
一
、
は
じ
め
に

｢

清
貧
譚｣

は
、
一
九
四
一
年
一
月
一
日
発
行
の

『

新
潮』

第
三
十
八
年

新
年
号

(

通
巻
四
百
三
十
六
号)

の

｢
創
作
特
輯
十
三
篇｣

欄
に
発
表
さ
れ
、

中
国
の
清
の
時
代
の
蒲
松
齢

『

聊
斎
志
異』
を
典
拠
と
す
る
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
一
九
四
〇
年

｢

戦
時
体
制
下｣

と
い
う
時
代
情
勢
と
の
関
わ
り

の
中
で
、
翻
案
さ
れ
た
こ
の
作
品
が
、
芸
術
者
と
生
活
者
と
い
う
二
項
対
立

の
枠
組
み
を
設
立
し
、
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
こ
と

の
内
実
を
問
い
、
物
語
に
お
け
る
黄
英
の
存
在
を
把
握
し
た
う
え
で
こ
の
作

品
の
寓
意
的
な
構
造
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

｢

以
下
に
記
す
の
は
、
か
の
聊
斎
志
異
の
中
の
一
篇
で
あ
る
。｣

と
い
う
冒

頭
の
部
分
、
そ
し
て
妻
の
津
島
美
知
子
と
門
人
の
小
山
清
と
の
証
言
も
あ
わ

せ
て
、
太
宰
治
の

｢

清
貧
譚｣

は
明
ら
か
に
田
中
貢
太
郎
訳
、
公
田
連
太
郎

註
の

『

聊
斎
志
異』

(

北
隆
堂
書
店
、
一
九
二
九
年
一
一
月)

に
よ
る
題
材

を
と
っ
た
翻
案
作
品
で
あ
る

(

１)

。
原
典
の

｢

黄
英｣

と

｢

清
貧
譚｣

と
の
詳
細

な
物
語
内
容
の
異
同
の
比
較
や
、
そ
の
比
較
に
よ
る
太
宰
治
の
創
作
意
図
の

究
明
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら

の
比
較
論
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、｢

黄
英｣

と

｢

清
貧
譚｣

と
の

違
い
を
簡
単
に
ま
と
め
る
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は

｢

黄
英｣

か
ら

｢

清
貧
譚｣

に
変
更
さ
れ
て
、
冒
頭
は
作
家
自
身
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
語
り
手

｢

私｣

に

よ
る
前
置
き
が
付
加
さ
れ
た
。
そ
し
て
物
語
の
舞
台
は
中
国
の
古
代
か
ら
日

本
の
江
戸
に
変
わ
り
、
登
場
人
物
も
馬
子
才
、
呂
氏

(

元
妻)

、
陶
生
、
黄

英
、
曾
生
の
五
人
の
人
物
を
、
馬
山
才
之
助
、
陶
本
三
郎
、
黄
英
と
い
う
三

人
の
人
物
に
絞
り
込
ん
で
い
る
。
内
容
の
構
成
は
、
平
板
な
描
写
を
用
い
て

｢

原
話
が
怪
異
の
世
界
を
描
く
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る

(

２)｣

の
に
対
し
て
、

｢

清
貧
譚｣

で
は
か
な
り
鮮
明
な
人
物
造
形
を
提
示
し
、
特
に
三
人
の
や
り

取
り
の
部
分
に
書
き
直
し
や
書
き
加
え
が
目
立
つ
。
馬
山
才
之
助

(

以
下
は

才
之
助
と
す
る)

、
陶
本
三
郎

(

以
下
は
三
郎
と
す
る)

、
黄
英
に
関
す
る
太

宰
の
人
物
造
形
は
、
原
典
よ
り
、
才
之
助
と
弟
の
三
郎
と
の
対
立
関
係
が
一

層
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
に
先
行
研
究
で
も
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

｢

清
貧
譚｣

の
同
時
代
評
か
ら
、
物
語
の
内
容
が
現
実
か
ら
離
れ
て
い
た
こ

と
、
作
者
の
実
人
生
と
結
び
付
き
、
寓
話
的
に
作
家
自
身
の
創
作
苦
悩
を
語
っ

た
の
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
同
時
代
に
お
け
る

読
解
を
継
承
し
、
以
降
作
品
の
解
釈
に
お
い
て
は
太
宰
治
自
身
の
問
題
に
還

元
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
続
い
て
き
た

(

３)

。

聊
斎
志
異
の
中
の
物
語
は
、
文
学
古
典
と
い
ふ
よ
り
は
、
故
土
の
口
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碑
に
近
い
も
の
だ
と
私
は
思
つ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
古
い
物
語
を
骨
子

と
し
て
、
二
十
世
紀
の
日
本
の
作
家
が
、
不
逞
の
空
想
を
案
配
し
、
か

ね
て
自
己
の
感
懐
を
託
し
以
て
創
作
也
と
読
者
に
す
す
め
て
も
、
あ
な

が
ち
深
い
罪
に
は
な
る
ま
い
と
考
へ
ら
れ
る
。
私
の
新
体
制
も
、
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
の
発
掘
以
外
に
は
無
い
や
う
だ
。

一
方
、
右
の
本
文
引
用
の
中
に
現
れ
る

｢

新
体
制｣

と
い
う
言
葉
が
既
に

無
視
で
き
な
い
存
在
と
し
て
、
歴
史
的
な
文
脈
と
の
関
連
性
の
観
点
か
ら
、

特
に
近
年
の
研
究
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
研
究
傾
向
と
し
て
は
、

同
時
代
の
新
体
制
運
動
、
基
本
国
策
要
綱
に
示
さ
れ
た
同
化
政
策
な
ど
の
時

局
的
言
説
を
積
極
的
に
導
入
し
、
テ
ク
ス
ト
の
新
し
い
読
み
方
を
示
す
試
み

が
あ
る
。
松
本
和
也
は
才
之
助
と
三
郎
と
の
対
立
点
は

｢

菊
を
市
場
経
済
に

ま
き
こ
ん
で
交
換
に
曝
す
こ
と｣

に
あ
り
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
是
非
を
問

う
一
面
を
内
包
し
た

(

４)

と
指
摘
す
る
。
松
田
忍
は

｢

植
民
地
主
義
、
帝
国
主
義｣

の
表
象
で
あ
る
陶
本
姉
弟

(

支
配
者)

と
才
之
助

(

被
支
配
者)

と
の
対
抗

が

｢

近
代
に
お
け
る
同
化
の
悲
劇｣

を
体
現
し
た

(

５)

と
述
べ
る
。
し
か
し
以
上

の
先
行
研
究
は
才
之
助
と
三
郎
と
の
関
係
の
内
実
、
黄
英
を
含
む
三
人
そ
れ

ぞ
れ
の
位
置
づ
け
な
ど
に
関
し
て
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
側
面
が
あ
り
、
改

め
て
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
同
時
代
の

文
脈
に
お
き
直
し
、
違
っ
た
同
時
代
の
視
座
か
ら
、｢

清
貧
譚｣

を
捉
え
直

し
た
い
。二

、
執
筆
背
景

山
内
祥
史
は
太
宰
治

｢

清
貧
譚｣

の
脱
稿
時
期
に
つ
い
て
一
九
四
〇

(

昭

和
十
五)

年
の
十
一
月
十
五
日
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る

(

６)

。
こ
の
時
点
に
あ

た
っ
て

｢

清
貧
譚｣

の
成
立
は
、
た
だ

｢

清
福｣

の
一
時
期
に
お
け
る
太
宰

治
の

｢

楽
し
い
時｣

の

｢

空
想｣

で
あ
っ
た
と
小
山
清
は
回
想
を
し
て
い
た

(

７)

。

し
か
し
、
重
要
な
の
は
作
家
の
個
人
史
上
の
位
置
付
け
に
回
収
す
る
だ
け
で

な
く
、
作
家
自
身
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
語
り
手
の

｢

私｣

が
、
こ
の
作
品
を

執
筆
す
る
際
の
創
作
方
法
と
創
作
態
度
を
時
代
状
況
と
接
続
し
な
が
ら
明
確

に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
本
作
品
が
執
筆
さ
れ
た

経
緯
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

日
中
戦
争
の
長
期
化
に
伴
い
、
日
本
本
土
に
お
い
て
も
一
九
三
九
年
後
半

か
ら
経
済
危
機
、
物
資
不
足
、
労
農
争
議
、
国
民
の
士
気
の
停
滞
な
ど
の
問

題
が
深
化
し
、
厳
し
い
状
況
に
面
し
て
い
た

(

８)

。
一
九
四
〇
年
六
月
二
十
四
日

近
衛
文
麿
と
そ
の
側
近
ら
は
、｢

内
外
未
曾
有
の
変
局
に
対
応
す
る
た
め
、

強
力
な
る
挙
国
政
治
体
制
を
確
立
す
る

(

９)｣

と
い
う
決
意
声
明
の
発
表
に
よ
っ

て
、
新
党
樹
立
を
中
心
に
し
て
、
政
治
・
経
済
・
文
化
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る

分
野
を
含
む
日
本
の
制
度
の
大
変
革
を
企
図
し
た

｢

新
体
制
運
動｣

に
乗
り

出
す
。
そ
の
う
ち
、
七
月
二
十
二
日
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
が
正
式
的
に
成

立
す
る
と
、
一
九
四
〇
年
後
半
の
新
聞
や
雑
誌
に
は

｢

生
活
新
体
制｣

、｢

文

学
の
新
体
制｣

や

｢

経
済
新
体
制｣

な
ど
の
用
語
が
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な

る
。｢

新
体
制｣

と
い
う
言
葉
は
当
時
の
社
会
の
中
で
広
く
使
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る

(�)
。

そ
し
て

｢

清
貧
譚｣

の
発
表
前
後
に
お
い
て
は
、
国
家
の
総
力
を
戦
争
に

集
中
し
、
日
本
国
内
の
す
べ
て
に
わ
た
る
統
制
と
動
員
の
た
め
、
米
、
塩
、

醤
油
な
ど
の
生
活
必
要
品
は
既
に
統
制
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
一
方
、

貴
金
属
や
高
級
衣
料
な
ど
の
奢
侈
品
に
つ
い
て
は
公
定
価
格
が
設
定
さ
れ
な

い
場
合
が
多
か
っ
た

(�)
。
抑
制
さ
れ
た
購
買
力
が
奢
侈
品
に
向
か
い
、
そ
の
生
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産
と
流
通
が
過
熱
す
る
と
い
う
奇
妙
な
事
態
も
生
じ
る
過
程
の
中
、
一
九
四

〇
年
七
月
七
日
、｢

政
府
は
低
物
価
政
策
の
遂
行
を
確
保
し
生
産
資
材
及
び

労
力
の
重
点
を
徹
底
し
併
せ
て
戦
時
国
民
生
活
の
刷
新
を
図
る
た
め
奢
侈
品
、

不
要
不
急
及
び
規
則
外
製
品
の
製
造
加
工
及
び
販
売
を
禁
止
す
る
方
針
を
決

し

(�)｣
、
所
謂
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
、
七
・
七
禁
止
令
が
公
布
さ
れ

た
。
同
年
の
八
月
、
国
民
精
神
総
動
員
本
部
は
更
に
、
銀
座
な
ど
東
京
市
内

の
繁
華
街
に

｢

ぜ
い
た
く
は
敵
だ
！｣

、｢

日
本
人
な
ら
ぜ
い
た
く
は
出
来
な

い
筈
だ｣

と
書
か
れ
た
立
て
看
板
を
凡
そ
一
五
〇
〇
ヵ
所
に
設
置
し
た

(�)

。

｢

戦
時
体
制｣

の
下
、
文
学
と
政
治
が
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た
時
代
の
中

に
、｢

新
体
制｣

と
い
う
政
治
上
の
指
導
精
神
の
確
立
と
共
に
、
現
実
生
活

に
も
影
響
を
及
ぼ
す
七
・
七
禁
止
令
の
公
布
に
よ
っ
て
、
文
学
の
赴
く
べ
き

方
向
も
改
め
て
問
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
次
は
、
こ
の
歴
史
的
な
新
局
面
に

対
し
、
当
時
の
文
芸
雑
誌
、
特
に

｢

清
貧
譚｣
の
発
表
誌
で
あ
る

『

新
潮』

の
行
方
に
注
目
す
る
。

一
九
四
〇
年
九
月

『

新
潮』

第
三
十
七
年
九
月
号
の

｢
文
学
者
と
し
て
近

衛
内
閣
に
要
望
す｣

と
い
う
ハ
ガ
キ
回
答
欄
に
お
い
て
は
、
太
宰
治
の
ほ
か

徳
永
直
、
和
田
伝
、
上
林
暁
、
石
川
達
三
、
亀
井
勝
一
郎
、
窪
川
鶴
次
郎
な

ど
の
二
十
四
名
の
現
役
文
学
者
達
が
積
極
的
に
回
答
し
、
自
ら
意
見
を
述
べ

て
い
る
。

・

殊
に
純
文
学
で
は
消
費
量
と
い
っ
て
も
大
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
ひ

ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
制
限
を
加
へ
な
い
で
貰
ひ
た
い
の
が
希
望
で
あ
り

ま
す
。(

徳
永
直)

・

文
学
者
も
、
文
学
者
で
あ
る
と
い
ふ
立
場
に
始
終
し
な
が
ら
、
一
つ
の

職
能
団
体
的
な
組
織
を
も
ち
、
新
体
制
に
協
力
し
よ
う
と
い
ふ
と
こ
ろ

ま
で
現
実
は
切
迫
し
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。(

和
田
伝)

・

文
学
者
の
生
々�
刺
た
る
精
神
を
出
来
る
だ
け
尊
重
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
芸
術
非
芸
術
に
つ
い
て
の
理
解

と
、
文
学
及
び
文
学
者
に
対
す
る
寛
厚
の
徳
と
を
親
し
い
内
閣
に
要
望

い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。(

上
林
暁)

・

唯
物
史
観
の
徹
底
検
討
。(

太
宰
治)

・

統
制
も
利
用
も
、
そ
れ
が
正
し
い
方
針
を
以
て
進
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、

吾
々
は
そ
れ
に
従
つ
て
、
そ
の
中
で
立
派
に
や
つ
て
行
け
る
と
信
ず
る

の
で
す
。
そ
の
點
、
芸
術
家
の
意
見
も
聞
い
て
、
正
し
い
立
案
を
さ
れ

た
い
と
思
ひ
ま
す
。(

石
川
達
三)

・

今
後
の
政
治
は
芸
術
的
直
観
力
を
そ
な
へ
た
雄
大
な
浪
漫
家
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
今
事
変
が
日
本
民
族
の
眞
の
昂
揚
で
あ
る
た
め
に
は
、
思

ひ
き
つ
た
高
度
の
芸
術
政
策
を
樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。(

亀
井
勝

一
郎)

・

文
学
、
芸
術
は
一
般
の
娯
楽
や
飲
食
店
や
風
紀
の
対
策
と
は
か
な
り
異

な
る
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。(

略)

文
学
、
芸
術
の
対
策
は
そ
の
特
殊

性
を
充
分
に
考
慮
し
て
専
門
家
の
協
力
意
見
を
俟
つ
て
遂
行
さ
れ
る
よ

う
期
待
し
た
い
。(

窪
川
鶴
次
郎)

―��―

���������



こ
の
ハ
ガ
キ
回
答
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
厳
し
い
統
制
環
境
に

お
い
て
も
、
文
学
の
重
要
性
が
語
ら
れ
、
文
学
者
と
し
て
の
立
場
も
尊
重
す

べ
き
だ
と
文
学
と
政
治
の
新
た
な
打
開
政
策
を
期
待
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
ほ
か
の
回
答
者
に
比
べ
て
、
太
宰
治
は
一

番
短
く

｢

唯
物
史
観
の
徹
底
検
討｣

と
い
う
一
言
し
か
投
稿
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
次
号
の

『
新
潮』

第
三
十
七
年
十
月
号
に
は

｢

芸
術
は
贅
沢
か
―

文
学
・
演
劇
・
絵
画
・
音
楽
に
つ
い
て｣

と
い
う
コ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
、
文

学
者
の
ほ
か
に
も
音
楽
評
論
家
、
劇
作
家
、
洋
画
家
合
計
八
人
が
各
自
の
専

門
か
ら
こ
の
主
題
を
論
述
し
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
う
ち
三
人
の
文
学
者
に

よ
る
記
述
で
あ
る
。

・

贅
沢
を
二
つ
に
分
け
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
無
用
の
贅
沢
と
有
用
の

贅
沢
。
芸
術
は
勿
論
、
有
用
の
贅
沢
に
属
す
る
。
強
力
政
治
こ
そ
、
芸

術
以
上
に
必
要
で
あ
る
。(

石
川
達
三

｢

塩
よ
り
芸
術｣)

・

つ
ま
り
は
七
・
七
禁
止
令
が
、
芸
術
方
面
に
牴
触
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
う
牴
触
す
る
か
と
い
ふ
意
味
で
の
試
問
に
す
ぎ

ぬ
と
私
は
解
釋
す
る
。(

…)

日
本
は
し
か
し
、
い
ま
や
理
想
実
現
の

た
め
に
新
し
い
建
設
に
邁
進
す
べ
く
、
積
極
的
な
態
勢
を
か
た
め
て
ゐ

る
と
こ
ろ
だ
。
む
し
ろ
文
化
の
推
進
力
を
絶
対
必
要
と
し
て
ゐ
る
場
合

だ
。(

岡
田
三
郎

｢

文
學
の
立
場
か
ら｣)

・

文
学
は
自
分
自
身
の
生
存
理
由
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
の
中
に
取
つ
て

も
必
要
な
の
で
あ
る
。
た
と
へ
文
壇
の
実
状
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ

ら
う
と
も
、
之
を
贅
沢
と
思
ふ
余
裕
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。(

中
島

健
蔵

｢

私
の
答
へ｣)

｢

芸
術
は
贅
沢
か
―
文
学
・
演
劇
・
絵
画
・
音
楽
に
つ
い
て｣

は
一
九
四

〇
年

『

新
潮』

十
月
号
の
一
つ
の
重
大
な
主
題
で
あ
り
、
内
容
抜
粋
か
ら
見

る
と
、
時
事
問
題
を
強
く
反
映
し
た
一
コ
ラ
ム
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

｢

国
民
生
活
上
真
に
必
要
な
る
物
品｣

の
み
を
生
産
し
、｢

不
急
不
要
な
る
物

品
や
奢
侈
贅
沢
品

(�)｣

を
禁
止
す
る
と
い
う
戦
時
下
の
強
力
な
宣
伝
の
影
響
の

た
め
、
当
然
米
、
塩
と
い
っ
た
よ
う
な
日
常
生
活
の
物
質
必
需
品
と
は
異
な

る
芸
術
の
存
在
は
問
題
視
さ
れ
、
文
芸
雑
誌
の

『

新
潮』

に
も

｢

芸
術
は
贅

沢
か｣

と
い
う
よ
う
な
命
題
が
出
て
き
た
の
だ
。｢

清
貧
譚｣

は
ま
さ
に
こ

う
い
う
前
後
関
係
の
中
に
、
一
九
四
〇
年
十
一
月
頃
脱
稿
さ
れ
、
翌
年
の

『

新
潮』

新
年
号
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

三
、｢

清
貧
譚｣

に
お
け
る

｢

議
論｣

太
宰
治
の

｢

清
貧
譚｣

で
は
、
登
場
人
物
は
三
十
二
歳
独
身
、
菊
の
花
に

ひ
た
す
ら
熱
中
す
る
馬
山
才
之
助
と
、
菊
の
精
の
弟
陶
本
三
郎
と
そ
の
姉
黄

英
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
は
あ
る
日

｢

佳
い
菊
の
苗｣

を
手
に
入
れ
た
才
之

助
が
帰
り
道
に
三
郎
達
と
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
、
三
人
が

同
居
す
る
生
活
の
中
で
菊
の
栽
培
を
め
ぐ
る
口
論
が
行
わ
れ
つ
つ
、
最
後
に

は
和
解
に
至
る
。
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は

｢

清
貧
譚｣

全
体
に

｢

議
論｣

と
い
う
言
葉
が
六
回
も
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
う
ち
一
回
は
冒
頭
の

｢

創

作
の
本
道
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
は
議
論
も
あ
る
事｣

で
あ
り
、
残
る
五
回
は
、

物
語
の
中
で
実
際
に
登
場
人
物
同
士
が
議
論
を
し
て
い
る
。
以
下
、
物
語
の

中
に
描
か
れ
た

｢
議
論｣

に
つ
い
て
、
時
間
順
に
従
っ
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
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第
一
回
目
は
初
秋
頃
の
あ
る
日
、
菊
の
花
の
栽
培
の
仕
方
に
関
す
る
理
論

知
識
の

｢

議
論｣

で
あ
る
。
姉
弟
と
巡
り
合
っ
て
、
そ
の
後
道
連
れ
と
な
っ

た
才
之
助
は
、
菊
の
花
を
め
ぐ
っ
て
、
弟
の
三
郎
と
興
奮
し
て
話
を
す
る
。

｢

菊
は
苗
の
良
し
悪
し
よ
り
も
、
手
当
の
仕
方
で
す｣

と
い
う
三
郎
の
主
張

に
対
し
、
才
之
助
は

｢

私
は
、
や
つ
ぱ
り
苗
が
良
く
な
く
ち
や
い
け
な
い
と

思
つ
て
い
る
ん
で
す
が｣

と
い
う
ふ
う
に
自
信
を
も
っ
て
反
論
し
た
が
、

｢

並
々
な
ら
ぬ
深
い
経
験
が
感
取
せ
ら
れ
る｣

三
郎
の

｢

簡
単
な
疑
問
の
呟

き｣

に
圧
倒
さ
れ
、
最
後
は

｢
理
論
な
ん
て
、
ば
か
ら
し
い
で
す
よ｣

と
言

う
し
か
な
い
。｢

自
信
を
失
っ
た｣
才
之
助
は
、｢

の
ん
き
に
菊
の
花
な
ど
議

論
し
て
ゐ
る
場
合｣

で
は
な
い
と
考
え
、｢

つ
と
め
口｣

を
探
し
た
い
と
い

う
三
郎
達
を
、
無
理
矢
理
に
家
ま
で
連
れ
て
き
た
。
自
分
が
実
際
に
作
っ
た

菊
の
花
を
見
せ
た
上
で
、
菊
作
り
の
実
践
で
三
郎
と
も
う
一
度
勝
負
す
る
こ

と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

第
二
回
目
は
そ
の
翌
朝
か
ら
始
ま
る
痩
馬
と
菊
畑
を
め
ぐ
っ
た

｢

議
論｣

で
あ
る
。
姉
黄
英
に
こ
っ
そ
り
逃
さ
れ
た
痩
馬
は
才
之
助
の
菊
畑
を
滅
茶
苦

茶
に
破
壊
し
た
。
腹
立
っ
た
才
之
助
に
対
し
て
、
三
郎
は

｢
こ
ん
な
菊
畑
な

ん
か
、
ど
う
で
も
い
い｣

と
言
い
放
ち
、
逆
に
逃
さ
れ
た
痩
馬
の
こ
と
を
惜

し
ん
で
い
た
。
こ
の
状
況
の
下
で
、
姉
が
弟
に
馬
を
逃
し
た
本
心
を
明
か
し
、

才
之
助
へ
の
報
恩
を
要
求
し
た
た
め
、
解
決
方
法
と
し
て
三
郎
は

｢

渋
々｣

才
之
助
の
菊
畑
を
直
し
た
。

第
三
回
目
は
そ
の
夜
、｢

楽
な
お
暮
し｣

の
た
め
に
菊
を
作
っ
て
売
る
こ

と
の
是
非
に
つ
い
て
の

｢

議
論｣

で
あ
る
。
三
郎
の
提
案
に
対
し
て
、
才
之

助
は
直
ち
に

｢

お
断
り
申
す
。
君
も
卑
劣
な
男
だ｣

、｢

花
を
売
っ
て
米
塩
の

資
に
す
る｣

の
は

｢

菊
を
凌
辱
す
る｣

こ
と
だ
と
強
く
反
発
す
る
。
三
郎
は

｢

む
っ
と
し
た
様
子
で｣

、｢

自
分
の
実
力
で
米
塩
の
資
を
得
る
事｣

は
決
し

て
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
才
之
助
の

｢

狷
介｣

な
性
格
が
問
題
で
は

な
い
か
と
言
い
返
す
。
結
果
と
し
て

｢

不
和
の
ま
ま
で｣

、｢

両
家
は
、
絶
交｣

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
四
回
目
は
、｢

秋
た
け
な
は｣

の
頃
に
行
わ
れ
た
菊
作
り
の
秘
密
に
関

す
る

｢

議
論｣

で
あ
る
。
こ
の
時
節
、
両
家
の
菊
畑
に
は
共
に
見
事
な
花
が

咲
い
て
い
る
。
優
等
な
菊
の
苗
か
ら
咲
い
た
才
之
助
の
花
に
比
べ
て
、
劣
等

な

｢

屑
の
苗｣

か
ら
咲
い
た
三
郎
の
花
は
よ
り
よ
く
出
来
て
い
た
。
こ
の
状

況
に
面
し
て
才
之
助
は
菊
作
り
の
理
論
に
も
実
践
に
も
完
全
に
敗
北
し
た
こ

と
を
自
覚
す
る
。
す
る
と
一
応
和
解
に
至
っ
て
、
両
者
は
往
来
を
始
め
た
が
、

才
之
助
は
諦
め
ず
に
菊
作
り
の
秘
密
を
三
郎
に
問
う
。
三
郎
は
、
命
が
け
で

菊
を
作
ら
な
い
と

｢

ご
は
ん
を
い
た
だ
く
事
が
出
来
な
い｣

自
分
に
は
秘
密

が
な
く
、
た
だ

｢

自
負
心
の
満
足｣

の
た
め
に
趣
味
で
菊
作
り
を
す
る
才
之

助
と
の
違
い
を
明
確
に
示
し
た
。
結
局
二
人
は｢

し
っ
く
り
行
か
な
か
つ
た｣

。

最
後
の

｢

議
論｣

と
な
る
の
は
翌
年
の
正
月
、
黄
英
の
縁
談
に
つ
い
て
で

あ
る
。
一
言
の
相
談
も
せ
ず
に
、
大
邸
宅
の
建
築
に
取
り
か
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
才
之
助
は
、
再
び
隣
家
と
絶
交
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
三
郎
は
姉
黄

英
の
縁
談
を
持
ち
込
ん
で
き
た
。
し
か
し
才
之
助
は
男
の
意
地
を
払
う
た
め

に
、
三
郎
の
入
り
婿
の
話
を
断
っ
た
。
結
果
と
し
て
再
び

｢

喧
嘩
わ
か
れ
に

な
つ
て
し
ま
つ
た｣

が
、
そ
の
夜
黄
英
が
蝶
に
変
身
し
才
之
助
の
茅
屋
に
嫁

入
り
す
る
。
五
回
目
の

｢

議
論｣

は
黄
英
の
登
場
を
導
く
。

以
上
、
時
間
順
に
従
っ
て
作
中
に
描
か
れ
る

｢

議
論｣

を
ま
と
め
た
。

｢

議
論｣
の
主
体
は
才
之
助
と
三
郎
で
あ
り
、
物
語
全
体
の
三
分
の
二
を
占

め
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
が
数
年
に
わ
た
っ
た
原
典

｢

黄
英｣

と
比
べ
て
、

｢

清
貧
譚｣

で
は
物
語
内
の
時
間
は
幅
が
切
り
詰
め
ら
れ
た
。
才
之
助
と
三

郎
と
の
衝
突
を
目
立
た
せ
、
集
中
的
に
描
い
て
い
る
。｢

菊
と
喜
怒
哀
楽
を

―��―
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共
に
し
て
生
き
て
行
く｣

と
語
る
才
之
助
に
対
し
、
菊
の
花
を
作
っ
て
売
っ

て
｢

ご
は
ん
を
い
た
だ
く｣

こ
と
に
重
き
を
置
く
の
が
三
郎
の
生
き
方
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の

｢

議
論｣

か
ら
見
る
と
、
三
郎
は
徹
底
的
な
生
活
主
義
者
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
才
之
助
は
芸
術
至
上
主
義
者
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
物

語
の
構
造
に
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
芸
術
者
と
生
活
者
と
の
対
立
関
係
が
明

ら
か
に
前
提
と
し
て
内
包
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
姉
の
名
前
が
後
半
で
紹
介
さ
れ
、
黄
英
と
し
て
正
式
に
登
場
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
才
之
助
と
の
や
り
取
り
の
部
分
に
は

｢

議
論｣

と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
原
典
に
お
け
る
馬
子
才
と
黄
英
と
の
衝
突
性
は

み
ら
れ
ず
、｢

清
貧
譚｣

に
お
け
る
才
之
助
と
黄
英
と
の
や
り
取
り
は
、
も

は
や

｢

議
論｣

と
い
う
言
葉
で
さ
え
語
ら
れ
て
い
な
い
。
別
居
提
案
の
主
体

が
原
典
の
黄
英
か
ら
才
之
助
に
変
更
さ
れ
、｢
清
貧
譚｣

の
黄
英
は
た
だ
の

傍
観
者
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
結
婚
後
、
才
之
助
の
行
動
は
結
局
自
作
自

演
の
一
人
芝
居
と
言
っ
て
も
よ
い
。
要
す
る
に

｢
清
貧
譚｣

に
お
い
て
、

｢

議
論｣

は
才
之
助
と
三
郎
の
間
に
鮮
明
な
対
立
の
形
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

た
後
、
黄
英
の
登
場
に
よ
り
、
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
と
語
り
手
の
存
在

｢

清
貧
譚｣

の
物
語
の
展
開
は
主
に
三
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

て
い
る
が
、
焦
点
人
物
は
お
お
む
ね
才
之
助
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
内
面
心

理
を
反
映
し
つ
つ
、
才
之
助
の
立
場
か
ら
描
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
、｢

清
貧
譚｣

で
は
姉
黄
英
と
弟
三
郎
の
立
場
か
ら
テ
ク
ス
ト

を
読
み
直
す
可
能
性
も
含
ま
れ
て
い
る
。
次
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
視
点
か

ら

｢

清
貧
譚｣

を
読
み
直
す
。

ま
ず
は
馬
山
才
之
助
の
視
点
。｢

祖
先
か
ら
の
多
少
の
遺
産｣

に
頼
っ
て
、

清
貧
で
あ
り
な
が
ら
も
、
才
之
助
は
毎
日
菊
作
り
の
単
純
な
生
活
に
満
足
し

て
い
た
。
そ
の
後
菊
作
り
に
才
能
の
あ
る
三
郎
と
の
出
会
い
か
ら
は
じ
め
て

自
信
を
失
っ
た
一
方
、
三
郎
の
菊
を
売
る
行
為
に
対
し
て
、
強
く
反
感
を
持
っ

て
い
る
。
だ
が
、
黄
英
と
結
婚
し
て
、
別
居
事
件
が
起
こ
っ
た
後
、
才
之
助

は
菊
作
り
に
も
清
貧
に
も
対
す
る
執
念
か
ら
解
放
さ
れ
、
将
棋
を
や
る
こ
と

で

｢

近
所
の
者｣

と
の
関
係
を
恢
復
し
、
新
た
な
人
生
を
呈
示
す
る
。
つ
ま

り
才
之
助
の
物
語
は
菊
の
精
と
ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
認
識
の
変
化
の
過

程
で
あ
る

(�)

。｢

つ
ま
ら
な
い
名
前
の
男｣

、｢

ひ
ど
く
貧
乏｣

、｢

ば
か
な
事｣

や

｢

心
に
も
な
い
つ
ら
い
宣
言｣

な
ど
、
才
之
助
の
人
物
造
形
に
語
り
手
は

か
な
り
主
観
的
な
感
情
を
入
れ
て
い
た
。

そ
し
て
陶
本
三
郎
の
視
点
。
姉
が
急
に
沼
津
を
嫌
が
っ
て

｢

江
戸
へ
出
た

い｣

と
主
張
し
た
た
め
、
三
郎
は
姉
を
連
れ
て
江
戸
に
上
が
る
。
小
田
原
の

近
く
か
ら
才
之
助
の
後
ろ
に
つ
い
て
行
き
、
気
づ
か
れ
る
と
自
ら
才
之
助
に

話
し
か
け
る
。
強
引
な
誘
い
に
よ
り
才
之
助
の
家
に
招
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
姉
の
意
思
に
従
っ
て
、
三
人
の
同
居
生
活
は
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
姉

の
恩
返
し
の
提
案
か
ら
、
三
郎
は
毎
日
命
が
け
で
菊
の
花
を
作
っ
て
売
っ
て
、

お
金
を
稼
ぐ
。
最
後
ま
で
菊
作
り
に
力
を
尽
く
し
た
三
郎
は
、
姉
の
警
告
を

無
視
し
酒
を
飲
ん
だ
後
人
間
の
姿
を
失
い
、
菊
の
正
体
に
戻
る
。

姉
は
、
三
郎
に
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
目
で
知
ら
せ
た
が
、
三
郎
は

平
気
で
杯
を
受
け
た
。

｢
姉
さ
ん
、
も
う
私
は
酒
を
飲
ん
で
も
い
い
の
だ
よ
。
家
に
お
金
も
、

た
く
さ
ん
た
ま
つ
た
し
、
私
が
ゐ
な
く
な
つ
て
も
、
も
う
姉
さ
ん
た
ち

は
一
生
あ
そ
ん
で
暮
せ
る
で
せ
う
。
菊
を
作
る
の
に
も
、
厭
き
ち
や
つ
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た
。｣

と
妙
な
事
を
言
つ
て
、
や
た
ら
に
酒
を
飲
む
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
か
ら
見
れ
ば
、
原
典
の
自
由
奔
放
さ
を
完
全
に
取
り
除
き
、
語

り
手
は
自
分
を
抑
え
、
束
縛
か
ら
脱
出
し
た
い
三
郎
の
悲
劇
的
な
一
面
を
呈

示
す
る
。
三
郎
の
物
語
は
姉
黄
英
へ
の
献
身
の
物
語
と
言
え
る

(�)

。

最
後
は
黄
英
の
視
点
で
あ
る
。
黄
英
は
才
之
助
の
こ
と
を
気
に
入
っ
て
い

る
。
自
ら
痩
馬
を
逃
し
て
、
三
郎
に
才
之
助
へ
の
報
恩
を
要
求
す
る
の
は
、

結
婚
の
財
産
を
蓄
積
す
る
た
め
で
あ
る
。
才
之
助
の

｢

男
の
意
地｣

に
対
し
、

世
俗
の
観
念
に
よ
ら
ず
嫁
入
り
す
る
黄
英
は
、｢

あ
な
た
の
潔
癖
も
、
あ
て

に
な
り
ま
せ
ん
わ
ね
。｣

と
直
ち
に
そ
の
内
実
を
見
抜
い
た
。
以
降
才
之
助

は

｢

剛
情
を
言
は
な
く
な｣

り
、｢

一
家
三
人｣

で
生
活
し
て
い
く
。
の
ち

に
弟
が
菊
に
変
身
し
、
菊
の
精
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
愛
情
を
用
い
て
才
之
助
に
敬
服
さ
れ
、
黄
英
は
い
よ
い
よ
愛
さ
れ
た
。

夫
の
愛
情
を
持
っ
て
、
豊
か
な
生
活
を
暮
し
て
い
る
黄
英
の
物
語
は
円
満
に

も
思
え
る
が
、
結
末
で
語
り
手
は

｢

哀
し
い
菊
の
精
の
黄
英｣

と
語
っ
て
い

る
。
黄
英
は

｢

い
つ
ま
で
も
ふ
つ
う
の
女
体
の
ま
ま
で
あ
っ
た｣
と
説
明
す

る
語
り
手
は
、
更
に

｢

原
文
に
書
か
れ
て
あ
る｣

と
強
調
す
る
。

冒
頭
の
部
分
で
時
代
状
況
と
の
接
続
を
明
確
に
示
し
た
語
り
手
の
存
在
は
、

物
語
が
始
ま
る
と
そ
の
姿
は
さ
ほ
ど
目
立
た
な
く
な
る
が
、｢

清
貧
譚｣
に

お
け
る
人
物
造
形
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
三
人
ぞ
れ
ぞ
れ
の
物
語

は
語
り
手
の
操
作
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
、
原
典
よ
り
立
体
化
し
て
い
る
。

五
、
結
び

｢

清
貧
譚｣

の
物
語
の
舞
台
は
日
本
の
江
戸
に
設
定
さ
れ
た
。
高
橋
宏
宣

は
、
江
戸
時
代
か
ら

｢

菊
へ
の
関
心
は
さ
ら
に
高
ま
り
、
江
戸
庶
民
は
菊
見

に
出
か
け
る
よ
う
に
な｣

り
、
菊
は

｢

人
々
の
投
機
や
利
殖
の
対
象
と
な
っ

た

(�)｣

と
述
べ
て
い
る
。
金
・
銀
・
銭
の
貨
幣
経
済
の
体
制
の
確
立
と
共
に
、

｢

江
戸
で
は
園
芸
が�
商
売�
と
し
て
成
立
し
て
い
た

(�)｣

。
そ
う
い
う
背
景
を

織
り
込
み
つ
つ
、
太
宰
治
は
意
図
的
に
中
国
の
古
代
か
ら
日
本
資
本
主
義
の

原
形
と
言
え
る
江
戸
に
舞
台
を
変
更
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
操

作
を
施
し
な
が
ら
翻
案
さ
れ
た

｢

清
貧
譚｣

に
お
い
て
太
宰
は
ど
う
い
う
寓

話
的
な
構
造
に
よ
っ
て
、
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
、
同
時
代
文
脈
と
関
連

づ
け
な
が
ら
、
改
め
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

｢

清
貧
譚｣

で
は
、
芸
術
者
の
才
之
助
と
生
活
者
の
三
郎
と
の
激
し
い

｢

議
論｣

を
描
き
出
し
、
語
り
手
は
最
初
か
ら
両
者
間
の
対
立
関
係
を
通
し

て
正
反
対
の
立
場
を
作
っ
た
が
、
黄
英
の
登
場
か
ら
最
後
和
解
に
達
し
た
展

開
は
、
こ
の
対
立
関
係
の
崩
れ
を
示
し
て
い
る
。
忽
ち
消
え
た
三
郎
は
あ
く

ま
で
才
之
助
と
黄
英
を
繋
ぐ
た
め
の
媒
介
者
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
結
局

三
郎
と
才
之
助
と
の
対
立
は
見
せ
か
け
の
対
立
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
な

お

｢

清
貧
譚｣

が
一
人
の
物
語
で
は
な
く
、
三
人
の
物
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
物
語
設
定
は
そ
も
そ
も
単
純
な
二
項
対
立
の
枠
組
み
を
拒
ん
で
い
た
と

い
え
よ
う
。
要
す
る
に

｢

清
貧
譚｣

の
中
に
芸
術
者
と
生
活
者
と
い
う
二
項

対
立
を
描
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
対
立
関
係
の
崩
れ
、
芸
術
者
と
生

活
者
の
二
元
論
を
打
ち
破
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
黄

英
の
存
在
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

作
中
に
お
け
る
前
四
回
の

｢

議
論｣

の
な
か
に
、
菊
の
精
の
姉
弟
は
才
之

助
の
土
地
を
借
り
て
菊
作
り
し
て
い
た
が
、
黄
英
を
め
ぐ
る
五
回
目
の

｢

議

論｣

の
前
提
は
、｢

大
邸
宅
の
建
築
に
取
り
か
か
つ
た｣

と
い
う
行
為
で
あ

り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
才
之
助
の
土
地
を
占
領
す
る
こ
と
で
あ
る

(�)

。｢

茅
屋
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の
一
端
に
、
ほ
と
ん
ど
密
着
す
る
く
ら
ゐ
で
あ
つ
た｣

と
い
う
状
況
に
直
面

し
て
才
之
助
は

｢

絶
交
し
よ
う｣

と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
両
家
の
矛
盾
を

解
決
す
る
た
め
に
、
黄
英
と
の
縁
談
は
三
郎
よ
り
提
出
さ
れ
る
。｢

二
十
歳

く
ら
ゐ
で
、
色
が
溶
け
る
ほ
ど
白
く
、
姿
も
す
ら
り
と
し
て
ゐ
た｣

と
描
か

れ
た
黄
英
は
、｢
三
十
二
歳
、
ひ
ど
く
貧
乏｣

、｢

つ
ま
ら
な
い
名
前
の
男｣

と
い
う
否
定
的
な
調
子
で
描
写
さ
れ
る
才
之
助
と
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
地
と
交
換
さ
れ
た
。
黄
英
は
三
郎
と
同
じ
菊
の
精
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

弟
三
郎
の
能
力
に
依
存
し
、
菊
作
り
は
一
度
も
し
な
い
。
菊
を
商
品
と
し
て

扱
っ
て
き
た
菊
の
精
の
姉
弟
、
男
性
側
の
三
郎
は
労
働
力
と
し
て
消
耗
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
女
性
側
の
黄
英
の
存
在
は
象
徴
化
さ
れ
、｢

い

つ
ま
で
も
ふ
つ
う
の
女
体
の
ま
ま
で｣
と
、
そ
の
正
体
ま
で
奪
わ
れ
て
い
た
。

黄
英
の
存
在
は
才
之
助
、
三
郎
の
間
で
展
開
さ
れ
る
男
同
士
の
対
立
を
打
ち

破
る
と
同
時
に
、
商
品
経
済
の
犠
牲
者
と
し
て
、
自
ら
の
身
体
を
売
買
交
換

の
条
件
に
さ
れ
た
一
面
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。｢
清
貧
譚｣

の
黄
英
は
決

し
て
支
配
者
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
同
時
代
文
脈
に
お
き
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
す
で
に
言
及

し
た
よ
う
に
、『

新
潮』

一
九
四
〇
年
九
月
号
の

｢

文
学
者
と
し
て
近
衛
内

閣
に
要
望
す｣

、
お
よ
び
同
誌
同
年
十
月
号
の

｢

芸
術
は
贅
沢
か
―
文
学
・

演
劇
・
絵
画
・
音
楽
に
つ
い
て｣

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
と
お
り
、
当
時

多
く
の
文
学
者
が
文
学
と
政
治
、
即
ち
芸
術
と
生
活
を
二
項
対
立
的
に
考
え

て
い
た
こ
と
と
も
関
連
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
太
宰
治
は
、
経
済

諸
関
係
が

｢

土
台｣

で
あ
り
、｢

土
台｣

は

｢

上
部
構
造｣

を
規
定
す
べ
き

だ

(�)

と
い
う
唯
物
史
観
の
基
本
的
な
考
え
に
対
し
、
異
議
を
呈
し
、
明
ら
か
に

同
じ
誌
面
に
掲
載
さ
れ
た
ほ
か
の
作
家
達
と
一
線
を
画
し
、
芸
術
と
生
活
の

二
元
論
を
批
判
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。｢

芸
術
は
贅
沢
か
ど
う
か｣

と

い
う
問
い
へ
の
回
答
は
ま
さ
し
く
才
之
助
と
三
郎
の
間
で
展
開
さ
れ
た

｢

議

論｣

そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
太
宰
治
は

｢

清
貧
譚｣

の
創
作

に
よ
っ
て
、
芸
術
者
と
生
活
者
と
い
う
二
元
論
で
は
芸
術
を
捉
え
ら
れ
な
い
、

む
し
ろ
そ
の
矛
盾
を
通
し
て
よ
り
高
い
立
場
で
芸
術
と
い
う
も
の
を
捉
え
る

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

清
貧
譚｣

に
お
け
る

｢

新
体
制｣

自

体
の

｢

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム｣

で
あ
り
、
当
時
の
近
衛
内
閣
の

｢

新
体
制｣

に

向
け
て
の
発
信
で
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、｢

近
所
の
者
と
将
棋
ば
か
り
さ
し
て
ゐ
た｣

と
語
ら
れ
た
才
之

助
の
新
生
活
に
つ
い
て
は
内
面
に
即
し
た
語
り
方
は
消
失
し
て
し
ま
っ
て
、

空
白
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
開
か
れ
た
終
わ
り
方
は
、
ま
さ
し
く
冒

頭
部
で
の
語
り
手

｢

私｣

に
よ
る
提
出
し
た

｢

議
論｣

と
い
う
言
葉
を
呼
応

し
て
円
環
を
な
す
。
い
わ
ば

｢

清
貧
譚｣

は
同
時
代
の
文
学
者
の
諸
言
説
を

め
ぐ
っ
た

｢

議
論｣

そ
の
も
の
を
寓
話
的
に
操
作
し
た
物
語
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

[

付
記]

｢

清
貧
譚｣

の
本
文
の
引
用
は
す
べ
て

『

太
宰
治
全
集
第
四
巻』

(

筑
摩
書
房
一
九
八
九
年
十
二
月)

に
拠
る
。

【

注
】

(
１)

山
内
祥
史

｢

解
題｣

『

太
宰
治
全
集
第
四
巻』

(

筑
摩
書
房
一
九
八
九

年
十
二
月)

(

２)
鴇
田
亨

｢

太
宰
治

『

清
貧
譚』

論｣
(『

言
文』

一
九
九
三
年
一
月)

(

３)

村
松
定
孝

｢

太
宰
治
と
中
国
文
学
―

『

清
貧
譚』

と

『

竹
青』

に
つ

い
て｣

(『
比
較
文
学
年
誌』

第
五
号
一
九
六
九
年
三
月)

、
鈴
木
二
三
雄

｢

太
宰
治
と
中
国
文
学

(

二)

―

『

清
貧
譚』

と

『

竹
青』｣

(『

立
正
大
学
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国
語
国
文』

第
七
号
一
九
六
九
年
三
月)

、
奥
野
健
男

｢

解
説｣

(

太
宰
治

『
御
伽
草
子』

新
潮
文
庫
、
一
九
七
二
年)

は
代
表
的
論
考
と
し
て
、
以

後
の
先
行
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

(

４)

松
本
和
也

｢

新
体
制

(

言
説)

の
中
で
菊
を�
作
る
こ
と
／
売
る
こ

と�
―

『
清
貧
譚』｣

(『

昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る
―
新
人
・

太
宰
治
・
戦
争
文
学』

立
教
大
学
出
版
会
二
〇
一
五
年
四
月)

(

５)

松
田
忍

｢

中
国
文
学
と
太
宰
治
―

『

聊
斎
志
異』

｢

黄
英｣

と

｢

清

貧
譚｣｣

(『

言
語
文
化
学
研
究

日
本
語
日
本
文
学
編』

二
〇
一
八
年
三

月)

(

６)

山
内
祥
史

｢

解
題｣

前
掲
、
注
①

(

７)
｢

そ
の
日
太
宰
さ
ん
の
机
の
上
に
は
、
田
中
貢
太
郎
訳
の

｢

聊
斎
志

異｣

の
原
文
の
箇
所
が
ひ
ら
か
れ
て
あ
つ
た
。
翻
訳
を
し
て
ゐ
る
の
か
と

問
ふ
と
、
翻
案
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
答
で
あ
つ
た
。
翻
案
と
い
ふ
言
葉
は

使
は
な
か
つ
た
が
。｢

黄
英｣

に
取
材
し
た

｢

清
貧
譚｣

を
執
筆
さ
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
原
文
を
読
ん
で
ゐ
る
と
色
々
空
想
が
湧
い
て
き
て
楽
し

い
と
云
つ
た
。｢

清
貧
譚｣

は
ま
も
な
く

｢

新
潮｣

に
発
表
さ
れ
た
。
太

宰
さ
ん
の
特
色
が
よ
く
窺
は
れ
る
作
品
で
あ
ら
う
。
私
の
好
み
を
云
へ
ば
、

太
宰
さ
ん
の
作
品
の
中
で
も
好
き
な
方
で
あ
る
。
思
ふ
に
、
こ
の
頃
は
太

宰
さ
ん
と
し
て
も
新
し
く
結
婚
し
て
再
び
東
京
に
来
て
新
居
を
営
み
、
一

生
懸
命
の
時
で
あ
つ
た
の
だ
ら
う
。
ま
た
楽
し
い
時
で
も
あ
つ
た
ろ
う
。

｢

清
貧
譚｣

な
ど
も
そ
の
間
の
消
息
を
伝
へ
て
く
れ
る
作
品
の
一
つ
だ
と

思
ふ
。
太
宰
さ
ん
の
気
持
の
上
で
は

｢

清
福｣

の
一
時
期
で
は
な
か
つ
た

ろ
う
か
。�
も
健
康
で
あ
つ
た
し
、
気
分
も
明
る
か
つ
た
。
住
居
も
綺
麗

で
あ
つ
た
。｣

(

小
山
清

｢

風
貌
―
太
宰
治
の
こ
と
―｣

『

小
山
清
全
集』

筑
摩
書
房
一
九
六
九
年)

(

８)

赤
木
須
留

『

近
衛
新
体
制
と
大
政
翼
会』

(

岩
波
書
店
一
九
八
四
年

一
月)

(

９)

東
京
朝
日
新
聞
夕
刊
一
頁

(

一
九
四
〇
年
六
月
二
五
日)

(

10)

野
間
佐
和
子

『

昭
和
二
万
日
の
全
記
録

一
億
の

｢

新
体
制｣』

(

講

談
社
一
九
八
九
年
二
月)

(

11)

一
九
四
〇
年
七
月
、
七
・
七
禁
止
令
に
つ
い
て
、｢

今
回
の
奢
侈
品

等
製
造
販
売
規
則
の
目
的
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は

消
費
規
正
の
強
化
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
所
謂
規
格
外
品
の
禁
止
で
あ
る
。

我
国
の
現
状
か
ら
見
て
消
費
規
正
の
強
化
が
緊
急
の
必
要
で
あ
る
こ
と
は

い
ふ
迄
も
な
い
本
規
制
の
制
度
も
寧
ろ
遅
か
っ
た
と
思
ふ
位
で
あ
る
。
こ

の
規
制
の
狙
っ
て
ゐ
る
効
果
は
色
々
あ
る
、
戦
時
経
済
上
大
切
な
資
材
や

動
力
労
力
等
が
戦
時
に
不
急
不
要
な
る
物
品
や
奢
侈
贅
沢
品
の
製
造
販
売

に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
止
め
て
、
之
を
戦
時
国
民
生
活
上
眞
に
必
要
な
る

物
品
の
製
造
販
売
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
そ
の
第
一
で
あ
る
。｣

と
藤
原

銀
次
郎
は
解
説
し
て
い
る
。(

｢

な
ぜ
本
令
を
つ
く
つ
た
か
―
藤
原
商
相

は
語
る｣

『

七
・
七
禁
止
令
の
解
説』

日
本
経
済
研
究
会

伊
藤
書
店
一

九
四
〇
年
七
月)

(

12)

東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
二
頁

(

一
九
四
〇
年
七
月
六
日)

(

13)
『

昭
和
二
万
日
の
全
記
録

一
億
の

｢

新
体
制｣』

前
掲
、
注
⑩

(
14)

『

七
・
七
禁
止
令
の
解
説』

前
掲
、
注
⑪

(
15)

米
田
幸
代

｢

太
宰
治

『

清
貧
譚』

論｣
(『

同
志
社
国
文
学』

二
〇
〇

二
年
三
月)

、
久
保
田
裕
子

｢

教
科
書
の
中
の
太
宰
治
―
教
材
と
し
て
の

『

清
貧
譚』｣

(『

国
文
学：

解
釈
と
鑑
賞』

二
〇
〇
八
年
三
月)

(

16)

木
村
小
夜

｢

太
宰
治

｢

清
貧
譚｣

論
―
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
追
放

さ
れ
な
い
男｣

(『
太
宰
治
の
虚
構』

和
泉
書
院
二
〇
一
五
年
二
月)

―��―
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(
17)

高
橋
宏
宣

｢

太
宰
治

『

清
貧
譚｣

に
お
け
る
〈
江
戸〉｣

(『

解
釈』

第
五
一
号
二
〇
〇
五
年
七
月)

(

18)
小
沢
詠
美
子

『

お
江
戸
の
経
済
事
情』

(

東
京
堂
出
版

二
〇
〇
二
年)

(

19)
｢

つ
ま
り

『

清
貧
譚』

に
お
い
て
、
才
之
助

(

被
支
配
者)

に

｢

一

言
の
相
談
も
せ
ず｣

、
陶
姉
弟

(

支
配
者)

が

｢

大
邸
宅
の
建
築
に
取
り

か
か
つ
た
。｣
と
い
う
行
為
は
侵
略
を
意
味
す
る
。｣

と
松
田
忍
は
指
摘
し

て
い
る
。(

松
田
忍
前
掲
、
注
⑤)

(

20)

日
本
史
広
辞
典
編
集
委
員
会
編

『

日
本
史
広
辞
典』

(

山
川
出
版
社

一
九
九
七
年)

(

し
ゅ
う
・
き
ゆ

千
葉
大
学
大
学
院
人
文
公
共
学
府
博
士
後
期
課
程
在
学)
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