ
も
不
可
な
き
也
。

し
か
し
実
物
は
こ
の
謳
い
文
句
の
通
り
で
は
な
い
。
従
来
の
本
文
に
、

若
干
の
字
句
の
修
正
、
文
の
挿
入
を
加
え
た
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
、
単
行
本
初
版
以
来
の
欠
字
が
補
わ
れ
る
な
ど
、
改
め
て
校
正
が
加
え

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
縮
刷
本
は
「
厳
密
な
る
校
訂
」
と
い
う
よ

り
も
、
い
く
つ
か
の
些
細
な
書
き
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

漱
石
が
講
義
で
英
語
で
引
用
し
た
り
、
英
語
の
術
語
を
用
い
た
の
を
中
川

が
原
稿
作
成
時
に
日
本
語
訳
し
た
部
分
が
、
新
た
に
訳
し
直
さ
れ
て
い
る

の
だ
。

同
じ
く
漱
石
没
後
、
弟
子
達
に
よ
り
『
漱
石
全
集
』
の
刊
行
が
計
画
さ

れ
る
。
岩
波
茂
雄
が
主
導
権
を
握
っ
て
、
漱
石
著
作
の
版
権
を
も
つ
大
倉

書
店
・
春
陽
堂
を
抱
え
込
ん
だ
漱
石
全
集
刊
行
会
を
立
ち
上
げ
、
実
質
的

に
は
岩
波
書
店
と
漱
石
の
弟
子
達
に
よ
る
実
務
に
よ
り
第
一
次
『
漱
石
全

集
』
が
刊
行
さ
れ
る
の
だ
。
そ
の
後
の
各
次
全
集
の
事
情
に
つ
い
て
は
矢

口
進
也
『
漱
石
全
集
物
語
』（
青
英
舎
、
一
九
八
五
）
に
詳
し
い
。
大
ま

か
に
い
え
ば
、
第
一
次
全
集
の
本
文
校
訂
は
森
田
草
平
主
導
で
、
た
と
え

ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
初
出
や
初
刊
単
行
本
に
見
ら
れ
る
一
人
称
の
揺

れ
（「
吾
輩
」「
我
輩
」「
余
」「
余
輩
」）
を
「
吾
輩
」
に
統
一
（
漏
れ
も

あ
り
）
す
る
な
ど
、
表
現
の
統
一
・
改
変
を
行
っ
た
。
後
年
悪
名
高
い

「
漱
石

22
）

文
法
」
と
い
う
規
則
化
を
計
り
事
に
当
た
っ
た
が
、
な
し
崩
し
的

に
標
準
が
ぐ
ら
つ
い
た
不
体
裁
な
本
文
校
訂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ

に
収
め
ら
れ
た
の
が
第
一
次
全
集
『
第
八
巻

文
学
論

文
学
評
論
』

（
一
九
一
八
・
一
二
・
三
〇
）、
そ
の
再
刊
（
た
だ
し
新
発
見
の
書
簡
を

増
補
）
で
あ
る
第
二
次
全
集
『
第
八
巻

文
学
論

文
学
評
論
』（
一
九

二
〇
・
七
・
一
〇
）
で
、
英
文
学
関
係
の
書
誌
の
訂
正
な
ど
が
行
わ
れ
て

い
る
。
次
に
主
導
者
が
小
宮
豊
隆
に
交
代
し
、
震
災
に
よ
る
紙
型
消
失
を

経
て
第
三
次
全
集
が
刊
行
さ
れ
る
。
本
文
校
訂
の
大
ま
か
な
方
針
は
漱
石

原
稿
の
尊
重
に
傾
く
。
た
だ
し
小
宮
の
留
学
（
一
九
二
三
・
三
〜
一
九
二

四
・
九
）
中
に
配
本
が
始
ま
っ
て
い
た
第
三
次
全
集
は
、
小
宮
帰
国
後
配

本
分
に
つ
い
て
一
段
と
綿
密
な
校
訂
を
行
っ
た
ら
し
い
。
岩
波
書
店
員
和

田
勇
と
小
宮
の
間
で
行
わ
れ
た
本
文
校
訂
に
関
す
る
や
り
と
り
の
内
実
が

山
下
浩
に
よ
る
資
料
紹
介
に
よ
っ
て
近
年
明
ら
か
に
さ

23
）

れ
た
。
第
三
次
全

集
の
本
文
関
係
の
資
料
に
は
『
心
』
の
本
文
異
同
表
の
ほ
か
、
和
田
・
小

宮
間
で
の
意
見
交
換
を
記
録
し
た
大
学
ノ
ー
ト
（
一
六
〇
×
二
〇
〇
ミ

リ
）
が
あ
り
、
一
冊
目
は
『
道
草
』
本
文
、
二
冊
目
は
『
心
』
本
文
、
三

冊
目
は
『
心
』『
道
草
』『
文
学
論
』『
文
学
評
論
』
本
文
に
つ
い
て
、
主

に
和
田
に
よ
る
質
問
や
指
摘
に
対
し
小
宮
が
答
え
る
形
で
や
り
と
り
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
と
く
に
『
文
学
論
』
に
つ
い
て
は
「
知
的
材
料
は

無
論
、
超
自
然
的
材
料
す
ら
他
の
庇
護
に
よ
り
て
始
め
て
活
動
す
る
事
斯

の
如
し
。
而
し
て
其
庇
護
の
任
に
あ
た
る
投
出
語
法
は
既
に
述
べ
た
る
が

故
に
之
を
反
復
せ
ず
、
投
出
語
法
と
並
立
し
て
存
在
す
る
べ
き
投
入
語
法

を
説
く
が
此
章
の
目
的
な
り
と
す
。」
と
い
う
第
四
編
第
二
章

投
入
語

法
」中
の

24
）

二
文
が
初
版
で
別
箇
所
に
竄
入
、
第
二
版
以
降
全
て
の
版
で
脱

落
し
て
い
た
と
の
発
見
が
、
和
田
に
よ
る
も
の
と
判
明
し
た
。
本
文
校
訂

作
業
の
具
体
的
な
手
続
き
が
わ
か
る
点
で
大
変
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
こ
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の
よ
う
に
、
原
稿
や
こ
れ
ま
で
の
版
本
、
第
一
次
全
集
と
も
照
ら
し
合
わ

せ
て
本
文
校
訂
を
行
っ
た
の
が
第
三
次
全
集
『
第
八
巻

文
学
論

文
学

評
論
』（
一
九
二
五
・
三
・
五
）
だ
っ
た
。

さ
ら
に
、
折
か
ら
の
円
本
ブ
ー
ム
を
追
う
よ
う
に
、
一
冊
あ
た
り
一
円

の
普
及
版
『
漱
石
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
る
（
一
九
二
八
・
三
・
一
五
、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
初
回
配
本
）。
普
及
版
で
の
巻
立
て
の
再
構
成

に
よ
り
、『
文
学
論
』
は
独
立
し
て
『
第
十
一
巻

文
学
論
』（
一
九
二

八
・
一
一
・
五
）
と
な
っ
た
。
本
文
は
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

こ
の
普
及
版
全
集
発
刊
に
岩
波
茂
雄
の
独
断
専
行
の
色
合
い
が
あ
り
、

大
倉
書
店
・
春
陽
堂
へ
の
す
り
あ
わ
せ
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
を
不
服
と
し
て
一
九
二
八
年
九
月
一
〇
日
、
当
時
既
に
実
用
書
中
心

に
シ
フ
ト
し
て
い
た
大
倉
書
店
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
だ
。『
岩
波
書
店

八
十
年
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）
か
ら
引
く
。

大
倉
書
店
主
大
倉
保
五
郎
氏
、
夏
目
純
一
お
よ
び
岩
波
茂
雄
に
対

し
、
損
害
賠
償
要
求
の
訴
訟
を
提
訴
―
大
倉
書
店
は
一
九
〇
五
年
漱

石
と
の
間
に
著
作
権
共
有
、
発
行
権
専
属
の
契
約
を
結
ん
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
岩
波
書
店
よ
り
普
及
版
漱
石
全
集
が
同
書
店
に

無
交
渉
で
刊
行
さ
れ
た
た
め
損
害
を
う
け
た
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ

っ
た
。
要
求
額
は
三
万
五
〇
〇
〇
円
。
従
来
漱
石
全
集
は
大
型
の
み

が
発
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
諒
解
は
漱
石
全
集
刊
行
会

で
得
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
普
及
版
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
諒
解

を
得
て
い
な
か
っ
た
。
提
訴
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
抗
議
で
あ
っ
た
。

岩
波
書
店
は
鳩
山
秀
夫
氏
を
弁
護
人
と
し
て
対
処
し
、
結
局
〔
一
九

三
〇
年
〕
八
月
三
〇
日
に
《
吾
輩
は
猫
で
あ
る
》
以
下
大
倉
書
店
発

行
の
漱
石
の
著
作
四
点
の
出
版
権
を
一
万
円
で
買
い
う
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
示
談
と
な
っ
た
。

示
談
を
受
け
て
少
部
数
刊
行
さ
れ
た
普
及
版
単
行
本
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』（
岩
波
書
店
一
九
三
〇
・
一
〇
・
一
五
）
の
出
版
広
告
を
掲
載
し
た

『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
三
〇
・
一
〇
・
一
四
、
朝
刊
一
面
）
の
紙
面

は
象
徴
的
で
あ
る
。
最
上
段
に
岩
波
書
店
の
巨
大
な
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』、『
行
人
』（
岩
波
文
庫
一
九
三
〇
・
一
〇
・
一
五
）
他
の
広
告
が
掲

載
さ
れ
、
同
じ
紙
面
の
左
下
の
ほ
う
に
や
や
小
さ
く
大
倉
書
店
に
よ
る
広

告
が
「
漱
石
の
四
大
名
著
×
×
大
衆
普
及
の
値
下
」「
新
定
価

各
一
円

五
十
銭
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
縮
刷
版
で
あ
る
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

『
行
人
』『
漾
虚
集
』『
文
学
論
』
を
在
庫
処
分
せ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
。

筆
者
の
入
手
し
た
縮
刷
本
第
一
七
版
『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
一
九
二

八
・
一
・
二
五
）
の
奥
付
に
は
、
定
価
記
載
部
分
に
「
定
価

金
一
円
五

十
銭
」
の
紙
片
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
縮
刷
版
『
文
学
論
』
の
後
版
刊
行
は

縮
刷
版
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
同
じ
く
一
九
三
〇
年
ま
で
続
い
た
ら

25
）

し
い
。
そ
の
後
岩
波
書
店
が
『
文
学
論
』
を
発
行
す
る
の
は
一
九
三
五
年

の
い
わ
ゆ
る
決
定
版
『
漱
石
全
集
』
中
の
『
第
十
一
巻

文
学
論
』（
一

九
三
六
・
五
・
一
〇
）、
及
び
『
文
学
論
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
三
九
）
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
『
文
学
論
』
諸
版
本
の
見
取
り
図
で
あ
る
。
本
文
に
つ
い
て
は

特
に
単
行
本
初
版
か
ら
第
三
版
に
か
け
て
の
訂
正
が
夥
し
い
こ
と
、
縮
刷

本
初
版
で
の
修
正
、
各
次
全
集
と
く
に
第
三
次
全
集
で
の
本
文
校
訂
が
大

き
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
。
そ
の
う
ち
本
稿
で
は
単
行
本
の
誤
植
の
実
態
を

示
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
が
入
社
直
後
の
漱
石
に
よ
り
世
に
問
わ
れ
た
こ
と

を
示
し
た
。
漱
石
の
没
後
、
同
じ
紙
面
上
で
版
権
委
譲
を
表
現
す
る
か
の

よ
う
な
広
告
の
併
載
が
起
こ
っ
た
こ
と
も
ま
た
象
徴
的
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

こ
う
し
た
諸
版
本
と
本
文
の
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
受
容
論
に
も
深
く
関

わ
る
。
た
と
え
ば
第
三
次
全
集
所
収
『
第
八
巻

文
学
論

文
学
評
論
』

（
一
九
二
五
・
三
・
五
）
の
刊
行
前
後
に
、
作
家
が
『
文
学
論
』
に
言
及

す
る
例
が
集
中
的
に
現
れ
る
が
、
と
く
に
そ
の
重
要
な
一
人
は
芥
川
龍
之

介
で

26
）

あ
る
。
ま
た
没
後
二
〇
周
年
に
向
け
た
決
定
版
『
漱
石
全
集
』
刊
行

に
併
せ
、『
思
想
』（
第
一
六
二
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
・
一
一
）
で

は
漱
石
特
集
が
組
ま
れ
る
。
こ
こ
で
掲
載
さ
れ
た
小
泉
信
三
「
理
論
家
漱

石
」（
の
ち
小
泉
信
三
『
文
学
と
経
済
学
』
勁
草
書
房
、
一
九
四
八
に
収

録
）
は
『
文
学
論
』
第
四
編
第
八
章
「
間
隔
論
」
の
『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ

ー
』
読
解
に
注
目
す
る
早
い
例
で
あ
る
。
戦
後
、『
現
代
日
本
文
学
全
集

一
一

夏
目
漱
石
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
四
・
一
二
）
で
も
小
泉
は

巻
末
解
説
に
同
じ
論
旨
を
組
み
込
ん
だ
。
こ
の
巻
末
解
説
を
読
ん
で
三
浦

つ
と
む
は
『
文
学
論
』
に
関
心
を

27
）

持
ち
、
の
ち
に
「
夏
目
漱
石
に
お
け
る

『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
の
分
析
」
を
発
表

28
）

し
た
。
そ
れ
に
先
だ
つ
一
九
六

五
年
一
〇
月
執
筆
の
文
中
で
三
浦
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

こ
の
ご
ろ
、
吉
本
隆
明
が
そ
の
講
演
の
中
で
、
漱
石
に
つ
い
て
語

り
、『
文
学
論
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
聞
い
て
、
さ
す
が
だ
と

思
い
、
漱
石
を
研
究
し
て
い
る
文
学
評
論
家
た
ち
は
『
文
学
論
』
を

ど
う
扱
っ
て
い
る
か
、
彼
に
た
づ
ね
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し

積
極
的
に
と
り
あ
げ
て
評
価
し
て
い
る
評
論
家
は
な
く
、
中
野
重
治

に
至
っ
て
は
軽
蔑
的
に
扱
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
抽
象
的

で
空
虚
な
創
作
方
法
論
の
横
行
と
こ
の
漱
石
の
仕
事
に
対
す
る
評
価

と
を
思
い
合
せ
、
革
新
的
な
文
学
運
動
の
弱
さ
が
ど
こ
か
ら
来
て
い

る
か
を
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
思
い
知
っ
た
次
第
で

29
）

あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
漱
石
の
『
文
学
論
』
執
筆
に
自
身
の
『
日
本
近
代
文

学
の
起
源
』（
講
談
社
、
一
九
八
〇
）
執
筆
を
擬
え
た
柄
谷
行
人
は
、
吉

本
の
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
五
）
に

お
け
る
「
自
己
表
出
」
と
「
指
示
表
出
」
を
『
文
学
論
』
の
「（
Ｆ
＋

ｆ
）」
の
言
い
換
え
だ
と

30
）

し
た
。
林
少
陽
に
よ
れ
ば
、
柄
谷
行
人
に
よ
っ

て
『
文
学
論
』
が
「
再
発
見
」
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
に
小
森
陽
一
に
よ

っ
て
「
理
論
と
創
作
的
実
践
が
理
論
家
漱
石
と
作
家
漱
石
に
お
い
て
は
表

裏
の
も
の
と
し
て
、
分
か
ち
が
た
く
結
合
さ
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
の

と
き
ど
き
に
お
い
て
、
切
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
に
立
っ

た

31
）

研
究
」
が
本
格
化
さ
れ
て
い
く
、
そ
こ
に
前
田
愛
の
一
連
の
仕
事
及
び

遺
作
『
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
）
と
の
呼
応
関

係
も
想
像
さ
れ
る
と

32
）

い
う
。『
文
学
論
』
の
受
容
史
・
研
究
史
把
握
は
、

『
文
学
論
』
諸
版
本
の
本
文
へ
の
認
識
と
共
に
あ
り
た
い
。
あ
る
テ
ク
ス

ト
を
精
読
す
る
こ
と
が
、
所
与
の
本
文
の
由
来
へ
の
関
心
と
両
立
す
る
よ

う
に
、
受
容
史
を
視
座
と
す
る
こ
と
で
、
い
さ
さ
か
無
味
乾
燥
で
敬
遠
さ

れ
が
ち
な
本
文
研
究
が
彩
り
を
増
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

注１
）

中
野
重
治
、
吉
川
幸
次
郎
、
中
野
好
夫
「（
鼎
談
）
漱
石
・
作
品
・
学
問
」

（『
図
書
』
一
九
六
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
・
一
二
）。

２
）

漱
石
「
文
学
論
序
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
六
・
一
一
・
四
、
付
録
）。

３
）

一
九
〇
七
年
五
月
一
二
日
久
内
清
孝
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
三
、
岩
波

書
店
一
九
九
六
）、
五
一
頁
。

４
）

一
九
〇
七
年
五
月
三
〇
日
付
菅
虎
雄
宛
書
簡
（
同
前
）、
五
九
頁
。

５
）

一
九
〇
七
年
五
月
三
一
日
付
久
内
清
孝
宛
書
簡
（
同
前
）、
五
九
頁
。
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６
）

拙
論
「
漱
石
『
文
学
論
』
成
立
の
一
側
面

中
川
芳
太
郎
筆
草
稿
「
第
五

編

集
合
Ｆ
の
差
異
」
を
視
座
と
し
て

」（『
三
田
國
文
』
六
〇
、
三
田
國

文
の
会
、
二
〇
一
五
・
一
二
）
参
照
。

７
）

一
九
〇
六
年
一
二
月
一
九
日
付
中
川
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
二
、
岩
波

書
店
、
一
九
九
六
）、
六
四
五
頁
。

８
）
『
漱
石
全
集
』（
一
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
、
二
〇
〇
三
）
注
解
で
亀
井

俊
介
が
指
摘
す
る
通
り
、
原
稿
と
刊
本
初
版
で
は
字
句
が
異
な
る
箇
所
が
あ

る
。
例
え
ば
講
義
で
の
「Q

u
a
si
co
n
tra
st

」
は
原
稿
で
は
「
準
対
置
法
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
本
で
は
「
仮
対
法
」
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
校
正
刷
り

は
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

９
）
『
読
売
新
聞
』（
一
九
〇
七
・
六
・
一
、
六
頁
）
に
「
◎
読
者
に
告
ぐ

夏
目

漱
石
著
文
学
論
の
正
誤
表
出
来
致
候
間
御
入
用
の
方
は
最
寄
の
書
誌
よ
り
御
受

取
を
乞
ふ
」
と
大
倉
書
店
が
広
告
を
出
し
て
い
る
。

10
）

一
九
〇
七
年
七
月
三
日
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
三
）、
七
二

頁
。

11
）

清
水
康
次
「
単
行
本
書
誌
」（『
漱
石
全
集
』
二
七
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

七
）、
四
七
五
頁
。

12
）

一
九
〇
七
年
六
月
二
四
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
三
）、

六
七
頁
。

13
）

一
九
〇
七
年
六
月
二
六
日
付
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
三
）、

六
八
頁
。

14
）

一
九
〇
七
年
七
月
二
日
付
渋
川
玄
耳
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
三
）、
六
七

頁
。

15
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
朝
刊
（
夕
刊
は
一
九
二
一
年
か
ら
発
行
）
で
は
一
九

〇
五
年
元
日
か
ら
一
九
四
〇
年
八
月
末
ま
で
一
面
は
全
面
広
告
ペ
ー
ジ
で
あ
っ

た
た
め
、
二
面
か
ら
実
際
の
記
事
紙
面
。

16
）

登
張
竹
風
「
漱
石
の
文
学
論
を
評
す
」（『
新
小
説
』
一
九
〇
七
・
七
）。
金

子
筑
水
「
夏
目
氏
の
文
学
論
に
因
み
て
」
も
同
月
の
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
予

定
で
あ
っ
た
が
「
病
気
の
為
め
長
論
文
を
草
せ
ら
る
ゝ
こ
と
能
は
ず
」
不
掲
載

と
な
っ
て
い
る
。

17
）

清
水
（
前
掲
）
に
あ
る
通
り
、
一
部
例
外
が
あ
る
。『
文
学
論
』
第
四
版
も

例
外
。

18
）

山
下
浩
『
本
文
の
生
態
学

漱
石
・
鷗
外
・
芥
川
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス

ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
三
）、
八
五
頁
。

19
）

山
下
（
前
掲
）、
五
七
頁
。

20
）

森
田
草
平
「
十
三
号
室
㈡
」（『
帝
国
文
学
』
一
九
一
八
・
二
）。

21
）

一
九
〇
六
年
五
月
二
九
日
付
内
田
魯
庵
宛
書
簡
（『
漱
石
全
集
』
二
二
）、
五

〇
七
頁
。

22
）

林
原
耕
三
『
漱
石
山
房
回
顧
・
そ
の
他
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
四
）
収
録
の

「
漱
石
文
法
稿
本
」
参
照
。

23
）

山
下
浩
「
漱
石
初
期
岩
波
全
集
―
編
集
の
現
場
（
連
載
第
２
回
）」、
ブ
ロ
グ

「
漱
石

初
期
岩
波
書
店

全
集
編
集
の
現
場

小
宮
豊
隆
」、
二
〇
一
三
年

七
月
二
三
日
公
開
記
事
。
二
〇
一
六
年
九
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
。h
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24
）

こ
の
二
文
は
『
文
学
論
』
原
稿
（
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵
）
で
は
貼
付

け
紙
片
に
朱
筆
で
書
か
れ
、
挿
入
箇
所
指
示
の
記
号
が
あ
る
。

25
）

さ
る
愛
書
家
よ
り
私
信
に
て
ご
教
示
頂
い
た
。
調
査
の
機
会
が
得
ら
れ
次

第
、
報
告
し
た
い
。
先
行
研
究
と
し
て
川
島
幸
希
「
夏
目
漱
石
の
重
版
本
」

（『
日
本
古
書
通
信
』
八
一
・
四
、
日
本
古
書
通
信
社
、
二
〇
一
六
・
四
）
参

照
。

26
）

芥
川
の
漱
石
意
識
に
つ
い
て
は
小
澤
純
「「
鼻
」
を
《
傍
観
》
す
る

夏

目
漱
石
『
文
学
論
』
を
視
座
に
し
て
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
七
、
国
際
芥
川

龍
之
介
学
会
事
務
局
、
二
〇
一
三
）
が
詳
し
い
。
ま
た
千
田
実
「
芥
川
龍
之
介

の
内
容
形
式
論

文
芸
一
般
論
」
を
中
心
と
し
て
」（『
文
学
研
究
論
集
』

三
〇
、
明
治
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
八
）
で
は
『
文
学
論
』
の
み
な
ら
ず
、
芥

川
の
理
論
的
著
述
に
相
前
後
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
英
文
学
形
式
論
』（
岩
波
書

店
、
一
九
二
四
）
と
の
関
連
性
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。

27
）

こ
の
経
緯
は
三
浦
つ
と
む
「
夏
目
漱
石
の
「
空
間
短
縮
法
」」（『
三
浦
つ
と

む
選
集
㈣
芸
術
論
』、
勁
草
書
房
、
一
九
八
三
）
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

28
）

三
浦
つ
と
む
「
夏
目
漱
石
に
お
け
る
『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
の
分
析
」（
同

前
。
初
出
は
『
現
実
・
弁
証
法
・
言
語
』
国
文
社
、
一
九
七
二
）。
な
お
『
文
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学
論
』
に
お
け
る
『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
読
解
部
分
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
拙

稿
「
漱
石
に
お
け
る
「
間
隔
的
幻
惑
」
の
論
理

『
文
学
論
』
を
精
読
し

『
野
分
』
に
及
ぶ

」（『
三
田
國
文
』
五
八
、
三
田
國
文
の
会
、
二
〇
一

三
・
一
二
）
参
照
。

29
）

三
浦
「
夏
目
漱
石
の
「
空
間
短
縮
法
」」（
前
掲
）。
た
だ
し
一
九
六
五
年
一

〇
月
に
執
筆
し
未
発
表
、『
三
浦
つ
と
む
選
集
』（
前
掲
）
掲
載
に
際
し
て
「
わ

ず
か
の
補
筆
を
行
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
中
野
重
治
の
言
が
本
稿
冒
頭

で
引
用
し
た
中
野
の
発
言
を
指
す
な
ら
吉
本
と
の
対
話
時
期
は
同
年
一
二
月
よ

り
も
後
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
中
野
に
他
の
発
言
が
あ
っ
た
か
。

30
）

そ
れ
ぞ
れ
、
柄
谷
行
人
「
文
庫
版
あ
と
が
き
」（『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』

講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
八
八
）、
同
「
飛
躍
と
転
回
」（『
文
学
界
』
文
藝
春

秋
、
二
〇
〇
一
・
二
）
参
照
。

31
）

こ
の
表
現
は
小
森
陽
一
「

文
学
批
評

研
究
の
現
在
」（『
国
文
学

解
釈
と

教
材
の
研
究
』
三
九
・
二
、
学
燈
社
、
一
九
九
四
・
一
）
に
よ
る
先
行
研
究
の

整
理
に
由
来
し
、
そ
れ
を
林
が
小
森
本
人
に
当
て
は
め
た
も
の
。

32
）

林
少
陽
「「
事
件
」
と
し
て
の
『
文
学
論
』
再
発
見

漱
石
『
文
学
論
』

解
読
の
思
想
史

」（『
文
学
』
一
三
・
三
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
・
五
）。

付
記

本
研
究
は
二
〇
一
六
年
度
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
「
夏
目
漱
石
『
文
学
論
』
の
成
立
過
程
と
本
文
の
研
究
」
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
す
。

（
は
っ
と
り
・
て
つ
や
）
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【
資
料
】「
文
学
論
正
誤
表
」（
大
倉
書
店
、
一
九
〇
七
）
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