
二
一

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
『
文
学
論
』
序

21

は
じ
め
に

明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
年
）、
夏
目
漱
石
は
大
学
、
高
校
の
教
壇
に
な
お
と
ど

ま
り
な
が
ら
、
多
彩
で
精
力
的
な
文
筆
活
動
を
続
け
て
い
た
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、二
つ
の
文
章
で
あ
る
。
一
つ
は
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

で
あ
り
、
明
治
三
十
九
年
四
月
号
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
も
う
一
つ

は
、『
文
学
論
』
の
序
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
同
年
十
一
月
四
日
に
『
読
売
新
聞
』
に

発
表
さ
れ
た
。

両
者
は
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
年
に
約
半
年
の
間
隔
を
置
い
て
発
表
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
と
も
に
自
伝
的
な
性
格
を
持
つ
文
章
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
両
者
は
基
本
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
文
章
で
あ

る
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
軽
妙
な
口
調
で
語
ら
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、『
文
学

論
』
の
序
は
、
漱
石
自
身
の
言
葉
で
云
え
ば
、「
学
理
的
閑
文
字
」
の
大
著
の
序
で
あ

る
。『

坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
小
説
で
は
、独
身
教
員
で
あ
る
主
人
公
の
結
婚
の
こ
と
が

話
題
に
な
る
が
、
作
者
漱
石
は
、
翌
年
五
高
に
移
っ
て
間
も
な
く
、
実
際
に
結
婚
し

て
い
る
。

こ
の
あ
と
彼
は
高
等
学
校
に
四
年
ほ
ど
勤
務
し
た
の
ち
、
文
部
省
留
学
生
と
し
て

イ
ギ
リ
ス
に
渡
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、『
文
学
論
』
の
執
筆
も
開
始
す
る

が
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
綴
っ
た
の
が
『
文
学
論
』
序
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
序
は
約
一
万
字
に
も
及
ぶ
き
わ
め
て
長
文

の
序
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
節
が
、「
倫
敦
に
住
み
暮
ら

し
た
る
二
年
は
尤
も
不
愉
快
の
二
年
な
り
」
と
始
ま
る
、
留
学
生
活
を
要
約
し
た
部

分
で
あ
ろ
う
。

何
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
漱
石
を
二
年
間
の
「
不
愉
快
」
に
閉
じ
こ
め
た
の
か
、
明

確
な
答
え
は
い
ま
だ
に
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
読
む
に
際
し
て
、
こ
の
小
説
が
書

か
れ
た
少
し
あ
と
に
書
か
れ
た
漱
石
自
身
の
言
葉
を
念
頭
に
置
い
て
、『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』
を
読
み
直
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

１　

系
図
と
伝
記

小
宮
豊
隆
の
伝
記
『
夏
目
漱
石
』
は
、
昭
和
十
二
年
に
、
前
年
に
完
結
し
た
、
い

わ
ゆ
る
「
決
定
版
」
夏
目
漱
石
全
集
を
補
う
よ
う
に
し
て
、
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ

れ
た
。

こ
の
伝
記
は
、
岩
波
版
全
集
の
事
実
上
の
責
任
者
で
あ
っ
た
小
宮
の
筆
に
な
る
だ

け
に
、
今
日
も
な
お
信
頼
で
き
る
漱
石
伝
と
一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
弟
子
小
宮
の
師
漱
石
に
対
す
る
態
度
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
晩
年

の
漱
石
を
安
易
に
、
い
わ
ゆ
る
「
則
天
去
私
」
の
境
地
に
達
し
た
人
物
像
と
し
て
描

い
て
い
る
と
す
る
、様
々
な
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
『
文
学
論
』
序

―
系
図
・
カ
ー
ラ
イ
ル
・
剣
舞
・
天
誅

―

中　

原　

章　

雄



二
二

22

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
私
は
そ
の
よ
う
な
伝
記
全
体
に
か
か
わ
る
小
宮
の
姿
勢
を
取

り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
伝
記
『
夏
目
漱
石
』
の
第
一
章
の
、
し
か
も
冒

頭
の
一
節
を
対
象
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

小
宮
は
そ
こ
で
、
主
人
公
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
自
分
の
出
自
に
関
し
て
「
い
き
ま
く
」

よ
う
に
語
る
台
詞
を
引
用
し
て
い
る①
。

  　

こ
れ
で
も
元
は
旗
本
だ
。
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
、多
田
の
満
仲
の
後
裔
だ
。

こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
ま
れ
か
ら
し
て
違
う
ん
だ
。

「
旗
本
」
が
「
清
和
源
氏
」
と
簡
単
に
つ
な
が
り
、さ
ら
に
「
多
田
の
満
仲
」
と
結

び
つ
く
の
は
、
こ
こ
で
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
云
え
ど
も
、
は
じ
め
て
の
勤
務
地
で
宿

直
を
し
て
、
そ
の
夜
に
新
任
教
員
を
か
ら
か
う
生
徒
た
ち
へ
の
対
応
に
平
静
を
失
っ

て
「
い
き
ま
く
」
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
系
図
を
持
ち
出
す
場
面
が

小
説
の
後
半
に
も
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
も
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
頭
に
血
が
上
っ
て
い
る

場
面
で
あ
る
。

こ
の
系
図
に
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
小
宮
が
こ
の
一
節
に
つ
い
て
、「
本
家
に
伝
わ

る
夏
目
家
系
図
に
よ
る
と
」
と
注
釈
を
つ
け
て
、「
漱
石
が
か
つ
て
何
か
の
機
会
に
う

ち
の
者
か
ら
聴
か
さ
れ
た
家
の
系
図
が
、
遠
い
こ
だ
ま
の
よ
う
に
響
き
出
た
も
の
で

は
な
い
か
と
思
う
」
と
根
拠
あ
り
げ
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
と
い
っ
た
確
証
は
な
い
ら
し
い
が
、
小
宮
の
云
う
通
り
「
遠
い

こ
だ
ま
」
説
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
の
問
題
の
一
節

は
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
二
度
と
も
主
人
公
が
冷
静
さ
を
失
っ
て
い
る
状
況
で

「
い
き
ま
く
」
よ
う
に
吐
き
出
し
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
作
者
漱
石
は
、く
ど

い
ほ
ど
主
人
公
の
こ
と
に
関
し
て
、「
智
慧
が
足
り
な
い
」
と
い
う
自
身
の
弁
を
同
時

に
呟
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
こ
で
多
田
の
満
仲
が
飛
び
出
す
の
は
、
小
宮
の
「
遠
い
こ
だ
ま
」
説

を
裏
付
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
和
源
氏
と
大
き
く
出
て
、
次
に
義
家
や
義

経
を
出
す
と
嘘
っ
ぽ
い
が
、
満
仲
な
ら
、
そ
れ
な
り
に
信
憑
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。け

れ
ど
も
、
多
田
の
満
仲
に
は
、
か
り
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
自
身
は
知
ら
な
く
と
も
、

漱
石
は
彼
の
暗
い
影
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

多
田
満
仲
は
、
武
勇
よ
り
も
陰
謀
や
内
通
に
よ
っ
て
後
世
に
知
ら
れ
る
人
物
ら
し

い
が
、
か
り
に
漱
石
が
史
実
に
関
心
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
小
説
の
主
人

公
が
家
系
に
つ
い
て
一
く
さ
り
述
べ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
に

か
か
わ
る
の
だ
か
ら
、
無
関
心
で
は
お
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
小
説
の
有
名
な
場
面
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
東
京
弁
に
対
し
、
地
元
の
生
徒
が

方
言
で
対
抗
す
る
箇
所
が
あ
る
。

漱
石
は
自
ら
の
教
員
と
し
て
の
体
験
と
知
識
だ
け
で
満
足
せ
ず
、
小
説
中
の
方
言

を
、
地
元
出
身
の
高
浜
虚
子
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
手
紙
が
残
っ
て
い

る
。
漱
石
は
小
説
家
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
の
手
間
を
惜
し
ま
な
い
人
で
あ
っ
た
。

坊
ち
ゃ
ん
が
「
い
き
ま
く
」
時
の
系
図
に
関
し
て
も
、「
満
仲
」
を
持
ち
出
す
に
関

し
て
は
、漱
石
の
目
が
行
き
届
い
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
と
も
思
え
る
。
も
っ
と
も
、

主
人
公
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
伝
記
作
者
小
宮
豊
隆
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
が
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
小
説
は
「
一
気
呵
成
」
に
書
か
れ
た
と
、し
ば
し
ば
語
ら

れ
る
。
原
稿
の
複
製
が
市
販
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
漱
石
が
短
期
間
で
書
き

上
げ
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
実
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
小
説
家
漱
石
は
ほ
と
ん
ど
常
に
細
心
で
あ
り
、
い
た
る
所

で
、『
文
学
論
』
と
い
う
文
学
概
論
的
な
著
書
の
影
が
差
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ざ
る

を
え
な
い
。
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２　
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う
こ
と

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
書
き
出
し
は
、
あ
ら
た
め
て
見
事
だ
と
感
服
す
る
。

「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
」と
い
う
冒
頭
の
文
の

す
ぐ
あ
と
に
、読
者
を
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
具
体
例
が
三
つ
続
け
て
説
明
さ
れ
る
。

子
供
の
時
か
ら
失
敗
を
く
り
返
し
て
も
平
気
な
子
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
坊
っ
ち
ゃ

ん
は
、「
損
ば
か
り
し
て
居
る
」
こ
と
を
、
彼
な
り
に
強
く
感
じ
て
い
る
こ
と
が
読
者

に
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
知
力
に
つ
い
て
は
控
え
目
に
過
ぎ
る
と
も
思
え
る
が
、
感
じ

や
す
い
性
格
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
書
き
出
し
は
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
そ
れ
と
同
じ
様
に
、

成
功
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
猫
』
の
成
功
は
、
偶

然
的
な
も
の
も
作
用
し
て
い
よ
う
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
場
合
は
、小
説
家
漱
石
の
自

信
が
、
自
分
の
技
に
対
す
る
自
信
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
も
う
作
家
漱
石
は
、
い

つ
で
も
離
陸
可
能
な
の
で
あ
る
。

第
一
章
の
な
か
で
、
人
物
と
し
て
は
、
両
親
の
ほ
か
に
兄
と
下
女
清
が
出
て
く
る
。

兄
の
方
は
、
ず
る
く
て
、
卑
怯
な
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
愚

直
な
面
の
引
き
立
て
役
の
よ
う
だ
が
、
清
の
方
は
、
い
か
に
も
上
手
に
出
来
上
っ
て

い
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
便
所
に
落
と
し
た
財
布
を
洗
っ
て
乾
か
す
話
な
ど
、
特
に
よ

く
出
来
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
両
親
に
不
評
な
若
だ
ん
な
に
、
ま
め
ま
め
し
く
仕
え
る
婢
と
い
う
設

定
は
、
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
漱
石
も
こ
こ
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
要
求
す
る
つ
も
り

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
清
は
「
瓦
解
の
と
き
に
零
落
し
」
た
婆
さ
ん

と
い
う
道
具
立
て
は
、
い
か
に
も
う
ま
く
仕
上
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
が
就
職
す
る
ま
で
の
顛
末
も
、
き
び
き
び
と
書
け
て
い
る
。
物
理
学

校
の
生
徒
募
集
の
広
告
を
見
て
手
続
き
を
し
て
、
三
年
間
勉
強
し
、
校
長
推
薦
で
中

学
校
に
就
職
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
度
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
無
鉄
砲
」
と
い
う
よ
り
は
、並
の
学
生
よ
り
も
坊
っ
ち
ゃ

ん
と
い
え
ど
も
、
か
な
り
地
道
な
勉
強
を
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
最
初

に
決
め
た
「
無
鉄
砲
」
で
で
き
る
だ
け
間
に
合
わ
せ
る
の
が
こ
の
小
説
の
巧
み
な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
の
終
り
で
、「
お
れ
は
泣
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
も
う
少
し
で
泣
く
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
」
と
い
う
別
れ
の
場
面
は
い
か
に
も
上
手
い
。『
文
学
論
』
の
第
二
編
第
四

章
で
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
が
出
て
く
る
が
、
一
八
世
紀
の
感
傷
主
義
を
生
か
し

た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
章
の
一
番
最
後
の
文
、
清
が
「
や
っ
ぱ
り
立
っ
て
い
た
。
な
ん
だ
か
た
い
へ

ん
小
さ
く
見
え
た
」
も
、
卓
抜
と
し
か
評
し
様
が
な
い
。

３　
「
野
蛮
な
所
だ
」
―
カ
ー
ラ
イ
ル
の
風
呂
桶
と
性
夢
―

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
赴
任
地
に
到
着
し
て
第
一
声
で
、
こ
の
小
説
を
支
配
す
る
決
定

的
な
価
値
判
断
を
下
す
。「
野
蛮
な
所
だ
」。

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
吐
き
す
て
る
よ
う
な
短
い
言
葉
に
は
、
当
然
、
江
戸
っ
子
と
し
て

の
気
負
い
が
満
ち
て
い
る
。
す
ぐ
あ
と
に
出
て
く
る
土
地
の
方
言
を
漱
石
が
写
真
的

に
写
し
取
っ
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
こ
の
小
説
は
「
差
別
小
説
」
と
も
見
ら
れ
て
い

る
ら
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、「
差
別
」
の
実
態
は
も
う
少
し
読
ん
で
か
ら
で
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
章
は
、「
ぶ
う
と
云
っ
て
汽
船
が
と
ま
る
と
」
と
始
ま
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
、

あ
る
意
味
で
は
、
さ
さ
く
れ
立
っ
た
神
経
に
は
、
汽
笛
の
音
さ
え
間
が
抜
け
て
聞
こ

え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
、
赤
フ
ン
の
船
頭
が
登
場
す
る
。
彼
の
褌
に
坊
っ
ち
ゃ

ん
の
厳
し
い
視
線
が
炸
裂
す
る
。

け
れ
ど
も
、
瀬
戸
内
で
あ
ろ
う
と
、
東
京
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
時
代
の
、
こ
の
季

節
に
肉
体
労
働
者
が
褌
姿
で
あ
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
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で
あ
る
。
坊
ち
ゃ
ん
も
、
す
ぐ
思
い
直
し
て
、「
此
熱
さ
で
は
着
物
は
き
ら
れ
ま
い
」

と
云
っ
て
い
る
。「
日
が
強
い
の
で
水
が
や
に
光
る
」
と
も
つ
け
加
え
て
い
る
。

こ
の
時
代
の
褌
姿
で
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
下
級
外
交
官
ア
ー
ネ

ス
ト
・
サ
ト
ウ
が
来
日
直
後
の
明
治
維
新
直
前
に
相
撲
を
見
物
し
て
日
記
に
残
し
て

い
る②
。

も
ち
ろ
ん
国
技
館
が
建
つ
以
前
で
、『
坊
ち
ゃ
ん
』
に
も
出
て
く
る
回
向
院
の
勧
進

相
撲
の
よ
う
な
風
景
で
あ
ろ
う
。
サ
ト
ウ
は
そ
れ
で
も
観
客
は
二
千
人
位
と
見
て
い

る
。
彼
は
、
競
技
の
は
げ
し
さ
に
注
目
し
つ
つ
、「
力
士
は
ほ
と
ん
ど
裸
体
で
、
ま
わ

し
を
つ
け
て
い
る
だ
け
」
と
記
し
て
い
る
。

サ
ト
ウ
は
初
め
て
相
撲
を
見
る
の
だ
が
、
外
国
人
と
し
て
力
士
た
ち
の
姿
に
特
別

な
コ
メ
ン
ト
は
下
し
て
い
な
い
。

坊
ち
ゃ
ん
の
第
一
印
象
と
な
る
つ
ぶ
や
き
は
、
読
者
を
以
後
支
配
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
が
、
坊
ち
ゃ
ん
自
身
も
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

学
校
の
授
業
の
前
に
、
彼
は
「
敵
地
に
乗
り
込
む
様
な
気
が
し
た
」
と
記
す
。
新

米
の
教
師
が
緊
張
す
る
の
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
が
、「
敵
地
」
と
い
う
露
骨
な
表
現
に

見
ら
れ
る
彼
の
気
負
い
は
、
東
京
を
代
表
し
て
い
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
。

坊
ち
ゃ
ん
は
、
天
婦
羅
事
件
（
彼
自
身
の
用
語
で
あ
る
）・
団
子
事
件
な
ど
に
、
つ
ぎ

つ
ぎ
と
巻
き
込
ま
れ
る
。「
何
で
こ
ん
な
狭
苦
し
い
所
に
来
た
の
か
と
情
な
く
な
っ

た
」
と
歎
き
、「
生
徒
全
体
が
お
れ
一
人
を
探
偵
し
て
居
る
様
に
見
え
た
」
と
意
識
過

剰
に
も
な
る
。　

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
坊
ち
ゃ
ん
の
過
敏
な
神
経
に
ば
か
り
注
目
す
べ
き

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
婦
羅
に
し
ろ
、
団
子
に
し
ろ
、
坊
ち
ゃ
ん
は
口
福
を
満
足

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
の
主
人
公
を
描
き
な
が
ら
、
漱
石
は
彼
が
歎
い

た
ロ
ン
ド
ン
の
下
宿
の
ま
ず
い
飯
の
こ
と
を
思
い
出
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

天
婦
羅
・
団
子
と
と
も
に
、「
坊
ち
ゃ
ん
」
が
悶
着
を
起
こ
す
の
は
、
温
泉
で
泳
い

だ
こ
と
で
あ
る
。
だ
れ
も
い
な
い
時
に
、「
湯
の
中
を
泳
ぐ
の
は
な
か
な
か
愉
快
だ
」

と
彼
自
身
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
認
め
て
い
る
。
こ
の
時
も
、
学
校
で
黒
板
に
、「
湯
の
中

で
泳
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
て
驚
い
て
し
ま
う
。
こ
の
時
も
、
土
地

の
狭
苦
し
さ
を
呪
っ
て
、
ほ
こ
を
収
め
る
こ
と
に
な
る
。

だ
れ
も
い
な
い
広
々
と
し
た
温
泉
で
泳
ぐ
こ
と
、
豊
か
な
水
量
の
湯
に
つ
か
る
と

い
う
よ
う
な
贅
沢
は
漱
石
に
と
っ
て
食
物
以
上
に
異
郷
で
は
味
わ
う
こ
と
の
不
可
能

な
楽
し
み
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
漱
石
は
、
お
そ
ら
く
並
の
日
本
人
以

上
に
温
泉
や
入
浴
を
好
ん
だ
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
漱
石
が
留
学
中
に
訪
問
し
、
そ
の
こ
と

を
書
い
た
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」
で
あ
る
。

訪
問
者
は
、建
物
の
三
階
で
カ
ー
ラ
イ
ル
が
使
っ
て
い
た
質
素
な
ベ
ッ
ド
を
見
て
、

「
そ
の
上
に
身
を
横
え
た
人
の
身
の
上
も
思
い
合
わ
さ
る
る
」と
書
い
て
い
る
。
傍
ら

に
カ
ー
ラ
イ
ル
が
平
生
使
用
し
た
風
呂
桶
が
「
尊
げ
に
」
置
か
れ
て
い
る
。

　

  　

風
呂
桶
と
は
い
う
も
の
の
バ
ケ
ツ
の
大
き
い
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
彼
が
こ
の
大

鍋
の
中
で
倫
敦
の
煤
を
洗
い
落
と
し
た
の
か
と
思
う
と
益
々
そ
の
人
と
な
り
が

偲
ば
る
る③
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
カ
ー
ラ
イ
ル
は
、
風
呂
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
漱
石

と
考
え
方
が
違
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
も
関
連
し
て
、
唐
突
な
よ
う

だ
が
、
以
前
に
読
ん
だ
『
座
談
会
明
治
文
学
史
』
の
漱
石
に
関
す
る
発
言
を
思
い
出

す
。『

座
談
会
明
治
文
学
史
』
は
、日
本
の
近
代
文
学
研
究
者
の
第
一
世
代
と
も
云
う
べ

き
碩
学
が
出
席
し
て
明
治
文
学
史
を
論
じ
た
記
録
を
ま
と
め
た
書
物
で
あ
る
。
出
席

者
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
博
覧
強
記
で
知
ら
れ
た
勝
本
清
一
郎
が
、
漱
石
の
性
体
験

に
つ
い
て
日
記
に
言
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
明
治
三
十
四
年
三
月
一
日
の
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
記
録
で
あ
っ
た
ら



二
五

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
『
文
学
論
』
序

25

し
い
。
当
時
一
般
に
読
ま
れ
て
い
た
岩
波
版
新
書
版
全
集
に
よ
る
と
、
三
月
一
日
の

記
録
と
し
て
漱
石
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
│
「
夜
入
浴
、
此
夜
妄
想
を
夢
む
。

入
浴
後
寝
に
就
き
た
る
故
か
」。
漱
石
は
く
つ
ろ
い
だ
気
分
で
入
浴
し
、性
夢
に
つ
な

が
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
カ
ー
ラ
イ
ル
に
と
っ
て
、
入
浴
は
可

な
ら
ず
し
も
、
く
つ
ろ
ぎ
を
意
味
す
る
ど
こ
ろ
か
、
精
神
と
身
体
の
強
化
を
目
的
と

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

カ
ー
ラ
イ
ル
は
と
も
か
く
、
漱
石
が
右
の
よ
う
な
日
記
を
書
き
残
し
た
の
は
、
そ

れ
だ
け
留
学
中
は
く
つ
ろ
い
だ
気
分
を
入
浴
か
ら
得
る
の
が
難
し
か
っ
た
か
ら
こ
そ

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
贅
沢
と
彼
が
無

縁
で
あ
っ
た
こ
と
、
だ
か
ら
こ
そ
、
小
説
の
よ
う
な
描
写
に
な
っ
た
こ
と
は
、
十
分

に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
も
そ
れ
ほ
ど
遠
い
以
前
で
は
な
か
っ
た
ロ
ン
ド
ン
の
記
憶

が
、あ
る
い
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
願
望
が
姿
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

４　

芸
者
と
剣
舞

う
ら
な
り
君
の
送
別
会
は
、
中
学
校
教
員
の
生
態
が
仮
借
な
く
描
き
出
さ
れ
る
場

と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う④
。

酒
席
で
の
教
員
集
団
の
様
々
な
姿
が
、
芸
者
の
登
場
に
よ
っ
て
異
様
な
盛
り
上
が

り
を
見
せ
る
。
最
初
か
ら
孤
立
し
て
い
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
、
つ
い
に
「
ま
る
で
気
違

い
だ
」
と
決
定
的
な
言
葉
を
発
し
て
送
別
会
の
ま
と
め
と
し
て
し
ま
う
。

送
別
会
の
朝
に
山
嵐
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
む
か
っ
て
、「
大
い
に
飲
む
つ
も
り
だ
」
と

云
い
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
方
で
は
「
酒
な
ん
か
飲
む
奴
は
ば
か
だ
」
と
云
い
返
す
会
話

に
よ
っ
て
、
二
人
の
違
い
は
、
最
初
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

会
を
も
う
す
こ
し
時
間
を
追
っ
て
見
て
ゆ
く
と
、
最
初
に
校
長
と
教
頭
が
羽
織
袴

で
着
席
し
、
校
長
が
送
別
の
辞
を
述
べ
る
が
、
ま
っ
た
く
型
通
り
の
ス
ピ
ー
チ
で
、

む
し
ろ
挨
拶
の
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

挨
拶
の
後
、「
あ
ち
ら
で
も
チ
ュ
ー
・
こ
ち
ら
で
も
チ
ュ
ー
と
い
う
音
が
す
る
」
と
、

汁
を
飲
む
の
を
擬
声
語
を
使
っ
て
い
か
に
も
不
愉
快
に
響
く
よ
う
に
表
現
し
て
い

る
。
拳
を
打
つ
「
よ
っ
、
は
っ
」
と
両
手
を
振
る
息
遣
い
の
様
子
も
気
持
ち
悪
い
響

き
を
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

何
よ
り
も
こ
の
場
の
雰
囲
気
を
漱
石
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
表
現
は
、
芸
者
数

人
が
座
敷
に
入
っ
て
き
た
時
の
様
子
で
あ
る
。
座
敷
が
急
に
陽
気
に
な
り
、「
一
団
が

鬨
の
声
を
揚
げ
て
」
歡
迎
し
た
か
の
よ
う
に
騒
々
し
い
と
書
い
て
い
る
。「
鬨
の
声
」

は
も
と
も
と
軍
事
用
語
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
「
鬨
の
声
」
を
云
え
ば
何
よ
り
も
日

露
戦
争
で
旅
順
を
攻
撃
す
る
日
本
陸
軍
の
そ
れ
を
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
漱
石
自

身
、
旅
順
に
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
も
何
回
か
言
及
し
て
い
る
し
、『
漾
虚
集
』

の
短
編
に
も
登
場
す
る
。

山
嵐
は
隠
芸
と
し
て
剣
舞
を
や
る
。
と
こ
ろ
が
、
剣
舞
を
や
る
か
ら
三
味
線
を
弾

け
と
云
う
の
だ
が
、
芸
者
は
乱
暴
な
声
な
の
で
返
事
も
し
な
い
。
漱
石
は
乱
暴
な
声

を
表
現
す
る
の
に
「
号
令
を
下
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
山
嵐
の
方
で

も
、芸
者
を
無
視
し
て
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
一
人
で
隠
し
芸
を
演
ず
る
破
目
に
な
る
。

し
か
も
、
そ
こ
へ
野
だ
が
裸
踊
り
を
や
り
出
す
と
い
う
座
は
乱
れ
放
題
で
、
坊
ち
ゃ

ん
が
「
ま
る
で
気
違
ひ
」
と
宣
告
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
小
さ
く
な
っ
て
い

た
、
う
ら
な
り
君
を
坊
ち
ゃ
ん
が
引
張
っ
て
、
送
別
会
と
云
い
な
が
ら
、「
気
狂
会
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
面
と
向
か
っ
て
云
い
、
退
席
し
て
し
ま
う
。
ロ
ン
ド
ン
の
漱

石
の
記
憶
が
最
も
表
れ
な
い
が
、『
文
学
論
』
と
の
関
係
で
は
、
芸
者
に
突
撃
す
る
教

員
集
団
が
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
の
有
名
な
場
面
（
ホ
メ
ロ
ス
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て

知
ら
れ
る
）
を
思
わ
せ
る
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
の
悪
口
合
戦
は
、
こ
れ
も
漱
石
が

引
用
し
て
い
る
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
』
を
思
い
出
す
。
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エ
ピ
ロ
ー
グ

小
説
の
最
後
は
、
主
人
公
と
山
嵐
が
「
天
誅
」
を
加
え
て
、
め
で
た
く
終
る
。

こ
の
場
面
で
、
と
り
わ
け
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
野
だ
の
顔
面
に
た
た
き
つ
け
た
卵
の

描
写
が
秀
逸
で
あ
る
。

　

  　

玉
子
が
ぐ
ち
ゃ
り
と
割
れ
て
鼻
の
先
か
ら
黄
味
が
だ
ら
だ
ら
と
流
れ
だ
し

た
。
野
だ
は
よ
っ
ぽ
ど
仰
天
し
た
も
の
と
み
え
る
。
や
っ
と
言
い
な
が
ら
尻
持

ち
を
つ
い
て
、
助
け
て
く
れ
と
言
っ
た
。

「
助
け
る
」
ま
で
も
な
い
こ
と
に
野
だ
が
す
っ
か
り
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
様
子

が
、
い
か
に
も
面
白
お
か
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
場
面
は
読
者
の
笑
い
を
誘
う
だ
け
で
は
な
い
。
野
だ
と
赤
シ
ャ

ツ
に
対
し
、
坊
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
「
奸
物
」、「
天
誅
」「
正
義
」
な
ど

の
言
葉
を
矢
つ
ぎ
早
に
く
り
出
し
な
が
ら
、
相
手
で
ぼ
か
ぼ
か
と
な
ぐ
る
の
だ
が
、

そ
れ
に
対
す
る「
理
非
を
弁
じ
な
い
で
腕
力
に
訴
え
る
の
は
無
法
だ
」と
い
う
赤
シ
ャ

ツ
の
抗
議
も
吹
き
と
ん
で
し
ま
う
。

「
天
誅
」
と
い
う
用
語
は
今
日
の
日
本
の
読
者
に
も
、何
と
な
く
受
け
入
れ
や
す
い

よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
半
世
紀
ほ
ど
前
の
英
訳
で
ア
ラ
ン
・
タ
ー
ニ
ー
が
使
っ

た
直
訳
的
な
英
語
は
、
ペ
ン
ギ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
の
新
し
い
英
訳
で
は
、
も
は
や
使
わ

れ
て
い
な
い
。

坊
ち
ゃ
ん
は
東
京
に
帰
り
、
清
と
の
感
激
の
再
会
と
な
る
。
彼
は
「
あ
る
人
の
周

旋
で
街
鉄
の
技
手
に
な
る
。」
山
嵐
は
「
す
ぐ
分
か
れ
た
ぎ
り
き
ょ
う
ま
で
会
う
機
会

が
な
い
」
と
終
わ
っ
て
い
る
。
あ
っ
さ
り
し
た
も
の
だ
が
、
酒
を
飲
ま
な
い
坊
ち
ゃ

ん
は
彼
と
飲
み
か
わ
し
な
が
ら
、
中
学
校
の
懐
旧
談
を
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。

清
は「
お
墓
の
中
で
坊
ち
ゃ
ん
が
来
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
お
り
ま
す
」と
言
っ

て
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、「
だ
か
ら
清
の
墓
は
小
日
向
の
養
源
寺
に
あ
る
」
と

小
説
を
終
わ
ら
せ
た
漱
石
の
す
ご
腕
は
、
こ
こ
で
も
見
事
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

〔
補
論
〕

漱
石
の
「
す
ご
腕
」
に
感
心
し
て
小
論
を
終
え
た
が
、
小
説
全
体
の
あ
と
味
と
い

う
と
、
あ
ら
た
め
て
小
説
を
読
み
返
し
て
み
て
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が

残
ら
な
い
で
は
な
い
。
英
訳
の
こ
と
を
記
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
を
書
い
て
、
漱
石
は
ロ
ン
ド
ン
の
「
不
愉
快
な
二
年
」

を
あ
る
程
度
清
算
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
軽
快
な
語
り
は
、
倫
敦
の
不
愉
快
な
二
年
の
間
に
お

い
て
し
か
、
醸
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注①　
小
宮
豊
隆
『
夏
目
漱
石
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）。「
い
き
ま
く
」
台
詞
は
第

四
章
に
あ
る
。

②　

萩
原
延
寿『
遠
い
崖
―
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
日
記
抄
１
』（
朝
日
新
聞
社
、二
〇
〇
七

年
）

③　
『
漱
石
全
集
第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
四
〇
ペ
ー
ジ
。

④　

送
別
会
の
場
は
、
前
掲
の
全
集
第
八
章
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
漱
石
が
日
本
的
な
酒

席
の
集
団
を
描
い
た
場
面
と
し
て
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

（
本
学
名
誉
教
授
）


