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大
江
文
学
に
お
け
る
「
孔
乙
己
」
像
に
つ
い
て
の
考
察

1

大
江
健
三
郎
の
外
国
文
学
受
容
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
告
白
に
端
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。
大
江
は
、

　

 　

私
は
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
し
、
と
く
に
Ｊ
＝
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
に
影

響
を
受
け
て
い
る
学
生
で
し
た
。（
中
略
）
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
を
中
心
に
フ
ラ
ン

ス
文
学
を
学
び
、
小
説
を
書
き
始
め
る
大
学
生
活
の
な
か
で
、
私
に
は
魯
迅
が

大
き
い
存
在
で
し
た
。
私
は
サ
ル
ト
ル
に
魯
迅
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
世
界
文

学
の
な
か
の
ア
ジ
ア
文
学
に
つ
い
て
確
信
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
魯
迅

は
、
私
が
自
分
を
ふ
く
め
た
日
本
の
文
学
者
を
相
対
化
し
批
判
の
対
象
と
す
る

た
め
の
、
高
い
手
が
か
り
で
あ
っ
た
の
で
す
。
批
評
の
基
準
と
し
て
の
魯
迅
と

い
う
考
え
は
、
現
在
の
私
に
ま
で
残
り
続
け
て
い
ま
す①

。

と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、大
江
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
家
と
し
て
は
、

サ
ル
ト
ル
に
並
ん
で
魯
迅
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で

は
、
大
江
と
サ
ル
ト
ル
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
は
多
く
の
評
論
家
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
て
き
た
が
、
大
江
文
学
に
お
け
る
魯
迅
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、こ
こ
で
大
江
が
語
っ
て
い
る「
批

評
の
基
準
と
し
て
の
魯
迅
と
い
う
考
え
は
、
現
在
の
私
に
ま
で
残
り
続
け
て
い
」
る

と
い
う
言
葉
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
江
が

魯
迅
文
学
か
ら
学
ん
だ
核
心
的
な
事
柄
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

大
江
は
魯
迅
の
『
吶
喊
』
自
序
の
、

　

 　

思
う
に
私
自
身
は
、
今
で
は
も
う
、
切
な
さ
が
突
き
あ
げ
て
き
て
声
に
な
る

と
い
っ
た
人
間
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
あ
の
こ
ろ
の
自
分
の
寂
寞
の

悲
し
み
が
忘
れ
ら
れ
な
い
せ
い
で
も
あ
ろ
う
か
、
時
と
し
て
思
わ
ず
吶
喊
が
口

か
ら
出
る
こ
と
が
あ
る
が
、
せ
め
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寂
寞
の
た
だ
中
を
突
進

す
る
猛
士
に
、
彼
が
安
ん
じ
て
先
頭
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
、
慰
め
の
幾
分
で
も

与
え
ら
れ
た
ら
と
思
う
。
私
の
吶
喊
の
声
が
、
勇
ま
し
い
か
悲
し
い
か
、
憎
々

し
い
か
お
か
し
い
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
顧
み
る
い
と
ま
は
な
い
の
だ
。

と
い
う
一
節
を
取
り
上
げ
て
、「
ぼ
く
が
仮
に
魯
迅
的
な
も
の
の
響
き
と
い
う
の
は
、

こ
う
し
た
吶
喊
の
響
き
で
あ
る②

」
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
『
吶
喊
』
の
中
で
魯
迅

自
身
が
最
も
気
に
入
っ
て
い
る
作
品
は
『
孔
乙
己
』
で
あ
っ
た
が
、
大
江
は
『
孔
乙

己
』
の
主
人
公
で
あ
る
孔
乙
己
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
 　

『
吶
喊
』
に
、短
篇
の
『
孔
乙
己
』
が
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
居
酒
屋
の
光

景
と
、
そ
こ
に
集
う
人
間
の
観
察
が
中
野
重
治
氏
を
偲
ば
せ
る
。
中
野
重
治
氏

の
最
初
の
短
篇
小
説
『
愚
か
な
女
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ふ
た
つ
の
居
酒
屋

の
二
人
の
女
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
魯
迅
の
居
酒
屋
に
女
は
出
て
こ
な

い
が
、
そ
れ
で
い
て
そ
こ
に
な
ん
と
な
く
共
通
の
気
分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

大
江
文
学
に
お
け
る
「
孔
乙
己
」
像
に
つ
い
て
の
考
察

―
大
江
健
三
郎
『
人
間
の
羊
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に
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る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
孔
乙
己
の
顔
の
う
し
ろ
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
暗

闇
の
底
知
れ
ぬ
深
さ
と
、
日
本
の
愚
か
し
い
女
が
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
雰
囲
気

に
つ
ら
な
る
暗
さ
の
、
い
わ
ば
段
ち
が
い
の
相
違
が
、
ほ
ぼ
同
じ
年
代
の
両
作

品
を
生
み
だ
し
た
国
の
暗
さ
の
相
違
と
照
応
し
あ
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る③

。

中
野
重
治
の
『
愚
か
な
女
』
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
は
「
孔

乙
己
の
顔
の
う
し
ろ
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
暗
闇
の
底
知
れ
ぬ
深
さ
」
と
い
う
言
葉
に

注
目
し
た
い
。
魯
迅
の
『
孔
乙
己
』
は
科
挙
制
度
の
犠
牲
の
羊
で
あ
る
「
孔
乙
己
」

の
悲
惨
な
運
命
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
清
朝
末
期
、
孔
乙
己
は
秀
才
の
試
験
に
及

第
で
き
ず
、没
落
し
た
読
書
人
に
な
る
。「
短
衣
」
を
着
た
も
の
は
「
袢
纏
階
級
」
で
、

肉
体
労
働
に
よ
っ
て
収
入
を
得
て
生
活
し
て
い
る
。
一
方
で
「
長
衣
」
を
着
た
も
の

は
官
僚
階
級
で
、国
の
支
給
に
よ
っ
て
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
る
。「
咸
亨
酒
場
」で
、

前
者
が
「
立
ち
飲
み
」
の
客
種
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
店
ど
な
り
の
部
屋
へ

行
き
、
酒
や
料
理
を
あ
つ
ら
え
て
、
ゆ
っ
く
り
腰
を
落
ち
つ
け
て
飲
む
」
貴
賓
で
あ

る
。
こ
の
二
種
類
の
客
に
対
し
、
孔
乙
己
は
「
た
だ
ひ
と
り
、
立
ち
飲
み
仲
間
で
長

衣
を
着
て
い
た
」
客
で
あ
る
。
本
来
、
彼
は
「
手
が
よ
く
書
け
た
の
で
、
人
に
頼
ま

れ
て
書
物
を
筆
写
し
、
か
つ
か
つ
そ
の
日
の
糧
に
代
え
て
」
生
活
で
き
た
の
に
、
怠

け
者
で
、
い
つ
の
間
に
か
乞
食
に
な
り
、
た
ま
に
盗
み
を
は
た
ら
い
た
り
も
す
る
。

そ
れ
で
、彼
が
酒
場
へ
来
る
た
び
に
、「
袢
纏
階
級
」
ら
に
散
々
に
か
ら
か
わ
れ
、「
店

の
内
外
に
快
活
な
空
気
が
あ
ふ
れ
る
」
笑
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、「
丁
挙

人
の
邸
の
も
の
を
く
す
ね
や
が
っ
た
」
こ
と
で
、相
手
に
足
を
折
る
ほ
ど
殴
ら
れ
て
、

死
ん
で
し
ま
う
。

こ
う
し
た
悲
劇
的
で
も
あ
り
喜
劇
的
で
も
あ
る
人
物
の
「
う
し
ろ
に
ひ
ろ
が
っ
て

い
る
暗
闇
の
底
知
れ
ぬ
深
さ
」
を
描
い
た
作
品
と
し
て
は
、
実
は
大
江
に
も
『
人
間

の
羊
』が
あ
る
。
そ
の
大
体
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
酒
に
酔
っ
て
郊
外
の
キ
ャ

ン
プ
に
帰
る
外
国
兵
が
、
バ
ス
の
中
で
日
本
人
女
性
と
ふ
ざ
け
て
い
る
う
ち
に
、
女

性
の
発
し
た
〈
あ
た
い
は
こ
の
ぼ
う
や
と
寝
た
い
わ
よ
〉
と
い
う
言
葉
か
ら
「
事
件
」

が
展
開
す
る
。
そ
う
言
わ
れ
た
「
僕
」
が
当
惑
と
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
、
思
わ
ず

女
の
腕
を
払
い
の
け
た
た
め
に
女
は
倒
れ
た
。
す
る
と
、
外
国
兵
の
一
人
が
「
僕
」

の
裸
の
尻
を
、「
羊
撃
ち
、
羊
撃
ち
、
パ
ン　

パ
ン
」
と
、
歌
に
合
わ
せ
て
叩
き
始
め

る
。
や
が
て
、
乗
客
ら
の
一
部
も
外
国
兵
の
指
図
に
従
っ
て
、「
僕
」
と
同
じ
屈
辱
的

な
姿
勢
を
と
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
被
害
を
免
れ
た
乗
客
た
ち
は
、

黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
国
兵
が
立
ち
去
っ
て
か
ら
、
若
い
教

員
風
の
男
が
被
害
者
た
ち
に
、「
事
件
」
の
経
緯
を
警
察
に
訴
え
よ
う
と
働
き
か
け
る

が
、
あ
る
〈
羊
〉
が
怒
り
に
青
ざ
め
て
「
教
員
」
を
殴
っ
て
し
ま
う
。「
教
員
」
は

「
僕
」
を
む
り
や
り
に
、「
事
件
」
の
証
人
と
し
て
交
番
に
連
れ
て
行
く
が
、
警
官
も

外
国
兵
を
恐
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。警
官
に
自
分
の
名
前
を
明
か
そ
う
と
も
せ
ず
、

黙
っ
た
ま
ま
交
番
を
立
ち
去
る
「
僕
」
の
あ
と
を
、「
教
員
」
は
ど
こ
ま
で
も
追
い
か

け
て
来
る
の
だ
っ
た
。

両
作
品
の
表
面
上
の
類
似
点
は
さ
ほ
ど
顕
著
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
は
深
い
と

こ
ろ
で
通
底
し
て
い
る
。
よ
く
考
察
す
る
と
、
両
作
品
の
人
物
構
成
や
叙
事
構
造
、

そ
し
て
「
絶
望
か
ら
希
望
を
展
望
す
る
」
と
い
う
主
題
ま
で
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
そ
こ
で
本
論
文
は
、
叙
事
と
し
て
の
構
造
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
、

叙
事
空
間
の
変
化
と
い
う
視
座
か
ら
、
両
作
品
の
間
に
ど
の
よ
う
な
受
容
関
係
が
あ

る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

叙
事
と
し
て
の
構
造

作
家
が
物
語
を
書
く
と
き
、
ま
ず
焦
点
主
体
の
問
題
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
誰
に
よ
る
叙
述
な
の
か
、
そ
の
物
語
を
語
る
の
は
誰
な
の
か
。「
語
り
手
の

選
択
は
、
全
て
を
決
定
す
る
非
常
に
重
要
な
選
択
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い④

」
と
い
う
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指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
語
の
本
質
が
有
意
義
な
情
緒
的
な
経
験
に
つ
い
て
の
一

貫
性
あ
る
叙
述
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
叙
述
の
構
造
に
お
い
て
は
、
魯

迅
の
『
孔
乙
己
』
と
大
江
健
三
郎
の
『
人
間
の
羊
』
は
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
よ
く

似
て
い
る
。
第
一
の
類
似
点
は
、
両
作
品
に
お
け
る
人
物
構
成
が
、
お
よ
そ
一
対
一

に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
（
以
下
の
図
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
）。

第
二
の
類
似
点
は
、
終
始
一
人
称
を
用
い
て
「
私
」（
＝
僕
）
の
視
点
で
、
自
ら
見
た

こ
と
と
聞
い
た
こ
と
を
忠
実
に
叙
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

人
物
構
成
に
よ
る
社
会
の
構
図
。
魯
迅
の
『
孔
乙
己
』
で
は
、
魯
鎮
と
い
う
町
に

あ
る
「
酒
場
」
に
、
様
々
な
人
々
が
集
ま
っ
て
来
て
、
孔
乙
己
に
語
り
か
け
て
い
く

と
い
う
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
は
お
よ
そ
次
の
三

つ
の
社
会
階
層
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
「
長
衣
」
を
着
て
い
る
人
は
上
層
社

会
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
丁
挙
人
や
酒
場
の
主
人
な
ど
。
②
肉
体
労
働

に
従
事
し
て
い
る
「
労
務
者
ら
」（「
袢
纏
階
級
」）
は
下
層
階
級
に
属
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
③
「
長
衣
」
を
着
て
い
な
が
ら
、
上
客
ら
が
い
る
「
店
ど
な
り
の
部
屋
」

へ
行
き
た
い
と
は
言
わ
ず
、「
仕
事
着
の
も
の
」
よ
り
も
貧
し
い
孔
乙
己
は
、
ど
ち
ら

の
階
層
に
も
属
し
て
い
な
い
中
途
半
端
な
存
在
で
あ
る
。
魯
迅
の
作
品
は
、
こ
れ
ら

の
人
々
の
生
活
様
相
や
人
間
関
係
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
中
国
の
当
時
の
社
会
の
構
図

を
表
し
て
い
る
。

大
江
健
三
郎
の
『
人
間
の
羊
』
で
は
、
初
冬
の
「
夜
ふ
け
の
鋪
道
」
か
ら
出
発
す

る
バ
ス
の
中
に
、
様
々
な
人
が
集
ま
っ
て
来
て
、
外
国
兵
が
日
本
人
を
「
羊
」
と
し

て
扱
う
と
い
う
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
も
、
お
よ
そ
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
は
、
①
外
国
兵
・
警

官
、
②
乗
客
た
ち
・
車
掌
・
運
転
手
、
③
「
若
い
教
員
」・「
僕
」
で
あ
る
。
登
場
す

る
外
国
兵
に
つ
い
て
、
作
品
の
背
景
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
存
在
を
考
え
る
な

ら
ば
、
大
江
の
作
品
は
、
物
語
の
時
間
を
寒
い
「
冬
の
は
じ
め
」
と
い
う
暗
い
季
節

に
あ
え
て
設
定
し
て
、
そ
し
て
、
外
国
兵
と
日
本
人
と
の
間
に
展
開
さ
れ
る
人
間
関

係
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
日
本
の
縮
図
と
も
い
う
べ
き
社
会
の
構
図
を
示

そ
う
と
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
、「
私
」
と
「
僕
」
の
視
点
に
よ
っ

て
、
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
前
者
は
十
二
、三
歳
の
小
僧
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
後
者
は
未
成
年
の
学
生
で
あ
る
。
ま
た
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
間

が
存
在
す
る
と
い
う
類
似
点
も
あ
る
。
両
作
品
の
人
物
構
成
は
、
き
わ
め
て
類
似
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

大
江
健
三
郎
『
人
間
の
羊
』
と
魯
迅
『
孔
乙
己
』
の
人
物
構
成
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 『
孔
乙
己
』　　
　
　
　
　
　
　

 『
人
間
の
羊
』

（
1
）
長
衣
を
着
た
も
の 

丁
挙
人
、
酒
場
の
主
人 

外
国
兵
、
警
官

（
2
）
知
識
人
ら
し
い
も
の 

孔
乙
己 

若
い
教
師
風
の
男

（
3
）
傍
観
者 

労
務
者
た
ち
、「
袢
纏
階
級
」 

乗
客
た
ち
、
車
掌

（
4
）
語
り
手 

「
私
」 

「
僕
」

そ
の
う
え
、
被
害
者
を
取
り
囲
み
、
群
が
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
傍
観
者
な
ど
の
設

定
と
い
う
共
通
点
ま
で
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
両
作
品
が
い
か
に
似
て
い
る
か
、
一

目
瞭
然
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
私
」
と
「
僕
」
の
存
在
。『
孔
乙
己
』
に
お
け
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、
十
二
歳

の
と
き
か
ら
、
鎮
の
は
ず
れ
に
あ
る
「
咸
亨
酒
場
」
の
小
僧
で
あ
る
。
主
人
に
は
、

「
お
ま
え
は
見
る
か
ら
に
気
が
き
か
な
い
か
ら
、
上
客
相
手
の
給
仕
は
つ
と
ま
る
ま

い
、
表
の
ほ
う
を
手
つ
だ
う
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
。
な
ぜ
作
者
が
「
小
僧
」
を
叙

述
者
と
し
て
選
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
、
銭
理
群
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

 　

小
僧
の
特
殊
性
は
、
彼
が
酒
場
の
一
人
の
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
で
あ
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り
、
傍
観
者
で
も
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
は
「
見
ら
れ
る
者
」（
＝
孔

乙
己
）
と
「
見
る
者
」（
＝
店
の
主
人
と
酒
客
）
を
観
察
と
描
写
の
対
象
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
孔
乙
己
の
物
悲
し
さ
と
可
笑
し
さ
、
店
の
主
人
と
酒

客
の
残
酷
さ
と
鈍
感
さ
を
も
叙
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
次
の
よ
う

な
関
係
が
形
成
さ
れ
る
。
即
ち
、
孔
乙
己
が
店
の
主
人
や
酒
客
や
小
僧
（
叙
述

者
）
に
見
ら
れ
、
店
の
主
人
と
酒
客
が
小
僧
に
見
ら
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る⑤

。

す
な
わ
ち
、「
酒
場
」
の
「
私
」
の
存
在
は
、
無
用
で
か
つ
至
極
退
屈
で
平
凡
な
も

の
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
「
表
の
ほ
う
」
の
こ
と
を
見
た
り
聞
い
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
視
点
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
語
り
手
の
「
私
」
が
な
ぜ
十
二
歳
の
子
供
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か

に
関
し
て
、
王
富
仁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　
『
孔
乙
己
』
の
中
で
、
具
体
的
な
叙
述
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
一
人

の
十
二
、三
歳
の
子
供
で
あ
り
、
小
説
は
厳
格
に
こ
の
十
二
、三
歳
の
子
供
の
眼

（
＝
意
識
）
で
、
周
り
の
世
界
を
観
察
し
、
孔
乙
己
も
含
め
た
他
の
す
べ
て
の
人

物
を
見
て
い
る
。（
中
略
）
だ
が
、
そ
こ
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
童
話
で
も

な
け
れ
ば
、
児
童
小
説
で
も
な
い
。
そ
れ
は
シ
リ
ア
ス
な
主
題
を
も
つ
、
一
篇

の
歴
と
し
た
社
会
小
説
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）『
孔
乙
己
』の
第
一
人
称
に
よ
る

叙
述
ス
タ
イ
ル
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
孔
乙
己
を
も

そ
の
一
員
と
す
る
中
国
の
大
人
の
社
会
と
い
う
も
の
を
直
接
に
一
人
の

十
二
、三
歳
の
子
供
の
眼
の
中
（
即
ち
意
識
の
中
）
に
現
前
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ

る⑥

。

要
す
る
に
、「
私
」
は
十
二
歳
の
子
供
だ
か
ら
、
大
人
の
抱
く
常
識
や
偏
見
か
ら
解

放
さ
れ
た
冷
静
な
眼
で
物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、「
私
」
は
「
酒
場
」
の

中
の
身
近
な
出
来
事
や
、「
酒
場
」
の
外
で
孔
乙
己
の
身
に
起
こ
っ
た
事
を
、「
酒
場
」

へ
飲
み
に
来
る
労
務
者
た
ち
の
会
話
を
通
し
て
、
様
々
な
視
点
か
ら
語
れ
る
立
場
に

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
に
お
け
る
「
私
」
の
存
在
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た

者
と
し
て
の
語
り
手
で
あ
る
と
と
も
に
、「
傍
観
者
」
で
も
あ
る
。

一
方
、『
人
間
の
羊
』
に
お
け
る
「
僕
」
は
、
大
勢
の
乗
客
が
乗
っ
て
い
る
バ
ス
の

中
に
い
る
一
人
の
学
生
で
あ
る
。
バ
ス
の
中
で
「
僕
」
は
外
国
兵
の
手
で
最
初
に
無

理
や
り
ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
ら
れ
て
、多
く
の
人
々
の
前
で
恥
を
か
く
被
害
者
で
あ
る
。

　

 　

外
国
兵
の
逞
し
い
腕
が
僕
の
肩
を
し
っ
か
り
摑
む
と
動
物
の
毛
皮
を
剥
ぐ
よ

う
に
僕
の
外
套
を
む
し
り
と
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
僕
は
数
人
の
外
国
兵
が
笑
い

ざ
わ
め
き
な
が
ら
僕
の
躰
へ
腕
を
か
け
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

（
中
略
）
僕
は
圧
し
つ
け
ら
れ
、
捩
じ
ま
げ
ら
れ
た
額
の
す
ぐ
前
で
、
自
分
の
セ

ク
ス
が
寒
さ
に
か
じ
か
む
の
を
見
た
。
狼
狽
の
あ
と
か
ら
、
焼
け
つ
く
羞
恥
が

僕
を
ひ
た
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
、「
僕
」
は
最
初
に
外
国
兵
の
「
羊
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
ま
も
な
く

バ
ス
の
中
に
い
る
そ
の
他
の
人
々
も
、「
羊
」
と
し
て
尻
を
外
国
兵
の
手
で
「
パ
ン
、

パ
ン
」
と
打
た
れ
る
光
景
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
僕
」
は
バ
ス
の
中

で
起
こ
っ
て
い
る
事
件
を
純
粋
な
学
生
の
視
点
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
。だ
が
、「
僕
」

は
単
な
る
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
と
し
て
の
「
傍
観
者
」
で
は
な
く
、
被
害
者

で
も
あ
る
。

以
上
の
分
析
を
通
し
て
見
る
と
、『
人
間
の
羊
』
の
「
僕
」
と
『
孔
乙
己
』
の
「
私
」

は
、
ど
ち
ら
も
一
人
称
の
視
点
に
よ
っ
て
物
語
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
が
両
作
品

の
第
一
の
類
似
点
で
あ
る
。
第
二
の
類
似
点
は
、
ど
の
作
品
も
未
成
年
の
子
供
の
眼

で
現
実
の
社
会
を
呈
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
だ
が
、「
僕
」
は
「
私
」
の
よ
う
に
、

単
な
る
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
と
し
て
の
「
傍
観
者
」
で
は
な
い
。
彼
は
身
近
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に
起
こ
っ
た
こ
と
を
見
る
だ
け
で
は
納
得
で
き
ず
、
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
思
い
で
己
自

身
が
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
き
、
や
が
て
事
件
の
当
事
者
と
な
っ
て
、
バ
ス
の
中

の
出
来
事
を
体
験
と
し
て
語
っ
て
い
く
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
両
作
品
に
お
け

る
「
私
」
と
「
僕
」
の
相
違
点
で
あ
る
。
即
ち
、『
孔
乙
己
』
の
「
私
」
が
客
観
的
な

「
傍
観
者
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
人
間
の
羊
』
の
「
僕
」
は
痛
切
な
当
事
者
で
あ

る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
違
い
が
生
じ
た
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
作
者
が
表
現
し
よ
う

と
す
る
作
品
の
主
題
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
前
者
が
二
十
世
紀
初
頭
の
中
国
の

社
会
の
構
図
を
「
私
」
の
目
で
客
観
的
に
呈
示
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
後

者
は
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
支
配
さ

れ
た
戦
争
直
後
の
環
境
の
中
で
日
本
人
が
受
け
た
恥
辱
を
痛
切
に
再
現
し
よ
う
と
す

れ
ば
、「
僕
」
が
被
害
者
に
な
っ
て
事
件
を
語
る
の
が
最
も
効
果
的
な
手
法
と
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の

『
孔
乙
己
』
に
お
け
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、自
ら
の
視
点
で
「
孔
乙
己
」
を
語
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
傍
観
者
」
の
視
点
か
ら
も
詳
細
に
語
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
主

に
人
の
噂
と
話
に
よ
っ
て
「
孔
乙
己
」
を
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

酒
場
で
酒
を
飲
む
「
連
中
」
の
噂
に
よ
る
と
、
孔
乙
己
は
も
と
も
と
学
問
を
し
た

人
間
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
秀
才
の
試
験
に
受
か
ら
な
か
っ
た
し
、
商
人
に
も
な
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
だ
ん
だ
ん
貧
乏
に
な
っ
て
、
乞
食
に
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
。

幸
い
「
字
が
よ
く
書
け
た
」
の
で
、
人
に
頼
ま
れ
て
書
物
を
筆
写
し
、
そ
の
日
の
糧

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
惜
し
む
ら
く
は
、
彼
に
は
飲
ん
だ
く
れ
の
怠
け
者
と
い

う
欠
陥
が
あ
っ
て
、
仕
事
を
始
め
て
何
日
も
た
た
ぬ
う
ち
に
、
本
人
は
お
ろ
か
、
相

手
の
書
物
や
紙
や
筆
ま
で
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
度
重
な
る
と
、
も

う
筆
写
を
依
頼
す
る
者
も
な
く
な
っ
て
、
仕
方
な
く
生
活
の
た
め
に
盗
み
を
働
く
こ

と
も
た
ま
に
は
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
社
会
や
他
者
が
悪
い
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
孔
乙
己
自
身
に
責
任
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は

魯
迅
文
学
に
一
貫
し
て
い
る
主
題

―
「
争
わ
ざ
る
」
国
民
性
に
対
す
る
怒
り
に
通

ず
る
視
点
で
あ
る
。

孔
乙
己
が
店
に
入
り
、
二
杯
の
酒
と
一
皿
の
豆
を
注
文
す
る
と
、
酒
を
飲
ん
で
い

る
他
の
「
連
中
」
は
、
わ
ざ
と
大
声
で
、「
孔
乙
己
（
中
略
）
お
ま
え
が
、
何
家
の
本

を
盗
ん
で
さ
、
吊
る
さ
れ
て
、
打
た
れ
る
と
こ
ろ
を
（
中
略
）
お
ら
ァ
」
が
「
お
と
と

い
、
こ
の
眼
で
見
た
ん
だ
ぜ
」
と
囃
し
立
て
る
。「
連
中
」
の
挑
発
に
対
し
て
、
孔
乙

己
は
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
、
額
に
青
筋
を
何
本
も
立
て
て
、「
窃
書
は
盗
み
と
は
申
せ

ん
…
…
」
と
抗
弁
し
よ
う
と
す
る
が
、
結
局
、
そ
の
「
連
中
」
に
か
ら
か
わ
れ
る
ば

か
り
で
あ
る
。

孔
乙
己
自
身
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
一
番
自
慢
で
き
る
の
は
字
が
分
か
る
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
と
き
、「
私
」
に
向
か
っ
て
、「
字
を
習
っ
た
か
」
と
か
「
茴
香
豆
の
茴

の
字
は
ど
う
書
く
の
か
」
な
ど
と
話
し
か
け
て
く
る
が
、「
私
」
は
「
乞
食
同
然
の
男

が
私
の
試
験
を
す
る
な
ん
て
」
と
、そ
っ
ぽ
を
向
い
て
相
手
に
し
な
い
。
そ
の
と
き
、

孔
乙
己
の
そ
ば
に
い
た
男
が
、
孔
乙
己
、
お
ま
え
は
ほ
ん
と
に
字
が
分
か
る
の
か
い
、

そ
れ
に
、「
お
ま
え
、
ど
う
し
て
、
秀
才
の
卵
に
も
な
れ
な
か
っ
た
ん
だ
い
」
と
き

く
。
そ
う
き
か
れ
て
、
孔
乙
己
が
「
い
っ
ぺ
ん
に
し
お
れ
て
」、
す
っ
か
り
窮
境
に

陥
っ
て
い
る
と
、「
み
ん
な
で
、
ど
っ
と
笑
う
。
店
の
内
外
に
快
活
な
空
気
が
あ
ふ
れ

る
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、「
私
」
の
耳
で
聞
い
た
孔
乙
己
、「
私
」
の
眼
で
見
た
孔
乙
己
、「
私
」

が
自
ら
接
近
し
た
孔
乙
己
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
王

富
仁
は
、

　

 　
『
孔
乙
己
』
の
中
で
我
々
に
冷
た
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、丁
挙
人
が
孔
乙
己

を
殴
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
丁
挙
人
が
孔
乙
己
を
殴
っ
た
こ
と
が
そ
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の
主
要
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
咸
亨
酒
場
に
集
ま
っ
て
く

る
連
中
の
、孔
乙
己
に
対
す
る
冷
淡
さ
と
無
情
さ
で
あ
る
。『
薬
』
の
中
で
我
々

に
冷
た
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
も
、
夏
愈
の
死
刑
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
は
な

く
、
夏
愈
に
対
す
る
一
般
民
衆
の
茫
然
と
し
て
冷
淡
な
態
度
な
の
で
あ
る⑦

。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
卓
見
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
こ
そ
孔
乙
己
の
悲
劇

に
対
す
る
魯
迅
の
独
特
な
認
識
と
把
握
だ
か
ら
で
あ
る
。

銭
理
群
は
、

　

 　

こ
の
無
邪
気
な
小
僧
は
、
こ
の
よ
う
に
客
と
主
人
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
い
、

最
後
は
「
見
る
者
」
の
中
の
一
員
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
僧
自
身
の
悲

劇
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
事
実
に
気
づ
く
。
小
僧
の
背
後

で
、
も
う
一
人
の
「
隠
さ
れ
た
作
者
」
が
「
見
」
て
い
る
の
で
あ
り
、
見
る
者

が
ど
の
よ
う
に
孔
乙
己
を
見
て
い
る
か
を
冷
や
や
か
な
眼
で
見
る
と
と
も
に
、

小
僧
が
い
か
に
孔
乙
己
と
見
る
者
を
見
て
い
る
か
を
も
冷
や
や
か
な
眼
で
見
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
僧
に
対
す
る
と
と
も
に
主
人
・
客
に
も
対
す
る
二
重
の

否
定
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑧

。

と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
示
唆
に
富
む
見
解
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
以
上
に
述
べ
た
両
者
の
読
解
を
言
い
換
え
れ
ば
、
酒
場
と
い
う
小
さ

な
社
会
の
空
間
の
中
で
、
孔
乙
己
が
常
に
皆
か
ら
か
ら
か
わ
れ
る
被
害
者
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
か
ら
か
っ
て
い
る
連
中
は
傍
観
者
で
あ
り
、
加
害
者
で
も
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
場
合
、
作
者
は
、
加
害
者
が
被
害
者
の
苦
し
み
を
楽
し
む
と
い
う
現
象
を
通
し

て
、
社
会
に
お
け
る
悪
意
の
傍
観
者
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

『
人
間
の
羊
』
に
お
け
る
「
僕
」
は
、最
初
に
外
国
兵
の
た
く
ま
し
い
腕
に
お
し
つ

け
ら
れ
、
裸
の
尻
を
バ
ス
の
中
で
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
捩
じ
ま
げ
ら
れ
た

額
の
す
ぐ
前
で
、
自
分
の
セ
ク
ス
が
寒
さ
に
か
じ
か
む
の
を
見
た
と
き
、「
僕
」
は
焼

け
付
く
羞
恥
に
ひ
た
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
外
国
兵
は
童
謡
の
よ
う
に
単
純
な

歌
を
繰
り
返
し
歌
っ
て
い
た
。「
羊
撃
ち
、
羊
撃
ち
、
パ
ン　

パ
ン
」
と
。
そ
し
て
日

本
人
の
乗
客
た
ち
が
ク
ス
ク
ス
笑
っ
て
い
る
の
が
、「
僕
」
の
耳
に
聞
こ
え
た
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
と
き
、「
僕
」
は
皆
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
る
見
世
物
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。や

が
て
、
ナ
イ
フ
を
も
っ
た
外
国
兵
ら
は
「
行
列
を
整
理
す
る
警
官
の
よ
う
に
権

威
を
も
っ
て
」、
叫
び
始
め
た
。
そ
し
て
、
バ
ス
の
中
央
の
通
路
に
は
、
裸
の
尻
を
剥

き
出
し
て
背
を
屈
め
た
〈
羊
た
ち
〉
が
並
ん
で
い
た
。「
僕
」
は
彼
ら
の
列
の
最
後
に

連
な
る
〈
羊
〉
で
あ
っ
た
。
外
国
兵
た
ち
は
熱
狂
し
て
歌
い
ど
よ
め
い
た
。「
羊
撃

ち
、
羊
撃
ち
、
パ
ン　

パ
ン
」。
こ
の
と
き
、「
僕
」
は
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同

時
に
見
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
車
掌
が
子
供
の
よ
う
な
透
き
と
お
っ
て
響
く
悲
鳴
を

あ
げ
な
が
ら
暗
い
夜
の
霧
の
中
へ
走
り
逃
れ
て
行
っ
た
」。「
運
転
手
が
白
い
軍
手
を

脱
ぎ
、
う
ん
ざ
り
し
た
顔
で
ズ
ボ
ン
を
ず
り
落
し
て
、
丸
ま
る
と
肥
っ
た
大
き
い
尻

を
剥
き
出
し
た
」。ま
た
、「
自
動
車
が
何
台
も
僕
ら
の
バ
ス
の
横
を
す
り
ぬ
け
て
行
っ

た
」。
こ
う
し
て
、
バ
ス
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
バ
ス
の
外
を
通
り
抜
け
た
「
男
た

ち
」
も
〈
羊
た
ち
〉
の
一
人
に
な
り
切
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
〈
羊
〉
に
さ
れ
た
人
間
た
ち
は
う
な
だ
れ
、
血
色
の
悪
く
な
っ
た
唇
を

嚙
ん
で
身
震
い
し
て
い
た
の
に
対
し
、〈
羊
〉
に
さ
れ
な
か
っ
た
人
間
た
ち
は
、
逆
に

上
気
し
た
頰
に
指
で
触
れ
た
り
し
な
が
ら
、〈
羊
た
ち
〉
を
見
守
っ
た
。
み
ん
な
黙
り

込
ん
で
い
た
。
こ
ん
な
雰
囲
気
の
中
で
、
同
じ
バ
ス
の
中
で
、
見
る
人
と
見
ら
れ
る

人
が
共
存
し
て
い
た
。

　

 　
《
羊
た
ち
》
は
殆
ど
後
部
座
席
に
か
た
ま
っ
て
坐
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、教
員

た
ち
、
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
者
た
ち
は
バ
ス
の
前
半
分
に
、
興
奮
し
た
顔
を

む
ら
が
ら
せ
て
僕
ら
を
見
て
い
た
。
運
転
手
も
僕
ら
と
並
ん
で
後
部
座
席
に
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坐
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
見
る
人
間
は
見
ら
れ
る
〈
羊
た
ち
〉
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、こ
の
場
合
、「
僕
」
は
明
ら
か
に
、〈
羊
〉
に
さ
れ
な
か
っ

た
傍
観
者
ら
に
恨
み
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
バ
ス
の

後
部
座
席
に
座
っ
て
い
る
「
僕
ら
」
を
喜
ん
で
群
が
っ
て
見
て
い
た
傍
観
者
の
存
在

で
あ
る
。
実
際
は
、
ど
ち
ら
も
外
国
兵
に
侮
辱
さ
れ
た
〈
羊
〉
に
違
い
な
い
の
に
、

あ
の
傍
観
者
ら
は
ま
る
で
彼
ら
と
無
関
係
の
よ
う
に
楽
し
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
傍

観
者
に
向
け
ら
れ
た
大
江
の
批
判
精
神
は
、
魯
迅
の
小
説
に
お
け
る
傍
観
者
に
対
す

る
批
判
精
神
に
通
底
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
異
常
な
雰
囲
気
に
対
し
て
違
和
感
の
あ
る
「
若
い
教

員
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。「
僕
ら
被
害
者
」
を
見
つ
め
て
い
た
乗
客
た
ち
の
中

で
、
特
に
教
員
が
熱
を
帯
び
た
眼
で
僕
ら
を
見
つ
め
、
唇
を
震
わ
せ
て
い
る
の
に
、

「
僕
」
は
気
づ
い
た
。「
僕
は
黙
っ
て
見
て
い
た
こ
と
を
、
は
ず
か
し
い
と
思
っ
て
い

る
ん
で
す
（
中
略
）
日
本
人
を
獣
あ
つ
か
い
に
し
て
楽
し
む
の
は
正
常
だ
と
は
思
え
な

い
」
と
、
外
国
兵
が
バ
ス
を
降
り
て
か
ら
、「
若
い
教
員
」
が
言
っ
た
。
そ
の
次
に
、

客
の
一
人
が
「
あ
あ
い
う
こ
と
は
、
こ
の
バ
ス
で
た
び
た
び
起
る
ん
で
す
か
」
と
問

う
た
。「
新
聞
に
も
出
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
」
と
「
教
員
」
は
答
え
た
。
彼

ら
は
す
べ
て
、
前
方
の
席
か
ら
興
奮
に
頰
を
赤
く
し
、
身
体
を
押
し
付
け
あ
い
、
群

が
っ
て
「
僕
ら
〈
羊
た
ち
〉」
を
見
下
ろ
し
て
い
た
傍
観
者
で
あ
る
。

ま
ず
傍
観
者
ら
の
発
言
に
注
目
し
た
い
。
第
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
観
者
は
「
僕

ら
被
害
者
」
に
対
し
て
他
人
事
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
酒
場
で
あ

の
連
中
が
孔
乙
己
に
向
か
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
皮
肉
な
こ
と
を
言
っ
た
の
と
、
同
じ
態

度
で
あ
る
。
第
二
に
、「
若
い
教
員
」
を
は
じ
め
、
幾
人
か
の
発
言
は
確
か
に
正
当
な

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
の
よ
う
な
雰
囲
気
で
な
さ
れ
た
「
若
い
教
員
」
の
言
動

は
、
孔
乙
己
が
酒
場
で
労
務
者
ら
に
向
か
っ
て
「
な
り
け
り
あ
ら
ん
や
」
を
言
う
態

度
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
い
や
、
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
孔
乙
己
が
考
え
て
い
る
こ

と
や
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
到
底
あ
の
愚
昧
な
「
連
中
」
に
は
理
解
不
可
能

な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
若
い
教
員
」
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
バ
ス

の
中
に
い
る
人
間
に
は
皆
分
か
り
切
っ
て
い
る
。
た
だ
、
外
国
兵
の
前
で
羊
と
し
て

扱
わ
れ
た
彼
ら
は
、
素
直
に
そ
の
事
実
を
認
め
よ
う
と
す
る
勇
気
が
な
い
だ
け
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
孔
乙
己
は
あ
の
連
中
に
か
ら
か
わ
れ
る
だ
け
だ
っ
た
の
に
対
し

て
、「
若
い
教
員
」
は
も
っ
と
ひ
ど
い
目
に
遭
う
の
で
あ
る
。

　

 　

急
激
な
怒
り
に
躰
を
震
わ
せ
て
僕
は
教
員
を
見
あ
げ
た
。（
中
略
）
赤
い
皮

ジ
ャ
ン
パ
ア
を
着
込
ん
だ
《
羊
》
が
立
ち
あ
が
る
と
、青
ざ
め
て
硬
い
顔
を
ま
っ

す
ぐ
に
保
っ
た
ま
ま
教
員
に
つ
っ
か
か
っ
て
い
っ
た
。
彼
は
教
員
の
胸
ぐ
ら
を

摑
み
、
狭
く
開
い
た
唇
の
あ
い
だ
か
ら
唾
を
吐
き
と
ば
し
な
が
ら
教
員
を
睨
み

つ
け
た
（
中
略
）
そ
し
て
、
教
員
の
顎
を
激
し
く
殴
り
つ
け
た
。

こ
こ
で
、「
赤
い
ジ
ャ
ン
パ
ア
を
着
込
ん
だ
《
羊
》」
の
行
動
は
、「
僕
」
の
や
ろ
う

と
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
は
「
僕
ら
」
羊
に
さ
れ
た
人
間
を
代
表
し

て
、
あ
の
群
が
っ
て
い
る
連
中
を
殴
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

以
上
の
分
析
を
通
し
て
、
両
作
品
の
間
に
次
の
よ
う
な
類
似
点
が
見
ら
れ
る
。
第

一
、「
私
」
が
終
始
、
傍
観
者
の
立
場
に
徹
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
僕
」
は
一
貫

し
て
当
事
者
で
あ
り
、
傍
観
者
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
僕
」
は
二
重
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
、
叙
述
の
方
法
と
し
て
の
対
話
ス
タ
イ
ル
の
採

用
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
両
作
品
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
両
作
品
の
相
違
点
は
孔
乙
己
と
「
若
い
教
師
」
と
の
違
い
に
あ
る
。
孔
乙

己
が
あ
の
連
中
に
か
ら
か
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
く
、「
若
い
教
師
」

も
赤
い
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
込
ん
だ
羊
に
殴
ら
れ
て
も
仕
様
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
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国
兵
が
バ
ス
に
い
る
と
き
は
、
彼
は
何
も
言
わ
ず
、
何
の
行
動
も
し
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
彼
が
普
通
の
傍
観
者
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
後
で
自
ら
反
省
し
、
自
分
が
「
恥

ず
か
し
い
」
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
自
覚
は
き
わ
め
て
重

要
で
あ
り
、
魯
迅
文
学
と
大
江
文
学
と
の
間
に
あ
る
根
本
的
な
違
い
で
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
現
実
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
、
魯
迅
文
学
の
暗
さ
は
、

「
古
代
の
銅
か
鉄
の
鏡
の
持
っ
て
い
る
堅
固
な
黒
光
り
す
る
、い
わ
ば
民
族
的
な
暗
さ

と
で
も
言
う
べ
き
も
の⑨

」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
大
江
文
学
の
暗
さ
は
、
絶
望
か
ら

の
希
望
の
見
方
が
安
直
と
も
受
け
取
れ
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景

に
は
、
魯
迅
が
直
面
し
て
い
た
の
は
中
国
の
清
朝
末
期
に
起
こ
っ
た
辛
亥
革
命
の
失

敗
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
大
江
健
三
郎
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、
日
本

の
戦
後
民
主
主
義
と
い
う
現
実
で
あ
っ
た
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

叙
事
空
間
の
変
化

『
孔
乙
己
』
で
は
、
主
に
二
つ
の
空
間
で
「
孔
乙
己
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
「
咸
亨
酒
場
」
で
、
も
う
一
つ
は
丁
挙
人
の
家
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
私
」

の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
で
は
あ
る
傍
観
者
（
＝
労
務
者
ら
）
の
視
点
で
語

ら
れ
て
い
る
。『
人
間
の
羊
』も
二
つ
の
空
間
で
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
二
つ

の
空
間
と
は
、
最
初
は
バ
ス
で
、
次
に
交
番
へ
と
移
る
。

「
私
」
が
見
た
孔
乙
己
像
。
一
日
じ
ゅ
う
カ
ウ
ン
タ
ー
の
内
側
に
い
る
「
私
」
は
、

自
分
の
役
目
は
ど
う
や
ら
勤
ま
っ
た
が
、
単
調
で
退
屈
な
仕
事
の
中
で
、「
た
だ
、
孔

乙
己
が
来
た
と
き
だ
け
は
、笑
い
声
が
出
た
。
そ
れ
で
、い
ま
ま
で
お
ぼ
え
て
い
る
」。

こ
う
し
た
語
り
方
で
、
時
々
酒
場
に
来
る
孔
乙
己
と
い
う
存
在
の
微
妙
さ
が
、
我
々

の
前
に
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
、「
孔
乙
己
が
来
た
と
き
だ
け
は
、
笑
い
声

が
出
」
る
の
か
と
不
思
議
に
思
わ
れ
よ
う
が
、「
孔
乙
己
が
店
へ
顔
を
出
す
と
、
一
杯

や
っ
て
い
た
連
中
が
、
み
ん
な
で
か
ら
か
う
」
こ
と
に
は
、
実
は
そ
れ
な
り
の
理
由

が
あ
っ
た
。
小
説
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

 　

孔
乙
己
は
、立
ち
飲
み
の
仲
間
で
長
衣
を
着
て
い
る
た
だ
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

背
が
お
そ
ろ
し
く
高
く
、
顔
が
青
白
く
て
、
皺
の
あ
い
だ
に
よ
く
生
傷
の
痕
が

あ
っ
た
。
ご
ま
塩
の
あ
ご
ひ
げ
を
ぼ
う
ぼ
う
に
生
や
し
て
い
た
。
着
て
い
る
の

は
長
衣
に
は
ち
が
い
な
か
っ
た
が
、
汚
れ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
て
、
ま
る

で
十
年
以
上
も
繕
っ
た
り
洗
っ
た
り
し
た
こ
と
が
な
い
風
だ
っ
た
。
人
と
話
す

と
き
は
、
二
言
目
に
は
「
な
り
け
り
あ
ら
ん
や
」
な
の
で
、
相
手
は
チ
ン
プ
ン

カ
ン
プ
ン
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
読
む
と
、
あ
の
連
中
は
な
ぜ
孔
乙
己
を
か
ら
か
う
の
か
、
孔
乙
己
の
ど

こ
が
お
か
し
い
の
か
と
い
う
疑
問
の
答
え
は
、
明
ら
か
に
見
え
て
く
る
。
そ
の
答
え

と
し
て
二
点
指
摘
で
き
る
。
第
一
、
普
通
、
長
衣
を
着
た
者
は
、「
店
さ
き
を
抜
け
て

奥
の
部
屋
へ
通
り
、
酒
や
料
理
を
あ
つ
ら
え
て
、
腰
を
落
ち
つ
け
て
ち
び
り
ち
び
り

や
る
の
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
が
、
孔
乙
己
は
、「
着
て
い
る
の
は
長
衣
に
は
ち
が
い
な

か
っ
た
が
」、
店
の
中
で
、「
た
だ
ひ
と
り
、
立
ち
飲
み
」
を
し
て
い
る
。
し
か
も
、

「
汚
れ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
」
な
っ
た
長
衣
を
着
て
い
て
、そ
の
風
体
は
貧
乏
人
に
決
ま
っ

て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
彼
は
な
ぜ
「
長
衣
」
を
着
る
の
か
。
こ
う
し
て
、
孤
独
で

貧
乏
人
で
あ
り
な
が
ら
、
普
通
の
人
と
違
う
存
在
の
孔
乙
己
像
が
出
来
上
が
る
。
第

二
、
孔
乙
己
の
言
葉
遣
い
で
あ
る
。
彼
は
人
と
話
す
と
き
、「
二
言
目
に
は
『
な
り
け

り
あ
ら
ん
や
』
な
の
で
、
相
手
は
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
あ
る
」。
言
い
換
え
れ
ば
、

孔
乙
己
は
、
そ
の
身
分
に
合
わ
な
い
言
動
が
店
の
雰
囲
気
に
合
わ
な
い
た
め
、
客
の

連
中
か
ら
か
ら
か
わ
れ
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、孔
乙
己
は
「
長
衣
」

の
仲
間
で
も
な
け
れ
ば
、「
労
務
者
」
の
友
で
も
な
い
と
い
う
違
和
感
の
あ
る
存
在
に

な
っ
て
い
る
。

次
に
、「
僕
」
の
目
で
見
た
「
若
い
教
員
風
の
男
」。『
人
間
の
羊
』
に
お
け
る
「
僕
」
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が
バ
ス
で
見
た
「
若
い
教
員
風
の
男
」
も
、
孔
乙
己
と
同
じ
よ
う
に
違
和
感
の
あ
る

存
在
に
違
い
な
い
。「
僕
」
は
、
寒
さ
に
身
体
を
屈
め
な
が
ら
バ
ス
を
待
っ
て
い
た
。

や
っ
と
バ
ス
に
乗
る
こ
と
が
で
き
て
、
バ
ス
の
後
部
座
席
の
隅
の
空
席
へ
行
こ
う
と

す
る
途
中
で
、
初
め
て
「
僕
」
の
目
に
入
っ
た
の
は
、「
膝
の
う
え
に
小
学
生
の
答
案

の
束
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
、若
い
教
員
風
」
で
、レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
て
い
る
男
で
あ
っ

た
。「
僕
」
は
、
外
国
兵
の
膝
の
上
に
乗
っ
て
い
た
「
女
」
の
た
め
に
、
窮
境
に
陥
っ

た
と
き
、
あ
の
「
若
い
教
員
」
に
助
け
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
裏
切
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　

 　

車
の
前
部
に
い
る
日
本
人
の
乗
客
た
ち
、
皮
ジ
ャ
ン
パ
ア
の
青
年
や
、
中
年

の
土
工
風
の
男
や
、
勤
人
た
ち
が
僕
と
女
と
を
見
つ
め
て
い
た
。
僕
は
躰
を
ち

ぢ
め
、
レ
イ
ン
コ
オ
ト
の
襟
を
立
て
た
教
員
に
、
被
害
者
の
ほ
ほ
え
み
、
弱
よ

わ
し
く
軽
い
微
笑
を
お
く
ろ
う
と
し
た
が
、
教
員
が
非
難
に
み
ち
た
眼
で
僕
を

見
か
え
す
の
だ
。
僕
は
ま
た
、
外
国
兵
た
ち
も
、
女
よ
り
む
し
ろ
僕
に
注
意
を

集
中
し
は
じ
め
て
い
る
の
に
気
が
つ
き
、
当
惑
と
羞
ず
か
し
さ
で
躰
を
ほ
て
ら

せ
た
。

こ
こ
で
、
ま
ず
服
装
か
ら
、「
若
い
教
員
」
は
、
バ
ス
の
中
に
い
る
そ
の
他
の
人
と

違
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
皮
ジ
ャ
ン
パ
ア
の
青
年
や
、
中
年
の
土
工
風
の
男

や
、
勤
人
た
ち
」
の
乗
客
に
対
し
て
、
彼
は
「
レ
イ
ン
コ
オ
ト
」
を
着
て
「
小
学
生

の
答
案
の
束
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、「
僕
」
の
心
の
中
で

は
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
は
紳
士
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
の
「
女
」
が

外
国
兵
に
不
愉
快
な
こ
と
を
さ
れ
、「
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
、
人
ま
え
で
あ
た
い
に
何
を

す
る
の
さ
、
と
（
中
略
）
黙
っ
て
い
る
外
国
兵
た
ち
に
苛
立
っ
て
叫
び
、
首
を
ふ
り
た

て
（
中
略
）
あ
た
い
の
首
に
何
を
す
る
の
さ
」
と
騒
い
だ
と
き
、「
僕
」
は
あ
の
紳
士

の
よ
う
な
「
若
い
教
員
」
に
援
助
を
求
め
よ
う
と
思
っ
た
が
、「
非
難
に
み
ち
た
眼
で

僕
を
見
か
え
す
」
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
僕
」
に
と
っ
て
、
あ
の
「
若
い
教

員
」
は
違
和
感
の
あ
る
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
現
象
に

注
目
し
た
い
。
た
っ
た
一
人
の
「
女
」
で
さ
え
外
国
兵
に
怒
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、

他
の
男
の
乗
客
ら
は
、
な
ぜ
外
国
兵
の
不
埒
な
行
為
を
黙
っ
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き

た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
僕
」
も
含
め
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
。

こ
こ
ま
で
見
る
と
、
両
作
品
の
類
似
点
は
、
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
。
ま
ず
第

一
、
空
間
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
咸
亨
酒
場
と
バ
ス
は
、
同
一
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
咸
亨
酒
場
に
は
、
酒
を
飲
み
に
来
る
「
労
務
者
た
ち
」
や
「
長
衣
」
を
着
た

者
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
バ
ス
の
中
に
は
、「
青
年
や
、
中
年
の
土
工

風
の
男
や
、
勤
人
た
ち
」
な
ど
、
様
々
な
人
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
両
作

品
に
は
物
語
を
展
開
し
て
い
く
特
殊
な
空
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

第
二
、「
私
」
と
「
僕
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
和
感
の
あ
る
人
物
の
存
在
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
孔
乙
己
で
あ
り
、
後
者
は
「
若
い
教
員
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、両
作
品
の
相
違
点
は
「
私
」
と
「
僕
」
の
立
場
で
あ
る
。『
孔
乙
己
』
に

お
け
る
「
私
」
は
、
ひ
た
す
ら
孔
乙
己
を
突
き
放
し
て
描
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

孔
乙
己
に
対
し
て
、「
私
」
は
好
感
も
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
嫌
悪
感
も
持
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
人
間
の
羊
』
に
お
け
る
「
僕
」
の
感
情
は
、「
若
い
教
師
」

に
対
し
て
好
感
か
ら
嫌
悪
感
に
変
わ
っ
て
い
く
。
両
作
品
の
間
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
違
い
が
生
じ
た
の
か
。
作
者
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
主
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

『
孔
乙
己
』
と
『
人
間
の
羊
』、
両
作
品
は
、
と
も
に
酒
場
と
バ
ス
の
中
と
い
う
登

場
人
物
の
舞
台
を
離
れ
て
、
も
う
一
つ
の
空
間
の
出
来
事
に
よ
っ
て
物
語
を
劇
的
に

展
開
し
て
い
る
。
前
者
は
「
丁
挙
人
の
家
」
で
孔
乙
己
の
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で

あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
若
い
教
師
」
と
「
僕
」
の
交
番
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

「
丁
挙
人
の
家
」
と
い
う
空
間
で
起
こ
っ
た
出
来
事
は
、ほ
と
ん
ど
店
の
主
人
と
一

人
の
客
と
の
間
で
対
話
の
形
式
を
取
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
孔
乙
己
は
し
ば
ら
く
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来
な
い
な
。
ま
だ
十
九
文
貸
し
が
あ
る
」
と
店
の
主
人
が
言
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の

話
を
聞
い
て
、
店
で
酒
を
飲
ん
で
い
た
客
の
一
人
は
答
え
る
。

　

 　
「
来
ら
れ
る
も
の
か
…
…
足
を
折
っ
た
ん
だ
も
の
」。「
へ
え
」
と
主
人
。「
や

つ
、
相
変
わ
ら
ず
レ
コ
さ
。
こ
ん
ど
は
、
よ
っ
ぽ
ど
ど
う
か
し
て
た
ん
だ
な
、

丁
挙
人
の
家
の
も
の
を
く
す
ね
よ
う
と
し
や
が
っ
た
。
あ
の
家
の
も
の
が
、
盗

め
る
か
っ
て
ん
だ
」。「
そ
れ
か
ら
、
ど
う
な
っ
た
ね
」。「
ど
う
な
っ
た
と
？　

詫
び
状
を
書
か
さ
れ
て
さ
、
そ
れ
か
ら
お
仕
置
き
さ
。
夜
中
ま
で
打
た
れ
て
、

し
ま
い
に
足
を
折
り
や
が
っ
た
」。「
そ
れ
か
ら
？
」「
そ
れ
か
ら
足
を
折
り
や

が
っ
た
」。「
折
ら
れ
て
、ど
う
し
た
？
」「
ど
う
し
た
？
…
…
知
る
も
ん
か
。
死

ん
だ
ろ
う
さ
」。
主
人
も
そ
れ
以
上
追
及
せ
ず
に
、ま
た
ゆ
っ
く
り
と
帳
付
け
の

方
へ
か
か
っ
た
。

こ
う
し
た
二
人
の
対
話
の
中
で
、
私
は
次
の
二
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
、「
孔
乙

己
」
の
不
幸
に
対
す
る
店
の
主
人
と
客
の
態
度
と
反
応
で
あ
る
。
店
の
主
人
が
矢
継

ぎ
早
に
「
そ
れ
か
ら
、
ど
う
な
っ
た
ね
」、「
そ
れ
か
ら
？
」
と
聞
く
の
に
対
し
て
、

客
は
「
ど
う
し
た
？
…
…
知
る
も
ん
か
。
死
ん
だ
ろ
う
さ
」
と
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、

　

 　

彼
ら
は
、「
孔
乙
己
が
吊
ら
れ
て
、
足
を
折
る
ほ
ど
に
打
た
れ
た
」
こ
と
を
芝

居
の
一
幕
と
し
て
見
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
孔
乙
己
の
不
幸
に
含
ま
れ
て
い
た

血
な
ま
ぐ
さ
い
臭
い
は
、
こ
れ
ら
の
客
の
冷
淡
な
談
話
の
中
で
消
え
う
せ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
魯
迅
が
最
も
胸
を
痛
め
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る⑩

。

第
二
、
孔
乙
己
は
な
ぜ
「
丁
挙
人
の
家
」
で
盗
み
を
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
酒
を
飲
む
普
通
の
庶
民
で
さ
え
、
よ
り
に
よ
っ
て
「
丁
挙
人
の
家
の

も
の
」
を
盗
ん
で
は
い
け
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
孔
乙
己
が
ま
る
で
「
よ
っ

ぽ
ど
ど
う
か
し
て
た
」
か
の
よ
う
に
、「
あ
の
家
の
を
く
す
ね
よ
う
」
と
し
た
の
は
、

気
が
狂
っ
て
い
た
の
か
。
い
や
、そ
ん
な
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
。「
孔
乙
己
」
は
前

回
も
「
何
家
の
本
」
を
盗
ん
だ
。
要
す
る
に
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら
「
長
衣
」
を
着
て
い

る
上
層
社
会
の
人
た
ち
の
も
の
を
盗
も
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。王
富
仁
は
、

　

 　

孔
乙
己
が
店
の
主
人
の
も
の
を
盗
む
の
で
は
な
く
、
何
大
人
や
丁
挙
人
の
も

の
を
盗
ん
だ
こ
と
に
は
、
よ
り
深
層
の
心
理
的
な
原
因
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
の
行
動
の
実
質
は
権
力
へ
の
宣
戦
で
あ
り
、
社
会
の
権
威
へ
の
宣
戦

で
あ
っ
た⑪

。

と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
孔
乙
己
の
行
動
は
、
現
実
の
社
会
に
い
る
、
丁
挙
人

の
よ
う
な
「
長
衣
」
を
着
て
い
る
上
層
社
会
の
人
々
に
反
抗
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を

示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
孔
乙
己
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
残

念
な
が
ら
、
普
通
の
庶
民
に
は
理
解
で
き
な
い
。
店
の
主
人
も
分
か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
先
覚
者
や
知
識
人
と
し
て
の
孔
乙
己
の
孤
独
と
無
力
感
を
、
我
々
は
感

得
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
、
た
と
い
彼
が
足
を
折
り
、

最
後
に
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
不
平
等
な
社
会
構
造
に
抵
抗
し
よ
う
と
す

る
孔
乙
己
の
悲
劇
の
意
味
を
我
々
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
魯
迅
は

『
吶
喊
』
の
自
序
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
 　

思
う
に
私
自
身
は
、
今
で
は
も
う
、
発
言
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ぬ
か
ら
発
言

す
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
あ
の
こ
ろ
の
自
分
の
寂
莫
の
悲

し
み
が
忘
れ
ら
れ
な
い
せ
い
か
、
時
と
し
て
思
わ
ず
吶
喊
の
声
が
口
か
ら
出
て

し
ま
う
。
せ
め
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寂
莫
の
た
だ
中
を
突
進
す
る
勇
者
に
、
安

ん
じ
て
先
頭
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
、
慰
め
の
ひ
と
つ
も
献
じ
た
い⑫

。
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以
上
の
よ
う
な
魯
迅
の
『
吶
喊
』
執
筆
の
動
機
を
通
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
孔
乙

己
の
悲
劇
に
は
、
た
と
え
「
鉄
の
部
屋
」
に
い
る
「
昏
睡
状
態
」
の
人
に
向
か
っ
て

発
せ
ら
れ
た
「
勇
ま
し
い
悲
し
い
」
叫
び
声
で
あ
れ
、
決
し
て
無
意
味
な
吶
喊
で
は

な
い
。
そ
の
叫
び
に
よ
っ
て
、「
鉄
の
部
屋
」
に
い
る
多
く
の
人
々
の
う
ち
「
数
人
が

起
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
鉄
の
部
屋
を
こ
わ
す
希
望
が
、
絶
対
に
な
い
と
は
言
え
な

い
じ
ゃ
な
い
か⑬

」
と
い
う
想
念
が
あ
る
。
こ
れ
は
魯
迅
文
学
に
一
貫
し
て
い
る
主
題

で
あ
る
。

次
に
、大
江
作
品
の
交
番
で
の
出
来
事
に
つ
い
て
。『
人
間
の
羊
』
に
お
け
る
「
僕
」

と
教
員
は
、
一
緒
に
交
番
へ
行
く
。
そ
し
て
、
若
い
警
官
と
中
年
の
警
官
に
会
っ
て

か
ら
、「
僕
」
が
ず
っ
と
黙
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
教
員
は
警
官
に
向
か
っ
て
バ
ス
の

出
来
事
を
一
々
報
告
し
た
。
す
な
わ
ち
、
交
番
で
の
出
来
事
は
『
孔
乙
己
』
の
叙
述

ス
タ
イ
ル
と
同
じ
で
、
警
察
官
と
教
員
と
の
間
で
以
下
の
よ
う
な
対
話
が
進
行
し
て

行
く
。
対
話
の
中
身
は
以
下
の
通
り
（
大
意
）。

　

 　

警
官
曰
く
、「
ど
う
か
し
ま
し
た
か
？
」。「
キ
ャ
ン
プ
の
外
国
兵
と
の
問
題
な

ん
で
す
」
と
、教
員
が
警
官
の
反
応
を
た
め
す
た
め
に
ゆ
っ
く
り
言
っ
た
。「
被

害
者
は
こ
の
人
で
す
」。「
キ
ャ
ン
プ
の
？
」。
警
官
は
緊
張
し
て
言
っ
た
。
バ
ス

の
な
か
で
、
酒
に
酔
っ
た
キ
ャ
ン
プ
の
外
国
兵
が
、
こ
の
人
た
ち
の
ズ
ボ
ン
を

脱
が
せ
て
、
裸
の
尻
を
パ
ン
、
パ
ン
し
た
と
教
員
は
警
官
に
向
か
っ
て
言
う
。

警
官
は
好
奇
心
に
満
ち
た
眼
で
「
僕
」
を
覗
き
こ
み
な
が
ら
、
こ
う
答
え
る
。

「
裸
の
尻
を
ぱ
た
ぱ
た
叩
い
た
と
い
っ
て
も
、死
ぬ
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ

う
い
う
事
件
は
丁
寧
に
あ
つ
か
わ
な
い
と
厄
介
に
な
る
。
新
聞
だ
っ
て
相
手
に

す
る
は
ず
は
な
い
ね
。
法
律
的
に
、
キ
ャ
ン
プ
の
兵
隊
を
起
訴
す
る
こ
と
に
な

る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
君
の
住
所
と
名
前
を
聞
い
て
お
く
」
と

言
い
、
最
後
に
警
官
は
「
僕
」
と
教
員
の
肩
に
分
厚
い
掌
を
お
き
、
親
し
い
客

を
送
る
よ
う
に
外
へ
押
し
出
し
た
。

こ
こ
で
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
出
来
事
が
キ
ャ
ン
プ
の
外
国
兵
に
関
係
す
る

こ
と
を
聞
い
て
か
ら
示
し
た
、
警
官
の
「
緊
張
」
の
姿
勢
と
「
好
奇
心
」
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
警
官
は
い
か
に
自
ら
の
責
任
を
果
た
し
て
、
こ
の
事
件
を
解
決
す
る
か

で
は
な
く
、
た
だ
、
そ
の
事
件
の
経
緯
に
好
奇
心
を
も
っ
て
聞
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
が
第
一
の
論
点
で
あ
る
。
第
二
は
警
官
が
教
員
の
申
し
立
て
て
い
る
こ
と

に
、
な
ぜ
緊
張
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
最
後
に
、
事
件
が
何
ひ
と
つ
解
決
し
て
い

な
い
の
に
、
警
官
は
「
僕
」
と
教
員
の
肩
に
分
厚
い
掌
を
お
き
、
親
し
い
客
を
送
る

よ
う
に
外
へ
押
し
出
し
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
い
か
に
も
理
解
に
苦
し
む
態
度
で

あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
敗
れ

た
直
後
で
ア
メ
リ
カ
の
占
領
軍
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
う
実
情
を
考
え
る

と
、
警
官
の
「
緊
張
」
し
た
姿
勢
は
、
占
領
軍
に
対
す
る
日
本
国
民
全
体
の
深
層
心

理
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
公
僕
た
る
警
官
で
さ
え
外

国
兵
に
対
し
て
、
正
義
を
主
張
す
る
勇
気
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ん
や
バ
ス

に
乗
っ
て
い
る
一
般
の
国
民
が
、
外
国
兵
の
「
暴
行
」
に
対
し
て
あ
の
よ
う
な
態
度

を
取
る
こ
と
は
、
当
然
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
場
合
の
警
官
は
『
孔
乙
己
』
に
お

け
る
、店
の
主
人
と
同
一
の
態
度
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
孔
乙
己
」
が
足

を
折
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、店
の
主
人
が
興
味
津
々
と
い
っ
た
感
じ
で
「
そ
れ
か
ら
、

ど
う
な
っ
た
の
か
ね
」
と
か
、「
折
ら
れ
て
、
ど
う
し
た
？
」
と
、
一
々
酒
を
飲
ん
で

い
る
客
に
聞
く
の
に
対
し
て
、
警
官
は
「
傷
で
も
つ
け
た
ん
で
す
か
？
」
と
か
「
脅

迫
さ
れ
た
ん
で
す
か
」
と
い
う
聞
き
方
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
作
品
は
と
も
に
対

話
と
い
う
叙
述
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
お
り
、『
孔
乙
己
』
で
は
酒
を
飲
ん
で
い
る
客
が

丁
挙
人
の
家
で
の
孔
乙
己
に
関
す
る
出
来
事
を
、『
人
間
の
羊
』
で
は
教
員
が
バ
ス
の

中
で
の
事
件
を
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

前
者
が
中
国
の
社
会
状
況
を
示
唆
し
、
後
者
は
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
支
配
さ
れ
た
日

本
の
社
会
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
両
作
品
に
見
ら
れ
る
共
通
点
で
あ
る
。
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ま
た
、両
作
品
の
間
に
は
大
き
な
違
い
も
存
在
す
る
。『
孔
乙
己
』
に
お
け
る
語
り

手
の
「
私
」
は
、
店
で
孔
乙
己
に
つ
い
て
の
話
を
聞
く
た
び
に
不
思
議
に
思
う
。
酒

を
飲
む
連
中
が
孔
乙
己
を
か
ら
か
っ
て
、
店
の
内
外
が
活
気
に
あ
ふ
れ
る
と
き
、
自

ら
も
「
仲
間
に
な
っ
て
一
緒
に
笑
う
」
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
私
」
も
傍
観
者
の

一
人
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
人
間
の
羊
』
に
お
け
る
「
僕
」
は
、
教
員
が

警
官
に
訴
え
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
い
る
と
き
、「
僕
が
再
び
ズ
ボ
ン
と
下
ば
き
を
ず

り
さ
げ
ら
れ
、
鳥
の
そ
れ
の
よ
う
に
毛
穴
の
ぶ
つ
ぶ
つ
ふ
き
出
し
た
裸
の
尻
を
さ
さ

げ
屈
み
こ
ま
さ
れ
る
の
を
感
じ
た
」
と
言
う
。
江
藤
淳
は
、『
人
間
の
羊
』
の
「
主
人

公
の
ア
ル
バ
イ
ト
学
生
は
、
社
会
正
義
を
楯
に
と
っ
て
、
彼
が
バ
ス
の
中
で
米
兵
か

ら
う
け
た
屈
辱
を
公
開
す
る
よ
う
に
迫
る
教
員
と
決
定
的
に
対
立
し
て
い
る
。
こ
の

対
立
の
鮮
明
さ
は
、
寓
話
的
な
印
象
を
こ
の
作
品
に
あ
た
え
て
い
る
が
、
こ
れ
を
た

と
え
ば
原
爆
の
被
爆
者
と
原
水
爆
禁
止
運
動
と
の
関
係
に
ひ
き
な
お
し
て
考
え
て
み

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
佳
作
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
は
、
作
者
の
傍
観
者
に

対
す
る
嫌
悪
と
侮
蔑
で
あ
る⑭

」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
少
し
違
う
の
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
な
ら
、
教
員
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
教
員
自
身
の
恥
だ
け
で
は

な
く
、「
僕
」
自
身
の
心
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
恥
で
も
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、そ
の
話
を
聞
い
て
あ
の
よ
う
に
侮
辱
さ
れ
た
感
じ
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

更
に
言
え
ば
、「
若
い
教
員
」
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、「
僕
」
の
心
の
中

に
い
る
も
う
一
人
の
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
「
教
員
」
も
確
か
に
卑

怯
者
で
あ
る
。
外
国
兵
の
前
で
、
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
黙
っ
て
い
た
の
に
、
外
国

兵
が
バ
ス
を
降
り
て
か
ら
、
正
義
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
教
員
の
人
間
と

し
て
の
弱
さ
で
は
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
支
配
さ
れ
て
い
る
日
本
国
民
の
一

般
的
な
心
理
を
も
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
若
い
教
員
」が
み
ん
な
と
違
う
の

は
、「
卑
怯
」
に
対
す
る
反
省
で
あ
る
。

　

 　

僕
は
黙
っ
て
見
て
い
た
こ
と
を
、
は
ず
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
、
と

教
員
は
優
し
く
い
っ
た
。

こ
の
「
教
員
」
の
反
省
の
響
き
は
、
ま
さ
に
「
僕
」、
い
や
、
バ
ス
の
中
で
侮
辱
を

受
け
た
人
の
す
べ
て
と
、
黙
っ
て
見
過
ご
し
た
人
々
に
等
し
く
欠
け
て
い
た
勇
気
で

は
な
い
の
か
。
み
ん
な
が
一
緒
に
「
警
官
に
事
情
を
話
す
べ
き
で
す
よ
」
と
い
う
教

員
の
「
呼
び
か
け
」
に
対
し
て
、
彼
を
殴
っ
た
「
赤
い
ジ
ャ
ン
パ
ア
」
を
着
て
い
る

「
羊
」
も
い
る
が
、
頑
丈
な
靴
を
は
い
た
道
路
工
夫
の
よ
う
に
、
怒
っ
た
声
で
ま
じ
め

に
、「
男
に
ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
て
ど
う
す
る
つ
も
り
な
ん
だ
ろ
う
」
と
か
、「
黙
っ
て

い
た
ら
増
長
し
て
癖
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
反
応
す
る
人
た
ち
も
出
て
来
た
。
こ

こ
で
、「
若
い
教
員
」
の
呼
び
か
け
に
つ
い
て
、
魯
迅
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　

 　
《
か
り
に
だ
ね
、
鉄
の
部
屋
が
あ
る
と
す
る
よ
。
窓
は
一
つ
も
な
い
し
、
こ
わ

す
こ
と
も
絶
対
に
で
き
ん
の
だ
。
な
か
に
は
熟
睡
し
て
い
る
人
間
が
お
お
ぜ
い

い
る
。
ま
も
な
く
窒
息
死
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
が
昏
睡
状
態
で
死
へ
移
行

す
る
の
だ
か
ら
、
死
ぬ
前
の
悲
し
み
は
感
じ
な
い
ん
だ
。
い
ま
君
が
、
大
声
を

出
し
て
、
や
や
意
識
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
数
人
の
も
の
を
起
こ
し
た
と
す
る

と
、
こ
の
不
幸
な
少
数
の
も
の
に
、
ど
う
せ
助
か
り
っ
こ
な
い
臨
終
の
苦
し
み

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
君
は
彼
ら
に
済
ま
ぬ
と
思
わ
ぬ
か
ね
》

　

 　
《
し
か
し
、
数
人
が
起
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
鉄
の
部
屋
を
こ
わ
す
希
望
が
、

絶
対
に
な
い
と
は
言
え
な
い
じ
ゃ
な
い
か⑮

》

要
す
る
に
、
こ
の
場
合
、
バ
ス
が
鉄
の
部
屋
だ
と
す
れ
ば
、
外
国
兵
の
暴
行
に
対

し
て
多
く
の
傍
観
者
は
昏
睡
し
た
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、「
若
い
教
員
」
の
呼
び
か
け
に

よ
っ
て
、
た
と
え
ば
あ
の
道
路
工
夫
の
よ
う
な
目
覚
め
た
人
も
現
れ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
、
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

以
上
の
分
析
を
通
し
て
、「
長
衣
」
を
着
て
い
る
人
に
孔
乙
己
が
反
抗
す
る
姿
勢
と
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は
異
な
っ
て
、「
若
い
教
員
」
の
場
合
、
自
ら
の
弱
さ
を
反
省
し
た
う
え
で
日
本
の
現

実
社
会
に
正
面
か
ら
抵
抗
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。そ
れ
は「
憲

法
九
条
」
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
日
本
政
府
の
最
近
の
動
き
に
反
発
し
て
、
大
江
健

三
郎
や
加
藤
周
一
ら
が
「
九
条
の
会⑯

」
を
立
ち
上
げ
た
経
緯
に
通
ず
る
発
想
で
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
大
江
の
決
断
の
動
機
は
、
戦
後
民
主
主
義
と
平
和
憲
法
擁
護
の
た

め
に
、
日
本
の
現
実
政
治
の
動
き
を
こ
れ
以
上
黙
視
で
き
な
い
と
い
う
思
い
に
発
す

る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
い
消
極
的
な
抵
抗
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
合

理
な
も
の
に
妥
協
し
な
い
大
江
の
強
い
精
神
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。『
人
間
の

羊
』
の
最
後
に
あ
る
「
兵
隊
に
も
、お
前
た
ち
に
も
死
ぬ
ほ
ど
恥
を
か
か
せ
て
や
る
。

お
前
の
な
ま
え
を
つ
き
と
め
る
ま
で
、
俺
は
決
し
て
お
前
か
ら
離
れ
な
い
ぞ
」
と
い

う
宣
言
も
そ
の
趣
旨
の
表
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
両
作
品
の
相
違
点
で
あ

る
。

結
び

魯
迅
は
『
吶
喊
』
自
序
で
、「
愚
弱
な
国
民
は
、
た
と
い
体
格
が
ど
ん
な
に
健
全

で
、
ど
ん
な
に
長
生
き
し
よ
う
と
も
、
せ
い
ぜ
い
無
意
味
な
見
せ
し
め
の
材
料
と
、

そ
の
見
物
人
に
な
る
だ
け
」
だ
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
両
作
品
が

表
現
し
よ
う
と
す
る
主
題
は
、
深
い
水
脈
の
よ
う
に
通
底
し
て
い
る
。
魯
迅
の
『
孔

乙
己
』
で
は
、
酒
場
へ
飲
み
に
来
る
連
中
は
、「
長
衣
を
着
た
も
の
だ
け
が
、
店
ど
な

り
へ
行
き
、
酒
や
料
理
を
あ
つ
ら
え
て
、
ゆ
っ
く
り
腰
を
お
ち
つ
け
て
飲
む
」
こ
と

に
、
少
し
も
疑
問
を
持
た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
、
孔
乙
己
が
や
ろ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ず
、
彼
を
か
ら
か
い
囃
し
立
て
て
楽
し
ん
で
い
る
。
要

す
る
に
、
孔
乙
己
は
、
な
ぜ
「
長
衣
を
着
た
」「
何
家
や
丁
挙
人
」
ら
の
も
の
を
狙
っ

て
盗
む
の
か
。
連
中
は
彼
ら
自
身
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
「
勇
気
」
を
持
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
「
勇
気
」
が
な
い
の
な
ら
、
た
と
え
頑
強
な
身
体
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
た
だ
の
「
見
物
人
」
と
し
て
仲
間
の
悲
劇
を

見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、「
く
だ
ら
ぬ
」
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
愚
弱
な
彼
ら
と
共
通

の
人
間
た
ち
が
、大
江
健
三
郎
の
『
人
間
の
羊
』
で
は
、多
く
の
乗
客
が
少
数
の
「
外

国
兵
」
に
強
制
さ
れ
て
、
ズ
ボ
ン
を
脱
が
さ
れ
、
彼
ら
の
「
尻
を
ひ
た
ひ
た
叩
き
、

笑
い
た
て
」
ら
れ
、「
羊
撃
ち
、
羊
撃
ち
、
パ
ン　

パ
ン
」
と
辱
め
ら
れ
て
も
、
黙
っ

て
み
て
い
る
か
耐
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
両
作
品
の
主
題
は
、
と
も
に
「
愚
弱
な
国
民
」
を
批
判
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
「
彼
ら
の
精
神
を
改
造
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

『
孔
乙
己
』
と
『
人
間
の
羊
』
は
、と
も
に
悲
劇
的
な
結
末
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い

る
。
孔
乙
己
は
丁
挙
人
に
打
た
れ
て
、足
を
折
っ
て
死
ん
だ
。「
若
い
教
員
」
は
被
害

者
の
「
赤
い
皮
ジ
ャ
ン
パ
ア
」
に
打
た
れ
て
、
警
官
に
無
視
さ
れ
、「
僕
」
に
嫌
わ
れ

て
、
狼
狽
し
て
い
る
。
孔
乙
己
は
死
ん
だ
。
彼
の
死
は
中
国
の
国
民
に
忘
れ
去
ら
れ

て
い
い
の
か
。「
若
い
教
員
」
は
現
実
の
状
況
に
狼
狽
し
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

し
か
し
、
大
勢
の
乗
客
の
前
で
、
外
国
兵
が
「
日
本
人
を
獣
あ
つ
か
い
に
し
て
楽
し

む
」
の
を
、
み
ん
な
で
黙
っ
て
見
て
い
ら
れ
る
の
か
。
孔
乙
己
の
抵
抗
も
、「
若
い
教

員
」
の
主
張
も
、「
鉄
の
部
屋
で
の
大
声
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

そ
の
「
鉄
の
部
屋
」
で
熟
睡
し
て
い
る
大
勢
の
人
の
中
の
「
数
人
が
起
き
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
鉄
の
部
屋
を
こ
わ
す
希
望
が
、
絶
対
に
な
い
と
は
い
え
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
い
う
魯
迅
の
叫
び
声
が
甦
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
作
品
は
と
も
に
絶
望
か
ら
希
望

を
展
望
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
若
い
教
員
」
の
主
張
に
対
し
て
は
、
道
路
工
夫

の
よ
う
な
人
が
呼
応
し
よ
う
と
し
た
が
、
孔
乙
己
の
死
に
対
し
て
は
、
店
の
人
々
は

一
年
過
ぎ
て
か
ら
、
彼
の
こ
と
を
「
も
う
何
も
い
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
相
違
点
が

あ
る
。『
孔
乙
己
』
が
現
実
の
真
っ
暗
な
闇
を
提
示
し
た
の
に
対
し
、『
人
間
の
羊
』

は
、
真
っ
暗
な
空
に
微
か
な
星
が
輝
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
作
品
の
背
景
を
探
っ
て
見
る
と
、『
孔
乙
己
』
は
一
九
一
九
年
三
月
に
書

か
れ
た
作
品
で
あ
り
、『
人
間
の
羊
』
は
一
九
五
八
年
二
月
、『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
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た
作
品
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
五
月
四
日
、
北
京
で
五
四
運
動
が
起
こ
っ
た
。
魯
迅

が
執
筆
し
た
時
期
は
ま
さ
に
「
そ
の
前
夜
」
で
あ
り
、
各
地
で
軍
閥
が
割
拠
し
、
混

戦
を
続
け
る
真
っ
只
中
で
、
中
国
の
未
来
は
先
行
き
不
透
明
で
希
望
の
持
て
な
い

真
っ
暗
な
も
の
に
映
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
、

「
孔
乙
己
」
の
よ
う
な
「
先
覚
者
」
は
当
然
、
周
囲
の
無
理
解
に
取
り
囲
ま
れ
、
み
ん

な
に
か
ら
か
わ
れ
る
対
象
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、大
江
健
三
郎
は
『
人
間
の
羊
』

の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
支
配
さ
れ
た
日
本
の
状
況
を
、
バ
ス
の
中
で
「
羊
」

に
さ
れ
て
も
黙
っ
て
見
過
ご
す
人
た
ち
と
、
こ
れ
に
反
発
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
に

よ
っ
て
比
喩
的
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
若
い
教
員
」が
下
し
た

決
断
と
「
孔
乙
己
」
の
態
度
の
間
に
あ
る
、
通
底
す
る
も
の
の
意
味
、
ま
た
異
な
る

も
の
の
意
味
に
つ
い
て
、
以
上
論
じ
て
き
た
。
と
に
か
く
、
魯
迅
は
「
孔
乙
己
」
を

描
く
こ
と
に
成
功
し
、
大
江
健
三
郎
は
、
混
沌
と
し
た
占
領
下
日
本
を
舞
台
に
「
孔

乙
己
」
像
を
再
現
し
た
と
言
え
よ
う
。

注①　
大
江
健
三
郎
『
鎖
国
し
て
は
な
ら
な
い
』（
講
談
社
、二
〇
〇
一
年
十
一
月
、二
一
四

頁
）。

②　

大
江
健
三
郎
『
持
続
す
る
志
』（
講
談
社
、
一
九
九
一
年
十
二
月
、
四
二
六
頁
）。

③　

大
江
健
三
郎
『
持
続
す
る
志
』（
講
談
社
、
一
九
九
一
年
十
二
月
、
四
二
七
、四
二
八

頁
）。

④　

レ
オ
ン
・
サ
ー
メ
リ
ア
ン
『
小
説
の
技
法

―
視
点
・
物
語
・
文
体

―
』
西
前
孝

監
訳
（
旺
史
社
、
一
九
八
九
年
二
月
、
六
七
頁
）。

⑤　

銭
理
群
『
魯
迅
作
品
十
五
講
』（
北
京
大
学
出
版
社
、二
〇
〇
三
年
九
月
、四
二
頁
）。

⑥　

王
富
仁
『
中
国
文
化
的
守
夜
人

―
魯
迅
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
三

月
、
一
六
四
〜
一
六
六
頁
）。

⑦　

王
富
仁
『
中
国
反
封
建
思
想
革
命
的
一
面
鏡
子

―
《
吶
喊
》《
彷
徨
》
総
論
』（
北

京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
八
月
、
二
一
七
頁
）。

⑧　

⑤
に
同
じ
、
四
二
頁
。

⑨　

③
に
同
じ
、
四
二
四
頁
。

⑩　

⑤
に
同
じ
、
四
一
頁
。

⑪　

⑥
に
同
じ
、
二
一
九
、二
二
〇
頁
。

⑫　

⑬
魯
迅
『
阿
Ｑ
正
伝
・
狂
人
日
記
』（
竹
内
好
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
四
月
、

十
三
頁
）。

⑭　

大
江
健
三
郎
『
死
者
の
奢
り
・
飼
育
』〔
解
説
〕（
江
藤
淳
、
新
潮
社
、
一
九
五
九
年

九
月
、
二
四
七
〜
二
四
八
頁
）。

⑮　

⑫
に
同
じ
、
十
二
、十
三
頁
。

⑯　
「
九
条
の
会
」
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
二
日
に
、
大
江
健
三
郎
や
加
藤
周
一
ら
を
中

心
に
結
成
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
現
在
、全
国
の
自
発
的
な
賛
同
組
織
「
○
○
九
条
の

会
」
や
「
九
条
の
会
○
○
」
等
の
数
は
七
四
四
三
に
達
し
て
い
る
。
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