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l

の

井
伏
鱒
ニ
の
最
初
の
短
篇
集
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
は
「
新
興
芸
術
派
叢
書
」
の
一
冊
と
し

て
昭
和
五
年
四
月
三
日
に
新
潮
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
初
版
本
の
最
後
の
頁
に
は
「
新
興
宗
術

派
儀
委
」
の
広
告
が
載
っ
て
い
て
、
佐
々
木
俊
郎
、
龍
臆
寺
雄
、
久
野
豊
彦
、
川
端
康
成
、
得

崎
勤
、
検
光
利
て
嘉
村
磁
多
、
岡
田
三
郎
、
浅
原
六
朗
の
寄
名
が
並
べ
ら
れ
、
「
以
下
続
々

刊
行
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

『
夢
ふ
け
と
梅
の
花
』
は
十
六
篇
の
短
篇
を
収
録
し
、
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
は
そ
の
巻
頭

に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
配
列
は
必
ず
し
も
製
作
年
代
順
と
は
い
え
な
い
。

「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
は
昭
和
四
年
三
月
の
「
創
作
月
刊
」
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は

次
の
よ
う
な
文
章
が
見
え
る
。

入
乙
ん
な
追
憶
め
い
た
記
録
。
|
!
こ
れ
は
す
で
に
二
十
年
以
前
の
乙
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

今
は
最
卒
、
私
は
東
京
に
住
ん
で
不
遇
な
文
学
青
年
の
暮
し
を
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
、
私
は
朽

助
に
対
し
て
現
在
の
私
が
何
う
い
ふ
職
業
を
営
ん
で
ゐ
る
か
を
さ
へ
も
、
明
ら
さ
ま
に
彼
に
は

舎
げ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
乙
の
事
は
彼
の
最
も
不
平
と
す
る
と
乙
ろ
で
あ
る
ら
し
い
。

V

「
文
学
青
年
の
哀
し
」
と
い
う
も
の
が
郷
里
の
朽
助
に
対
し
て
言
う
を
留
る
も
の
で
あ
る
の

は
「
私
」
が
今
「
不
退
」
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
は
朽
助
を
代
表
と
す
る
郷
里
の
価
値
感
に
抵
触
し
、
「
私
」
の
中
に
そ
の
抵
触
を
無
視

す
る
ほ
ど
の
自
信
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

初
期
の
井
伏
は
乙
の
「
私
」
の
よ
う
に
「
文
学
H

東
京
」
と
「
郷
里

1
非
文
学
」
の
閲
で
迷
い

動
揺
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
「
不
遇
」
、
ま
だ
文
学
的
足
場
が

固
ま
っ
て
い
な
い
乙
と
か
ら
く
る
文
学
へ
の
懐
疑
感
に
発
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
ま
た
も
う
一

つ
の
要
索
と
し
て
彼
の
場
合
、
そ
の
郷
里
か
ら
の
竪
引
力
が
あ
ま
り
に
も
強
い
乙
と
を
あ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

郷
里
の
人
々
の
考
え
方
は
彼
に
反
殴
を
起
こ
さ
せ
る
よ
り
は
む
し
ろ
親
和
的
に
働
き
か
け
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
振
り
切
っ
て
文
学
に
向
か
う
と
と
は
彼
の
中
で
二
律
背
反
の
悩
み
を

与
え
る
乙
と
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
文
学
修
業
と
い
う
乙
と
の
井
伏
独
特
の
意
味
は
そ
乙
に
あ
る
。
郷
里
に
反
逆
し
、

坂

キ艮

俊

英

文
学
に
新
し
い
価
値
感
を
求
め
て
い
っ
た
文
学
者
た
ち
と
彼
は
異
な
る
。
彼
は
己
れ
の
内
な

る
郷
里
に
魅
か
れ
な
が
ら
そ
れ
を
否
定
し
、
文
学
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
郷
里
に
反
逆
し
た
文
学
者
た
ち
は
生
活
が
貧
窮
し
て
も
文
学
に
背
水
の
陣
を
し
く
乙
と
が

で
き
た
。
文
学
を
神
聖
視
し
、
そ
れ
に
殉
教
す
る
悲
壮
感
が
生
き
る
支
え
と
な
る
。
倒
立
し
た

反
英
雄
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
乙
と
に
な
る
。
弁
伏
の
場
合
、
郷
里
や
世
間
と
の
対
立
関
係

が
な
い
だ
け
に
、
そ
の
よ
う
な
悲
壮
感
や
英
雄
志
識
は
生
れ
よ
う
が
な
い
。

井
伏
は
「
郷
里
U
非
文
学
」
に
誘
惑
さ
れ
る
自
己
と
戦
い
な
が
ら
文
学
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
「
山
の
図
に
寄
せ
る
」
と
い
う
詩
は
そ
の
よ
う
な
心
の
葛
藤
を
よ
く
表
わ
し
て
い

る。入
何
で
も
な
い
や
う
な
乙
の
山
々

乙
れ
が
わ
が
修
業
の
邪
魔
を
す
る

望
郷
の
念
と
い
ふ
を
起
さ
せ
る

乙
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
ふ
の
に

ど
う
に
も
な
ら
な
い
わ
が
心

V

郷
里
か
ら
の
牽
引
は
乙
乙
で
は
そ
の
山
河
の
姿
、
自
然
を
通
し
て
や
っ
て
き
た
。
「
突
、
夜
母

を
思
ふ
」
で
は
肉
親
の
姿
を
通
し
て
誘
い
を
か
け
て
く
る
。

入
母
者
は
手
紙
で
申
さ
る
る

お
前
の
痩
せ
我
慢
は
無
駄
ご
と
だ

小
説
な
ど
何
の
益
に
か
相
成
る
や

田
舎
に
帰
れ
よ
と
由
・
さ
る
る
V

母
の
「
山
を
愛
せ
」
「
土
地
を
ば
愛
せ
」
「
祖
先
を
崇
め
よ
」
と
い
う
私
へ
の
言
葉
に
井
伏

が
根
抵
を
揺
す
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
が
し
た
乙
と
は
推
察
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
彼
は
「
詩
を
書
く
痩
せ
我
慢
」
を
続
け
た
。

東
京
に
出
た
彼
が
そ
ん
な
迷
い
を
抱
え
な
が
ら
心
情
的
に
孤
独
と
穆
屈
に
閉
ざ
さ
れ
な
か
っ

た
は
ず
は
な
い
。
初
期
の
彼
そ
包
ん
だ
屈
託
し
た
特
神
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
窺
わ
れ
る
。

「
山
級
魚
」
は
そ
の
中
で
も
見
事
に
自
己
を
客
観
化
し
得
て
い
る
点
に
お
い
て
そ
の
作
品
位
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界
全
休
が
象
徴
の
高
み
に
達
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
岩
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
出
口
な
し
の

状
況
に
あ
る
そ
の
姿
は
作
者
の
姿
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
時
代
に
お
か
れ
た
人
聞
の
姿
で
も
あ

り
、
普
遍
的
な
人
間
の
姿
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
次
の
一
節
、

入
彼
は
目
を
閉
じ
て
み
た
。
悲
し
か
っ
た
。
彼
は
彼
自
身
の
乙
と
を
瞥
へ
ば
ブ
リ
キ
の
切
屑
で

あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

V

と
い
う
自
己
認
識
は
や
は
り
当
時
の
井
伏
の
心
情
に
即
し
て
読
む
時
、
最
も
切
実
に
訴
え
て

ノ
¥
ヲ
匂
。

入
「
あ
あ
寒
い
ほ
ど
独
り
ぼ
っ
ち
だ
/
」

V
と
い
う
瑳
嘆
と
と
も
に
、
乙
乙
に
み
ら
れ
る
自
己

認
識
は
己
れ
を
世
界
に
と
っ
て
無
用
の
存
在
と
み
る
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
郷
里
氏
逆
型
文
学

者
の
自
己
聖
化
と
対
照
的
で
あ
る
。
「
埋
夏
記
」
に
お
け
る
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
思
う
。

入
少
し
感
傷
的
に
な
っ
た
夜
更
け
な
ぞ
に
は
、
由
自
己
九
ば
自
分
は
最
早
雨
ざ
ら
し
の
刑
mn
だ
と
忠

ひ
込
ん
だ
。
け
れ
ど
も
な
る
べ
く
自
分
自
身
に
対
し
て
礼
儀
を
失
ひ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
私

は
雨
ざ
ら
し
の
刺
mn
な
ぞ
で
は
な
い
と
信
じ
よ
う
と
し
た
。

V

乙
こ
に
お
け
る
「
私
」
は
無
用
意
識
と
有
用
意
識
の
悶
で
揺
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に

そ
こ
で
揺
れ
る
自
分
の
意
識
を
「
感
傷
」
と
し
て
超
克
し
よ
う
と
す
る
意
識
も
あ
る
。
「
感
傷
」

と
「
文
学
」
を
結
び
つ
け
ま
い
と
す
る
笠
戒
心
の
上
に
そ
の
醒
め
た
と
い
わ
れ
る
井
伏
の
目

は
誕
生
し
て
い
る
。
井
伏
の
い
わ
ゆ
る
醒
め
た
認
識
力
は
彼
が
「
感
傷
」
を
ま
っ
た
く
も
た

な
い
と
乙
ろ
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
内
な
る
「
感
傷
」
を
強
力
に
排
除
し
よ
う

と
す
る
知
性
の
力
業
に
も
似
た
作
用
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
そ
の
「
感
傷
」
に
対
す
る
厳
し
い

警
戒
心
は
例
え
ば
「
恋
愛
」
に
対
し
て
も
過
度
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

入
恋
愛
と
は
、
人
間
の
胸
の
な
か
に
発
生
し
た
鼻
茸
に
す
ぎ
な
い
。
い
つ
の
ま
に
か
消
え
て
な

く
な
っ
た
り
、
い
つ
ま
で
も
消
え
な
か
っ
た
り
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
個
人
的
な
人
聞
に
し
て
し

ま
ふ
。

V
(
「
ジ
ョ
セ
フ
と
女
子
学
生
」
)

乙
う
し
た
「
感
傷
」
の
超
克
の
上
に
立
っ
て
い
か
に
「
愛
野
」
を
表
現
化
す
る
か
に
初
期
の

井
伏
の
苦
心
は
向
け
ら
れ
た
。
そ
の
方
法
の
一
つ
は
「
人
々
は
恩
ひ
ぞ
屈
し
た
場
合
、
部
屋
の

な
か
を
屡
々
こ
ん
な
具
合
に
歩
き
ま
は
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
「
山
楓
魚
」
)
と
い
う
よ
う
に

個
人
的
心
情
を
一
般
化
し
て
提
示
す
る
仕
方
で
あ
る
。
ま
た
「
屈
託
」
と
対
照
的
な
情
景
の
摘

出
に
よ
っ
て
「
屈
託
」
を
照
射
す
る
方
法
も
と
ら
れ
る
。

八
玩
具
が
私
の
く
っ
た
く
し
た
気
持
と
は
全
く
反
対
に
勢
ひ
ょ
く
水
面
に
浮
ん
で
来
る
と
、
彼

等
は
朗
か
な
よ
ろ
乙
び
の
叫
び
を
あ
げ
て
、
浮
巣
の
中
に
再
び
そ
れ
を
を
さ
め
た
。
私
達
は
乙

の
遊
戯
を
く
り
返
し
た
。
そ
し
て
私
は
心
の
中
で
強
ひ
て
思
は
う
と
し
て
ゐ
た

l
!夜
逃
げ
な

ん
か
俺
は
平
気
で
出
来
る
ぞ
/

V

(

「
理
憂
記
」
)

と
乙
で
の
「
私
」
は
湯
屋
に
出
か
け
、
湯
棺
の
中
の
子
供
二
人
が
玩
具
の
脚
を
引
張
っ
て
湯

の
中
に
沈
め
る
遊
び
を
し
て
い
る
の
に
加
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
私
」
の
心
は
下
宿
代
を
払

え
ず
立
退
き
を
要
求
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
「
夜
と
同
じ
暗
さ
」
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

井
伏
の
「
変
態
」
と
「
暗
さ
」
は
乙
の
時
期
、
物
質
条
件
の
上
で
は
貧
窮
生
活
か
ら
来
て
い

る
。
そ
の
事
情
は
「
仰
の
風
景
」
の
冒
頭
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

入
学
生
生
活
を
止
し
て
以
来
ま
る
三
年
間
、
私
は
学
生
時
代
と
少
し
も
変
ら
な
い
様
式
の
生
活

を
送
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
父
兄
達
は
、
私
を
為
す
乙
と
の
な
い
人
聞
の

や
う
に
取
扱
っ
て
、
私
に
生
活
出
品
を
与
へ
な
く
な
っ
た
の
み
で
な
く
、
彼
等
の
挨
か
た
が
悪
か

っ
た
の
で
あ
る
と
彼
等
自
身
あ
か
ら
さ
ま
に
私
の
面
前
で
後
悔
し
た
り
悲
し
ん
だ
り
し
た
。
何

と
な
れ
ば
今
は
最
卒
、
私
は
学
生
で
も
な
く
且
つ
勤
め
人
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等

は
度
々
私
を
説
き
伏
せ
て
、
荒
物
屋
か
そ
れ
と
も
燈
台
守
に
な
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
私
は
そ
の

度
毎
に
彼
等
の
説
に
反
対
し
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
毎
日
変
惨
で
あ
っ
た

の
だ
。

V

コ
必
修
」
な
の
は
肉
親
の
説
へ
の
反
対
の
根
拠
が
自
分
に
も
把
握
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
え
た
い
の
し
れ
な
い
魔
物
」
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
「
文
学
」
の
鬼
が
自
分

の
中
に
住
み
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
埋
愛
記
」
で
は
文
学
と
い
う
「
魔
物
」
の
存
在
が

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

A

ハ
考
へ
る
な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
は
何
も
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
。
け
れ
ど
え
た
い
の

し
れ
な
い
魔
物
が
伐
を
考
込
ま
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
伐
に
読
書
を
さ
し
た
の
だ
。
そ
の
結

果
、
僕
は
た
だ
思
ひ
ぞ
屈
し
た
の
で
あ
る
。

V

乙
こ
に
お
い
て
は
知
識
人
生
活
そ
れ
自
体
の
性
格
の
中
に
「
修
周
」
を
み
て
疑
問
そ
提
し
て

円
あ
ち
士
け
》

い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
帰
郷
す
る
こ
の
小
説
の
在
竹
は
ま
た
「
閉
会
へ
行
く
乙
と
は
気

持
の
上
か
ら
い
へ
ば
自
殺
す
る
の
と
同
じ
こ
と
」
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
残
さ
れ
た
井

伏
が
作
家
と
し
て
留
ま
る
道
は
そ
の
「
穆
屈
」
自
体
を
対
象
化
し
、
普
遍
化
す
る
乙
と
で
し
か

な
か
っ
た
。
「
穆
屈
」
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
い
い
代
え
れ
ば
郷
里
と
文
学
に
分
裂
し
た
自
己
に

拘
泥
す
る
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
二
律
背
反
を
止
揚
す
る
道
は
郷
里
自
依
を
「
東
京
」

の
目
で
眺
め
返
す
乙
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
東
京
」
に
お
け
る
自
己
を
郷
阜

の
目
で
眺
め
て
み
る
乙
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
郷
里
の
感
覚
と
思
考
を
人
は
生
活
人
の
目
、

庶
民
の
目
、
常
民
の
目
等
と
い
う
。
し
か
し
、
生
活
人
は
生
活
人
に
留
ま
る
限
り
、
「
目
」
に

は
な
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
活
人
を
超
え
た
作
家
の
目
を
生
活
人
の
中
に
く
ぐ
り
抜
け
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
複
眼
の
視
点
に
立
つ
乙
と
に
よ
っ
て
生
活
人
の
目
は
作
品
に
定

着
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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井
伏
に
お
け
る
郷
里
の
世
界
観
を
「
言
葉
」
の
上
か
ら
破
っ
て
い
っ
た
も
の
に
あ
の
泥
棒
体

験
が
あ
っ
た
乙
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
私
の
初
め
て
き
い
た
墓
尽
弁
は
、
『
戸
を
明
け

ろ
』
と
か
『
文
句
を
云
は
ね
え
で
明
け
ろ
』
と
い
ふ
物
騒
な
言
葉
で
あ
る
。
」
と
『
難
肋
集
』

は
伝
え
て
い
る
。
乙
の
幼
児
期
の
強
盗
事
件
が
井
伏
と
東
京
語
と
の
初
め
て
の
出
会
い
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
彼
は
「
中
学
を
卒
業
し
、
そ
の
年
の
九
月
、
初
め
て
上
京
す
る
と
き
に
は
、
自

分
は
一
日
も
早
く
東
京
弁
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
」
(
『
半
生

記
』
)
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
続
い
て
「
東
京
弁
の
乙
と
な
ん
ぞ
、
も
う
ど
う
だ
つ

て
よ
い
。
蛙
の
子
は
蛙
じ
ゃ
」
と
も
考
え
る
。
彼
に
東
京
弁
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
な

い
。
逆
に
、
東
京
弁
に
接
し
た
体
験
が
郷
里
の
言
葉
と
感
覚
に
対
す
る
見
な
お
し
を
彼
に
迫
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
価
値
を
彼
に
再
認
識
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
シ
グ
レ
島
叙
景
」
(
昭
和
四
年
十
一
月
「
文
芸
春
秋
」
)
は
「
陸
地
か
ら
十
五
町
も
離
れ

て
ゐ
て
、
周
回
三
十
三
町
の
一
箇
の
島
唄
」
が
舞
台
で
あ
る
が
、
井
伏
の
「
言
葉
」
に
対
す
る

芳
察
が
満
ち
満
ち
て
い
る
小
説
で
あ
る
と
読
み
と
れ
る
。

「
乙
の
島
に
は
、
た
っ
た
二
人
の
住
民
と
四
百
び
き
の
兎
と
が
ゐ
る
。
」
宮
地
伊
作
と
村
上

オ
タ
ニ
の
二
人
で
あ
る
。
島
の
一
日
は
「
半
鐙
」
か
ら
始
ま
る
。

ほ
ほ
し
ら

入
毎
朝
、
一
ば
ん
先
に
起
き
た
も
の
が
穏
の
半
鐙
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。

半
鐘
の
音
は
、
そ
の
鳴
ら
し
か
た
に
一
定
の
規
約
が
設
け
て
な
か
っ
た
の
で
、
秩
序
な
く
且

つ
甲
高
く
鳴
り
響
い
た
。
そ
の
音
は
他
の
多
く
の
島
や
岬
に
反
響
し
て
、
シ
グ
レ
島
は
、
他
の

島
々
と
朝
の
挨
拶
を
交
し
て
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
。
眠
り
か
ら
目
を
さ
ま
し
た
て
の
兎
達
は
、
立

ち
ど
ま
っ
た
り
茸
を
を
そ
ば
‘
た
で
た
り
し
て
、
さ
う
し
て
彼
等
は
、
半
銭
の
音
と
向
う
の
島
か

ら
き
乙
え
る
木
精
と
に
対
し
て
、
交
互
に
耳
を
動
か
し
た
。

V

乙
乙
で
は
「
半
鐘
」
と
い
う
や
や
原
始
的
で
素
朴
な
音
が
「
挨
拶
」
で
あ
る
と
い
う
「
言
葉
」

の
風
景
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
人
間
と
動
物
た
ち
と
を
つ
な
ぐ
「
言
葉
」
と
し
て
の
役
割

を
も
担
っ
て
い
る
。

さ
て
、
伊
作
と
オ
タ
ツ
は
よ
く
口
論
す
る
。
そ
の
口
論
の
実
際
は
長
く
な
る
の
で
引
用
で
き

な
い
が
、
と
て
も
論
理
的
と
は
言
え
な
く
て
、
兎
を
売
れ
売
ら
ぬ
の
周
回
を
限
り
な
く
堂
々
め

ぐ
り
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

入
彼
等
ニ
人
は
口
論
す
る
と
き
以
外
に
は
、
決
し
て
長
た
ら
し
く
話
し
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

彼
等
に
と
っ
て
は
、
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
口
論
す
る
た
め
に
だ
け
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

V

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
。

入
彼
等
ニ
人
が
論
争
を
し
な
い
場
合
に
は
、
彼
等
は
お
互
い
絶
対
の
沈
黙
を
つ
づ
け
、
若
し
何

か
の
必
要
が
あ
っ
て
ニ
人
が
会
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
彼
等
は
乙
れ
を
口
論

の
形
式
で
な
し
と
げ
た
。
万
一
に
も
、
彼
等
が
相
手
に
対
し
て
隣
人
同
士
山
の
愛
情
を
示
さ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
彼
等
は
絶
対
以
上
の
沈
黙
を
守
っ
た
の
み
で
な
く
、
お
互
に
顔
を
反
け
合
っ

て
深
い
嘆
息
ば
か
り
を
も
=
り
し
た
の
で
あ
る
。

V

乙
の
二
人
の
「
一
言
葉
」
の
世
界
が
貧
し
い
と
か
不
自
由
で
あ
る
と
い
う
批
評
は
当
ら
な
い
。

彼
ら
に
と
っ
て
そ
の
世
界
は
ま
っ
た
く
完
壁
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
逆
に
多
く
の
余
計
な

言
葉
を
費
し
、
「
口
論
」
と
は
逆
の
お
愛
想
の
言
葉
を
ふ
り
ま
か
な
け
れ
ば
交
流
を
な
し
え
な

い
都
会
人
の
方
が
不
自
由
な
の
で
あ
る
。
都
会
人
は
「
愛
情
」
表
現
に
も
「
言
葉
」
の
選
択
を

必
要
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
乙
乙
で
は
「
沈
黙
」
と
「
嘆
息
」
だ
け
で
乙
と
足
り
る
の
で
あ
る
a

乙
の
よ
う
に
円
満
具
足
し
た
「
言
葉
」
の
宇
宙
に
東
京
弁
が
入
り
乙
む
と
ど
う
な
る
か
、
た
ち

ま
ち
彼
ら
は
拒
否
反
応
を
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

入
村
上
オ
タ
ツ
は
、
私
と
五
分
間
以
上
も
会
話
を
交
へ
て
ゐ
る
と
、
必
ず
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
発
作

に
か
か
る
慣
は
し
な
の
で
あ
る
。
彼
女
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
私
の
つ
か
ふ
東
京
言
葉
は
彼
女
に

は
刺
較
が
強
す
ぎ
る
の
だ
と
い
ふ
。
髭
別
用
ク
リ
ー
ム
や
シ
ャ
ボ
ン
の
香
も
、
匡
々
彼
女
に
同

様
の
発
作
を
起
さ
せ
た
。

V

言
葉
は
感
覚
に
と
っ
て
「
も
の
」
で
あ
り
異
質
の
「
も
の
」
の
侵
入
を
強
靭
に
排
除
し
よ
う

と
す
る
乙
と
は
彼
女
自
身
の
言
葉
の
宇
宙
を
守
ろ
う
と
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
間

は
ど
こ
に
住
ま
っ
た
れ
ば
と
て
、
得
心
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
る
ま
い
で
せ
う
が
な
?
」
と
い
う

伊
作
の
理
論
に
支
え
ら
れ
て
己
れ
の
よ
っ
て
立
つ
宇
宙
を
堅
持
す
る
思
想
で
あ
る
。

井
伏
も
自
己
自
身
の
文
学
世
界
の
確
立
に
よ
っ
て
己
れ
の
宇
宙
を
造
型
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
が
、
ま
だ
そ
の
道
を
見
出
し
か
ね
て
い
た
。

「
仰
の
風
景
」
の
「
私
」
の
心
象
は
や
は
り
「
憂
修
」
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
私
」

を
襲
う
も
の
は
世
界
に
対
す
る
「
お
び
え
」
の
感
覚
で
あ
っ
た
。
「
私
」
は
百
貫
烏
の
燈
台
の

灯
が
み
え
る
岬
の
南
端
に
位
い
す
る
小
都
会
の
対
山
館
に
い
て
、
時
に
は
「
よ
く
な
い
外
泊
」

を
し
た
り
し
て
「
穆
」
を
慰
め
て
い
る
。

入
何
の
身
よ
り
も
な
く
詰
責
す
る
人
も
な
い
乙
の
田
舎
に
迷
ひ
込
ん
で
来
て
ま
で
、
私
は
新
う

い
ふ
日
常
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
か
F

|
|
私
は
夜
更
け
の
窓
を
明
け
て
海
を
見
な
が
ら
、
暗
泊
と
し
て
且
つ
旧
式
な
自
分
の
生
活
を

明
笑
し
た
乙
と
が
医
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
時
私
は
必
ず
黒
く
う
づ
く
ま
る
島
の
上
に
、
お
そ

い
ぶ
ざ
ま
な
月
を
見
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
月
は
一
筒
の
赤
く
た
だ
れ
た
片
目
で
あ
っ
た
。
私

は
お
び
え
た
。
真
赤
な
片
目
は
空
に
浮
び
あ
が
っ
て
、
醒
い
光
り
を
も
っ
て
私
を
に
ら
ん
で
ゐ

る
の
だ
。
私
は
い
そ
い
で
窓
を
閉
め
、
そ
れ
か
ら
寝
床
に
入
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
彼
は
私
の
閉

ぢ
た
自
の
中
へ
ま
で
現
れ
て
来
る
。
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「
早
く
夜
が
明
け
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
だ
:
:
:
」

私
は
私
を
脱
ん
で
ゐ
る
彼
へ
唾
を
は
き
か
け
る
哀
似
を
し
た
り
、
両
手
を
ふ
っ
て
そ
れ
を
威
し

つ
け
た
り
し
た

/
V

乙
こ
に
は
月
に
対
す
る
異
常
と
も
い
え
る
お
び
え
と
敵
対
意
識
が
あ
る
。
井
伏
の
夜
が
明
け

な
い
限
り
、
乙
の
外
界
に
対
す
る
お
び
え
と
敵
対
感
は
消
え
な
い
の
だ
ろ
う
。
外
界
に
対
す
る

親
和
性
の
強
い
井
伏
文
学
に
と
っ
て
こ
う
い
う
感
覚
は
珍
し
い
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

月
を
「
赤
く
た
だ
れ
た
目
」
と
感
じ
る
感
覚
は
萩
原
朔
太
郎
の
病
的
世
界
や
梶
井
基
次
郎
の
幻

視
世
界
に
も
通
じ
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
井
伏
の
お
か
れ
て
い
た
「
憂
穆
」
の
深
さ

と
孤
立
感
を
推
察
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。
視
立
し
た
魂
は
世
界
を
お
び
え
の
感
覚
で
受
取
る
。

そ
の
魂
は
ま
だ
「
晴
治
」
と
し
た
「
暗
さ
」
の
中
に
お
か
れ
て
い
忍
。
『
夜
ふ
け
と
椋
の
花
』

ほ
後
の
井
伏
と
比
殴
し
で
帥
刊
に
と
の
魂
の
「
暗
さ
」
に
お
い
て
印
象
づ
け
ら
れ
忍
。

な
ぜ
「
私
」
は
「
月
」
に
お
び
え
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
月
」
は
文
学
志
望
の
「
私
」

を
髄
賞
す
る
「
父
兄
達
」
の
象
徴
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
現
れ
方
も
す
る
。

八
驚
い
た
乙
と
に
は
、
古
一
A

の
秘
か
げ
に
一
箇
の
赤
い
光
り
が
き
ら
め
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
私

は
い
び
つ
な
月
だ
と
知
る
よ
り
前
に
、
す
く
み
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
も
、
同
じ

く
麦
の
穏
に
お
ど
り
あ
が
っ
て
一
持
び
す
ば
や
く
身
を
の
ば
せ
た
。
だ
が
彼
は
確
か
に
私
の
後
を

つ
け
て
ゐ
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
。

私
は
明
ら
か
に
見
と
ど
け
た
の
だ
。
彼
は
赤
く
た
だ
れ
た
一
箇
の
醜
い
片
目
で
あ
っ
た
。

V

乙
の
後
「
私
」
は
「
月
」
と
口
論
す
る
。

入
「
伶
は
平
気
だ
ぞ
/
何
も
俗
は
悪
い
乙
と
は
し
な
い
」

「
い
い
や
、
自
民
殺
は
忍
い
や
つ
だ
ぞ
」

V

乙
の
「
悪
い
や
つ
」
と
い
う
言
葉
は
直
接
的
に
は
作
品
中
の
「
み
ち
子
」
と
の
密
会
と
恋
愛

を
意
識
し
て
言
わ
れ
て
い
る
が
、
広
く
は
「
私
」
の
生
活
全
品
怖
を
意
識
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。

乙
乙
に
み
ら
れ
る
の
は
「
私
」
が
自
分
の
生
き
方
な
ら
び
に
生
活
を
犯
罪
者
的
な
お
び
え
の
怠

識
で
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
た
だ
れ
た
片
目
」
の
形
を
と
っ
て
彼
を

脅
か
す
と
す
れ
ば
、
「
私
」
の
心
に
あ
る
も
の
は
自
虐
の
芯
訟
で
も
あ
る
。
乙
の
犯
罪
者
芯
識

と
自
麿
牲
は
「
私
」
が
世
間
的
な
詮
味
で
の
「
生
活
」
そ
始
め
て
い
な
い
と
と
ろ
か
ら
〈
る
乙

と
ほ
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
円
平
年
一
時
代
と
少
し
も
変
ち
な
い
様
式
の
生
活
」
ば
「
生
活
」
と
ほ

守
口
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

乙
の
作
品
の
結
末
に
出
現
す
る
虹
は
「
私
」
が
『
憂
惇
」
か
ら
脱
出
す
る
希
望
の
役
伎
を
象

徴
す
る
か
に
み
え
る
。

A
A
殆
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
く
ら
ゐ
の
巨
大
な
虹
が
、
病
院
や
愛
知
の
其
上
か
ら
中
空
高
く
、
強

い
色
彩
の
椅
を
沖
合
の
島
の
上
ま
で
は
る
か
に
架
け
て
ゐ
る
の
だ
。
恰
も
そ
の
島
の
上
ま
で
、

く
っ
た
く
し
た
私
の
思
想
を
う
っ
ち
ゃ
っ
て
し
ま
ふ
ぺ
く
歩
い
て
行
け
と
い
は
ん
ば
か
り
に
、

虹
は
は
っ
き
り
と
巨
大
な
姿
で
空
に
か
か
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
一
刻
も
早
く
そ
の
虹
の

立
ち
の
ぼ
っ
て
ゐ
る
病
院
や
麦
畑
の
と
乙
ろ
ま
で
定
っ
て
行
か
う
と
し
た
。

V

し
か
し
、
や
が
て
「
私
」
は
こ
の
よ
う
な
美
し
い
虹
か
ら
さ
え
自
分
が
拒
ま
れ
て
い
る
乙
と

を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

八
私
の
立
っ
て
ゐ
る
と
乙
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
彼
女
等
乙
そ
巨
大
な
虹
彩
に
埋
め
ら
れ
、
空
を
指

し
な
が
ら
手
を
つ
な
い
で
、
其
の
色
彩
あ
る
抗
仰
を
渡
っ
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
見

え
た
の
だ
。

私
は
乙
れ
等
の
す
ば
ら
し
い
光
景
に
感
動
の
踏
を
向
け
な
が
ら
、
私
乙
そ
彼
女
等
の
ほ
が
ら

か
さ
を
汚
す
も
の
で
あ
る
乙
と
を
考
へ
た
。

V

虹
と
「
彼
女
等
」
〈
賄
の
娘
と
み
ち
子
)
が
八
美
V
の
世
界
に
属
す
る
の
に
対
し
、
「
私
」

は
あ
く
ま
で
入
醜
V
の
世
界
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
に
は
む
し
ろ
「
真
赤
な
片
目
」

「
ぬ
ら
ぬ
ら
と
空
に
浮
び
出
る
彼
」
の
方
が
ふ
む
わ
し
い
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
自
ら
を

「
汚
れ
」
と
芯
識
す
る
自
怠
識
こ
そ
当
時
の
井
伏
を
と
ら
え
た
「
暗
い
」
心
象
を
示
し
て
い
よ

・つ。
早
稲
田
の
文
科
の
時
の
級
友
で
あ
り
、
今
は
旅
絵
師
を
営
ん
で
い
る
佐
竹
小
一
と
の
交
友
を

描
い
た
「
突
、
山
拾
得
」
も
決
し
て
明
る
い
作
品
で
は
な
い
。
「
私
」
が
「
彼
の
乙
の
暗
お
と
し

て
且
つ
風
雅
な
生
活
を
茨
」
む
の
は
、
「
彼
の
職
業
が
私
の
よ
り
、
何
よ
り
も
ま
づ
風
変
り
で
あ

っ
た
か
ら
」
な
の
だ
が
「
彼
」
は
「
世
田
術
と
か
美
術
と
か
に
結
び
つ
け
て
」
枚
写
本
の
製
作
を

考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
「
彼
」
は
然
、
山
拾
得
の
笑
い
を
み
て
「
全
く
超
脱
し

た
笑
ひ
顔
」
を
そ
こ
に
認
め
、
製
作
欲
を
お
乙
す
の
で
あ
る
。

二
人
は
夜
に
な
っ
て
情
熱
的
に
飲
み
且
つ
鶴
舌
り
、
泥
酔
者
と
変
じ
た
末
に
、
然
、
山
拾
得
の
笑

い
声
を
模
倣
し
て
笑
い
A
口
う
。
お
互
い
に
相
手
の
笑
い
に
対
し
、
そ
れ
で
は
駄
目
だ
と
批
判
し

あ
い
な
が
ら
「
げ
ら
げ
ら
げ
ら
、
げ
ら
げ
ら
ツ
」
と
い
つ
ま
で
も
笑
い
の
競
争
を
続
け
る
の
で

あ
る
。
往
来
の
ポ
ス
ト
に
然
、
山
拾
得
の
桧
を
は
り
つ
け
な
が
ら
、
雨
の
中
を
ひ
た
す
ら
に
笑
い

合
う
乙
と
に
熱
中
す
る
こ
人
の
姿
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
二
人
が
「
生

活
」
者
の
側
か
ら
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
一
方
で
し
か

し
「
芸
術
」
の
世
界
に
い
る
と
も
い
え
ず
、
あ
く
ま
で
「
文
科
の
予
科
の
時
」
の
情
熱
の
余
抽
出

ぞ
も
て
あ
ま
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
典
、
山
拾
得
が
彼
ら
の
理
想
の
象
徴
で
あ
る
と
し
て
、

内
ま
ね
》

「
も
う
す
乙
し
風
韻
と
枯
淡
味
と
が
出
な
く
て
は
駄
目
だ
」
と
か
言
い
な
が
ら
そ
の
笑
い
を
模
倣

ょ
う
と
す
る
こ
人
は
自
ら
の
グ
ロ
テ
ス
ク
を
窓
識
し
な
が
ら
笑
い
を
止
め
な
い
。
そ
れ
は
彼
ら

切
削



自
身
を
噸
笑
す
る
白
期
で
あ
る
と
も
絶
望
の
表
現
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
笑
い
で
あ

る
。
乙
の
笑
い
は
暗
い
夜
の
雨
の
空
に
い
か
に
も
陰
惨
に
木
此
相
し
た
に
違
い
な
い
。

「
夜
ふ
け
と
梅
の
花
」
(
大
正
十
四
年
「
鉄
鎚
」
)
の
「
私
」
も
「
ひ
ど
く
空
腹
で
且
つ
く

っ
た
く
し
た
気
持
で
」
歩
い
て
い
る
。
そ
し
て
友
人
田
和
安
夫
か
ら
「
そ
ん
な
便
利
左
官
の
や

う
な
暮
し
を
し
て
ゐ
て
は
駄
目
だ
ぞ
。
も
っ
と
も
職
業
は
何
で
も
い
』
が
、
気
持
が
ぢ
h

む
さ

く
な
っ
て
は
駄
目
だ
ぞ
。
未
来
に
突
入
す
る
ん
だ
。
明
る
く
な
れ
明
る
く
/
」
と
言
わ
れ
た
り
、

内
北
ま
し
い
》

「
き
み
は
、
世
の
中
か
ら
強
迫
さ
れ
て
る
ぞ
。
絡
が
ひ
と
つ
霊
を
入
れ
換
へ
て
や
る
。
明
る
く

な
れ
よ
。
明
る
く
」
と
一
百
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。

入
或
る
時
の
如
き
は
、
紅
絹
の
哀
に
つ
い
た
女
の
羽
織
を
何
処
か
ら
か
持
っ
て
来
て
く
れ
て
、

彼
は
そ
の
哀
を
出
し
て
、
私
の
部
屋
の
幅
子
掛
け
に
か
け
た
。
さ
う
す
れ
ば
、
少
く
も
気
持
が

明
る
く
な
る
だ
ら
う
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。

V

「
私
」
の
気
持
ち
の
「
暗
さ
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
乙
の
作
品
で
は
何
も
の
か
の
「
強
迫
」

感
が
印
象
深
い
。
そ
れ
は
友
人
の
言
う
ご
と
く
「
世
の
中
か
ら
」
の
「
強
迫
」
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
の
お
び
え
は
「
仰
の
風
景
」
に
お
け
る
「
赤
く
た
だ
れ
た
片
目
」
に
対
す
る
お

び
え
に
も
通
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
私
」
に
対
し
て
「
全
く
突
然
」
血
だ
ら
け
の
顔
を
電
信
柱

の
か
げ
か
ら
現
わ
す
村
山
十
吉
の
よ
う
に
「
私
」
を
恐
怖
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

入
い
つ
何
時
村
山
十
吉
に
出
逢
ひ
は
し
な
い
だ
ら
う
か
と
最
も
お
そ
れ
た
。
彼
は
い
き
な
り
背

後
か
ら
私
の
首
す
ぢ
を
締
め
つ
け
る
か
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

V

乙
の
「
お
そ
れ
」
が
一
つ
に
は
経
済
的
貧
窮
に
よ
る
生
活
不
安
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
も
っ
と
根
源
的
な
人
間
存
在
の
拠
っ
て
立
つ
地
盤
の
不

安
定
感
に
も
と
づ
く
実
存
的
な
「
お
そ
れ
」
の
様
相
を
も
そ
れ
は
お
び
て
い
る
。
そ
れ
は
い
つ

何
時
ど
ん
な
と
と
が
起
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
予
測
不
能
の
恐
怖
で
あ
り
、
そ
の
「
恐
怖
」

ば
や
は
り
「
私
」
自
身
の
「
罪
」
意
識
に
由
来
し
て
い
る
。
村
山
十
士
ロ
が
仕
入
れ
物
の
買
い
入

れ
金
を
持
っ
て
失
隠
し
た
乙
と
を
知
っ
た
時
、
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
思
う
。

A
A
最
早
何
ん
な
乙
と
が
あ
っ
て
も
、
私
は
村
山
十
吉
が
お
そ
ろ
し
く
は
な
い
と
思
っ
た
。
彼
は

私
以
上
に
は
っ
き
り
し
た
罪
人
で
さ
へ
あ
る
の
だ
。

V

乙
乙
で
「
私
以
上
に
」
と
い
う
の
は
「
私
」
が
村
山
十
吉
の
五
円
紙
弊
を
返
さ
な
い
ま
ま
で
い

る
と
い
う
乙
と
に
も
と
づ
く
乙
と
は
勿
論
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
を
除
い
て
も
や
は
り
「
私
」

ば
現
在
の
自
分
に
「
罪
」
怠
識
を
ど
乙
か
に
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
か
ら
こ
そ
一
人
で
限
り
な
く
泥
酔
し
な
が
ら
「
酔
へ
ば
酔
ふ
ほ
ど
、
俺
は
し
っ
か
り
す
る
ん

だ
」
と
強
が
り
を
言
っ
て
迫
り
く
る
恐
怖
感
と
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
一
び
き
の
蜜
蜂
」
は
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
と
同
じ
く
郷
里
を
代
表
す
る
人
物
谷
本
朽
助

が
登
場
し
、
彼
と
東
京
生
活
を
送
る
「
私
」
と
の
往
復
書
簡
の
休
裁
を
と
っ
て
い
る
。
曲
賞
蜂
拐

の
呑
人
を
し
て
い
る
朽
助
は
「
私
」
に
蜜
蜂
の
巣
を
小
包
で
送
っ
て
く
る
。
「
私
」
は
手
紙
の

中
に
次
の
よ
う
に
書
く
。

入
唯
今
の
小
生
に
と
っ
て
は
ど
う
も
蜂
に
関
す
る
話
は
切
実
に
教
訓
的
で
あ
る
の
で
智
へ
ば
、

蜂
は
そ
の
持
主
が
怠
け
が
ち
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乙
の
や
う
に
芳
ぐ
は
し
き
蜜
を

熱
心
に
祭
め
た
な
ぞ
と
い
ふ
話
は
、
あ
ま
り
実
際
的
に
小
生
を
開
打
ち
ま
す
の
で
、
少
し
心
苦

し
く
な
っ
て
ゐ
ま
す
V

「
私
」
の
経
済
生
活
は
朽
助
の
農
業
経
営
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
t

乙
乙
で

「
蜂
」
た
ち
の
労
働
は
朽
助
を
代
表
と
す
る
郷
里
の
働
く
意
識
を
表
象
し
、
「
私
」
は
自
ら
の
怠

慢
な
生
活
を
そ
れ
に
比
ぺ
て
断
悔
す
る
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
東
京
生
活
は
朽
助
に
と
っ
て
は

「
貴
殿
は
近
頃
隠
と
し
て
廃
額
な
さ
れ
た
」
と
映
る
の
で
あ
る
。
朽
助
は
「
私
」
に
対
し
、

八
入
院
し
た
と
か
申
さ
れ
た
の
や
自
貸
出
版
す
る
と
申
さ
れ
た
の
が
、
み
ん
な
嘘
で
あ
る
と
申

さ
れ
る
の
は
、
よ
く
せ
き
の
廃
簡
な
ら
ず
ば
白
状
で
き
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
ぞ
o
V
と
述
べ
、

「
私
」
を
叱
責
す
る
。
そ
し
て
、
「
お
よ
そ
人
た
る
も
の
は
お
の
が
暮
し
を
手
車
に
乗
せ
て
ど

ろ
ど
ろ
と
押
し
て
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
も
の
な
り
U

と
説
諭
す
る
の
で
あ
る
。

乙
の
朽
助
と
「
私
」
の
香
簡
に
よ
る
対
話
は
そ
の
内
容
的
遠
い
を
超
え
て
中
野
霊
治
の
「
村

の
家
」
を
述
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
孫
蔵
の
「
転
向
と
聞
い
た
時
に
や
、
お
母
さ
ん
で
も

尻
餅
つ
い
て
仰
天
し
た
ん
じ
ゃ
。
す
べ
て
遊
び
じ
ゃ
が
い
し
て
。
遊
戯
じ
ゃ
。
昆
を
ひ
っ
た
も

同
然
じ
ゃ
な
い
か
い
し
て
U

と
い
う
非
難
は
確
固
た
る
生
活
者
の
立
場
か
ら
文
筆
を
弄
ぶ
者
に

向
け
ら
れ
る
が
、
「
私
」
も
ま
た
農
業
か
文
筆
か
に
悩
ん
で
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

入
小
生
も
確
固
た
る
信
念
を
得
ま
し
た
な
ら
ば
、
何
時
に
で
も
御
地
に
帰
り
耕
作
と
副
業
と
に

従
事
い
た
し
た
く
、
ど
存
じ
の
如
く
乙
の
考
へ
は
幼
時
よ
り
の
計
画
で
あ
り
ま
す
。
た
Y
た
Y

絶
望
失
意
の
ま
』
に
て
当
地
を
逃
亡
す
る
乙
と
は
、
何
と
し
て
も
い
た
し
か
ね
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

V

乙
れ
は
「
や
は
り
香
い
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
う
勉
次
の
答
え
に
通
じ
る
文
学

的
党
悟
の
表
明
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
一
匹
の
蜜
蜂
が
送
ら
れ
て
き
た
巣
の
中
に
ま
ぎ
れ
乙
ん
で

い
た
の
が
発
見
さ
れ
る
と
、
「
私
」
は
乙
の
「
蜂
」
の
中
に
己
れ
自
身
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い

気
分
に
な
る
。

入
彼
は
最
早
労
働
に
出
か
け
て
行
か
う
と
す
る
精
神
は
忘
れ
て
、
巣
の
ま
は
り
を
ぶ
ら
つ
い
て

ば
か
り
ゐ
ま
す
。
乙
の
や
う
な
ル
ン
ペ
ン
を
見
て
ゐ
る
乙
と
は
、
私
自
身
の
附
甲
斐
な
さ
を
指

摘
さ
れ
る
や
う
に
顧
み
ら
れ
て
、
私
は
思
ひ
き
っ
て
乙
い
つ
(
乙
の
蜂
〉
を
た
た
き
つ
ぶ
し
て

や
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

V
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入
今
日
で
は
、
私
は
自
分
の
や
く
ぎ
が
た
ま
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
す
V

し
か
し
、
「
蜜
蜂
」
を
殺
し
て
も
「
私
」
の
「
ル
ン
ペ
ン
」
、
「
私
」
の
「
や
く
ざ
」
が
直

る
わ
け
で
は
な
い
。
「
私
」
は
「
私
自
身
」
か
ら
「
乙
の
昆
虫
の
態
度
に
似
た
も
の
」
を
除
き

き
る
以
外
に
道
は
な
い
こ
と
を
覚
る
。
だ
が
、
あ
る
日
、
蜜
蜂
は
死
ぬ
。
痛
快
が
る
「
私
」
に

対
し
、
朽
助
は
批
難
す
る
。

入
貴
殿
は
、
今
回
の
や
う
な
検
死
を
遂
げ
た
蜜
蜂
の
や
う
に
賛
政
自
ら
が
い
く
ぢ
な
い
と
申
寄

れ
ま
す
な
ら
ば
、
何
故
に
蜜
蜂
の
い
く
ぢ
な
い
の
を
索
つ
気
な
く
な
さ
る
お
心
に
て
、
ど
自
分

を
打
ち
懲
ら
さ
う
と
は
な
さ
ら
な
ん
だ
か
。
貴
殿
の
お
考
へ
は
、
ど
う
い
た
し
て
も
遊
び
ど
と

の
や
う
に
思
は
れ
て
、
合
点
が
行
か
ん
で
す
。

V

乙
の
朽
助
の
叱
責
は
「
す
べ
て
遊
び
じ
ゃ
が
い
し
て
。
」
と
い
う
孫
蔵
の
叱
責
と
ほ
と
ん
ど

等
価
の
重
み
を
も
っ
て
文
筆
者
に
迫
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
孫
成
と
朽
助
の
違
い
は
前
者
が
あ

く
ま
で
祭
を
拾
て
よ
と
迫
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
私
」
の
道
を
歩
め
と
最
終
的
に
は
腕
躍
し

て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
朽
助
は
「
私
」
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
よ
き
師
で
あ
っ
た
。
八
蜜
蜂
の
い

な
げ
な
官
官
し
か
た
を
索
つ
気
な
く
な
さ
る
心
に
で
、
存
分
犯
人
と
人
と
の
な
か
に
出
て
行
き

な
さ
れ
て
よ
ろ
し
と
考
見
申
し
ま
す
。
ど
う
い
ふ
乙
と
が
間
違
ひ
な
い
乙
と
か
は
、
人
と
人
が

同
じ
人
間
で
な
け
れ
ば
、
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
と
思
君
さ
れ
た
く
。
患
者
も
と
も
に
あ
り
と

や
申
す
こ
と
は
、
ど
存
じ
の
遇
り
と
存
じ
奉
り
ま
す
。
め
く
っ
て
み
た
る
の
が
ス
ペ
ー
ド
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ス
ペ
ー
ド
で
よ
ろ
し
い
で
す
。
そ
れ
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
ス
ペ
ー
ド
が
出
た

ら
ス
ペ
ー
ド
だ
と
思
召
し
さ
へ
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
す
。
前
も
っ
て
し
で
わ
か
る
仕
様
で
は
あ

ら
ず
、
道
は
い
づ
く
に
か
隠
れ
て
真
偽
あ
る
、
言
は
い
づ
く
に
か
存
し
て
可
な
ら
ざ
る
と
や
申

す
で
は
あ
り
ま
せ
な
ん
だ
か
。

V

「
文
学
」
の
道
が
「
ス
ペ
ー
ド
」
の
道
な
ら
そ
れ
は
そ
れ
で
「
ス
ペ
ー
ド
」
に
徹
す
る
と
い

う
乙
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
乙
こ
に
は
従
来
の
井
伏
の
迷
い
と
暗
さ
を
脱
却
す
る
一
つ
の

示
唆
的
な
道
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
「
ス
ペ
ー
ド
で
も
よ
ろ
し
い
」
と
い
う

覚
悟
で
こ
れ
か
ら
の
井
伏
は
歩
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。
間
違
い
の
な
い
生
き
方
と
い
う
も

の
は
な
い
の
だ
。
人
が
各
々
違
う
価
値
観
を
抱
い
て
生
き
て
い
る
限
り
、
真
偽
は
容
易
に
き
め

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
己
れ
は
己
れ
自
身
の
道
、
信
ず
る
道
を
胸
を
は
っ
て
進
め
、
く
っ
た

く
悩
ま
さ
れ
ず
に
と
、
そ
う
朽
助
は
言
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

そ
の
芯
味
で
総
体
に
お
い
て
暗
か
っ
た
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
が
、
乙
う
い
う
結
末
を
も
っ

「
一
び
き
の
蜜
蜂
」
で
終
っ
て
い
る
の
は
意
味
の
深
い
乙
と
だ
と
息
わ
れ
る
。

『
な
つ
か
し
き
現
実
』
は
「
新
鋭
文
学
繋
香
」
の
一
冊
と
し
て
昭
和
五
年
七
月
三
日
に
改
造

社
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
「
谷
間
」
と
い
う
中
篇
小
説
が
巻
頭
に
置
か
れ
、
次
に
十
鰐
の
「
調
話

-
小
品
」
そ
し
て
六
篇
の
短
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
谷
間
」
の
み
を
み
て
も
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
と
比
べ
て
か
な
り
明
る
い
タ
ッ
チ
が
感
じ

ら
れ
る
。

「
谷
間
」
は
姫
谷
焼
発
婦
の
た
め
姫
谷
村
を
訪
れ
た
「
私
」
が
隣
村
と
の
争
い
に
巻
き
乙
ま

れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
「
私
」
は
乙
の
戦
い
の
指
揮
者
を
ひ
き
う
け
る
代
わ
り
に
争
い
自
体

を
運
動
会
と
し
て
遊
び
に
切
り
か
え
て
し
ま
う
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
場
面
が
展
開
さ
れ
る
。

「
私
」
と
隣
村
と
の
少
女
と
の
淡
い
恋
に
似
た
も
の
も
拙
か
れ
、
物
語
的
な
雰
囲
気
が
出
て
い

る
。
乙
の
中
お
は
お
そ
ら
く
井
伏
の
後
の
小
説
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
歴
史
物
の
手
法
を
と
っ

た
最
初
の
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
時
代
は
現
代
で
は
あ
る
が
そ
の

村
ど
う
し
の
争
い
の
場
面
の
描
写
に
は
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
等
の
鵡
芽
に
似
た
要
素
が
感
じ
ら

れ
る
。
と
も
か
く
物
語
的
結
構
を
備
え
て
い
る
点
に
お
い
て
『
夜
ふ
け
と
梅
の
花
』
の
中
の
ど

の
短
篇
に
も
な
か
っ
た
手
法
が
感
じ
ら
れ
る
。
乙
の
小
説
が
明
る
い
印
象
を
与
え
る
の
は
例
え

ば
少
女
の
母
の
喋
り
方
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
と
思
う
。

入
そ
れ
は
難
解
な
回
合
言
葉
の
唱
歌
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
私
は
ま
だ
一
度
も
か
う
い
ふ
朗
ら

か
な
内
容
を
も
っ
て
ゐ
る
人
間
生
活
の
讃
歌
を
き
い
た
乙
と
が
な
い
。
私
は
深
く
顕
を
た
れ
て

そ
の
讃
歌
を
き
』
の
が
す
ま
い
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

V

乙
こ
に
は
す
で
に
「
く
っ
た
く
」
は
な
く
、
明
る
く
楽
天
的
な
庶
民
の
生
き
方
に
敬
度
に
学

ぼ

う

と

す

る

態

度

が

認

め

ら

れ

る

と

い

え

よ

う

。

(

了
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