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心
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の
実
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つ
い
て
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1
.
は
じ
め
に

志賀直哉「城の崎にてJ試論

「
域
の
崎
に
て
」
は
大
正
六
年
五
月
『
白
樺
』
の
第
八
巻
第
五
号
に
発
表
さ
れ

た
。
現
在
は
〈
私
小
説
〉
や
〈
心
境
小
説
て
そ
し
て
〈
代
表
作
〉
と
称
さ
れ
る

こ
と
が
「
城
の
崎
に
て
」
論
の
前
提
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
文
学
史
上
に
お

い
て
も
扱
い
は
同
様
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〈
私
小
説
〉
あ
る
い
は

〈
心
境
小
説
〉
と
「
城
の
崎
に
て
」
を
称
す
る
こ
と
が
、
神
話
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
状
態
と
受
け
取
れ
る
。

し
か
し
、
〈
私
小
説
〉
〈
心
境
小
説
〉
と
い
う
両
用
語
の
概
念
規
定
が
未
だ
暖
昧

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
時
、
私
た
ち
が
当
然
と
見
な
し
て
い
る
こ
の
前
提
は
危

う
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
々
、
両
用
語
は
大
正
末
期

頃
に
発
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
小
笠
原
克
氏
が
『
日
本
近
代
文
学
大
辞
典

第
四
巻
(
事
項
)
』
(
講
談
社
、
昭
和
五
十
二
・
十
ご
の
「
心
境
小
説
」
の
項

で
、
「
今
日
な
お
こ
の
用
語
で
作
家
作
品
を
論
ず
る
習
慣
も
残
存
す
る
が
、
概
念

の
拡
幅
と
用
法
の
恋
意
化
が
著
し
い
。
大
正
期
の
小
説
観
(
と
そ
の
琉
れ
を
汲
む

作
家
)
に
独
特
な
用
語
と
し
て
、
そ
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
時
代
と
と
も
に
、
そ
し
て
論
じ
る
人
間
ご
と
に
概
念

規
定
が
変
動
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
近
年
の
〈
私
小
説
〉
〈
心
境
小
説
〉

亀

井

千

明

研
究
を
見
て
も
、
概
念
規
定
と
い
う
答
え
の
な
い
答
え
探
し
を
避
け
て
い
る
の
は

確
か
で
、
例
え
ば
鈴
木
登
美
氏
が
(
『
語
ら
れ
た
自
己
日
本
近
代
の
私
小
説
言

説
』
[
岩
波
書
届
、
平
成
十
二
・
一
]
)
〈
私
小
説
〉
と
い
う
語
に
対
し
、
「
そ
の

シ
ェ
フ
ィ
ア
ン

記
号
内
容
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
強
力
な
記
号
表
現
と
し
て
広
く
疏

通
し
、
文
化
的
な
生
成
力
を
持
つ
批
評
言
説
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘

し
、
「
「
正
し
く
」
記
述
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
べ
き
、
所
与
の
、
客
観
的
に
固
定
可
能

な
テ
ク
ス
ト
」
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
「
「
私
小
説
言
説
」
の
構
築
の
過
程
を
、

こ
れ
ま
で
は
当
の
私
小
説
言
説
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
き
た
、
日
本
の
近
代
化
と

い
う
、
よ
り
大
き
な
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
位
置
づ
け
直
そ
う
」
と
し
た
。

ま
た
、
日
比
嘉
高
氏
は
(
『
〈
自
己
表
象
〉
の
文
学
史
|
自
分
を
書
く
小
説
の
登
場

i
』
[
翰
林
書
房
、
平
成
十
四
・
五
]
)
、
〈
私
小
説
〉
を
「
自
己
表
象
テ
ク
ス
ト
」

と
言
い
表
す
こ
と
で
、
概
念
不
明
な
、
〈
私
小
説
〉
の
「
起
源
」
を
探
す
行
為
か
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ら
脱
却
し
「
〈
自
己
表
象
)
と
い
う
新
興
の
表
現
様
式
を
め
ぐ
る
、
明
治
末
の
複

雑
だ
が
豊
か
で
活
気
の
あ
る
風
景
を
立
ち
現
」
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
た
。

一
方
の
〈
心
境
小
説
〉
に
関
し
て
は
、
山
本
芳
明
氏
が
「
『
心
境
小
説
』
の
発

生
|
正
宗
白
鳥
復
権
の
背
景
を
読
む
」
(
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
四

十
五
輯
、
平
成
十
一
・
三
。
『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
〔
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
十

二
・
十
二
〕
所
収
)

の
中
で
、
従
来
は
関
東
大
震
災
以
後
の
生
活
や
思
想
上
な
ど
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の
危
機
意
識
に
対
し
て
、
自
己
を
救
抜
す
る
こ
と
へ
の
希
求
か
ら
生
れ
て
き
た
用

語
だ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、

「
正
宗
白
鳥
を
媒
介
と
し
て
『
心
境
』
を
め
ぐ
る
言
説
」
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
〈
心

境
小
説
〉
と
い
う
用
語
の
発
生
に
つ
い
て
見
極
め
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。

ま
た
、
「
城
の
崎
に
て
」
に
二
つ
の
異
な
る
用
語
が
並
び
称
さ
れ
て
い
る
現
状

に
も
不
可
思
議
さ
を
感
じ
る
。
先
の
小
笠
原
氏
(
「
大
正
末
期
の
私
小
説
論
と
そ

の
終
荒
」
[
『
国
語
国
文
研
究
』
、
昭
和
三
十
四
・
二
]
)
に
よ
る
と
、
「
元
来
私
小

説
・
心
境
小
説
と
い
う
用
語
を
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
た
と
考
え
う
る
事
実
は

な
く
、
し
か
も
大
正
十
五
年
度
に
あ
っ
て
は
専
ら
心
境
小
説
と
し
て
扱
う
態
度
が

大
勢
を
占
め
て
い
た
」
と
、
用
語
の
発
生
当
初
か
ら
二
つ
の
用
語
の
関
係
が
、
暖

昧
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
両
用
語
が
間
違
い
な
く
作
者
に
関

す
る
内
容
を
持
っ
た
〈
小
説
〉
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
志
賀
の
経
験
を
元
に
し
た
内
容
を
持
つ
こ
と
で
、

同
じ
よ
う
に
、
作
者
に
関
す
る
内
容
を
持
つ
〈
小
説
〉
を
指
す
で
あ
ろ
う
〈
私
小

説
〉
〈
心
境
小
説
〉
と
い
う
用
語
を
引
き
寄
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
。
ま
た
、
両
用
語
の
暖
昧
さ
ゆ
え
に
、
作
者
に
関
す
る
内
容
を
持
つ
作
品

で
あ
る
な
ら
ば
、
何
者
も
受
け
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
出
来
て
し
ま
う
と
い
う
よ

う
な
、
許
容
度
が
高
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
両
用
語
と
「
城
の
崎
に
て
」
と

が
結
び
付
い
た
と
も
仮
定
で
き
る
。

〈
私
小
説
〉
〈
心
境
小
説
〉

神
話
に
つ
い
て
、
両
用
語
が
附
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
や
状
況
の
解
明
に
向

か
う
の
で
は
な
い
。
概
念
規
定
が
元
々
さ
れ
て
い
な
い
用
語
に
対
し
、
そ
の
試
み

本
稿
で
は
、
現
在
に
お
け
る
「
城
の
崎
に
て
」

の

は
困
難
を
極
め
る
も
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
〈
私
小
説
〉
や

〈
心
境
小
説
〉
が
前
提

と
な
っ
た
の
は
、
当
然
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
対
す
る
評
価
の
流
れ
の
上
の
こ
と
で

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
同
時
代
評
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
評
価
史
を
辿
つ

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
か
に
両
用
語
を
引
き
寄
せ
、
定
着
さ
せ
る
よ
う
な
、

作
者
に
ま
つ
わ
る
言
説
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
結
論

を
先
に
述
べ
て
し
ま
う
と
、
「
城
の
崎
に
て
」
評
は
、
最
初
か
ら
作
者
に
ま
つ
わ
る

言
説
が
あ
っ
た
も
の
の
、
作
者
に
関
す
る
言
説
と
し
て
単
純
に
括
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

2
.
評
価
史
か
ら
見
る
「
城
の
崎
に
て
」

〈
昭
和
二
十
五
年
以
前
)

「
城
の
崎
に
て
」

の
評
価
史
は
昭
和
二
十
五
年
前
後
を
境
に
し
て
、
大
き
く
二

nu 
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つ
に
流
れ
を
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
ま
ず
本
節
で
は
、
昭
和
二
十
五

年
ま
で
の
評
価
の
流
れ
を
押
さ
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

「
城
の
崎
に
て
」
の
評
価
史
は
「
城
の
崎
に
て
」
初
出
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た

菊
池
寛
の
「
志
賀
直
哉
の
作
品
」
(
『
文
章
世
界
』
、
大
正
七
・
十
ご
と
、
そ
の

翌
年
に
お
け
る
広
津
和
郎
「
文
壇
新
人
論
4

/
志
賀
直
哉
論
」
(
『
新
潮
』
、
大
正

八
・
四
)
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
両
氏
の
見
解
は
「
城
の
崎
に
て
」

に
対
す
る
肯
定
論
と
い
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
城
の
崎
に
て
」
評
の
二
つ
の
大

き
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
両
氏
の
意
見
を
そ
れ
ぞ
れ

触
れ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
大
正
七
年
の
菊
池
の
批
評
は
二
番
志
賀
氏
を
尊
敬
し
て
居
る
」
と
の
出

だ
し
か
ら
は
じ
ま
る
も
の
だ
が
、
「
そ
の
小
説
の
手
法
に
於
い
て
も
、
そ
の
人
生

の
見
方
に
於
い
て
も
、
根
底
に
於
い
て
も
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
し
て
、

そ
の



」
と
を
一
不
す
作
品
の
一
例
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
を
挙
げ
て
い
る
。

此
の
表
現
(
筆
者
亀
井
註
・
「
い
も
り
」
の
場
面
の
文
章
を
指
す
)
を
見

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

て
も
分
る
事
だ
が
、
志
賀
氏
の
物
の
観
照
は
、
如
何
に
も
正
確
で
、
澄
み

切
っ
て
居
る
と
思
ふ
。
此
の
澄
み
切
っ
た
観
照
は
志
賀
氏
が
員
の
リ
ア
リ
ス

ト
で
あ
る
一
つ
の
有
力
な
誼
操
だ
が
、
氏
は
此
の
観
照
を
如
何
な
る
悲
し
み

の
時
に
も
、
欣
び
の
時
に
も
、
必
死
の
場
合
に
も
、
肱
ま
さ
し
は
し
な
い
や

う
で
あ
る
。

で
あ
る
こ
と
と
、
作
品
に
お
け
る
「
物
の
観
照
」
が

で
あ
る
こ
と
を
つ
な
げ
て
評
価
し
て
い
る
菊
池
の
意
見
だ
が
、
描
写
の

「
正
確
」
さ
へ
の
評
価
は
、
こ
の
後
の
小
林
秀
雄
や
谷
崎
潤
一
郎
の
評
論
に
も
見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
四
年
に
、
小
林
が
「
志
賀
直
哉
|
世
の
若
く
新
し
い

人
々
へ
|
」
(
『
思
想
』
、
昭
和
四
・
十
一
一
)
で
、
「
氏
の
印
象
は
ま
こ
と
に
直
接
だ
」

志
賀
が
「
リ
ア
リ
ス
ト
」

「
正
確
」

そ
の
例
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
を
挙
げ
、
「
蝶
螺
の
水
浴
す
る
渓
流
の

裸
感
を
感
ず
る
慮
に
あ
る
。
」
と
評
し
た
り
、
昭
和
九
年
に
谷
崎
が
「
文
章
読
本
」

の
中
で
、
「
城
の
崎
に
て
」
に
お
け
る
小
動

ん』'レ、
(
『
中
央
公
論
』
、
昭
和
九
・
十
一
)

志賀直哉「域の崎にて」試論

物
に
対
す
る
描
写
に
つ
い
て
、
「
ま
こ
と
に
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
寓
し
取
っ
て
ゐ

る
」
と
か
、
蜂
の
動
作
に
対
し
て
文
章
を
示
し
て
「
ほ
ん
た
う
に
見
た
通
り
を
書

い
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
簡
単
な
言
葉
で
、
は
っ
き

り
と
現
は
さ
れ
て
ゐ
」
る

「
城
の
崎
に
て
」
に
つ
い
て
、
「
此
の
く
ら
ゐ
実
用
的

な
文
章
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
名
文
と
し
て
絶
賛
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
言
葉
や
表
現
の
仕
方
こ
そ
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
志
賀
の
描
写

面
へ
の
評
価
で
あ
る
。
少
し
年
代
は
飛
ぶ
の
だ
が
、
水
野
明
善
も
昭
和
二
十
三
年

に
、
「
志
賀
直
哉
論
|
近
代
的
『
自
我
』
の
破
産
|
」
(
『
文
学
』
、
昭
和
二
十
三
・

ご
に
お
い
て
「
『
城
の
崎
に
て
』
の
す
ぐ
れ
て
動
的
な
蜂
・
胤
・
い
も
り
の
い

き
い
き
し
た
つ
か
み
か
た
」
と
述
べ
、
こ
れ
も
ま
た
対
象
物
に
対
す
る
掴
み
取
り

方
の
す
ば
ら
し
さ
と
い
う
描
写
面
を
評
価
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
次
は
大
正
八
年
の

広
津
和
郎
の
評
論
で
あ
る
。

勿
論
私
自
身
の
曙
好
か
ら
云
っ
て
、
私
は
氏
の
近
頃
の
作
を
嫌
ひ
な
も
の

で
は
な
い
。
『
城
の
崎
に
て
』
の
底
に
流
れ
て
ゐ
る
あ
の
東
洋
的
と
で
も
云

ふ
べ
き
静
け
さ
、

そ
こ
に
は
何
と
も
云
は
れ
な
い
味
ひ
が
あ
る
。
生
と
死
と

の
深
い
意
味
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
暗
示
が
あ
る
。

広
津
は
、
「
東
洋
的
」
と
い
う
象
徴
的
な
言
葉
を
使
っ
て
「
城
の
崎
に
て
」
の

作
品
世
界
の
特
性
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
広
津
の
「
東
洋
的
」
と
い
う
評
言
に

関
す
る
も
の
と
し
て
、
昭
和
十
年
に
高
田
瑞
穂
が
「
志
賀
直
哉
|
私
自
身
の
為
に

|
」
(
『
評
論
』
特
輯
・
志
賀
直
哉
研
究
第
十
一
号
、
問
和
十
・
一
ニ
)
に
お
い
て
、

「
更
に
、
「
城
崎
に
て
」
「
焚
火
」
等
に
見
ら
れ
る
東
洋
的
静
誼
」
と
述
べ
て
い
た

り
、
昭
和
十
一
年
に
は
、
片
岡
良
一
も
「
『
夜
の
光
』
と
志
賀
直
哉
の
技
術
」
(
新

潮
文
庫
『
夜
の
光
』
の
解
説
と
し
て
所
収
、
昭
和
十
一
・
十
一
)
に
お
い
て
、
「
『
城

‘，A
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の
崎
に
て
』
は
、
そ
う
し
た
心
境
転
換
に
随
伴
し
た
東
洋
的
清
澄
の
心
境
を
示
し

た
も
の
と
し
て
、
発
表
当
時
極
め
て
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」

と
、
「
発
表
当
時
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
広
津
の
意
見
を
受
け
た
指
摘
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

た
だ
、
高
田
の
「
城
の
崎
に
て
」
だ
け
で
な
く
、
「
焚
火
」
(
『
改
造
』
、
大
正
九

-
四
。
原
題
は
「
山
の
生
活
に
て
」
)
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
芥

川
龍
之
介
の
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
(
昭
和
二
・
四
、
『
改
造
』
)
に
お

け
る
、
「
東
洋
的
伝
統
の
上
に
立
っ
た
詩
的
精
神
」
と
い
う
評
言
の
元
、
「
焚
火
」

を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
先
の
山
本
氏
が
「
『
心
境
小
説
』
の
発
生
」
の
中
で
、
大
正
期
に
お
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〈
心
境
小
説
〉
は
「
西
洋
」
に
対
し
て
「
『
日
本
的
』
、
『
東
洋
的
』
な
諦
観

や
求
道
的
な
精
神
主
義
の
色
合
い
の
濃
い
イ
メ
ー
ジ
」
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
い

い
て

る
の
だ
が
、
広
津
や
芥
川
の
使
っ
た
「
東
洋
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
山
本
氏
の
指

摘
す
る
大
正
期
の
〈
心
境
小
説
〉
の
イ
メ
ー
ジ
に
だ
ぷ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
志
賀
自
身
も
昭
和
三
年
の
時
点
で
、
自
作
解
説
で
あ
る
「
創
作
余

談
」
(
『
改
造
円
昭
和
三
・
六
)
に
お
い
て
、
「
城
の
崎
に
て
」
に
つ
い
て
、
「
所
調

心
境
小
説
と
い
ふ
も
の
で
も
余
裕
か
ら
生
れ
た
心
境
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
は
当
時
「
城
の
崎
に
て
」
を
〈
心
境
小
説
〉
と
評
価

す
る
声
が
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
志
賀
自
身
に
「
城
の
崎
に
て
」
と
〈
心
境
小
説
〉

と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
考
え
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
の
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
初
出
時
か
ら
問
和
初
期
の
段
階
で
、
志
賀

や
そ
の
作
品
に
ま
つ
わ
る
「
東
洋
的
」
に
関
す
る
言
説
状
況
と
、
〈
心
境
小
説
〉

と
、
「
城
の
崎
に
て
」
と
い
う
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
関
連
性
を
持
ち
合
っ
て
い
た
と

は
確
か
で
あ
る
。

評
価
史
を
辿
る
こ
と
に
論
を
戻
そ
う
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
大
き
な
評
価
の
流

れ
の
一
方
で
、
次
に
挙
げ
る
伊
藤
整
の
よ
う
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
を
短
編
小
説

と
認
め
、
作
品
内
容
に
表
れ
た
作
者
の
心
情
を
評
価
す
る
も
の
も
現
れ
る
。
伊
藤

は
何
度
と
な
く
「
城
の
崎
に
て
」
を
論
じ
る
対
象
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
肯
定
的

に
論
じ
る
方
向
性
は
変
わ
ら
な
い
。
早
く
は
昭
和
十
一
年
十
一
月
に
『
新
潮
』
の

「
短
篇
小
説
の
問
題
」
と
い
う
特
集
に
お
い
て
、
「
城
の
崎
に
て
」
に
つ
い
て
触

れ
た
評
論
文
「
短
篇
は
象
徴
で
あ
る
か
」
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
そ
の
部
分
を
挙
げ
て
み
る
。

『
城
の
崎
に
て
』
は
蜂
の
死
、
鼠
の
死
が
そ
の
温
泉
で
療
養
し
て
い
る
作

家
自
身
の
重
傷
の
経
験
の
前
面
に
於
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
否
た
だ

そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
あ
の
や
う
な
深
い
陰
影
を
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

伊
藤
は
「
短
篇
小
説
と
言
っ
て
も
、
多
く
作
者
自
身
の
生
活
を
背
景
に
し
て
そ

れ
を
暗
示
的
に
短
く
描
く
の
が
、
今
ま
で
に
短
篇
の
名
作
と
し
て
残
っ
て
ゐ
る
」

と
し
、
志
賀
の
「
城
の
崎
に
て
」
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
「
う

ま
く
出
来
て
ゐ
る
」
こ
と
や
、
「
書
か
れ
た
も
の
の
技
術
の
完
壁
に
参
る
の
で
は

な
く
て
」
、
「
そ
こ
に
浮
び
出
る
作
家
の
生
活
、
作
家
自
身
の
人
間
苦
に
参
る
の
で

あ
る
」
と
し
た
。
つ
ま
り
伊
藤
は
、
作
品
に
作
者
の
実
際
の
経
験
か
ら
生
れ
る
心

情
が
描
か
れ
た
作
品
内
容
を
評
価
の
対
象
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
伊
藤
の

評
論
と
同
年
、
中
村
武
羅
夫
が
「
短
篇
小
説
の
一
考
察
|
日
本
の
短
篇
小
説
の
現

状
に
即
し
て
|
」
(
『
新
潮
』
、
昭
和
十
一
・
九
)
に
お
い
て
、
短
編
小
説
の
代
表

作
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
を
取
り
挙
げ
て
お
り
、
「
そ
れ
は
外
国
の
ど
ん
な
に

す
ぐ
れ
た
短
篇
小
説
も
持
っ
て
ゐ
な
い
調
特
の
味
ひ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
ゐ

る
。
」
と
し
、
同
じ
短
編
小
説
と
し
て
扱
い
な
が
ら
も
、
伊
藤
と
中
村
の
評
価
軸

ヮ“Fhu
 

は
異
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
伊
藤
の
よ
う
に
作
品
に
表
れ
た
心
情
を
元
に
、
作
者
自
体
へ
の
肯

定
へ
と
諭
を
向
か
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
心
情
の
詳
細
な
説
明
に
徹
し
た
論
に
、

昭
和
十
七
年
の
寺
岡
峰
夫
の
「
小
説
研
究
描
窮
と
説
明
に
就
て
」
(
『
早
稲
田
文

学
』
、
昭
和
十
七
・
七
)
が
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
。

城
の
崎
の
自
然
や
生
物
が
彼
の
捉
え
が
た
い
思
想
を
明
瞭
に
し
た
の
で
自

然
や
生
物
を
描
寓
す
る
こ
と
は
こ
の
場
合
自
分
の
思
想
を
描
窮
し
て
ゐ
る
こ

と
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
動
物
の
運
命
を
み
つ
め
る
こ
と
が
自
分
の
運
命
を
明

瞭
に
み
る
と
い
ふ
や
う
な
過
程
を
と
っ
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
動
物
を
描
く
と

い
っ
て
も
、
他
の
場
面
の
興
味
的
な
観
察
で
な
く
、
自
分
の
生
命
を
一
陣
に

な
る
よ
う
な
深
い
愛
を
も
っ
て
、
こ
の
動
物
た
ち
に
と
け
い
る
ほ
ど
の
立
場



に
た
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
評
は
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
よ
う
な
肯
定
的
な

意
見
ば
か
り
で
な
い
。
中
に
は
次
に
挙
げ
る
勝
本
清
一
郎
の
「
谷
崎
潤
一
郎
と
志

賀
直
哉
」
(
『
中
央
公
論
』
、
昭
和
十
一
・
九
)

の
よ
う
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
を
否

定
的
に
見
る
も
の
も
あ
る
。

例
へ
ば
「
城
の
崎
に
て
」
|
|
作
者
が
「
事
貫
あ
り
の
ま
』
の
小
説
で
あ

る
。
鼠
の
死
、
蜂
の
死
、
ゐ
も
り
の
死
、
皆
そ
の
時
数
日
間
に
賓
際
目
撃
し

た
事
柄
だ
っ
た
」
と
「
創
作
蝕
談
」
で
云
っ
て
ゐ
る
作
品
を
わ
ざ
と
奉
げ
て

見
ま
す
。
蜂
の
死
の
描
馬
も
鼠
の
死
の
描
窮
も
ゐ
も
り
の
死
の
描
篤
も
、
嘘

だ
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
。
こ
の
三
つ
の
光
景
を
作
者
が
賓
際
に
数
日
間
に
目
撃

し
た
こ
と
も
本
営
で
せ
う
。
し
か
し
こ
の
三
つ
の
光
景
を
繋
ぎ
合
せ
て
ゐ
る

志賀直哉「城の崎にてJ試論

主
観
、
構
成
の
営
み
は
、
一
つ
ノ
¥
の
描
馬
の
員
賓
を
裏
切
る
や
う
な
一
つ

の
墓
術
的
作
り
ご
と
、
一
つ
の
型
、
一
つ
の
下
手
な
因
縁
づ
け
に
過
ぎ
な
い

と
僕
は
思
ふ
の
で
す
。
さ
う
云
ふ
構
成
は
、
少
く
と
も
部
分
的
な
描
需
が
も

の
の
員
賞
に
よ
く
徹
し
て
ゐ
る
よ
り
も
、
底
の
浅
い
も
の
で
す
。
讃
者
は
部

分
の
リ
ア
ル
に
心
を
引
寄
せ
ら
れ
て
、
構
圃
の
作
り
ご
と
を
見
逃
し
ま
す
。

か
か
る
堅
穐
き
る
構
固
を
僕
は
志
賀
の
作
品
に
し
ば
し
ば
見
出
し
ま
す
。

勝
本
は
「
創
作
余
談
」
の
中
の
言
葉
を
挙
げ
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
作
者
の
経

験
を
元
に
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
置
き
と
し
て
、
論
を
展
開
し
て
い

る
。
描
写
さ
れ
た
こ
と
は
「
本
賞
」
で
あ
っ
て
も
、
作
品
の
構
図
は
「
下
手
な
因

縁
づ
け
」
で
あ
る
と
い
う
勝
本
の
意
見
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
「
城
の
崎
に

て
」
評
が
評
価
し
て
い
る
部
分
|
作
者
の
経
験
を
元
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
|

を
否
定
的
に
見
た
も
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
二
十
五
年
ま
で
に
お
け
る
「
城
の
崎
に
て
」
の
評
価
史
と

は
、
菊
池
、
広
津
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
両
氏
の
「
域
の
崎
に
て
」
に
対

す
る
批
評
は
、
二
つ
の
大
き
な
批
評
の
傾
向
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
菊
池
の
志
賀

の
描
写
に
対
す
る
「
正
確
」
と
い
う
評
価
や
、
広
津
の
使
っ
た
「
東
洋
的
」
と
い

う
言
葉
は
、
志
賀
や
そ
の
作
品
を
評
価
す
る
際
に
使
わ
れ
る
評
言
と
し
て
よ
く
耳

に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
同
時
代
評
の
中
で
す
で
に

言
い
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
菊
池
、
広
津
を
は
じ
め
と
し
て
、
作

者
の
経
験
が
元
と
な
っ
た
作
品
内
容
ゆ
え
か
、
作
品
へ
の
評
価
が
、
そ
の
ま
ま
作

者
自
身
の
評
価
|
そ
れ
は
作
者
の
持
つ
描
写
力
と
い
う
文
章
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
巧

妙
さ
で
あ
っ
た
り
、
作
者
の
人
格
で
あ
っ
た
り
|
に
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
が
、
次
第
に
作
者
の
経
験
に
よ
る
作
品
内
容
と
い
う
評
価
さ
れ
て
い
た
部
分

へ
の
否
定
論
や
、
作
者
の
評
価
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
ず
、
作
品
自
体
を
説
明
的
に
論

じ
る
傾
向
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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.
評
価
史
か
ら
見
る

「
城
の
崎
に
て
」

(
昭
和
二
十
五
年
以
降
)

昭
和
二
十
五
年
以
降
、
そ
れ
ま
で
と
異
っ
た
傾
向
の

が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
二
十
五
年
頃
か
ら
教
科
書
へ
と
採
用

「
城
の
崎
に
て
」

の
受
容

さ
れ
る
こ
と
で
、
文
学
作
品
と
し
て
研
究
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
教
材
と
し
て
多

数
の
学
生
に
読
ま
れ
る
対
象
に
な
っ
た
。
福
田
清
人
が
「
志
賀
直
哉
の
『
焚
火
』

と
『
城
の
崎
』
に
て

解
釈
と
鑑
賞
』

十
二
月
号
、
昭
和
二
十
五
・
十
一
一
)
で
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
教
材
と
し
て
の
読

み
方
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
作
者
を
意
識
し
て
、
そ
の
心
情
を
浮
き
彫
り
に

い
わ
ゆ
る
学
校
に
お
け
る
文
学
作
品
へ
の
接
し
方
だ
と

ー
現
代
文
の
扱
い
方
(
五
)
」
(
『
国
文
学

し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
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思
わ
れ
る
。
以
下
そ
の
内
容
を
挙
げ
て
お
く
。

蜂
も
鼠
も
蝶
螺
も
作
者
は
自
分
|
人
間
と
お
な
じ
よ
う
に
集
持
を
・
つ
つ
し

て
、
同
情
す
る
一
面
、
大
怪
我
に
も
か
か
わ
ら
ず
幸
い
に
生
さ
る
こ
と
が
で

き
た
自
分
は
、
生
さ
る
こ
と
に
感
謝
せ
ね
ば
と
お
も
い
つ
』
も
、
喜
び
の
感

じ
が
わ
か
な
い
生
と
死
と
か
わ
ら
な
い
気
持
の
暗
さ
に
あ
る
よ
う
な
状
態
を

描
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
読
み
が
施
さ
れ
る
一
方
で
、
研
究
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
中
村
光
夫
が
『
志
賀
直
哉
』
(
文
墓
春

秋
新
社
、
昭
和
二
十
九
・
十
)
を
著
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
中
村
は
「
暗

夜
行
路
」
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
「
城
の
崎
に
て
」
に
触
れ
て
い
る
。
中
村
は

志
賀
が
「
時
任
謙
作
」
と
い
う
「
暗
夜
行
路
」
の
前
身
と
い
わ
れ
る
作
品
を
書
き

あ
ぐ
ね
て
い
た
時
期
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
元
と
な
っ
た
大
怪
我
の
経
験
を
し

た
事
実
を
押
さ
え
た
。
そ
し
て
大
怪
我
を
負
っ
た
志
賀
が
城
崎
で
体
験
し
た
こ
と

は
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
中
の
「
其
前
か
ら
か
か
っ
て
ゐ
る
長
篇
の
主
人
公
の
考

そ
れ
は
大
変
異
っ
て
了
っ
た
気
持
だ
っ
た
の
で
弱
っ
た
。
」
と
い
う
一
文

か
ら
推
察
し
て
、
「
彼
の
生
活
感
情
を
抱
い
て
い
た
文
学
の
理
念
と
背
馳
」
さ
せ

と
は
、

た
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
体
験
の
意
味
を
本
当
に
知
」
る
の
は
大

分
後
の
こ
と
で
、

そ
れ
は
「
暗
夜
行
路
」

の
内
容
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

こ
の
中
村
の
「
城
の
崎
に
て
」
に
対
す
る
解
釈
は
、
「
暗
夜
行
路
」
と
い
う
作
品

を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
と
い
え
、
「
其
前
か
ら
か
か
っ
て
ゐ
る
長
編
の
主
人
公

の
考
と
は
、
・
:
」
と
い
う
「
城
の
崎
に
て
」
の
中
の
一
文
が
、
氏
の
解
釈
を
補
助

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

続
い
て
紅
野
敏
郎
氏
、
須
藤
松
雄
氏
も
そ
れ
ぞ
れ
志
賀
直
哉
に
関
す
る
著
書
を

昭
和
三
十
七
年
に
紅
野
氏
は
『
鑑
賞
と
研
究

書
い
て
い
る
。
ま
ず
、

現
代
日
本

文
学
講
座

小
説
4
』
(
三
省
堂
、
昭
和
三
十
七
・
七
)
で
、
「
出
来
事
」
と
い
う
、

見
知
ら
ぬ
子
供
が
電
車
に
蝶
か
れ
か
け
た
も
の
の
、
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
事
件
を
元
に
し
た
作
品
を
書
い
た
が
そ
れ
と
同
様
に
、
志
賀
自
身
も
「
災

そ
の
「
偶
然
」
を
面
白
く
思
っ
た
志
賀

難
」
に
あ
っ
た
も
の
の
、
死
は
免
れ
た
、

が
、
怪
我
の
後
の
気
持
ち
を
書
い
た
の
が
、
「
城
の
崎
に
て
」
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
「
『
城
の
崎
に
て
』
の
心
境
が
生
ま
れ
る
に
は
、
や
は
り
大
な
り
小
な
り

の
時
を
必
要
と
し
た
の
だ
」
と
し
、
「
城
の
崎
に
て
」
を
書
き
上
げ
る
ま
で
に
、

志
賀
の
私
生
活
上
で
起
こ
っ
た
出
来
事
|
父
親
と
の
対
立
や
友
人
里
見
弾
と
の
乳

蝶
な
ど
ー
を
絡
め
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
。

昭
和
四
十
二
年
に
は
須
藤
氏
が
『
近
代
文
学
講
座
第
十
巻
志
賀
直
哉
』
(
角

川
書
庖
、
昭
和
四
十
二
・
一
二
)
の
「
城
の
崎
に
て
」
に
お
い
て
、
紅
野
氏
と
は
異

な
る
見
解
を
示
し
て
い
て
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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「
そ
れ
か
ら
、
も
う
三
年
以
上
に
な
る
。
自
分
は
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
る

だ
け
は
助
か
っ
た
。
」
冒
頭
の
「
三
年
で
出
な
け
れ
ば
後
は
心
配
は
い
ら
な

い
」
と
対
応
す
る
結
末
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
を
完
成
さ
せ
た
大
正
六
年
ご
ろ

の
作
者
か
ら
発
し
た
語
で
あ
ろ
う
。
本
作
の
暗
い
緊
張
と
は
打
っ
て
変
わ
っ

て
、
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
明
る
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
大
正
二
年
後
半

か
ら
五
年
ぐ
ら
い
ま
で
の
暗
い
時
期
(
城
の
崎
の
世
界
は
、
こ
の
時
期
の
開

幕
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
)
を
経
過
し
終
わ
っ
て
、
明
る
い
調
和
的
世
界

が
根
を
下
ろ
し
、
父
と
の
和
解
も
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
段
階
を
土
台
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

須
藤
氏
は
、
志
賀
の
私
生
活
の
中
で
父
親
と
の
不
仲
が
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た

も
の
の
、
和
解
が
実
現
し
よ
う
と
い
う
「
調
和
的
世
界
」
が
「
城
の
崎
に
て
」
の

結
末
部
分
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紅
野
氏
と
須
藤
氏



の
意
見
は
、
志
賀
の
伝
記
的
事
実
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
取
れ
る
。

ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
に
本
多
秋
五
は
「
志
賀
直
哉
に
お
け
る
自
覚
の
問
題
」

(
『
文
学
』
、
昭
和
四
十
五
・
二
)
に
お
い
て
、
「
城
の
崎
に
て
」
は
、
「
志
賀
直
哉

の
作
家
と
し
て
の
成
長
に
一
期
を
画
す
る
作
品
で
あ
り
、
『
暗
夜
行
路
』
の
結
末

一
個
狙
立
の
作
品
と
し
て
格
別

な
作
品
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
さ
ら
に
、
本
多
は
、
「
『
抱
の
犯
罪
』
か
ら
『
城
の

に
ま
っ
す
ぐ
つ
な
が
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

崎
に
て
』
に
い
た
る
作
者
の
成
熟
蝉
脱
」
と
い
う
涜
れ
に
、
「
自
我
」
の
「
肥
大
」

か
ら
「
収
縮
」
と
い
う
流
れ
を
見
出
し
て
い
る
。
本
多
の
意
見
に
は
、
「
域
の
崎

の
中
に
お
け
る
、
「
自
分
は
『
誌
の
犯
罪
』
と
い
ふ
短
篇
小
説
を
そ
の
少

し
前
に
書
い
た
。
抱
と
い
ふ
支
那
人
が
過
去
の
出
来
事
だ
っ
た
結
婚
前
の
妻
と
自

分
の
友
達
だ
っ
た
男
と
の
関
係
に
対
す
る
嫉
妬
か
ら
、
そ
し
て
自
身
の
生
理
的
圧

そ
の
妻
を
殺
す
事
を
書
い
た
。
そ
れ
は
詰
の
気
持
を
主
に

に
て
」

迫
も
そ
れ
を
助
長
し
、

し
て
書
い
た
が
、
然
し
今
は
誌
の
妻
の
気
持
を
主
に
し
、
仕
舞
に
殺
さ
れ
て
墓
の

下
に
ゐ
る
、
そ
の
静
か
さ
を
自
分
は
書
き
た
い
と
思
っ
た
J

と
い
う
、
大
正
二

年
に
書
か
れ
た
「
抱
の
犯
罪
」
と
「
城
の
崎
に
て
」
を
書
い
て
い
る
今
と
で
は
違

う
心
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
を
表
す
文
章
が
、
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

志賀直哉「城の崎にて」試論

平
野
謙
は
昭
和
四
十
二
年
「
志
賀
直
哉
」
(
昭
和
四
十
二
・
十
二
、
『
平
野
謙
全

集
第
七
巻
』
[
新
潮
社
、
昭
和
五
十
・
一
二
]
の
「
作
家
論

I
」
に
所
収
)
に
お
い
て
、

こ
の
本
多
の
意
見
に
賛
同
し
て
、
「
抱
の
犯
罪
」
の

「
戦
闘
的
、
行
動
的
」
な
面

か
ら
、
「
城
の
崎
に
て
」

の
「
観
照
的
」
「
調
和
的
」
な
面
へ
の
推
移
は
、
「
『
暗
夜

行
路
』
の
前
編
と
後
編
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
村
光
夫
か
ら
平
野
謙
に
至
る
ま
で
の
批
評
の
特
徴
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
自
体
を
批
評
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な

く
、
例
え
ば
「
暗
夜
行
路
」
を
解
釈
す
る
た
め
で
あ
っ
た
り
、
「
誌
の
犯
罪
」
と

い
う
他
作
品
と
の
兼
ね
合
い
で
解
釈
し
よ
う
と
し
た
り
、
作
者
の
伝
記
的
事
実
と

作
品
と
を
合
わ
せ
て
考
え
た
り
し
、
作
品
解
釈
か
ら
作
者
・
志
賀
を
知
り
得
ょ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
昭
和
二
十
五
年
以
降
の
評
価
史
の
流
れ
は
、
「
城
の

崎
に
て
」
が
〈
代
表
作
〉
と
し
て
競
り
上
が
っ
て
き
た
こ
と
も
示
し
て
く
れ
る
。

こ
の
〈
代
表
作
〉
と
い
う
呼
称
は
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
〈
私
小
説
〉
〈
心
境

小
説
〉
と
同
じ
く
「
域
の
崎
に
て
」
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
「
城
の
崎
に
て
」

は
今
で
こ
そ
志
賀
研
究
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
作
品
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
発
表
当
時
は
即
座
に
批
評
の
対
象
に
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
山
口
直
孝
氏
、
大
野
亮
司
氏
の
論
稿
で
す
で
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
昭
和
二
十
五
年
以
前
に
も
谷
崎
の
名
文
と
の
評
価
に

代
表
す
る
よ
う
に
、
肯
定
的
な
見
方
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
好
評
価
を
受
け

戸、uzu 

つ
つ
、
昭
和
二
十
五
年
以
降
に
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
学
生
を
中
心
に
志
賀
の
作

品
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
る
こ
と
や
、
先
に
述
べ
た
中
村
や
本
多
が
見
出
し
た
「
城

の
崎
に
て
」
と
他
作
品
と
の
兼
ね
合
い
は
、
「
長
篇
の
主
人
公
の
考
」
と
異
な
る

こ
と
や
、
「
詰
の
犯
罪
」
と
は
違
っ
た
心
持
に
な
っ
た
と
い
う
「
城
の
崎
に
て
」

の
本
文
か
ら
導
き
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
「
城
の
崎
に
て
」
に

お
い
て
志
賀
の
考
え
や
心
情
が
、
明
ら
か
に
前
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い

つ
ま
り
こ
の
作
品
が
、
以
後
変
化
し
よ
う
と
す
る
こ

う
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。

と
を
示
す
よ
う
な
、

い
わ
ば
転
機
的
な
内
容
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
須
藤
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
志
賀
の
伝
記
的
事

実
上
で
は
「
城
の
崎
に
て
」
が
書
き
上
が
っ
た
後
、
父
親
と
の
和
解
と
い
う
大
き
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な
出
来
事
が
控
え
て
お
り
、
そ
の
予
兆
的
な
様
子
が
見
ら
れ
る
作
品
と
し
て
、
伝

記
的
事
実
に
お
い
て
も
、
転
機
的
な
出
来
事
を
描
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
志
賀
に
と
っ
て
〈
転
機
的
な
意
味
を
持
つ
作
品
〉
と
し
て
研
究
史
上
で

重
要
視
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
〈
代
表
作
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
繋
が
つ

て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
「
域
の
崎
に
て
」
は
初
出
時
に
は
一
介

の
作
品
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
の
、
年
が
経
る
と
と
も
に
志
賀
の
〈
代
表
作
〉
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
作
品
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
昭
和
二
十
五
年
以
降
、
特
に
〈
代
表
作
〉
と
な
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
も
の
と
し
て
、
広
告
文
の
中
で
の
「
城
の

崎
に
て
」
の
扱
わ
れ
方
や
、
文
庫
本
と
い
う
作
家
の
代
表
作
が
タ
イ
ト
ル
に
な
る

も
の
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
比
較
的
初
出
に
近
い
時
期
の
「
城
の
崎
に
て
」
の
扱
わ
れ
方
が
窺
え
る

も
の
と
し
て
、
広
告
文
が
あ
る
。
「
城
の
崎
に
て
」
は
、
大
正
六
年
五
月
の
『
白

様
』
が
初
出
で
あ
っ
た
が
、
翌
大
正
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
夜
の
光
』
と
い
う
単

行
本
の
中
に
す
で
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
夜
の
光
』
は
増
版
を
重
ね

た
本
で
、
各
増
版
年
の
広
告
文
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
二

つ
の
増
版
し
た
本
に
関
し
て
広
告
文
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
、
『
新
潮
』
の
大
正

七
年
一
月
号
に
あ
る
『
夜
の
光
』
の
広
告
を
見
る
と
、
宣
伝
文
句
に
「
城
の
崎
に

て
」
の
作
品
名
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
点
で
出
版
側
が
「
城
の
崎
に
て
」

と
い
う
作
品
名
が
売
り
文
句
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
正
十
四
年
七
月
の
『
新
潮
』
に
「
縮

版
改
版

夜
の
光
」
(
大
正
十
四
年
七
月
十
二
日
発
行
)
と
あ
り
、
広
告
文
に
は

「
和
解
」
を
筆
頭
に
「
好
人
物
の
夫
婦
」
「
佐
々
木
の
場
合
」
「
正
義
派
」
と
い
っ

た
作
品
名
が
確
認
で
き
る
。
昭
和
四
年
二
月
号
の
『
新
潮
』
の
広
告
で
は
、
「
夜

の
光
」
は
文
庫
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
『
増
補

夜
の
光
』

(
昭
和
四
年
二
月
十
五
日
発
行
)
と
あ
る
も
の
の
、
広
告
文
に
は
「
志
賀
直
哉
傑

作
集
」
と
銘
打
っ
て
あ
る
の
み
で
、
特
に
作
品
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

時
点
で
、
特
に
「
城
の
崎
に
て
」
は
目
立
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
。

次
に
、
文
庫
本
に
つ
い
て
で
あ
る
。
文
庫
本
は
今
日
誰
も
が
、
金
額
的
に
も
形

態
的
に
も
、
気
軽
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
本
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
な
る
作
品
と
は
、
大
方
が
作
者
の
代
表
的
な
作
品
と
見
な

さ
れ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
。
い
つ
頃
か
ら
「
城
の
崎
に
て
」
が
タ
イ
ト
ル
と
し
て

挙
が
っ
て
き
た
の
か
を
調
べ
る
こ
と
で
、
代
表
作
と
し
て
認
知
さ
れ
る
時
期
が
把

握
で
き
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
文
庫
本
を
発
行
し

て
い
た
新
潮
社
、
岩
波
書
庖
と
い
う
こ
つ
の
出
版
社
の
文
庫
本
に
つ
い
て
調
べ
て

み
た
。
ま
ず
、
新
潮
文
庫
で
は
昭
和
二
十
三
年
に
初
め
て
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
と
し

F
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て
「
域
の
崎
に
て
」
の
作
品
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。

一
方
岩
波
文
庫
に
関
し
て
は

作
品
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
岩
波
文
庫
で
は
「
小
僧
の
神
様
」

「
和
解
」
「
暗
夜
行
路
」
な
ど
は
文
庫
本
に
そ
の
作
品
名
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
が
現
在
の
志
賀
の
代
表
作
と
な
っ
て
い
る
作
品
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
各
々

の
文
庫
本
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
早
く
か
ら
そ
の
名
を
連

ね
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
昭
和
三
年
の
『
小
僧
の
神
様
』
の
中
に
初
め
て

書
名
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
城
の
崎
に
て
」
は
、
最
初
か
ら
取
り

立
て
て
目
立
っ
た
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
わ
け
で
、
昭
和
二
十
年
代
以
降
に
〈
代

表
作
〉
と
し
て
具
体
的
な
兆
し
が
表
れ
は
じ
め
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
作
者
の
伝
記
的
事
実
偏
重
の
傾
向
の
読
み
へ
の
反
動
と
し

て
、
作
品
享
受
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
掛
け
る
論
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ

れ
は

〈
私
小
説
〉
と
称
さ
れ
る
「
和
解
」
(
『
黒
潮
』
、
大
正
六
・
十
)

の
研
究
史



上
に
も
同
じ
よ
う
な
動
き
が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
篠
原
括
雄
氏
(
「
『
城
の

崎
に
て
』
を
読
む
|
作
品
享
受
の
前
提
|
」
[
『
金
城
学
院
大
学
論
集
』
〈
国
文

学
編
〉
第
二
十
五
号
、
昭
和
五
十
八
・
三
]
)
は
「
作
品
の
中
の
事
実
と
作
者
の

事
実
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
十
全
な
享
受
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
し

ま
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
作
品
受
容
の
問
題
を
独
立
し
て
論

文
に
取
上
げ
た
。
ま
た
三
谷
憲
正
氏
(
「
『
城
の
崎
に
て
』
試
論
|
〈
事
実
〉
と
〈
表

現
〉
の
果
て
に
|
」
[
『
稿
本
近
代
文
学
』
第
十
五
集
、
平
成
二
・
十
一
]
)
は
、
「
城

の
崎
に
て
」
研
究
史
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
「
創
作
余
談
」
の
「
事
実
あ
り
の
ま

ま
」
と
い
う
言
葉
に
拠
り
、
作
者
の
事
実
に
縛
ら
れ
た
解
釈
が
な
さ
れ
過
ぎ
た
の

で
は
と
い
う
疑
問
か
ら
、
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
〈
事
実
あ
り
の
ま
ま
〉
の
〈
小
説
〉

な
ど
と
い
う
“
迷
信
"
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

と
い
っ
た
提
言
を
し
て
い
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
三
谷
氏
が
「
迷
信
」
と
言
い
表
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
甚
だ
し
い
ま
で
「
創
作
余
談
」
に
傾
倒
す
る
研
究
状
況

そ
こ
に
作
者
と
作
品
と
の
境
界
線
の
融
解
が
見
て
取
れ
る
の

でが
あTあ
る土つ
。た

わ
け
で

そ
の
後
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
享
受
へ
の
懐
疑
の
意
見
を
受
け
て
、
作
品
を
作
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者
や
伝
記
的
事
実
か
ら
切
り
離
し
、
自
立
し
た
一
個
の
作
品
世
界
と
見
な
し
た
り

し
、
作
品
内
の
「
自
分
」
も
イ
ク
ォ
!
ル
志
賀
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
作
品
内
で
「
自
分
」
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
、
昭
和
二
十
五
年
以
降
の
「
城
の
崎
に
て
」
評
価
史
を
た
ど
っ
て
き
た
の

だ
が
、
次
第
に
他
作
品
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え
る
中
で
、
作
者
志
賀
の
生
涯
に
お

け
る
転
機
を
表
す
作
品
と
し
て
読
ま
れ
、
そ
れ
が
作
者
の
伝
記
的
事
実
の
偏
重
や

作
者
の
自
作
解
説
な
ど
の
傾
倒
を
招
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
結
果
的
に
志

賀
の
〈
代
表
作
〉
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
を
強
力
に
押
し
上
げ
る
要
因
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
間
和
二
十
五
年
以
前
に
名
文
と
し
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、

見
本
と
す
べ
き
文
章
の
雛
形
と
し
て
認
識
さ
れ
、
教
科
書
採
用
な
ど
に
繋
が
り
、

広
く
志
賀
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
庫
本
な
ど
に
メ
イ
ン

タ
イ
ト
ル
と
し
て
挙
が
っ
て
く
る
の
は
昭
和
二
十
三
年
頃
と
比
較
的
遅
い
。
そ
れ

よ
り
も
実
質
的
に
〈
代
表
作
〉
と
し
て
確
実
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
志
賀

に
と
っ
て
転
機
を
表
す
よ
う
な
作
品
内
容
に
着
目
す
る
よ
う
に
、
生
涯
や
生
き
方

な
ど
の
伝
記
的
な
部
分
と
い
う
作
者
そ
の
も
の
へ
の
強
い
関
心
の
元
で
、
作
品
が

読
ま
れ
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
。

4
.
お
わ
り
に

「
城
の
崎
に
て
」
評
価
史
を
辿
っ
て
い
く
時
、
作
品
に
対
し
作
者
が
常
に
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
だ
が
、
時
代
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
作
者
の
レ
ベ

ル
は
異
な
っ
て
い
る
。
は
じ
め
は
、
作
品
へ
の
評
価
が
、
文
章
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や

人
格
な
ど
作
者
自
身
へ
の
肯
定
的
な
評
価
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
次
第
に
作

者
が
経
験
し
た
こ
と
は
前
提
と
し
て
あ
る
も
の
の
、
作
品
内
容
自
体
が
説
明
的
に

論
じ
ら
れ
る
も
の
も
出
て
き
た
。
ま
た
、
教
科
書
へ
の
採
用
を
経
て
、
作
者
の
生

ヴ

t
p
同

υ

き
方
な
ど
の
伝
記
的
な
面
へ
の
関
心
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
レ
ベ
ル
は
異
な
る
も
の
の
、
常
に
作
者
に
ま
つ
わ
る
評
価
語
を
持

つ
「
城
の
崎
に
て
」
だ
か
ら
こ
そ
、
〈
私
小
説
〉
〈
心
境
小
説
〉
を
、
引
き
寄
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
文
学
作
品
に
文

学
用
語
を
当
て
は
め
る
こ
と
に
対
し
、
私
た
ち
は
あ
ま
り
に
も
隈
昧
か
つ
無
自
覚

な
ま
ま
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
城
の
崎
に
て
」
の

〈
私
小
説
〉
〈
心
境
小
説
〉
神
話
の
影
に
は
、
次
第
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に
〈
代
表
作
〉
と
し
て
競
り
上
が
っ
て
い
く
過
程
が
あ
り
、
〈
私
小
説
〉
及
、
び
〈
心

境
小
説
〉
イ
ク
ォ

l
ル
〈
代
表
作
〉
と
い
う
図
式
か
ら
は
、
今
日
志
賀
直
哉
と
い

う
作
家
が
、
〈
私
小
説
〉
を
書
く
代
表
的
な
作
家
と
し
て
認
識
さ
れ
扱
わ
れ
る
所

以
が
見
ら
れ
る
。「

城
の
崎
に
て
」
と
い
う
作
品
は
、
常
に
作
者
で
あ
る
志
賀
を
意
識
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
、
作
者
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
か
ら
は
、
〈
私
小
説
〉

総
じ
て
、

〈
心
境
小
説
〉
な
ど
の

形
態
を
持
つ
も
の
に
も
思
わ
れ
、
〈
小
説
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
て
は
め
て
し

〈
小
説
〉
と
言
っ
て
し
ま
う
よ
り
も
、
随
筆
な
ど
に
近
い

ま
う
こ
と
へ
の
難
し
さ
と
懐
疑
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

注

(
1
〉
近
年
の
『
城
の
崎
に
て
」
に
関
す
る
論
文
の
出
だ
し
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
る
と
、

宮
崎
隆
広
氏
は
「
『
城
の
崎
に
て
』
論
|
〈
自
分
〉
の
事
諮
り
|
」
(
『
活
水
日
文
』

第
二
十
六
号
、
平
成
五
・
三
)
に
お
い
て
、
「
『
城
の
崎
に
て
』
は
作
者
の
、
城

の
崎
滞
在
中
の
嘱
自
の
事
実
に
即
し
て
書
か
れ
た
刺
川
剖
刷
叫
州
樹
川
剖
(
注

・
傍
線
は
筆
者
亀
井
に
拠
る
も
の
と
す
る
・
以
下
向
J

と
さ
れ
て
来
た
J

と

し
、
坂
東
広
明
氏
の
「
『
城
の
崎
に
て
』
論
」
(
『
学
芸
国
語
国
文
学
』
三
十
、
平

成
十
・
=
一
〉
で
は
「
大
正
六
年
五
月
『
自
律
』
に
発
表
さ
れ
た
『
城
の
崎
に
て
』

は
、
志
賀
直
哉
の
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
心
境
小
説
の
代
表
作
と
し
て
高
校
の
教
科

書
に
も
古
く
か
ら
広
く
採
用
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
『
こ
こ
ろ
』
や
『
羅
生
門
』

『
山
月
記
』
等
と
並
ん
で
、
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
最
も
多
く
の
読
者
を
得

て
き
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

ま
た
文
学
史
上
で
の
「
城
の
崎
に
て
」
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
四
年
か
ら
長

き
に

E
っ
て
十
四
刷
も
発
行
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
市
古
貞
次

氏
の
『
日
本
文
学
史
概
説
[
三
訂
版
]
』
(
秀
英
出
版
、
平
成
六
・
三
)
で
は
、

「
白
樺
派
の
作
家
た
ち
」
の
項
に
、
志
賀
は
「
次
第
に
自
己
の
身
辺
や
日
常
の

心
境
に
取
材
し
た
作
品
を
多
く
書
く
よ
う
に
」
な
っ
た
と
し
て
、
「
城
の
崎
に
て
」

や
「
和
解
」
(
『
黒
潮
』
、
大
正
六
・
十
)
と
い
っ
た
作
品
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ

し
て
「
私
説
と
心
境
小
説
」
の
項
で
は
、
「
志
賀
直
哉
以
下
の
白
樺
派
諸
作
家
も

作
者
身
辺
に
材
を
得
た
作
品
を
多
く
発
表
」
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
志
賀
の
名

が
挙
が
っ
て
い
る
。

(
2
)
近
年
の
、
山
本
氏
の
〈
心
境
小
説
〉
へ
の
取
り
組
み
に
関
し
て
は
、
「
志
賀
直
哉

・
宮
島
新
三
郎
・
広
津
和
郎
|
心
境
小
説
へ
の
道
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材

の
研
究
』
九
月
号
、
平
成
十
三
・
九
)
が
見
受
け
ら
れ
る
・

(
3
〉
大
正
二
年
八
月
夜
、
里
見
葬
と
散
歩
に
出
た
と
こ
ろ
山
手
線
の
電
車
に
は
ね
ら

れ
重
傷
を
負
い
、
そ
の
傷
の
後
養
生
に
同
年
十
月
城
崎
温
泉
へ
と
赴
い
た
・
「
械

の
崎
に
て
」
は
そ
の
符
の
志
賀
の
経
験
が
元
に
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
・

(
4
)
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た
も
の
に
古
川
裕
佳
氏
の
論
稿
「
見

出
さ
れ
た
『
心
境
小
説
』
|
志
賀
直
哉
『
焚
火
』

l
」
(
『
日
本
文
学
片
平
成
十

四
・
六
)
が
あ
る
a

古
川
氏
は
、
例
え
ば
、
『
日
本
文
学
大
辞
典
第
二
巻
』
(
新

潮
社
、
昭
和
八
・
四
)
の
「
心
境
小
説
」
の
項
に
、
「
自
然
主
義
に
根
ざ
し
て
試

み
ら
れ
た
私
小
説
・
身
辺
小
説
の
極
限
が
、
東
洋
的
風
味
を
加
へ
て
、
こ
の
新

体
を
生
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
、
「
『
東
洋
的
』
を
テ
コ
に
し
て
『
心
境
小
説
』

/
『
私
小
説
』
を
差
異
化
」
し
よ
う
と
す
る
言
説
の
動
き
は
、
芥
川
の
「
焚
火
」

評
が
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
・

ま
た
、
志
賀
の
東
洋
・
日
本
古
美
術
へ
の
関
心
や
、
芥
川
の
志
賀
に
対
す
る

「
東
洋
的
伝
統
の
上
に
立
っ
た
詩
的
精
神
」
(
『
改
造
竺
昭
和
二
・
四
)
と
い
う

評
言
を
元
に
、
〈
東
洋
的
〉
と
志
賀
(
ま
た
そ
の
作
品
〉
の
関
連
性
を
論
じ
た
も

の
に
、
大
野
亮
司
氏
の
「
『
東
洋
的
』
な
る
も
の
の
周
辺
|
志
賀
直
哉
と
東
洋
古

美
術
の
連
繋
の
背
景
に
関
し
て
|
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
月

号
、
平
成
十
四
・
四
)
が
あ
る
。

(
5
)
北
塁
信
太
郎
氏
の
つ
小
説
の
神
様
H

は
H

小
僧
の
神
様
ヘ
た
っ
た
|
精
神
科

医
の
み
た
直
哉
の
所
見
|
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
月
号
、
昭
和
六
十

二
・
こ
の
中
に
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
教
科
書
に
採
用
さ
れ
始
め
た
時
期
に
つ

い
て
表
が
付
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
北
里
氏
の
調
査
対
象
は
中
学
校
で
あ
る
が
、
現
在
は
高
等
学
校
用
の

教
科
書
で
志
賀
の
作
品
を
見
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
最
近
過
去
十
年
の
教
科
書

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
出
版
社
は
異
な
る
も
の
の
「
城
の
崎
に
て
」
は
コ
ン
ス

タ
ン
ス
に
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
、
「
赤
西
蝦
太
」

「
暗
夜
行
路
(
序
詞
)
」
「
出
来
事
」
「
十
一
月
三
日
午
後
の
事
」
「
母
の
死
と
新

し
い
母
」
「
滑
兵
衛
と
瓢
箪
」
と
い
っ
た
作
品
も
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

0
0
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こ
れ
ら
の
作
品
の
後
に
附
さ
れ
る
作
者
紹
介
の
文
章
中
で
は
、
志
賀
の
代
表
的

な
作
品
と
し
て
「
城
の
崎
に
て
」
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
て
い

る
.

(6)
平
野
が
踏
ま
え
た
と
す
る
本
多
の
評
論
で
あ
る
が
、
「
志
賀
直
哉
に
お
け
る
自
覚

の
問
題
」
は
、
平
野
の
「
志
賀
直
哉
」
の
後
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
・
た
だ
昭
和
四
十
一
年
、
つ
ま
り
平
野
論
文
が
発
表
さ

れ
る
一
年
前
に
、
本
多
は
「
志
賀
直
哉
小
論
」
(
『
日
本
文
学
全
集
十
四
志
賀
直

哉
集
』
[
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
四
十
一
・
六
]
の
「
解
説
」
と
し
て
発
表
)
の

中
で
、
非
常
に
大
ま
か
で
は
あ
る
が
「
城
の
崎
に
て
」
と
「
抱
の
犯
罪
」
や
「
暗

夜
行
路
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
・
よ
っ
て
、
こ
れ
が
平
野
の
見

た
と
す
る
本
多
の
評
論
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
.

(
7
)
山
口
直
孝
(
「
『
城
の
崎
に
て
』
の
叙
述
と
憐
成
」
(
『
日
本
文
芸
研
究
』
四
十
三
、

平
成
四
・
こ
)
、
大
野
亮
司
つ
我
等
の
時
代
の
作
家

M
l
「
和
解
」
前
後
の

志
賀
直
哉
の
イ
メ
ー
ジ
|
」
(
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
七
十
八
、
平
成
九
・
七
)
)
・

(8)
新
潮
文
庫
に
関
し
て
は
、
「
新
潮
社
九

O
年
図
書
総
目
録
」
(
昭
和
六
十
一
・
十
)

を
、
岩
波
文
庫
に
関
し
て
は
「
岩
波
文
庫
総
目
録
」
(
昭
和
六
十
三
・
七
を
元
に

調
査
を
し
た
・

(
9
)
な
お
、
近
年
の
「
城
の
崎
に
て
」
の
文
庫
本
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
絶
版
と

な
っ
た
が
妊
文
社
が
出
版
し
て
い
た
『
和
解
・
城
の
崎
に
て
』
(
昭
和
五
十
六
・

十
二
)
、
角
川
書
庖
出
版
の
『
城
の
崎
に
て
』
(
昭
和
四
十
八
・
十
一
、
改
版
が

現
在
も
出
さ
れ
て
い
る
。
)
が
あ
る
・

(
叩
)
前
掲

(
7
)
の
大
野
氏
は
、
そ
の
論
稿
の
中
で
、
「
城
の
崎
に
て
」
の
同
時
代
評

が
不
在
(
筆
者
亀
井
註
・
菊
池
・
広
津
論
文
が
あ
る
た
め
不
在
と
は
言
い
切
れ

な
い
が
、
即
時
的
な
評
価
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
よ
う
J

で
あ
る

こ
と
に
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
現
在
の
知
名
度
か
ら
す
る
と
確
か

に
不
自
然
な
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
徐
々
に
〈
代
表
作
〉
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
同
時
代
評
の
少
な
さ
に
違
和
感
は
感
じ

な
い
・
ま
た
、
斉
藤
昌
三
の
『
現
代
筆
禍
文
献
大
年
表
』
(
粋
古
堂
書
底
、
昭
和

七
・
十
こ
に
拠
る
と
、
「
城
の
崎
に
て
」
が
発
表
さ
れ
た
月
の
『
白
樺
』
は
、

近
膝
経
一
の
「
ル
ク
レ
シ
ア
」
が
原
因
で
発
禁
処
分
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ

と
か
ら
雑
誌
の
流
通
難
し
く
な
り
、
即
時
的
な
批
評
を
得
な
か
っ
た
と
も
考
え

る
こ
と
は
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
内
務
省
関
係
の
資
料
や
官
報
な
ど
政
府
よ
り

発
令
さ
れ
た
記
事
な
ど
を
調
べ
て
み
た
が
、
発
禁
処
分
が
出
さ
れ
た
正
確
な
時

期
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
・
よ
っ
て
こ
こ
に
原
因
を
求
め
る
に
し
て
も
説
得
力

は
弱
い
。
し
か
し
、
先
に
触
れ
た
大
正
七
年
の
菊
池
の
評
論
中
の
「
域
の
崎
に

て
」
引
用
文
は
、
初
出
の
『
白
棒
』
の
中
の
『
城
の
崎
に
て
」
で
は
な
く
、
大

正
七
年
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
夜
の
光
』
の
中
の
も
の
に
拠
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
文
章
を
比
較
し
た
際
に
分
か
る
・
両
者
に
大
き
な
違
い
は
認
め

ら
れ
な
い
が
、
菊
池
が
『
夜
の
光
』
を
見
て
批
評
文
を
書
い
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
と
し
て
、
句
読
点
の
打
ち
方
が
初
出
よ
り
も
『
夜
の
光
』
に
似
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
初
出
よ
り
も
『
夜
の
光
』
の
中
の
「
城
の
崎
に
て
」
の

方
が
よ
く
手
に
取
ら
れ
て
、
読
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
錐
察
で

き
、
初
出
の
『
白
樺
』
の
流
通
が
滞
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
騒
動
で
き
る
・

以
下
そ
の
比
較
を
挙
げ
て
お
く
・

-
初
出
『
白
樺
』
の
中
の
「
城
の
崎
に
て
」

①
尾
は
全
く
石
ヘ
オ
川
廿

ηゴ
剖
。

②
自
分
は
剖
引
リ
剖
叫
州

U
引
剖
剖
寸
寸
見
て
ゐ
た
・

③
も
う
到
州
制
川
川
叫
叫
凶
.
死
ん
で
了
っ
た
・

-
『
夜
の
光
』
の
中
の
『
城
の
崎
に
て
」

①
尾
は
全
く
石
へ
つ
い
た
・

②
自
分
は
剖
引

U
剖
刷
州

U
引

1
4副
司
寸
見
て
ゐ
た
。

③
も
う
到
州
制
川
ォ
パ
叫
叫
同
死
ん
で
了
っ
た
・

-
菊
池
論
文
の
中
の
「
域
の
崎
に
て
」
引
用
文

①
尾
は
全
く
石
へ
つ
い
た
・

②
白
分
は
剖
引

U
剖
叫
州

U
引

1
4副
司
寸
見
て
居
た
・

①
も
う
到
州
材
川
ォ
川
剖
叫
同
死
ん
で
了
っ
た
。

(
日
)
志
賀
文
学
研
究
に
お
け
る
自
作
解
説
「
創
作
余
談
」
の
存
在
は
大
き
い
。
拙
稿

「
志
賀
直
哉
『
創
作
余
談
』
に
関
す
る
一
考
察
|
『
城
の
崎
に
て
』
を
め
ぐ
る

言
説
を
中
心
に
|
」
(
『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
議
』
第
二
十
四
号
、
平
成

十
四
・
三
)
に
お
い
て
も
「
城
の
崎
に
て
」
研
究
史
に
お
け
る
、
余
談
に
傾
倒

す
る
扱
い
方
と
、
そ
れ
を
批
判
的
に
見
る
も
の
と
の
対
立
構
図
を
取
上
げ
つ
つ
、

余
談
の
成
立
状
況
を
弁
え
た
扱
い
方
を
提
言
し
た
。
し
か
し
、
「
城
の
崎
に
て
」

に
限
ら
ず
、
志
賀
文
学
で
は
余
談
と
い
う
自
作
解
説
に
拠
る
作
品
解
釈
は
よ
く

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
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志賀直哉「城の崎にて」試論

(
ロ
)
白
井
吉
見
氏
が
「
志
賀
直
哉
の
文
章
(
覚
書
)
」
(
『
臨
時
増
刊
文
護
志
賀
直

哉
読
本
』
[
河
出
書
房
、
昭
和
三
十
・
十
二
]
)
の
中
で
、
「
志
賀
直
哉
の
描
篤
の

見
本
と
し
て
、
谷
崎
潤
一
郎
が
、
『
城
の
崎
に
て
』
の
文
章
の
一
部
を
引
用
し
た

こ
と
の
影
響
は
、
思
い
が
け
ぬ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
・
こ
の
作
が
申
し
合
せ
た
よ

う
に
、
あ
れ
こ
れ
の
図
語
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
由
来
す
る

と
み
て
い
』
J

と
、
谷
崎
が
「
城
の
崎
に
て
」
を
評
価
し
た
こ
と
の
影
響
力
を

指
摘
し
て
い
る
.

本
稿
は
平
成
十
三
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
(
平
成
十
三
年
十
一

月
二
十
四
日
於
広
島
大
学
)
、
ま
た
「
横
光
利
一
を
読
む
会
」
第
二
十
三
回
例
会
(
平
成

十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
於
神
戸
学
生
青
年
セ
ン
タ
ー
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
・
両
席
上
、
ご
教
示
下
さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
・

(
か
め
い
ち
あ
き
、
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
)
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