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壷思

三

は
 
じ
 
め
 
に

 
太
宰
治
の
「
如
是
我
聞
」
 
（
『
新
潮
」
昭
2
3
・
3
、
5
～
7
）
に
、
志
賀
直

哉
を
糾
弾
し
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

 
 
 
お
ま
へ
は
い
っ
た
い
、
貴
族
だ
と
思
っ
て
み
る
の
か
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で

 
 
さ
へ
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
お
ま
へ
の
弟
に
対
し
て
、
お
ま
へ
が
ど
ん
な
態

 
 
度
を
と
っ
た
か
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
て
ん
で
書
け
な
い
ぢ
や
な
い
か
。

 
 
…
（
申
略
）
…
強
い
と
い
ふ
こ
と
、
自
信
の
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
．

 
 
何
も
作
家
た
る
も
の
の
重
要
な
條
件
で
は
な
い
の
だ
。

 
長
い
間
私
は
こ
の
高
ぶ
っ
た
、
唐
突
と
も
言
う
べ
き
件
に
こ
だ
わ
っ
て
き

た
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
表
出
の
背
景
に
太
宰
の
い
か
な
る
感
情
が
ひ
め
ら

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

 
志
賀
の
「
貴
族
」
性
を
他
者
へ
の
無
関
心
さ
・
冷
淡
さ
に
み
る
と
い
う
の
が

こ
こ
で
の
構
図
で
あ
る
。
 
「
萢
の
犯
罪
」
の
執
筆
の
動
機
に
ふ
れ
て
「
ど
う
し

て
も
二
人
が
両
立
し
な
い
場
合
に
は
自
分
が
死
ぬ
よ
り
女
を
殺
す
方
が
ま
し
」

（
「
創
作
余
談
」
）
と
言
い
切
る
志
賀
に
、
他
者
へ
の
共
感
の
欠
如
を
み
る
の

は
あ
る
意
味
で
は
容
易
な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
弱

み
」
が
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
せ
ず
、
む
し
ろ
長
所
と
な
．
り
う
る
と
こ
ろ

に
志
賀
の
独
自
さ
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
太
宰
に
は
十
分
承
知
の
こ
と
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

 
「
如
是
我
聞
」
で
の
志
賀
攻
撃
に
太
宰
の
一
種
の
「
甘
え
」
が
う
か
が
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
注
1

る
こ
と
は
発
表
直
後
か
ら
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
時
期
ま
で
の
太
宰

に
志
賀
へ
の
憧
憬
と
も
呼
ぶ
べ
き
感
情
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ

注
2

る
。
そ
の
際
太
宰
が
魅
か
れ
た
一
つ
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
心
情
の
揺
れ
を
あ
え

て
断
ち
切
れ
る
志
賀
の
精
神
の
強
靱
さ
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
例
え
ば
、
 
「
富

嶽
百
景
」
に
お
け
る
「
私
」
は
、
御
坂
峠
へ
や
っ
て
き
た
遊
女
の
「
暗
く
、
わ

び
し
く
、
即
ち
ゆ
居
れ
な
い
風
景
」
を
眼
の
当
り
に
し
て
、
内
心
の
波
立
ち
を

お
さ
え
き
れ
な
い
で
い
る
。

 
 
 
私
は
、
た
だ
、
．
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
苦
し
む
も
の
は
苦
し

 
 
め
。
落
ち
る
も
の
は
落
ち
よ
。
私
に
関
係
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が

 
 
世
の
中
だ
。
さ
う
無
理
に
つ
め
た
く
装
ひ
、
か
れ
ら
を
見
下
ろ
し
て
る
る

 
 
の
だ
が
、
私
は
か
な
り
苦
し
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
3

 
作
申
「
『
私
」
の
倫
理
性
が
、
も
っ
と
も
明
確
に
出
て
い
る
」
と
さ
れ
る
場

面
で
あ
る
が
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
む
し
ろ
太
宰
が
力
点
を
置
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い
た
の
は
、
い
わ
ば
表
現
者
と
生
活
者
と
の
軋
み
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
で
「
私
」
、
は
現
前
す
る
実
相
を
凝
視
し
、
そ
の
上
で
自
己
の
真
実
を
樹
立

す
る
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
て
い
る
。
そ
の
必
要
性
と
は
、
 
「
地
獄
の
様
々
の

谷
に
在
る
亡
者
た
ち
を
、
た
だ
、
み
て
、
と
ほ
る
と
い
う
「
ダ
ン
テ
の
強
さ
」

（，

u
思
案
の
敗
北
」
）
下
す
な
わ
ち
、
非
情
と
も
み
ま
ち
が
え
か
ね
な
い
、
自

己
主
体
の
強
力
な
把
持
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
面
、
す
ぐ
に
「
無
理

に
つ
め
た
く
装
ひ
」
と
か
「
苦
し
」
い
と
か
と
表
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
揺
り
返

し
が
く
る
の
で
あ
る
。
強
力
な
自
己
把
握
の
必
要
性
を
痛
感
し
つ
つ
も
そ
れ
に

徹
し
き
れ
な
い
で
い
る
太
宰
と
比
較
し
て
、
お
よ
そ
志
賀
に
は
た
め
ら
い
が
な

い
。
．
い
か
に
共
感
を
よ
せ
よ
う
と
も
、
志
賀
は
自
ら
の
限
界
を
認
識
し
た
場
合

に
は
、
あ
え
て
他
者
を
切
る
と
い
う
主
体
の
「
強
さ
」
を
発
揮
す
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
「
灰
色
の
月
」
に
お
け
る
「
私
」
の
、
 
「
子
供
」
へ
の
関
わ
り
が

そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
太
宰
の
心
情
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
両
者
の
関
わ
り
を
考
察
し
た

も
の
に
、
神
西
清
の
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
へ
の
脱
出
一
太
宰
治
の
場
合
一
」
 
（
『
個

性
」
昭
2
3
・
1
0
）
な
る
一
文
が
あ
る
。
両
者
の
関
わ
り
を
論
じ
る
上
で
不
可
欠

と
も
い
う
べ
き
こ
の
論
考
で
、
神
西
は
「
自
然
に
お
け
る
個
我
の
絶
対
専
制
」

と
い
う
「
自
意
識
」
の
「
強
烈
さ
」
と
い
う
点
で
は
二
人
は
全
く
等
価
な
の
で

あ
り
、
 
「
如
是
我
聞
」
は
そ
の
最
た
る
徴
表
で
あ
る
と
云
う
。

 
 
 
太
宰
治
が
志
賀
的
世
界
の
地
理
の
通
暁
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

 
 
み
る
。
そ
こ
に
は
同
質
者
ど
う
し
の
問
な
ら
で
は
到
底
望
む
べ
か
ら
ざ
る

 
 
み
ご
と
に
浸
透
的
な
理
解
が
あ
り
、
同
時
に
同
質
者
ど
う
し
の
間
に
避
く

 
 
べ
か
ら
ざ
る
烈
し
い
反
擾
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

 
主
体
の
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
こ
ま
で
太
宰
の
心
情
を
み
て
き
た
。

こ
う
い
う
事
情
以
上
に
、
冒
頭
の
引
用
箇
所
が
唐
突
に
響
き
か
つ
太
宰
の
屈
折

し
た
心
理
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
「
弟
」
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
．

る
。
 
「
弟
」
が
弱
き
他
者
の
代
名
詞
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き

る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
志
賀
の
「
強
」
さ
、
そ

の
自
信
と
対
峙
さ
せ
る
に
、
な
ぜ
実
生
活
上
の
「
弟
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
実
質
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
。
そ
の
一
切
が
説
明
抜
き
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

 
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
「
生
活
と
文
学
」
と
を
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ど
り
わ
け
、
そ
の
開
花
を
培
っ
た
「
生
家
」
と
の
関

係
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
そ
の
一
手
段
と

し
て
家
に
お
け
る
兄
と
弟
と
の
位
置
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
絞
り
た
い
。
そ
の

際
、
「
同
質
者
ど
う
し
の
」
「
理
解
」
と
「
心
嚢
」
と
い
う
神
西
の
先
の
視
点

が
有
効
な
手
が
か
り
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

1

 
小
山
清
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
十
五
年
の
初
秋
、
太
宰
は
当
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
4

の
信
条
を
「
生
活
は
弱
く
、
文
学
は
強
く
。
」
と
披
渥
し
た
と
い
う
。
そ
の
距
離

を
さ
て
お
け
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
太
宰
が
生
活
と
い
う
次
元
と
文
学
と
い
う
そ

れ
と
の
間
に
落
差
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
．
か
し
、
こ
の
落

差
は
き
わ
め
て
微
妙
な
も
の
と
言
っ
て
い
い
。
美
知
子
夫
人
が
著
わ
し
た
『
回

想
の
太
宰
治
」
 
（
人
文
書
院
、
昭
5
3
・
5
）
に
は
、
文
学
や
美
術
と
い
う
ご
く

限
ら
れ
た
領
域
に
の
み
想
い
を
こ
ら
し
、
日
常
的
な
事
象
に
は
お
よ
そ
無
関
心

で
あ
っ
た
太
宰
治
の
姿
が
在
り
在
り
と
現
れ
て
い
る
。
最
も
身
近
な
生
活
者
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ

眼
か
ら
み
れ
ば
、
太
宰
は
己
の
「
心
象
風
景
に
の
み
生
き
」
、
そ
れ
を
い
か
に
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作
品
化
す
る
か
と
い
う
「
金
の
卵
を
抱
」
き
つ
づ
け
た
男
で
し
が
な
か
っ
た
。

と
港
に
、
 
「
生
活
」
不
在
の
太
宰
に
あ
っ
て
そ
の
唯
一
の
例
外
が
除
籍
さ
れ
た

生
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
先
の
回
想
は
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
 
「
東
京
は
や
は

り
異
郷
で
、
旅
さ
き
に
あ
る
気
持
で
一
生
を
過
ご
し
た
」
、
 
「
自
分
の
か
せ
ぎ

で
得
た
金
で
生
活
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
は
、
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
等
の
夫
人

の
証
言
は
、
 
「
生
活
」
と
い
う
時
の
太
宰
が
何
を
意
識
し
て
い
た
か
を
明
白
に

示
し
て
い
よ
う
。
生
家
に
つ
い
て
太
宰
は
「
悶
悶
日
記
」
 
（
『
文
芸
」
昭
1
1
．

6
）
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
 
百
五
十
万
の
遺
産
が
あ
っ
た
と
い
ふ
。
い
ま
は
、
い
く
ら
あ
る
か
、
か

 
 
い
も
く
、
知
れ
ず
。
八
年
前
、
除
籍
さ
れ
た
。
実
兄
の
情
に
依
り
、
け
ふ

 
 
ま
で
生
き
て
来
た
。

 
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
そ
の
生
家
が
資
産
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
生
家
か
ら
除

籍
さ
れ
た
身
で
あ
る
こ
と
、
兄
文
治
が
父
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
、

周
知
の
事
実
を
確
認
す
れ
ば
こ
と
た
り
る
。

 
そ
の
質
こ
そ
異
な
れ
、
生
家
が
資
産
家
で
あ
っ
た
点
で
は
志
賀
直
哉
も
同
様

で
あ
る
。
年
譜
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
三
年
頃
、
五
・
六
万
で
あ
っ
た
志
賀
家

の
資
産
は
明
治
四
十
五
年
段
階
で
蝕
六
十
万
を
越
し
て
い
た
と
い
う
。
津
島
家

-
め
資
産
が
大
正
五
年
で
、
「
五
十
五
万
倒
」
 
（
「
全
国
五
十
万
以
上
資
産
家
e
」

時
事
新
報
」
大
5
・
3
・
3
0
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
志
賀

家
の
そ
れ
が
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
両
者
の
文
学
が
永

遠
の
「
青
春
文
学
」
 
（
申
村
光
夫
「
鼎
談
太
宰
治
」
 
『
文
芸
』
昭
2
8
・
1
0
）
で
・

あ
り
続
け
る
の
も
、
そ
の
要
因
の
一
つ
は
生
家
の
豊
か
ざ
に
負
っ
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

 
さ
ら
に
ま
た
、
太
宰
も
志
賀
も
、
「
家
」
，
と
の
確
執
の
は
て
の
「
義
絶
」
と

ふ
た
く
み
の
兄
と
弟

い
う
体
験
を
共
有
し
て
い
る
。
太
宰
の
そ
れ
が
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
志

賀
の
そ
れ
は
目
ら
の
意
志
に
よ
る
と
い
う
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
で
あ
る
。

 
こ
の
受
動
性
と
能
動
性
と
は
、
経
済
的
基
盤
で
あ
る
生
家
へ
の
二
人
の
意
識

に
も
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。
生
家
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
太
宰
に
は

濃
淡
や
揺
れ
が
う
か
が
わ
れ
る
の
に
対
し
、
志
賀
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う
意
識

が
み
ら
れ
な
い
。
い
や
む
し
ろ
そ
う
い
倒
発
想
が
入
り
込
む
余
地
が
な
い
ほ

ど
、
超
然
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
家
の
資
産
は
「
下
ら
ぬ
こ
と
で
束
縛
」

さ
れ
な
い
「
自
由
を
与
へ
て
く
れ
る
」
 
（
「
日
記
」
明
4
5
・
4
・
7
）
も
の
で

さ
え
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
志
賀
に
は
思
念
の
外
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

志
賀
の
営
為
の
総
て
は
「
只
一
度
の
生
涯
を
よ
く
生
き
る
事
」
 
（
「
八
手
の

花
」
）
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
 
「
定
職
」
を
持
た
ぬ
「
ノ
ラ
ク
ラ
者
」
と
周
囲

か
ら
非
難
さ
れ
よ
う
と
、
 
「
あ
の
頃
の
僕
は
比
較
的
勉
強
し
て
み
た
時
代
」

（「

ｽ
る
男
、
亡
姉
の
死
」
）
ど
昂
然
と
胸
を
張
れ
た
。
つ
ま
り
「
ノ
ラ
ク
ラ
」

は
そ
の
時
の
自
分
を
最
も
「
よ
く
生
」
か
す
無
二
の
衣
装
な
の
で
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
、
思
囲
の
視
線
な
ど
意
に
介
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

太
宰
の
よ
う
に
、
生
活
と
文
学
と
の
間
に
間
隙
を
生
じ
る
余
地
な
ど
お
よ
そ
ど

こ
に
も
な
か
っ
た
。

 
と
こ
ろ
で
「
ノ
ラ
ク
ラ
者
」
と
言
え
ば
、
志
賀
家
に
は
直
哉
以
上
の
大
物
が

い
る
。
太
宰
言
う
と
こ
ろ
の
「
お
ま
へ
の
弟
」
志
賀
直
三
（
明
3
2
・
2
・
1
6
～

昭
4
3
・
お
・
1
3
）
で
あ
る
。
そ
の
著
「
阿
呆
伝
』
 
（
新
制
社
、
昭
3
3
・
1
）
に

よ
っ
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
直
三
は
、
志
賀
家
に
お
け
る
自
ら
の
立
場
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
コ

 
 
 
志
賀
家
で
は
、
わ
た
し
と
い
う
人
間
は
、
中
空
に
浮
き
上
っ
て
し
ま
つ

 
 
た
よ
う
な
、
は
み
出
し
た
よ
う
な
妙
に
半
端
な
存
在
で
し
か
な
い
。
そ
の
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頃
祖
母
は
も
う
死
ん
で
い
た
が
、
父
に
し
ろ
母
に
し
ろ
、
過
去
に
而
て
も

 
 
現
在
で
も
、
皆
の
関
心
事
は
兄
直
哉
の
こ
と
ば
か
り
に
向
け
ら
れ
て
い
た

 
 
感
が
強
い
の
で
あ
る
。

 
直
三
が
引
き
お
こ
し
た
幾
つ
か
の
事
件
で
志
賀
家
の
人
々
が
神
経
を
悩
ま
せ

た
こ
と
は
直
哉
の
文
章
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
鮮
明
に
浮

か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
昭
和
八
年
に
顕
在
化
し
た
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

は
直
哉
の
日
記
、
書
簡
に
詳
し
い
。

 
 
 
僕
の
所
は
今
年
は
厄
年
で
正
月
か
ら
今
日
ま
で
、
更
に
皇
后
ま
で
、
○

 
 
○
の
事
で
誠
に
厄
介
な
事
が
持
上
り
つ
～
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
（
昭
8
・
6
・
2
5
 
瀧
井
孝
作
宛
書
簡
）

．
直
哉
は
こ
の
時
の
葛
藤
を
「
菰
野
」
（
原
題
は
「
日
記
帖
」
『
改
造
」
昭
9
．

4
）
に
よ
っ
て
作
品
化
し
よ
う
と
腐
心
す
る
が
、
結
局
正
面
か
ら
は
描
け
ず
、

書
け
な
い
そ
の
時
の
気
持
ち
を
主
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

 
こ
う
み
て
く
る
と
、
冒
頭
に
引
用
し
た
一
文
の
太
宰
の
高
ぶ
り
も
心
理
的
に

は
十
分
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
生
家
に
愛
着
を
持
ち
な
が
ら
そ
こ
か
ら
拒
ま
れ
て
い
た
太
宰
治
が
、
志
賀
家

の
蕩
児
で
あ
る
直
三
を
わ
が
こ
と
の
よ
う
に
思
い
な
し
た
の
は
自
然
で
あ
ろ

う
。
家
の
問
題
児
で
あ
る
弟
か
ら
の
家
父
長
た
る
兄
へ
の
告
発
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
賢
兄
愚
弟
の
観
点
に
立
て
ば
、
直
哉
の
背
後
に
は
長
兄
文
治
の
姿
が
二
重

う
つ
し
に
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
直
哉
へ
の

「
甘
え
」
も
あ
っ
た
。
．
太
宰
か
ら
す
れ
ば
直
哉
こ
そ
こ
の
間
の
機
微
を
最
も
理

解
し
て
然
る
べ
き
作
家
で
あ
っ
た
。
実
業
界
で
活
躍
し
た
父
直
温
か
ら
み
れ

ば
、
直
哉
は
「
！
ラ
ク
ラ
者
」
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
志
賀
家
の
放
蕩
息
子
と
呼

ぶ
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 
直
三
と
の
関
わ
り
で
は
告
発
さ
れ
る
側
に
あ
る
直
哉
は
、
同
時
忙
告
発
者
の

痛
み
を
最
も
知
悉
し
て
い
る
と
い
う
二
重
性
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

生
家
と
の
関
わ
り
と
い
う
実
生
活
の
上
で
も
、
 
「
同
質
」
性
か
ら
く
る
愛
憎
が

う
か
が
え
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
太
宰
の
激
高
の
大
き
な
因
子

を
形
づ
く
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

2

 
東
京
青
山
に
あ
る
志
賀
家
の
墓
所
の
一
角
に
、
 
「
ブ
ラ
ジ
オ
志
賀
直
三
」
と

刻
さ
れ
た
一
つ
の
墓
が
あ
る
。
志
賀
直
哉
の
異
母
弟
直
三
は
、
そ
の
比
重
の
大

き
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
上
で
は
未
知
の
領
域
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
の
著
『
阿
呆
伝
』
や
兄
直
哉
の
記
述
に
よ
っ
て
そ
の
片
鱗
が
う
か
が
え

る
に
す
ぎ
な
い
が
、
実
体
は
ほ
と
ん
ど
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
最
も
そ
の
像
を

伝
え
る
『
阿
呆
伝
」
す
ら
直
哉
に
言
わ
せ
れ
ば
「
読
み
も
の
と
し
て
み
れ
ば
面

白
い
本
」
 
（
，
「
志
賀
直
三
『
阿
呆
伝
」
へ
の
書
き
入
れ
」
）
で
あ
る
こ
と
も
心

の
ど
こ
か
に
、
と
ど
め
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。

 
管
見
に
よ
れ
ば
、
・
太
宰
治
が
志
賀
直
哉
に
言
及
し
て
い
る
十
例
の
中
で
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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の
弟
直
三
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
 
「
如
是
我
聞
」
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
す

で
に
み
た
心
理
的
な
背
景
以
外
に
二
人
の
「
接
点
」
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
具

体
的
な
裏
付
け
を
全
く
見
出
せ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
二
人
の
終
の
す
み
か

と
な
っ
た
場
所
が
近
接
し
て
お
り
、
そ
の
期
間
も
全
く
重
な
り
合
う
こ
と
、
あ

る
い
は
志
賀
家
の
内
状
に
詳
し
い
編
集
者
の
介
在
等
、
 
「
接
点
」
の
可
能
性
は

い
ろ
い
ろ
推
測
で
き
る
。
す
べ
て
は
こ
れ
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
内
の
一
つ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
止
に
す
る
。

 
昭
和
七
年
九
月
、
二
十
四
歳
の
帝
大
生
津
島
修
治
は
芝
区
界
金
三
光
町
二
七
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六
番
地
へ
転
居
す
る
。
後
に
「
死
ぬ
る
ば
か
り
の
猛
省
と
目
嘲
と
恐
怖
の
中

で
」
 
「
身
勝
手
な
、
遺
書
と
称
す
る
一
連
の
作
品
に
凝
っ
て
み
た
」
 
（
「
東
京

八
景
」
）
と
回
想
さ
れ
る
半
年
余
り
の
日
々
を
太
宰
は
こ
こ
で
過
ご
す
こ
ど
に

な
る
。

 
錯
綜
し
て
い
る
太
宰
の
意
識
を
収
敏
す
る
も
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
家
と
の

二
つ
の
関
わ
り
で
あ
る
。
大
き
な
転
回
点
と
な
っ
た
こ
の
三
年
間
の
歩
み
の
要

点
を
年
譜
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

 
〔
昭
和
五
年
〕
四
月
東
京
帝
大
へ
入
学
。
十
一
月
分
家
除
籍
を
条
件
に
小
山

初
代
と
の
結
婚
を
生
家
か
ら
承
諾
さ
れ
る
。
、
そ
の
際
卒
業
ま
で
月
額
百
二
十
円

の
生
活
費
を
支
給
さ
れ
る
と
い
う
仮
証
文
を
生
家
と
取
り
交
わ
す
。
十
一
月
田

辺
あ
つ
み
と
の
心
中
事
件
を
ひ
き
起
す
。
 
〔
昭
和
六
年
〕
一
月
前
年
の
仮
証
文

を
破
棄
し
、
本
格
的
な
証
文
「
覚
」
を
生
家
と
取
り
交
す
。
大
学
よ
り
の
処
罰
、

刑
事
事
件
上
の
起
訴
、
社
会
主
義
運
動
へ
の
関
与
等
が
な
い
こ
と
を
条
件
と

し
、
初
代
と
の
同
居
を
営
む
限
り
に
お
い
て
、
昭
和
八
年
四
月
ま
で
百
二
十
円

の
生
活
費
を
支
給
さ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
主
な
内
容
で
あ
っ
た
。
 
〔
昭
和
七

年
〕
六
月
「
覚
」
中
の
社
会
主
義
運
動
へ
の
関
与
の
項
目
に
抵
触
し
た
と
の
判

断
か
ら
生
家
よ
り
送
金
が
一
時
停
止
さ
れ
る
。
運
動
と
の
絶
縁
を
条
件
に
、
九

十
円
に
減
額
の
上
送
金
が
再
開
さ
れ
る
。
十
二
月
青
森
検
事
局
か
ら
出
頭
を
命

ぜ
ら
れ
青
森
へ
行
く
。
社
会
主
義
運
動
と
の
絶
縁
を
誓
約
、
事
後
処
理
一
，
切
を

長
兄
に
託
し
て
釈
放
さ
れ
、
帰
京
。
以
後
、
社
会
主
義
運
動
か
ら
完
全
に
離
脱

し
た
。

 
こ
の
一
連
の
経
緯
に
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
家
名
を
守
る
と
い
う
生
家
、
つ

ま
り
家
父
長
で
あ
る
文
治
の
強
い
意
志
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
赤

化
思
想
対
策
が
急
務
と
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
身
内
か
ら
「
ア
カ
」
を
出
す

ふ
た
く
み
の
兄
と
弟

こ
と
は
政
友
会
に
所
属
す
る
自
ら
の
政
治
生
命
が
絶
た
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
家
」
の
存
続
の
基
盤
を
破
壊
す
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
兄
文
治
か
ら

み
れ
ば
、
太
宰
は
文
学
を
志
す
も
の
の
枠
を
「
は
る
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
で
行

動
し
、
事
件
を
お
こ
し
続
け
」
る
「
手
に
余
る
」
「
極
道
者
」
な
の
で
あ
っ
て
、

「
地
方
で
か
な
り
の
名
の
知
れ
た
私
の
家
」
と
い
う
家
長
の
自
負
を
持
つ
か
ぎ

り
「
世
間
に
」
 
「
迷
惑
を
か
け
」
 
（
「
肉
親
が
楽
し
め
な
か
っ
た
弟
の
小
説
」

『
噂
」
昭
4
8
・
6
）
た
と
い
う
思
い
か
ら
抜
け
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中

畑
慶
吉
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
兄
と
弟
と
の
こ
う
し
た
関
係
を
井
伏
鱒
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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は
次
の
よ
う
に
み
て
い
た
と
い
う
。

 
 
 
太
宰
は
、
長
兄
文
治
氏
の
弟
、
つ
ま
り
自
分
に
対
す
る
思
い
や
り
や
、

 
 
愛
す
る
が
故
の
厳
格
さ
、
か
つ
又
、
自
分
の
や
っ
て
き
た
こ
と
と
兄
の
社

 
 
会
的
な
立
場
等
を
十
分
、
判
り
き
っ
て
い
た
は
ず
だ

 
中
畑
氏
は
太
宰
と
文
治
と
の
問
に
あ
っ
て
そ
の
関
係
修
復
に
努
め
た
人
物
で

あ
る
。
そ
の
労
を
知
っ
て
い
る
井
伏
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
言
は
中
畑
氏
へ
の
い

た
わ
り
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
井
伏
の
見
方
が
間
違
っ
て
い
る
と
言
う
の

で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
関
係
に
は
単
純
化
し
き
れ
な
い
愛
憎
が
ひ
そ
ん
で
い

．
た
と
み
る
方
が
よ
り
正
確
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
，

、
兄
の
「
思
い
」
を
理
解
し
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
な
お
、
太
宰
に
は
「
身
勝

手
な
」
気
持
ち
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
進
退
谷
ま
っ

た
時
に
は
ま
さ
か
身
殺
し
に
は
す
ま
い
と
い
う
生
家
へ
の
甘
え
で
あ
る
。
次
の

二
つ
の
書
簡
に
は
そ
う
し
た
太
宰
の
意
識
が
顕
著
に
う
か
び
あ
が
？
て
い
る
。

 
 
 
ま
さ
か
こ
の
ま
㌧
に
し
て
私
達
を
放
た
ら
か
し
に
し
は
し
な
い
だ
ら

 
 
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
和
7
・
6
・
7
、
工
藤
永
蔵
払
）

 
 
 
フ
ル
サ
ト
ノ
長
兄
ト
 
日
 
一
日
 
ナ
カ
ヨ
ク
ナ
リ
、
私
、
，
短
気
オ
コ
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／



 
 
シ
テ
怒
ラ
ヌ
カ
ギ
リ
キ
ツ
ト
 
オ
金
持
チ
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ス
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
和
1
1
・
7
・
㊦
、
佐
藤
春
夫
宛
）

 
こ
の
甘
え
の
意
識
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
、
・
今
度
は
逆
に
自
分
は
不
当
な
被

害
者
で
あ
る
と
い
う
強
迫
観
念
を
助
長
し
か
ね
な
い
。
 
「
虚
構
の
春
」
 
（
『
文

学
界
」
昭
1
1
・
7
）
に
み
え
る
「
わ
れ
ひ
と
り
を
悪
者
と
し
て
勘
当
除
籍
、
家

郷
追
放
の
現
在
い
よ
い
よ
わ
れ
の
み
を
悪
し
ざ
ま
に
の
の
し
り
」
と
い
う
一
節

は
、
小
説
設
定
上
の
誇
張
さ
れ
た
表
現
と
は
い
え
、
な
に
ほ
ど
か
の
実
質
を
示

し
て
い
は
し
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
前
期
の
太
宰
治
に
あ
っ
て
は
、
生
家
と
の
距

離
を
明
確
に
と
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
も
、
決
し
て
あ

や
ま
り
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
道
化
の
華
」
執
筆
時
の
次
の
よ
う
な
出

 
 
注
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来
事
は
、
そ
の
傍
証
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
そ
の
こ
ろ
、
僕
の
家
を
た
ず
ね
て
き
た
太
宰
が
“
さ
も
重
大
な
秘
密
で

 
 
も
告
白
す
る
か
の
よ
う
な
顔
つ
き
で
、
 
「
僕
は
貧
乏
が
こ
わ
く
て
た
ま
ら
．

 
 
な
い
ん
だ
。
」
と
、
声
を
ひ
そ
め
て
つ
ぶ
や
い
た
こ
と
が
あ
る
。
貧
乏
に

 
 
た
い
し
て
は
、
太
宰
の
気
持
ち
に
僕
も
ま
っ
た
く
お
な
じ
で
あ
っ
た
が
、

 
 
僕
は
自
分
の
そ
ん
な
気
持
ち
に
ふ
れ
ら
れ
る
の
が
い
や
で
、
 
「
貧
乏
が
こ

 
 
わ
く
て
文
学
が
で
き
る
も
ん
か
。
」
．
ひ
ど
く
倉
荷
に
、
つ
き
は
な
す
よ
う

 
 
に
言
っ
た
。
僕
の
言
葉
を
き
く
と
、
太
宰
は
大
人
の
言
葉
に
傷
つ
け
ら
れ

 
 
た
子
供
の
よ
う
に
、
世
に
も
情
け
な
い
、
淋
し
そ
う
な
顔
を
し
た
。

 
と
こ
ろ
で
挿
話
風
に
言
え
ば
、
先
の
白
金
三
光
町
の
家
に
は
奇
妙
な
偶
然
が

み
ら
れ
る
。
こ
の
家
は
明
治
の
勲
功
者
大
鳥
圭
介
が
建
て
た
旧
邸
の
一
部
と
も

旧
別
宅
と
も
い
わ
れ
る
が
、
大
鳥
圭
介
は
本
来
志
賀
家
の
隣
人
で
あ
っ
た
。
直

哉
の
「
『
剃
刀
』
の
・
後
に
」
 
（
『
白
樺
」
明
4
3
・
6
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が

み
え
る
。

 
 
 
自
分
の
家
は
麻
布
三
河
台
町
で
、
庭
か
ら
垣
一
重
の
隣
家
は
大
鳥
圭
介

 
 
氏
の
宅
で
あ
る
。
二
十
七
日
の
新
聞
に
大
鳥
氏
三
男
が
西
洋
剃
刀
で
自
殺

 
 
し
た
と
い
ふ
記
事
が
出
て
居
た
。

 
ち
な
み
に
、
 
「
大
鳥
氏
三
男
」
と
は
南
満
州
鉄
道
に
奉
職
し
て
い
た
六
三
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
冷
太
宰
が
こ
の
家
を
借
り
る
に
あ

た
っ
て
は
、
貴
族
員
議
員
で
あ
っ
た
長
男
富
士
太
郎
の
死
（
昭
6
・
1
1
・
7

没
）
と
関
係
が
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
知
っ
て
の
上
か
ど
う
か
、
こ
と

の
経
緯
は
未
確
認
で
あ
る
。

 
激
動
の
時
期
は
津
島
家
の
兄
弟
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
時
を

同
じ
く
し
て
三
光
町
よ
り
二
十
キ
ロ
余
り
離
れ
た
三
河
台
の
志
賀
家
で
も
類
似

の
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

5

 
他
者
に
対
す
る
直
哉
の
基
本
的
な
姿
勢
・
性
格
に
つ
い
て
「
相
手
が
『
折
れ

て
出
る
」
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
」
 
「
心
を
開
」
く
点
が
顕
著
で
あ
り
、
た

め
に
独
善
性
や
他
者
へ
の
不
寛
容
さ
が
っ
き
ま
と
う
と
池
内
輝
雄
氏
は
述
べ
て
'

注
8

い
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
直
三
自
身
も
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
未
決
監

に
縛
ら
れ
て
い
た
ニ
ケ
年
を
回
想
し
た
箇
所
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

 
 
 
そ
こ
（
鶴
谷
注
一
裁
判
所
の
こ
と
）
に
は
裁
く
者
に
必
要
な
心
理
分
析

 
 
も
推
理
も
行
わ
れ
な
い
。
ま
し
て
や
裁
か
れ
る
者
へ
の
温
い
思
い
や
り
な

 
 
ど
微
塵
も
あ
り
は
し
な
い
。
二
一
二
が
六
、
こ
の
単
純
さ
で
す
べ
て
は
事
務

 
 
的
に
片
付
け
ら
れ
る
の
だ
。
話
は
飛
躍
す
る
が
、
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
兄

 
 
の
厳
し
さ
の
中
に
、
こ
れ
に
通
う
非
情
さ
を
屡
々
感
じ
る
の
だ
が
…
・

 
そ
の
父
直
温
を
除
け
ば
、
志
賀
家
の
申
で
直
哉
に
抗
う
存
在
は
皆
無
と
い
っ
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て
よ
い
。
唯
一
色
調
の
ち
が
う
存
在
が
弟
直
三
で
あ
っ
た
。

 
志
賀
家
の
兄
と
弟
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
社
会
の
総
領
優
先
意
識
を
露
骨

に
反
映
す
る
賢
兄
愚
弟
と
い
う
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
地
で
行
く
よ
う
な
も

の
」
と
す
る
措
摘
が
す
で
に
あ
鷲
こ
の
指
摘
は
全
体
的
に
み
れ
ば
確
か
に
妥

当
で
あ
る
が
、
志
賀
家
の
「
総
領
」
と
い
う
こ
と
に
関
す
れ
ば
、
曖
昧
な
一
時

期
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
曖
昧
さ
が
後
の
直
哉
と
直

三
と
の
行
き
ち
が
い
を
生
じ
た
と
言
っ
た
ら
奇
矯
に
過
ぎ
よ
う
か
。

 
「
家
族
の
一
人
一
人
に
つ
い
て
、
愛
し
、
或
は
抗
争
し
、
拘
泥
し
た
作
家
」

（
小
川
国
夫
「
志
賀
直
哉
の
家
」
）
で
あ
る
直
哉
の
作
品
に
は
、
度
々
志
賀
家

の
人
々
が
等
身
大
で
登
場
し
て
く
る
。
 
「
或
る
朝
」
の
点
景
人
物
で
あ
る
「
寝

坊
の
信
三
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
直
三
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
直
哉
と
直
三
の
関
係
は
、
直
三
の
幼
児
期
を
除
け
ば
、
淡
い
も
の
で
し

か
な
か
っ
た
。
・
両
者
の
間
に
あ
る
十
六
と
い
う
年
齢
差
が
直
接
の
愛
憎
の
対
象

に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
父
と
の
確
執
か
ら
生
じ
た
直
哉
の
家

出
、
離
籍
の
時
期
と
一
年
間
の
寄
宿
舎
生
活
、
六
年
も
の
海
外
留
学
と
い
う
直

三
の
事
情
が
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
二
人
の
実
質
的
な
関
わ
り
は
直
三
が
帰
国
し
た
大
正
十
二
年
置
ら
始
ま
る
。

 
「
昨
年
一
年
は
生
涯
を
通
じ
て
最
も
不
愉
快
な
一
年
」
 
（
昭
9
・
3
・
2
3
、

長
与
善
郎
宛
書
簡
）
と
い
う
昭
和
八
年
を
頂
点
と
し
て
、
大
正
十
二
年
間
か
ら

昭
和
十
一
年
ま
で
の
十
三
年
間
の
直
哉
の
書
簡
や
日
記
に
は
直
三
が
あ
る
場
合

は
実
名
で
、
あ
る
場
合
は
○
○
と
い
う
伏
字
で
し
ば
し
ば
姿
を
み
せ
て
い
る
。

そ
の
記
述
の
多
く
は
「
金
の
事
が
常
に
附
い
て
廻
る
」
-
「
嘗
て
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
」
「
不
愉
快
事
」
 
（
「
菰
野
」
）
と
い
う
直
哉
の
神
経
の
い
ら
だ
ち
を

伝
え
る
も
の
と
言
っ
て
い
い
。
「
阿
呆
伝
」
の
記
述
に
従
え
ば
こ
と
は
以
下
の

ふ
た
く
み
の
兄
と
弟

四
つ
に
集
約
で
き
よ
う
。
 
一
つ
は
帰
国
直
後
の
大
正
十
二
年
に
後
を
追
い
か
け

る
か
の
よ
う
に
来
日
し
た
仏
女
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
一
つ
は
昭
和
四
年

の
父
直
温
の
死
に
伴
な
う
遺
産
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
一

つ
は
昭
和
五
年
の
ワ
ー
ナ
ー
・
ブ
ラ
ザ
ー
ス
日
本
配
給
権
を
め
ぐ
っ
て
詐
欺
に

あ
い
、
破
産
宣
告
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
一
つ
が
「
菰
野
」

の
直
接
の
材
料
と
な
っ
た
昭
和
七
年
春
の
満
州
武
装
移
民
協
会
に
関
わ
る
量
販

で
あ
る
。

 
こ
と
が
こ
と
だ
け
に
速
断
は
戒
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
ら
の
底
流
に
は
先

に
み
た
志
賀
家
の
「
総
領
」
を
め
ぐ
る
齪
鶴
が
重
要
な
因
子
を
占
め
て
い
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
ど
を
、
直
哉
は
じ
め
志
賀
家
の
人
々
の
神

経
を
最
初
に
刺
激
し
た
仏
女
性
の
来
日
の
問
題
で
取
り
上
げ
て
み
る
。

 
大
正
十
二
年
の
直
三
の
帰
国
後
、
そ
の
後
を
追
う
か
の
よ
う
に
一
人
の
三
女
・

性
が
来
日
す
る
。
 
「
此
間
フ
ラ
ン
ス
の
女
が
来
た
の
で
母
と
直
三
が
十
日
余
り

来
て
み
た
め
」
 
（
大
1
2
・
1
1
・
1
3
、
武
者
小
路
実
篤
宛
）
と
い
う
直
哉
の
記
述

が
こ
れ
で
あ
る
。
か
の
地
に
滞
在
中
親
身
な
看
病
を
受
け
た
仏
女
性
を
」
「
掴
本

に
招
き
、
応
分
の
謝
礼
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
帰
え
す
」
と
い
う
思
い
が
、
家
族

か
ら
「
二
重
三
重
の
色
眼
鏡
で
見
」
ら
れ
た
と
い
う
直
三
の
心
情
や
こ
と
の
経

緯
は
「
阿
呆
伝
」
に
詳
し
い
が
、
志
賀
家
⑳
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
簡

単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
注
目
す
べ
き
は
事
の
経
緯
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
聞
題
に
対
す
る
直
哉

の
認
識
、
姿
勢
で
あ
る
。
京
都
山
科
時
代
に
用
い
た
手
帳
（
「
手
帳
4
」
）
に

次
の
よ
う
な
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
○
○
の
現
在
の
感
情
（
鶴
谷
注
-
仏
女
性
と
の
結
婚
の
こ
と
）
を
自
分

 
 
は
絶
対
な
も
の
と
は
考
へ
な
い
、
国
女
も
同
様
。
若
し
○
○
の
考
へ
が
変
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、



 
 
ら
ぬ
も
の
と
す
れ
ば
．
○
○
は
家
を
出
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
ゆ
日
本
の
「
家
」

 
 
と
い
ふ
考
え
で
は
、
殊
に
」
，
族
の
本
家
の
ク
ヰ
ン
と
し
て
子
女
を
置
く
事

 
 
は
「
家
」
の
為
め
に
は
困
る
事
だ

 
「
投
げ
や
り
」
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
「
暢
気
」
さ
（
「
弟
の
帰
京
」
）
か
ら
来

た
か
も
し
れ
ぬ
に
し
ろ
直
三
が
一
三
的
に
は
結
婚
も
考
え
て
い
た
こ
と
が
こ
こ

か
ら
理
解
で
き
る
が
、
直
三
の
結
婚
は
個
人
に
と
ど
ま
ら
ぬ
コ
族
の
本
家
」

の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
直
哉
の
認
識
が
こ
こ
に
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大

正
四
年
に
父
の
家
か
ら
自
ら
す
す
ん
で
離
籍
し
、
六
年
に
和
解
し
た
後
も
、
自

覚
的
に
は
「
家
」
か
ら
直
哉
が
独
立
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
独
立
し
て
い
る

と
思
い
こ
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
こ
の
認
識
は
示
し
て
い
る
。
確
固
た
る
作

家
の
地
歩
を
す
で
に
占
め
て
い
た
直
哉
に
と
っ
て
、
こ
う
考
え
る
こ
と
は
自
ら

の
意
志
を
貫
き
、
分
家
し
た
と
い
う
家
に
対
す
る
責
任
で
あ
り
、
父
の
立
場
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

の
顧
慮
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
長
女
の
実
吉
英
子
に
「
隆
子
の
事
型
つ
い
た

ら
今
度
は
直
三
の
結
婚
の
事
皆
に
考
へ
て
貫
ふ
や
う
に
し
た
い
」
 
（
大
1
4
・
7

・
1
2
）
と
書
き
送
っ
た
の
も
、
こ
の
認
識
の
延
長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
直
哉
の
姿
勢
を
あ
る
時
点
ま
で
直
三
は
敏
感
に
感
じ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
 
「
所
謂
志
賀
本
家
の
跡
継
ぎ
の
わ
た
し
」
と
い
う
こ
と
を
力
説

し
、
 
「
父
の
死
以
前
は
特
に
取
り
立
て
て
非
難
さ
れ
る
程
の
浪
費
者
で
も
な
」

い
（
「
阿
呆
伝
」
）
と
父
直
温
の
死
以
前
を
強
調
す
る
の
も
、
論
意
志
賀
家
の

「
本
家
」
意
識
の
な
せ
る
わ
ぎ
と
思
わ
れ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
直
哉
や
直
三
の
意
識
は
ど
う
あ
れ
、
 
「
所
謂
」
と
し
か
称

し
よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
に
志
賀
家
の
曖
昧
さ
が
残
っ
て
い
た
。
形
式
上
は
と
も

あ
れ
、
「
過
去
に
於
て
も
現
在
で
も
、
皆
の
関
心
事
は
兄
直
哉
の
こ
と
ば
か
り

に
向
け
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
、
志
賀
家
に
お
け
る
カ
リ
ス
マ
的
な
直
哉
の
存

在
の
重
さ
で
あ
る
。
父
直
温
が
健
在
の
時
は
表
面
に
強
く
出
な
か
っ
た
こ
の
こ

と
は
そ
の
死
後
、
直
三
の
行
動
へ
の
不
安
も
助
長
し
て
、
志
賀
家
の
人
々
に
こ

と
さ
ら
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
兄
と
弟

と
の
間
の
仲
介
役
に
あ
た
る
「
母
」
浩
の
存
在
が
強
く
与
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

 
直
三
か
ら
み
れ
ば
「
兄
直
哉
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も
義
理
の
仲
と
い
う
こ

と
に
拘
泥
り
過
ぎ
た
」
と
い
う
「
母
」
浩
の
不
自
然
さ
も
、
直
哉
に
と
っ
て
は

む
し
ろ
好
ま
し
い
右
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
逆
に
言
え
ば
、
愛

「
憎
の
振
幅
の
大
き
さ
に
揺
れ
る
直
三
に
対
し
て
、
直
哉
に
は
義
母
と
の
距
離
が

客
観
的
に
推
し
測
れ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
次
に
引
く
の
は
明
治
四

十
四
年
二
月
十
三
日
、
亡
き
祖
父
、
実
母
の
墓
参
時
に
お
け
る
直
哉
の
日
記
の

記
述
で
あ
る
。

 
 
、
亡
母
の
墓
の
ワ
キ
に
今
の
母
か
ら
死
む
で
生
れ
た
女
の
子
の
墓
が
あ

 
 
る
、
ロ
ハ
石
を
置
い
た
ゴ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
線
香
が
な
い
、
変
に
思
つ

 
 
て
よ
く
み
る
と
、
石
の
向
ふ
横
に
一
ト
束
の
線
香
が
た
て
か
け
て
あ
っ

 
 
た
。
母
は
他
の
一
ト
東
を
四
つ
の
墓
に
分
け
他
の
一
ト
束
を
総
て
自
分
の

 
 
死
む
で
生
れ
た
赤
子
に
手
向
け
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
漕
げ
で
し
た
母
の

 
 
偽
ら
ぬ
行
を
非
常
に
愉
快
に
感
じ
た
。
し
か
も
そ
の
線
香
を
此
方
か
ら

 
 
見
え
な
い
向
ふ
側
に
た
て
か
け
た
女
ら
し
い
遠
慮
も
愉
快
に
感
じ
た
。

 
 
…
（
中
略
）
…
亡
母
の
墓
石
の
苔
を
い
つ
も
と
る
自
分
の
心
か
ら
母
の
此

 
 
心
も
自
分
は
な
つ
か
し
く
感
じ
た
。

 
こ
の
よ
う
に
記
す
直
哉
と
浩
と
の
位
置
は
、
母
と
子
と
の
そ
れ
で
は
な
い
。

直
哉
の
視
線
は
あ
た
か
も
庇
護
す
る
も
の
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
は
浩
の
志
賀

家
に
対
す
る
細
や
か
な
心
遣
い
、
つ
ま
り
、
直
哉
の
意
を
完
全
に
迎
い
入
れ
る

●
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、

、



抗
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
が
ら
成
り
立
ち
う
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
浩
の
こ
う
し
た
態
度
を
不
自
然
と
思
い
、
そ
の
姿
に
「
屈
辱
に
も
似
た
卑

屈
」
を
感
じ
て
い
た
直
三
が
直
哉
か
ら
、
極
力
距
離
を
お
こ
う
と
し
た
の
も
無

理
か
ら
ぬ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4

 
「
如
是
我
聞
」
で
、
直
三
に
対
す
る
志
賀
の
態
度
を
太
宰
は
難
詰
す
る
。
帰

国
後
の
直
三
が
直
哉
の
作
品
に
描
か
れ
る
の
は
「
弟
の
帰
京
」
 
（
『
女
性
」
大

1
5
・
1
）
、
．
≒
菰
野
」
 
（
原
題
は
、
「
旧
記
帖
」
）
 
（
『
改
造
』
昭
9
．
4
）
、

「
身
邊
記
」
 
（
『
文
芸
春
秋
」
昭
1
2
・
4
）
、
 
「
住
宅
に
就
い
て
」
 
（
原
題
は

「
居
心
地
よ
い
家
-
十
二
月
五
日
、
三
鷹
村
の
弟
直
三
新
宅
普
請
場
に
て
語

る
i
」
）
 
（
「
婦
人
の
友
」
階
1
3
・
1
）
の
四
作
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
「
態

度
」
に
該
当
す
る
も
の
は
「
菰
野
」
を
措
い
て
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
私
の
弟
の
不
心
得
か
ら
私
達
一
族
は
此
七
八
ヶ
月
間
絶
え
ず
不
愉
快
な

 
 
事
で
ご
た
く
し
て
み
た
。
…
（
中
略
）
…
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
総
て
は

 
 
馬
鹿
さ
の
連
続
で
、
そ
の
累
計
が
今
日
で
あ
る
と
思
ふ
と
、
書
く
よ
り
も

 
 
不
愉
快
が
先
に
な
っ
て
腹
が
立
っ
て
く
る
。
一
ト
ロ
に
い
へ
ば
身
贔
負
な

 
 
云
ひ
分
か
も
知
れ
な
い
が
、
悪
い
奴
に
隔
さ
れ
通
し
な
の
だ
。

 
こ
の
志
賀
家
の
ご
た
ご
た
が
文
壇
の
一
，
部
の
耳
目
を
集
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
h
そ
ち
ら
様
に
も
い
ろ
一
菜
心
配
の
事
多
き
や
う
に

承
っ
て
居
り
ま
す
折
柄
…
」
 
（
昭
9
・
5
・
1
9
、
直
哉
宛
）
と
い
う
谷
崎
潤
一

郎
の
書
簡
が
こ
の
こ
と
を
如
実
に
も
の
語
っ
て
い
る
。
「
魚
日
記
」
（
『
海
豹
』

昭
8
・
3
）
や
「
思
ひ
出
」
 
（
『
海
豹
』
昭
8
・
．
4
・
6
・
7
）
に
よ
う
て
注

目
を
集
め
つ
つ
あ
っ
た
太
宰
治
も
ま
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ふ
た
く
み
の
兄
と
弟

 
太
宰
に
お
け
る
志
賀
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
か
っ
て
拙
稿
で
考
察
し
た
こ
と

が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
述
は
し
な
い
。
い
わ
ゆ
る
中
期
前
半
ま
で
の
志
賀

へ
の
言
及
に
は
椰
丸
め
い
た
響
き
の
も
の
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
多
く
は
畏

敬
の
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ

け
前
期
に
太
宰
ど
交
友
の
深
か
っ
た
檀
一
雄
、
中
村
地
平
、
尾
崎
一
雄
ら
の
証

言
と
も
軌
を
一
に
し
て
も
い
る
。

 
 
 
私
は
た
だ
、
私
自
身
志
賀
さ
ん
を
尊
敬
し
て
み
る
故
に
、
私
が
近
し
か

 
 
つ
た
頃
の
太
宰
が
、
志
賀
さ
ん
を
高
く
評
価
し
て
み
た
こ
と
を
、
ひ
と
こ

 
 
と
つ
け
加
へ
て
置
き
た
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
中
村
地
平
「
太
宰
と
私
」
）

 
と
同
時
に
、
家
と
の
関
係
に
お
い
て
、
愛
憎
に
な
お
揺
れ
動
き
、
距
離
を
明

確
に
と
れ
な
か
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
志
賀
家
の
兄
と
弟
と
の
関
係

が
、
先
に
み
た
如
く
、
津
島
家
の
そ
れ
と
位
相
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
考

・
え
れ
ば
、
複
雑
な
想
い
で
い
た
こ
と
は
容
易
に
類
推
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

 
以
上
、
 
「
如
是
我
聞
」
の
一
節
を
手
が
か
り
に
、
太
宰
治
と
志
賀
直
哉
と
の

 
一
側
面
を
考
察
し
て
き
た
。
 
「
如
是
我
聞
」
に
お
け
る
志
賀
へ
の
糾
弾
が
声
高

に
な
る
か
と
思
え
ば
逆
に
「
一
種
泣
き
ご
と
め
い
た
述
懐
」
 
（
平
野
謙
『
志
賀

直
哉
と
そ
の
時
代
」
）
へ
と
反
転
す
る
の
も
、
そ
の
因
子
の
一
つ
と
し
て
家
に

お
け
る
弟
の
側
か
ら
の
兄
に
対
す
る
愛
憎
ビ
バ
レ
ン
ツ
の
想
い
が
明
瞭
に
痕
跡

を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
1

、

注
2

小
田
切
秀
雄
「
太
宰
に
対
し
て
の
志
賀
一
文
学
上
の
対
立
の
問
題
に
つ

い
て
一
」
 
（
『
文
芸
」
昭
2
3
・
1
1
）

拙
稿
「
太
宰
治
の
『
単
一
表
現
」
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
昭
5
6
・
2
）
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※

大
河
原
忠
蔵
「
太
宰
治
『
富
嶽
百
景
」
」
（
『
日
本
文
学
」
昭
4
0
・
1
）

小
山
清
「
初
め
て
た
つ
ね
だ
頃
の
こ
と
」
 
（
「
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治

全
集
」
月
報
4
」
昭
3
1
・
1
）

注
2
に
同
じ
。

中
畑
慶
吉
「
女
と
水
で
死
ぬ
運
命
を
背
負
っ
て
」
（
『
噂
』
昭
4
8
・
6
）

中
村
地
平
『
喝
采
」
前
後
」
 
（
「
筑
摩
童
旦
旧
版
『
太
宰
治
全
集
』
月
報

2
」
昭
3
0
・
1
1
）

池
内
輝
雄
「
志
賀
直
哉
・
父
子
対
立
の
聞
題
」
 
（
二
冊
の
講
座
志
賀

直
哉
」
有
精
堂
、
昭
5
7
・
1
0
）

竹
盛
天
雄
「
志
賀
直
哉
に
お
け
る
父
と
子
-
近
代
日
本
文
学
史
へ
の
視

点
一
」
 
（
『
国
文
学
」
昭
4
5
・
6
、
7
、
1
1
、
1
2
）

こ
の
小
稿
は
論
の
性
質
上
一
部
「
太
宰
治
の
経
済
生
活
」
 
（
『
文
学
に

見
る
経
済
観
近
代
作
家
十
人
」
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
6
1
・
3
）
と

重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お
断
わ
り
す
る
。
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