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漱
石
氏
の
作
も
た
い
て
い
は
読
ん
で
い
る
︒﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂

や
﹁
猫
﹂﹁
幻
影
の
盾
﹂
等
相
応
に
面
白
く
読
ん
だ
︒
創
作
家
の

ほ
と
ん
ど
な
い
官
大
学
の
人
と
し
て
は
珍
ら
し
い
と
思
っ
た
︒
し

か
し
以
上
の
作
も
二
度
読
み
返
す
と
さ
っ
ぱ
り
興
味
が
な
い
︒
落

語
家
的
口
調
が
多
く
て
鼻
に
つ
い
て
不
快
に
な
る
︒
氏
は
性
格
を

写
す
技
倆
は
さ
ら
に
な
い
︒﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
の
ご
と
き
も
︑
淡

泊
で
気
象
の
強
い
人
間
を
描
こ
う
と
し
て
︑
一
の
類
型
的
人
物
を

作
り
上
げ
た
の
だ
︒
氏
は
他
の
作
家
が
千
人
に
一
人
し
か
な
い
人
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間
を
写
す
と
い
っ
て
批
難
す
る
が
︑
千
人
中
の
一
人
と
い
う
特
別

の
人
物
で
も
実
際
界
に
存
在
す
れ
ば
描
く
に
足
る
価
値
が
十
分
あ

る
︒
氏
の
作
に
は
ち
ょ
っ
と
見
て
あ
り
そ
う
で
そ
の
実
今
日
の
時

代
に
生
存
し
て
い
そ
う
で
な
い
人
物
が
多
い
︒﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂

の
中
の
幇
間
的
画
家
や
そ
の
他
の
人
物
は
類
型
的
人
物
で
︑
し
か

も
誇
張
し
て
あ
る
︒
こ
の
点
は
よ
ほ
ど
鏡
花
に
似
て
い
る
︒
鏡
花

の
作
は
夢
幻
的
だ
の
詩
趣
が
あ
る
だ
の
と
言
わ
れ
て
い
た
が
︑
予

は
こ
の
ご
ろ
彼
れ
の
﹃
婦
系
図
﹄
を
読
ん
で
︑
少
し
も
夢
幻
的
で

も
な
く
超
然
的
で
も
な
く
︑
そ
の
江
戸
通
が
り
と
変
挺
な
一
種
の

人
生
観
が
出
て
い
る
の
で
︑
溜
ま
ら
な
く
厭
に
な
っ
た
︒
彼
れ
は
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昔
か
ら
芸
者
崇
拝
通
人
崇
拝
学
者
嫌
い
女
学
生
嫌
い
︑
慈
善
家
嫌

い
と
い
う
よ
う
な
浅
薄
な
人
生
観
を
持
っ
て
い
て
︑
そ
れ
か
ら
割

出
し
て
故
意
に
一
を
崇
め
︑
一
を
貶
す
る
筆
法
で
書
い
て
い
る
︒

個
人
と
し
て
は
芸
者
が
好
き
で
あ
ろ
う
が
︑
女
学
生
が
厭
で
あ
ろ

う
が
︑
ど
う
で
も
よ
い
と
し
て
︑
制
作
に
取
り
掛
っ
た
時
は
﹁
芸

者
﹂
と
か
﹁
女
学
生
﹂
と
か
い
う
類
型
的
好
悪
の
念
に
駆
ら
れ
ず
︑

個
々
の
人
物
に
つ
い
て
も
っ
と
深
く
観
察
し
た
ら
よ
か
ろ
う
︑
漱

石
氏
は
さ
す
が
に
学
殖
が
あ
る
だ
け
︑
鏡
花
ほ
ど
浅
薄
で
も
な
い

が
︑
そ
の
人
生
に
対
す
る
考
は
一
種
の
道
学
先
生
で
あ
る
︑﹁
野

分
﹂
や
﹁
二
百
十
日
﹂
を
見
れ
ば
常
識
的
道
徳
小
説
の
臭
い
が
漲
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っ
て
い
る
︒
氏
は
イ
ブ
セ
ン
な
ど
に
比
ぶ
れ
ば
︑﹁
退
き
場
所
を

の

持
っ
て
い
る
だ
け
え
ら
い
﹂
と
悟
っ
た
ふ
う
な
口
を
利
い
て
い
た

け
れ
ど
︑
吾
人
に
は
そ
う
信
じ
ら
れ
ぬ
︒
氏
の
作
を
見
る
と
︑
氏

は
与
え
ら
れ
た
道
徳
に
跼
蹐
し
て
る
人
で
︑
今
の
家
庭
小
説
家

き
ょ
く
せ
き

と
多
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
も
し
も
氏
が
そ
の
み
ず
か
ら
い

う
ご
と
く
禅
的
態
度
で
︑
真
に
世
上
紛
々
の
こ
と
︑
老
病
死
苦
に

超
越
し
て
る
の
な
ら
︑
何
で
﹁
野
分
﹂
等
の
娑
婆
臭
い
も
の
が
書

け
よ
う
︒
要
す
る
に
氏
は
超
越
し
た
つ
も
り
な
の
だ
︒
吾
人
も
現

実
に
苦
ん
で
る
よ
り
は
︑
で
き
る
こ
と
な
ら
超
越
し
た
い
が
︑
生

き
て
る
間
は
で
き
ぬ
相
談
だ
︒
超
越
し
て
る
と
思
っ
て
る
時
は
︑
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そ
れ
は
己
を
欺
い
て
る
の
で
︑
現
実
に
接
触
す
れ
ば
す
ぐ
壊
れ
て

し
ま
う
︒

同
じ
俳
人
で
も
戸
川
残
花
氏
の
ご
と
き
は
多
少
現
実
を
離
れ
て

﹁
退
き
場
所
﹂
を
持
っ
て
い
る
︒
少
く
も
超
越
的
分
子
に
お
い
て

は
漱
石
氏
と
段
違
い
だ
︒﹁
露
と
く

く
試
み
に
浮
世
す
す
が
ば

や
﹂
の
滋
味
を
多
少
理
解
し
て
い
る
︒﹁
浮
世
三
分
五
厘
﹂
の
域

に
住
ん
で
い
る
︒
夏
目
氏
は
こ
こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
︒
だ
か
ら

第
二
義
道
徳
の
境
に
う
ろ
う
ろ
し
て
﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
を
し
て
︑

、
、
、
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
俗
物
を
罵
倒
せ
し
め
︑﹁
野
分
﹂
や
﹁
二
百
十
日
﹂

に
お
い
て
岩
崎
な
ど
を
気
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
ま
だ
悟
れ
な
い
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か
ら
小
説
も
書
け
る
ん
だ
ろ
う
︒
終
に
言
う
氏
の
従
来
の
作
中
で

は
︑﹁
幻
の
盾
﹂﹁
猫
﹂
等
が
佳
作
で
︑
評
判
の
﹁
草
枕
﹂
は
部

分
部
分
に
佳
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
︑
全
体
と
し
て
感
心
せ
ぬ
︒

︵
明
治
四
十
一
年
三
月
︑﹁
中
央
公
論
﹂︶
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