
志
賀
直
哉
の
リ
ア
リ
ズ
ム
、
そ
の
実
相

－
　
「
灰
色
の
月
」
　
を
中
心
に
　
ー

「
灰
色
の
月
」
　
（
昭
2
1
・
1
）
は
、
敗
戦
後
、
六
十
二
歳
の
志
賀
直
哉
が
、
自

身
そ
の
創
刊
に
携
わ
っ
た
岩
波
の
総
合
雑
誌
r
世
界
j
　
（
創
刊
号
）
文
芸
欄
に

発
表
し
た
小
説
で
あ
る
。
初
出
雑
誌
に
し
て
わ
ず
か
四
頁
の
掌
編
な
が
ら
、
「
本

質
を
表
現
す
る
に
必
要
な
実
質
だ
け
を
直
観
す
る
明
敏
な
感
受
性
と
、
そ
の
感

受
性
の
網
の
目
が
す
く
つ
た
も
の
を
正
確
に
対
象
化
す
る
無
類
の
表
現
力
」
が
、

「
す
で
に
老
大
家
と
目
さ
れ
て
い
た
志
賀
直
哉
か
ら
い
ぜ
ん
と
し
て
失
わ
れ
て

へ

1

）

い
な
か
っ
た
」
　
（
三
好
行
雄
氏
）
事
を
証
し
た
作
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
志
賀
の
「
生
得
と
も
一
亭
っ
べ
き
リ
ア
リ
ズ
ム
が
久
し
ぶ
り
に
現
わ
れ

へ
ヮ
ニ

た
」
（
伊
沢
元
美
氏
）
と
の
言
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
r
灰
色
の
月
」
は
、

そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
も
っ
て
高
評
を
え
て
」
お
り
、
「
こ
の
作
品
で
の
達
成
点

（3）

は
そ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
」
　
（
吉
田
正
信
氏
）
と
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
そ
の
　
「
無
類
の
表
現
力
」
や
、
「
生
得
と
も
言
う
べ
き

リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は
、
具
体
的
に
は
作
品
内
で
の
如
何
な
る
必
然
性
に
基
づ
い

て
の
記
述
の
綾
を
指
し
示
し
、
ま
た
如
何
な
る
過
程
を
経
て
生
み
出
さ
れ
て
き

下
　
　
岡
　
　
友

た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

志
賀
の
日
記
、
及
び
本
多
秋
五
氏
の
証
言
を
合
わ
せ
る
と
、
「
灰
色
の
月
」

は
「
昭
和
二
十
年
十
月
十
六
日
」
　
の
作
者
自
身
の
体
験
を
も
と
に
し
て
、
同
年

（4）

十
一
月
十
日
か
ら
十
三
日
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し

（5）

て
、
そ
の
草
稿
は
「
昭
和
十
九
年
末
か
ら
二
十
年
の
敗
戦
直
後
に
か
け
て
」
使

用
さ
れ
た
「
手
帳
1
6
」
　
の
中
に
、
二
種
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
の
材
料

と
な
っ
た
実
際
の
出
来
事
か
ら
完
成
稿
ま
で
の
道
程
は
、
わ
ず
か
一
ケ
月
弱
の

期
間
の
中
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
手
帳
に
書
か
れ
た
草
稿
と
、
雑
誌
に
発
表
さ
れ

た
原
稿
と
の
記
述
の
問
は
、
作
者
の
心
境
の
変
化
や
、
技
術
の
変
化
と
い
っ
た

も
の
に
は
還
元
し
に
く
く
、
そ
の
残
さ
れ
た
原
稿
の
差
異
か
ら
、
志
賀
の
方
法

意
識
を
抽
出
す
る
事
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
条
件
に
鑑
み
、
主
と
し
て
「
灰
色
の
月
」
　
の
草
稿
と

定
稿
（
「
世
界
」
初
出
を
用
い
る
）
　
の
記
述
の
比
較
検
討
を
通
じ
、
表
現
が
定

着
に
至
る
過
程
と
、
そ
の
機
構
の
一
端
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



そ
れ
は
近
代
文
学
史
上
、
極
め
て
多
く
の
他
作
家
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
、

「
何
の
誇
張
も
な
し
に
ト
ル
ス
ト
イ
よ
り
細
か
い
と
言
い
得
る
」
　
（
芥
川
龍
之

（
‘
U
）

介
）
　
よ
う
な
志
賀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
、
そ
の
描
写
力
が
、
果
た
し
て
何
処
か
ら
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
事
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
以
下
に
扱
う
「
灰
色
の
月
」
　
の
二
種
の
草
稿
の
う
ち
、
電

車
内
の
二
人
の
男
の
や
り
と
り
を
（
私
）
が
眺
め
る
場
面
ま
で
の
内
容
が
措
か

れ
た
草
稿
を
「
草
稿
1
」
、
更
に
そ
の
　
「
草
稿
1
」
を
踏
ま
え
、
定
稿
の
冒
頭

か
ら
末
尾
ま
で
に
対
応
す
る
内
容
が
描
か
れ
た
草
稿
を
「
草
稿
2
」
と
記
す
事

と
す
る
。

ま
ず
、
草
稿
と
定
稿
の
具
体
的
な
比
較
の
前
に
、
「
灰
色
の
月
」
　
の
基
本
構

造
を
確
認
し
て
お
く
。
志
賀
の
小
説
で
は
処
女
作
「
網
走
ま
で
」
　
（
明
4
3
・
4

r
白
樺
」
）
か
ら
一
貫
し
て
、
筋
立
て
の
面
白
さ
よ
り
も
、
出
来
事
に
よ
っ
て
転

変
、
推
移
す
る
、
主
人
公
の
心
理
の
劇
、
そ
の
軌
跡
の
方
が
あ
く
ま
で
核
と
し

（7）

て
措
か
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
灰
色
の
月
」
の
場
合
も
、
主
人

公
（
私
）
の
心
意
の
変
化
が
そ
の
ま
ま
に
作
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
事

態
は
同
様
で
あ
る
。
志
賀
の
文
学
が
い
っ
た
い
に
心
理
の
解
放
劇
に
他
な
ら
ぬ

（
息
）

事
は
、
彼
の
作
品
の
原
型
が
、
早
く
赤
木
俊
　
（
荒
正
人
）
　
氏
に
よ
っ
て
　
「
反

発
、
葛
藤
、
和
解
、
調
和
」
　
の
　
「
四
段
階
の
過
程
」
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
は
人

物
の
心
意
の
位
相
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
と
指
摘
さ
れ
た
事
自
体
に
も
証
さ

れ
て
い
よ
う
。

但
し
、
餓
死
寸
前
の
少
年
を
乗
せ
た
電
車
が
東
京
を
走
り
、
そ
の
状
況
を
目

の
当
た
り
に
す
る
人
々
の
誰
一
人
と
し
て
、
彼
を
救
い
得
ぬ
と
い
う
「
灰
色
の

月
」
　
の
物
語
内
容
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
最
終
的
に
提
示
さ
れ
る
（
私
）
の
心
境

は
、
「
和
解
」
や
「
調
和
」
で
は
、
到
底
あ
り
得
な
い
。
こ
の
作
の
終
着
点
は

（
私
）
の
　
「
暗
澹
た
る
気
持
」
で
あ
る
。
作
品
最
終
郎
に
お
い
て
、
（
私
〉
は

「
不
意
に
侍
り
か
か
っ
て
来
た
少
年
工
の
身
体
を
肩
で
突
返
」
し
、
ま
た
、
「
突

返
」
さ
れ
た
少
年
工
の
方
は
「
ど
う
で
も
、
か
ま
は
ね
え
や
」
と
い
う
独
語
を

発
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
後
で
ど
う
し
て
そ
ん
な
事
を
し
た
か
不
思
議
に
思

ふ
」
、
「
後
ま
で
私
の
心
に
残
っ
た
」
と
、
語
り
手
の
（
私
）
が
自
ら
、
心
に
受

け
た
衝
撃
の
大
き
さ
の
ほ
ど
を
告
げ
る
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

語
り
手
（
私
）
に
記
憶
の
反
動
を
強
い
る
よ
う
な
、
こ
の
最
終
場
面
の
二
つ
の

出
来
事
が
、
作
中
に
お
け
る
、
い
わ
ば
最
大
の
劇
（
（
私
）
の
内
部
に
最
た
る

心
的
振
幅
を
招
く
も
の
）
　
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
の
作
の
叙
述
、
構
成

は
、
こ
の
（
私
）
の
受
け
る
心
の
打
撃
、
そ
れ
へ
の
助
走
と
し
て
の
役
割
を
果

（9）

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
田
正
信
氏
は
、
当
作
の
（
私
）
の
心
境
の
推
移

を
「
暗
1
明
1
暗
1
暗
」
と
概
括
し
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
移
行
に
則
る

形
で
、
作
は
次
に
挙
げ
た
表
の
よ
う
に
四
場
面
に
分
か
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
（
（
私
）
の
心
理
の
転
変
を
導
く
主
た
る
要
因
、
対
象
人
物
で
あ
る
少
年
工

の
主
な
様
子
を
表
下
段
に
簡
略
に
記
す
。
）



（
私
）
の
心
意

①
東
京
駅
か
ら
乗
車
し
た
（
私
）
は
「
不
気
味
」

な
少
年
工
の
隣
に
座
る
。
　
　
　
　
　
【
曙
】

②
乗
客
の
や
り
取
り
を
「
気
持
よ
く
思
」
　
い
、

会
社
月
の
言
葉
に
よ
っ
て
生
じ
た
車
内
の

「
一
寸
快
活
な
空
気
」
を
（
私
）
は
感
じ
取
る
。

【明】

③
若
者
の
指
摘
で
少
年
工
が
「
一
歩
手
前
」
だ

と
知
っ
た
（
私
）
は
、
少
年
工
の
後
ろ
姿
に

「
淋
し
」
さ
や
「
甘
え
」
を
感
じ
取
る
。

【暗】

④
少
年
工
を
肩
で
突
き
返
し
た
（
私
）
は
自
身

の
行
為
に
驚
き
、
少
年
工
に
対
し
て
「
気
の

毒
な
想
ひ
」
を
抱
く
。
少
年
工
の
独
語
を
聞
き

「
暗
澹
た
る
気
拝
の
ま
ま
」
下
草
す
る
。

【暗】

少
年
工
の
様
子

少
年
工
は
身
体
を
揺
す

っ
て
い
る
。

少
年
工
は
依
然
身
体
を

揺
す
っ
て
い
る
。
会
社

員
の
言
葉
で
乗
客
の
注

目
を
浴
び
る
。

少
年
工
は
体
を
揺
す
ら

な
く
な
る
。

少
年
工
は
「
ど
う
で
も
、

か
ま
は
ね
え
や
」
と
独

語
を
言
う
。

を
備
え
た
出
来
事
の
描
写
（
提
示
）
　
と
い
う
事
に
な
る
。
次
節
よ
り
見
て
い
く

も
の
は
、
そ
う
し
た
経
緯
の
実
際
で
あ
る
。

ニ
ー
一

遠
く
電
車
の
頭
燈
が
見
え
、
暫
く
す
る
と
不
意
に
近
づ
い
て
来
た
。
車

内
は
そ
れ
程
込
ん
で
ゐ
ず
、
私
は
反
対
側
の
入
口
近
く
に
腰
か
け
る
事
が

さ
て
、
定
稿
の
世
界
は
、
右
表
の
よ
う
な
区
分
を
許
す
が
、
作
中
の
（
私
）

の
体
験
に
先
ん
じ
る
作
者
の
現
実
は
、
そ
れ
程
ま
で
に
整
然
と
し
た
も
の
で
は

無
論
、
あ
り
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
作
の
造
型
に
お
い
て
必
須
の
手
続
き

は
、
描
か
れ
よ
う
と
す
る
（
私
）
の
心
意
と
は
関
わ
り
を
持
た
ぬ
　
（
そ
ぐ
わ

ぬ
）
、
し
か
し
、
作
者
の
現
実
で
は
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
心
境
、
そ
の
排
除

と
、
選
ば
れ
た
（
私
）
の
心
意
を
生
む
に
必
要
十
分
な
　
（
ふ
さ
わ
し
い
）
質
量

出
来
た
。
右
に
は
五
十
近
い
も
ん
ぺ
姿
の
女
が
ゐ
た
。
左
に
は
少
年
工
と

思
は
れ
る
十
七
八
歳
の
子
供
が
私
の
方
を
背
に
し
、
座
席
の
袖
板
が
な
い

の
で
、
入
口
の
方
へ
真
横
を
向
い
て
腰
か
け
て
ゐ
た
。
（
定
稿
。
傍
線
は

引
用
者
、
以
下
同
様
）

右
は
定
稿
冒
頭
部
（
先
表
の
①
）
　
に
お
け
る
（
私
）
の
乗
車
の
際
の
叙
述
で

あ
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
座
席
に
腰
掛
け
た
（
私
）
の
右
側
の
　
「
五

十
近
い
も
ん
ぺ
姿
の
女
」
　
（
傍
線
部
）
　
で
あ
る
。
彼
女
は
定
稿
で
は
こ
の
一
文

の
み
に
点
描
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
草
稿
は
彼
女
に
関
し
て
次
の
よ

う
な
記
述
を
持
っ
て
い
た
。

私
は
そ
の
子
供
を
初
め
は
そ
れ
程
注
意
し
な
か
っ
た
。
只
余
り
烈
し
く

体
を
揺
す
る
の
を
、
う
る
さ
く
感
じ
す
い
て
ゐ
る
の
を
幸
い
多
少
間
を
あ

け
て
座
っ
た
が
、
年
は
と
っ
て
ゐ
て
も
、
右
手
の
女
の
人
に
不
自
然
に
接

近
す
る
の
も
変
な
の
で
、
頃
合
ひ
の
所
に
位
置
を
き
め
、
眼
を
つ
ぶ
っ
て

了
つ
た
。
（
「
草
稿
1
」
）

右
傍
線
部
の
よ
う
な
、
女
性
に
対
す
る
（
私
）
の
顧
慮
は
定
稿
で
は
全
く
語



ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
草
稿
1
」
を
書
き
直
し
た
と
考
え
ら
れ
る
　
「
草
稿

2
」
　
に
も
、
「
女
の
人
に
不
自
然
に
接
近
す
る
の
も
変
な
の
で
、
目
立
た
ぬ
程

に
、
間
か
く
を
作
」
　
っ
て
座
っ
た
と
い
う
同
様
の
記
述
が
存
す
る
。
こ
う
し
た

女
性
へ
の
（
私
）
の
意
識
の
有
無
と
平
行
し
て
、
彼
女
の
年
齢
表
現
や
呼
称
も

定
稿
と
草
稿
で
は
微
妙
に
異
な
る
。
定
稿
で
は
　
「
五
十
近
い
」
　
「
女
」
　
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
草
稿
1
」
で
は
彼
女
は
「
モ
ン
ペ
姿
の
四
十
余
り
の
女
の
人
」

（
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）
　
で
あ
る
。
「
草
稿
2
」
で
は
「
五
十
近
い
小
ざ

つ
ば
り
し
た
モ
ン
ペ
姿
の
女
の
人
」
と
、
そ
の
年
齢
は
定
稿
同
様
に
変
化
し
て

い
る
が
、
「
女
の
人
」
　
へ
の
好
感
を
示
す
よ
う
な
「
小
ざ
つ
ば
り
し
た
」
と
い

う
形
容
語
が
こ
こ
で
新
た
に
出
現
し
、
事
態
は
改
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作
は
や
が
て
死
と
背
中
合
わ
せ
の
少
年
に
焦
点
を

当
て
、
彼
の
「
ど
う
で
も
、
か
ま
は
ね
え
や
」
と
い
う
投
げ
や
り
な
言
葉
と
、

そ
れ
を
た
だ
黙
っ
て
受
け
止
め
る
し
か
な
い
（
私
）
の
「
暗
澹
た
る
気
持
」
　
へ

と
読
者
を
導
く
。
そ
の
事
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
異
性
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
草

稿
中
の
（
私
）
の
意
識
は
、
作
の
描
こ
う
と
す
る
も
の
に
余
程
そ
ぐ
わ
ぬ
心
情

で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
で
は
　
「
女
（
の
人
）
」
と
共
に
登
場
す
る
、
肝
腎
の
少

年
工
の
存
在
が
か
す
む
。
定
稿
は
（
私
）
の
「
女
の
人
」
　
へ
の
意
識
を
な
か
っ

た
事
と
し
、
か
つ
意
識
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
造
型
を
彼
女
か
ら
極
力
避
け
、

そ
の
後
の
作
の
展
開
を
妨
げ
ぬ
導
入
部
分
（
①
）
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
年
齢
表
現
が
草
稿
と
定
稿
で
異
な
る
人
物
は
こ
の
女
性
の
み
で
は
な

い
。
電
車
内
で
少
年
工
の
傍
に
立
ち
、
「
指
先
で
自
分
の
胃
の
所
を
叩
き
な
が

ら
」
「
一
歩
手
前
で
す
よ
」
と
餓
死
寸
前
の
少
年
工
の
実
情
を
告
げ
る
「
若
者
」

は
、
草
稿
に
お
い
て
は
「
元
気
さ
う
な
若
い
者
」
（
「
草
稿
1
」
）
、
或
い
は
「
二

十
三
四
の
丸
い
顔
し
た
若
者
」
　
（
「
草
稿
2
」
）
　
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
定
稿
で

は
「
二
十
五
六
の
血
色
の
い
い
丸
顔
の
若
者
」
　
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
一

見
ど
う
で
も
い
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
「
二
十
三
四
」
か
ら
「
二
十
五
六
」

へ
と
い
っ
た
僅
か
な
年
齢
変
化
は
一
体
如
何
な
る
必
要
性
に
基
づ
い
た
も
の
だ

ろ
う
か
。

②
以
降
、
電
車
内
の
複
数
の
乗
客
に
よ
っ
て
少
年
工
の
姿
が
と
ら
え
ら
れ
、

人
々
は
彼
に
様
々
に
声
を
掛
け
る
。
そ
こ
に
は
少
年
と
、
そ
の
少
年
を
周
囲
か

ら
見
守
る
（
い
わ
ば
保
護
者
的
立
場
に
あ
る
）
人
々
、
と
い
う
関
係
が
基
本
的

に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
注
目
を
浴
び
て
い
な
が
ら
、
彼

ら
の
誰
に
も
「
十
七
八
歳
」
の
少
年
一
人
救
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
の
提

示
す
る
非
情
な
現
実
が
あ
る
。
そ
し
て
「
う
し
ろ
の
男
」
に
少
年
工
の
様
子
を

知
ら
せ
る
、
こ
の
「
若
者
」
と
は
、
紛
れ
も
な
く
そ
の
少
年
工
を
見
守
る
側
の

一
人
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
少
年
工
に
対
す
る
「
若
者
」
の
位
置
が

意
識
さ
れ
た
時
、
声
を
掛
け
る
人
々
の
中
で
、
お
そ
ら
く
は
最
も
少
年
工
に
近

い
の
で
あ
ろ
う
彼
の
年
齢
は
、
少
年
の
そ
れ
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
微
妙
に
加

齢
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
「
若
者
」
　
の
栄
養
状
態
の

よ
さ
を
思
わ
せ
る
「
血
色
の
い
い
丸
顔
の
」
と
い
う
定
稿
の
形
容
語
は
、
既
に

（10）

指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
「
若
者
」
の
眼
前
に
存
す
る
、
極
限
に
ま
で
や
せ
細
っ
た

少
年
工
の
姿
を
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
措
置
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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ー
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登
場
人
物
に
紘
わ
る
改
変
は
、
更
に
そ
の
セ
リ
フ
や
行
動
に
ま
で
及
ん
で
い

る
。
②
の
場
面
は
、
始
終
陰
鬱
と
も
言
え
る
緊
張
感
を
強
い
る
当
作
品
の
中

で
、
唯
一
明
る
さ
が
見
出
さ
れ
る
場
面
（
或
い
は
作
の
流
れ
、
そ
の
起
伏
の
形

成
か
ら
す
れ
ば
、
「
明
」
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
場
面
）

で
あ
る
が
、
（
私
）
に
「
一
ト
頃
と
は
人
の
気
持
も
大
分
変
っ
て
来
た
」
と
い

う
希
望
あ
る
認
識
を
行
わ
せ
る
、
「
若
者
」
と
「
四
十
位
の
男
」
と
の
荷
物
の

置
き
場
所
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
が
次
で
あ
る
。

「
載
せ
て
も
か
ま
ひ
ま
せ
ん
か
」
と
云
ひ
、
返
事
を
待
た
ず
、
背
中
の

荷
を
下
ろ
し
に
か
か
っ
た
。

「
待
っ
て
下
さ
い
。
載
せ
ら
れ
る
と
困
る
も
の
が
あ
る
ん
で
す
」
若
者

は
自
分
の
荷
を
庇
ふ
や
う
に
し
て
男
の
方
へ
振
返
っ
た
。

「
さ
う
で
す
か
。
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
」

男
は
一
寸
網
棚
を
見
上
げ
た

が
、
載
せ
ら
れ
さ
う
も
な
い
の
で
、
狭
い
所
で
身
体
を
捻
り
、
そ
れ
を
又

背
負
っ
て
了
っ
た
。

若
者
は
気
の
毒
に
思
っ
た
ら
し
く
、
私
と
少
年
工
と
の
問
に
荷
を
半
分

分
け
て
置
か
う
と
云
っ
た
が
、

「
い
い
ん
で
す
よ
。
そ
ん
な
に
重
く
な
い
ん
で
す
よ
。
邪
魔
に
な
る
か

ら
ね
。
お
ろ
さ
う
か
と
思
っ
た
が
、
い
い
ん
で
す
よ
」
さ
う
云
つ
て
矧
刷

草
稿
か
ら
の
書
き
換
え
は
「
四
十
位
の
男
」
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
。
右

引
用
傍
線
部
「
（
…
）
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
、
定
稿
の
「
男
」
　
の
セ

リ
フ
は
「
草
稿
1
」
及
び
「
同
2
」
共
に
な
い
。
草
稿
で
は
い
ず
れ
も
「
さ
う

で
す
か
」
と
い
う
一
語
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
草
稿
1
」
で
は
「
か
ま

ひ
ま
せ
ん
よ
。
軽
い
ん
だ
か
ら
い
い
ん
で
す
」
と
い
う
簡
単
な
セ
リ
フ
が
、
「
草

稿
2
」
に
お
い
て
「
い
い
ん
で
す
。
そ
ん
な
重
く
は
な
い
ん
で
す
よ
。
邪
魔
に

な
る
か
ら
ね
。
下
ろ
さ
う
か
と
思
っ
た
が
、
い
い
ん
で
す
よ
」
と
、
ほ
ぼ
右
定

稿
同
様
の
行
き
届
い
た
セ
リ
フ
に
変
わ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
段
階
で
初
め
て

「
頭
を
下
げ
て
そ
れ
を
断
っ
た
」
と
い
う
「
男
」
　
の
動
作
が
加
わ
る
。
定
稿
は

更
に
そ
の
「
断
っ
た
」
と
い
う
強
い
言
葉
を
消
し
、
「
男
は
軽
く
頭
を
下
げ
た
」

（
右
引
用
傍
線
部
）
と
記
述
す
る
。
セ
リ
フ
も
行
動
も
微
妙
に
変
わ
っ
て
い
く

「
男
」
　
の
造
型
に
は
、
「
見
て
ゐ
て
」
　
「
気
持
よ
く
思
っ
た
」
と
い
う
（
私
）
の

感
想
を
生
む
に
ふ
さ
わ
し
い
、
謙
虚
な
や
り
取
り
、
好
感
の
持
て
る
光
景
の
形

成
が
図
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
示
さ
れ
る
人
々
の
善
意
や
親
切
心
、
或
い
は
そ
れ
に
基
づ
く

人
間
関
係
が
、
気
持
ち
の
い
い
も
の
　
（
明
）
　
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
無
意
識
に
も

我
が
身
を
守
ろ
う
と
す
る
　
（
少
年
工
を
「
肩
で
突
返
」
す
と
い
う
）
（
私
）
の

自
分
本
位
の
行
為
や
、
飢
え
る
少
年
工
に
対
し
て
「
ど
う
す
る
事
も
出
来
な

い
」
と
い
う
（
私
）
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
無
力
さ
、
作
の
行
き
着
く
状
況

の
救
い
の
な
さ
　
（
暗
）
　
は
、
よ
り
際
立
つ
事
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

軽
く
頭
を

見
て
ゐ
て
、
私
は
気
持
よ
く
思
っ
た
。
（
定
稿
）
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ー
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以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
作
中
の
出
来
事
は
、
一
時
の
明
る
さ
を
介
し

な
が
ら
、
そ
れ
故
さ
ら
に
徹
底
し
た
　
「
暗
」
　
へ
と
下
降
し
て
い
く
作
の
展
開

（
（
私
）
の
心
意
の
転
変
）
　
に
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
作
り
か
え
ら
れ
て

い
く
。
そ
の
時
、
登
場
人
物
だ
け
で
な
く
、
（
私
）
の
目
に
留
ま
る
自
然
、
事

物
ま
で
も
が
、
そ
の
姿
を
変
容
さ
せ
る
。
定
稿
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ

て
い
る
。

東
京
駅
の
屋
根
の
な
く
な
っ
た
歩
廊
に
立
っ
て
ゐ
る
と
、
風
は
な
か
つ

た
が
、
冷
え
冷
え
と
し
、
著
て
来
た
一
重
外
套
で
丁
度
よ
か
っ
た
。
連
の

二
人
は
先
に
来
た
上
野
ま
は
り
に
乗
り
、
あ
と
は
一
人
、
品
川
ま
は
り
を

待
っ
た
。

薄
曇
り
の
し
た
空
か
ら
灰
色
の
月
が
日
本
橋
側
の
焼
跡
を
ぼ
ん
や
り
照

ら
し
て
ゐ
た
。
月
は
十
日
位
か
、
低
く
、
そ
れ
に
何
故
か
近
く
見
え
た
。

八
時
半
頃
だ
が
、
人
が
少
く
、
広
い
歩
廊
が
一
層
広
く
感
じ
ら
れ
た
。

遠
く
電
車
の
頭
燈
が
見
え
、
暫
く
す
る
と
不
意
に
近
づ
い
て
来
た
。
（
定

稿
）

草
稿
段
階
で
は
　
「
月
」
は
右
定
稿
の
よ
う
な
「
灰
色
」
　
で
は
な
い
。
そ
こ
で

は
月
は
「
十
日
位
の
月
」
　
（
「
草
稿
1
」
）
、
或
い
は
「
十
日
位
の
白
い
月
」
　
（
「
草

稿
2
」
欄
外
に
「
白
い
つ
き
　
白
い
月
　
し
ろ
い
月
　
し
ろ
い
つ
き
」
と
の
記

述
も
あ
り
）
　
な
の
で
あ
り
、
「
敗
戦
直
後
の
物
心
両
面
に
わ
た
る
暗
た
ん
た
る

〈‖）

世
相
を
象
徴
さ
せ
」
　
（
重
田
保
志
・
下
沢
勝
井
氏
）
る
よ
う
な
月
の
色
　
（
及
び

タ
イ
ト
ル
）
　
は
定
稿
に
お
い
て
、
初
め
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
月
が
「
何
故
か
近
く
見
え
た
」
と
い
う
記
述
は
定
稿
の
み
に
現
れ

る
。
そ
う
し
た
自
己
の
認
識
範
疇
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
の
、
事
物
の
運
動

（
の
把
握
）
は
、
「
電
車
の
頭
燈
」
が
「
不
意
に
近
づ
い
て
」
　
（
草
稿
で
は
い
ず

れ
も
「
急
に
近
づ
い
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
来
る
と
い
う
表
現
と
相
通
じ
、

「
冷
え
冷
え
」
と
し
た
空
気
、
「
薄
曇
り
の
し
た
空
」
、
「
焼
跡
を
ぼ
ん
や
り
照

ら
」
す
「
灰
色
の
月
」
と
い
っ
た
情
景
と
共
に
、
何
か
不
穏
、
不
吉
な
雰
囲
気

を
較
成
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
不
穏
な
空
気
は
、
直
後
に
（
私
）
が
出

会
う
事
と
な
る
「
居
睦
に
し
て
は
連
続
的
な
の
が
不
気
味
に
感
じ
ら
れ
」
る
少

年
工
の
登
場
へ
と
ま
さ
し
く
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
草
稿
1
」
で
の
少

年
工
へ
の
言
及
は
、
「
余
り
烈
し
く
体
を
揺
す
る
の
を
、
う
る
さ
く
感
じ
」
と

い
う
説
明
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
草
稿
2
」
で
「
居
眠
り
に
し
て
は
あ

ま
り
連
続
的
な
の
で
、
私
は
何
か
気
味
が
悪
い
気
が
し
た
」
と
変
化
し
、
最
後

に
定
稿
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
る
中
で
、
彼
の
様
子
が
更
に
「
不
気
味
」
な
も
の

と
し
て
形
成
さ
れ
た
事
が
分
か
る
。

の
ち
（
④
）
に
（
私
）
が
少
年
工
の
飢
え
に
気
付
き
、
同
情
心
を
抱
い
た
に
も

拘
わ
ら
ず
、
彼
を
肩
で
突
き
返
し
て
し
ま
う
、
そ
の
行
為
の
伏
線
と
し
て
も
、

作
品
冒
頭
（
①
）
　
で
（
私
）
が
出
会
う
少
年
工
は
「
不
気
味
」
な
存
在
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
を
一
焦
点
と
す
る
、
こ
の
冒
頭
情

景
の
薄
暗
さ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
（
私
）
の
「
暗
澹
た
る
気
持
」
で
結
ば
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れ
る
事
と
な
る
作
の
展
開
、
そ
の
内
容
を
予
兆
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

三

か
く
し
て
、
本
来
な
ら
ば
極
め
て
主
観
的
で
窓
意
的
な
は
ず
の
（
私
）
一
個

の
内
面
劇
は
、
そ
れ
を
正
し
く
導
く
原
因
と
し
て
の
出
来
事
（
情
景
）
　
の
造

型
、
そ
の
顕
現
に
よ
り
、
作
中
で
は
い
わ
ば
必
然
の
結
果
と
化
す
。
そ
う
し
た

（
私
）
の
心
意
と
限
り
な
く
同
義
に
近
づ
い
た
と
も
言
え
る
描
写
が
立
ち
上
げ

ら
れ
る
時
、
最
早
そ
れ
と
一
体
化
し
た
か
た
ち
の
（
私
）
の
心
意
は
、
あ
え
て

大
仰
な
身
振
り
で
語
ら
れ
る
　
（
説
明
さ
れ
る
）
　
必
要
性
を
失
っ
て
い
く
。
た
と

え
ば
、
少
年
工
が
「
一
歩
手
前
」
だ
と
知
ら
さ
れ
た
後
（
③
）
、
（
私
）
の
眼
に

映
っ
た
彼
の
姿
が
次
で
あ
る
。

地
の
悪
い
工
員
服
の
肩
は
破
れ
、
裏
か
ら
手
拭
で
継
が
当
て
て
あ
る
。

後
前
に
被
っ
た
戦
闘
帽
の
廟
の
下
の
よ
ご
れ
た
細
い
首
筋
が
淋
し
か
っ
た
。

少
年
工
は
身
体
を
揺
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
窓
と
入
口
の
問
に
あ
る

一
尺
程
の
板
張
に
し
き
り
に
頬
を
擦
り
つ
け
て
ゐ
た
。
そ
の
様
子
が
如
何

に
も
子
供
ら
し
く
、
ぼ
ん
や
り
し
た
頭
で
板
張
を
誰
か
に
仮
想
し
、
甘
え

て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
風
に
思
は
れ
た
。
（
定
稿
）

右
定
稿
引
用
部
を
指
し
て
、
「
r
痛
ま
し
い
」
と
か
「
哀
れ
j
と
か
い
う
措
辞（13）

は
一
つ
も
な
い
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
」
を
「
示
し
て
い
る
」
（
伊
沢
元
美
氏
）

と
の
読
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
多
く
の
論
者
が
右
叙
述
か
ら
少
年
工
に

対
す
る
（
私
）
の
　
「
同
情
」
を
看
取
す
る
よ
う
に
、
「
首
筋
が
淋
し
」
く
、
誰

か
に
「
甘
え
て
ゐ
る
」
と
の
見
立
て
自
体
が
、
既
に
語
り
手
（
私
）
の
心
の
在

処
を
知
ら
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
草
稿
は
当
該
箇
所
を
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
た
。刊

矧
は
窓
と
入
口
の
戸
の
し
ま
る
所
と
の
間
に
あ
る
、
一
尺
幅
程
の
板

張
り
に
し
き
り
に
頬
を
す
り
つ
け
て
ゐ
た
。
そ
の
様
子
は
ぼ
ん
や
り
し
た

頭
で
何
か
に
甘
え
た
く
板
張
り
に
対
し
て
そ
ん
な
事
を
し
て
ゐ
る
や
う
に

見
え
た
。
矧
矧
け
引
嘲
刹
矧
闇
凰
嘲
叫
村
。
（
「
草
稿
2
」
）

「
如
何
に
も
可
哀
想
」
　
（
傍
線
部
）
と
い
っ
た
直
接
的
な
感
情
語
に
（
私
）
の

心
情
説
明
を
依
存
す
る
右
草
稿
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
先
の
定
稿
の
場
合
の
よ

う
に
少
年
工
へ
の
（
私
）
の
心
意
を
、
本
文
か
ら
読
者
が
読
み
と
る
余
地
が
何

処
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
草
稿
の
叙
述
で
は
「
可
哀
想
」
な
は
ず

の
少
年
工
の
様
子
は
、
そ
れ
程
強
く
読
み
手
に
迫
っ
て
こ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
可
哀
想
」
な
出
来
事
を
描
い
た
上
に
、
更
に
「
可
哀
想
」
と
の
心
情
表
現
を

施
す
拙
さ
は
、
（
私
）
が
少
年
工
を
突
き
返
す
箇
所
（
④
）
　
に
も
見
え
る
。

そ
れ
は
不
意
だ
つ
た
が
、
私
は
後
で
、
ど
う
し
て
自
分
が
そ
ん
な
事
を
し

た
か
不
思
議
に
思
ふ
の
だ
が
、
殆
ど
反
射
的
に
借
り
か
ゝ
つ
て
来
る
刊
側

の
身
体
を
屑
で
突
返
し
た
。
可
哀
相
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
気
拝
を
全
く
裏
切

っ
た
こ
の
働
作
に
は
自
分
で
も
驚
い
た
が
、
そ
の
借
り
か
1
ら
れ
た
時
の

判
例
の
身
体
の
抵
抗
が
非
常
に
軽
か
っ
た
事
で
私
は
尚
子
供
が
可
哀
想
は

割
増
。
（
「
草
稿
2
」
）

↑



そ
れ
は
不
意
だ
つ
た
が
、
後
で
ど
う
し
て
そ
ん
な
事
を
し
た
か
不
思
議
に

恩
ふ
の
だ
が
、
共
時
は
殆
ど
反
射
的
に
借
り
か
か
つ
て
来
た
少
年
工
の
身

体
を
肩
で
突
返
し
た
。
こ
れ
は
私
の
気
持
を
全
く
裏
切
っ
た
動
作
で
、
自

分
で
も
驚
い
た
が
、
そ
の
借
り
か
か
ら
れ
た
時
の
少
年
工
の
身
体
の
抵
抗

が
余
り
に
少
な
か
っ
た
事
で
一
層
気
の
毒
な
想
ひ
を
し
た
。
（
定
稿
）

定
稿
は
　
（
草
稿
）
傍
線
部
を
削
除
の
上
、
「
気
の
毒
な
想
ひ
」
と
い
う
表
現

に
ま
で
（
私
）
の
感
情
の
発
露
を
記
述
の
上
で
は
抑
え
込
み
、
既
に
出
来
事
自

体
か
ら
推
し
量
ら
れ
る
（
私
）
の
心
意
を
、
更
に
解
説
す
る
よ
う
な
賢
言
を
回

避
し
た
。
同
じ
く
草
稿
で
直
接
に
記
さ
れ
た
少
年
工
へ
の
同
情
心
は
、
（
私
）

以
外
の
登
場
人
物
の
様
子
、
セ
リ
フ
中
か
ら
も
撤
退
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
さ
う
で
す
か
」
さ
う
い
っ
て
そ
の
男
も
一
寸
い
た
ま
し
い
と
い
ふ
眼
つ

－

　

　

　

＝
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‖

H

H

H
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ヱ

き
し
て
、
子
供
を
見
ろ
し
た
。
（
「
草
稿
2
」
）

一
、

男
は
一
寸
驚
い
た
風
で
、
黙
っ
て
少
年
を
見
て
ゐ
た
が
、
「
さ
う
で
す

か
」
と
云
っ
た
。
（
定
稿
）

・
「
渋
谷
か
ら
ぢ
や
あ
、
一
ト
廻
り
し
ち
ゃ
っ
た
よ
。
可
哀
想
に
…
…
」
こ

ん
な
事
を
い
ふ
者
が
あ
っ
た
。
（
「
草
稿
2
」
）

一
、

・
「
渋
谷
か
ら
ぢ
や
一
ト
ま
は
り
し
ち
ゃ
っ
た
よ
」
と
云
ふ
者
が
あ
っ
た
。

（
定
稿
）

実
際
、
「
可
哀
想
」
と
は
、
少
年
工
の
実
情
を
知
り
つ
つ
、
彼
を
見
捨
て
る

し
か
な
い
周
囲
の
者
か
ら
、
或
い
は
そ
の
少
年
工
を
肩
で
突
き
返
し
さ
え
す
る

（
私
）
か
ら
漏
れ
る
言
葉
と
し
て
、
余
り
に
軽
率
な
、
甘
す
ぎ
る
感
傷
で
あ
っ

た
ろ
う
。
所
詮
「
い
た
ま
し
い
と
い
ふ
眼
つ
き
」
が
、
少
年
工
の
飢
え
を
何
ら

解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
語
り
手
の
現
実
認
識
は
、
草
稿
に
は
存

し
た
「
ど
う
か
出
来
な
い
も
の
か
と
思
っ
た
」
　
（
「
草
稿
2
」
）
と
い
う
、
（
私
）

の
葛
藤
を
知
ら
せ
る
叙
述
が
抹
消
さ
れ
、
代
わ
り
に
「
弁
当
で
も
持
っ
て
ゐ
れ

ば
自
身
の
気
体
に
や
る
事
も
出
来
る
が
」
　
（
傍
点
を
付
し
た
部
分
が
定
稿
に
出

現
）
と
、
正
確
に
自
身
の
無
力
さ
を
自
覚
し
た
記
述
に
改
め
ら
れ
る
事
に
も
あ

ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
（
私
）
の
最
終
心
意
が
「
暗
澹
た
る
気
持
」
　
（
「
定

稿
」
　
の
み
の
記
述
）
一
点
に
集
約
さ
れ
、
そ
れ
以
上
語
ら
れ
よ
う
と
し
な
い
事

に
も
、
こ
の
作
が
描
く
対
象
世
界
の
厳
し
さ
に
表
現
が
即
応
し
た
様
態
を
見
て

と
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

更
に
言
え
ば
、
草
稿
で
は
③
以
降
、
一
貫
し
て
「
子
供
」
　
（
当
節
引
用
文
中
、

二
重
傍
線
部
で
示
し
た
）
　
と
記
さ
れ
た
呼
称
が
、
定
稿
で
は
全
て
、
「
往
時
を

（14）

思
わ
せ
る
言
葉
」
　
（
遠
藤
祐
氏
）
の
「
少
年
工
」
　
（
或
い
は
「
少
年
」
）
　
に
改
め

ら
れ
、
か
つ
作
品
末
尾
に
は
「
昭
和
二
十
年
十
月
十
六
日
」
　
（
「
昭
和
二
十
年
」

と
い
う
年
号
は
定
稿
で
初
め
て
出
現
）
と
い
う
日
付
が
書
き
込
ま
れ
た
事
に

は
、
一
体
こ
こ
に
展
開
し
た
悲
劇
の
根
幹
は
何
だ
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
、
草

稿
以
上
に
意
識
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

（

1

5

一

「
敗
戦
の
記
念
碑
」
　
（
安
岡
章
太
郎
）
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
も
す
る
「
灰
色
の

月
」
国
有
の
物
語
内
容
を
抜
き
に
し
て
、
定
稿
の
非
情
、
寡
黙
な
語
り
の
有
り



様
は
扱
え
ま
い
。
た
だ
、
よ
り
一
般
的
に
考
え
て
も
「
大
い
な
る
精
神
的
苦
痛

と
か
激
し
い
心
の
動
揺
と
か
を
示
そ
う
と
す
る
時
は
、
反
対
に
」
　
「
七
八
分
通

り
の
表
現
に
止
め
る
」
方
が
、
「
見
物
の
胸
に
訴
え
る
力
が
強
」
く
、
「
多
少
な

り
と
も
哀
傷
的
な
言
葉
が
使
っ
て
あ
」
れ
ば
、
「
必
ず
浅
は
か
な
も
の
に
な
る
」

（16）

（
谷
崎
潤
一
郎
）
事
は
必
定
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
、
志
賀
は
　
「
主
人
持
ち
の
芸
術
は
ど
う
し
て
も
稀
薄
に
な
る
」
事

（17）

を
、
友
人
里
見
　
の
小
説
を
例
に
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

里
見
の
「
今
年
竹
」
と
い
ふ
小
説
を
見
て
、
あ
る
男
が
あ
る
女
の
手
紙
を

見
て
感
激
す
る
事
が
書
い
て
あ
り
、
私
は
里
見
に
そ
の
部
分
の
不
服
を
い

っ
た
事
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
女
の
手
紙
を
見
て
読
者
と
し
て
別
に
感
激

さ
せ
ら
れ
な
い
の
に
主
人
公
の
男
が
切
に
感
激
す
る
の
は
馬
鹿
々
々
し
く
、

下
手
な
書
き
方
だ
と
思
ふ
と
い
っ
た
の
で
す
。
力
を
入
れ
る
の
は
女
の
手

紙
で
、
そ
の
手
紙
そ
れ
自
身
が
直
接
読
者
を
感
動
さ
せ
れ
ば
、
男
の
主
人

公
の
感
動
す
る
事
は
書
か
な
く
て
い
い
と
思
ふ
と
云
つ
た
の
で
す
。
（
昭

和
六
年
八
月
七
日
付
小
林
多
喜
二
宛
書
簡
）

結
果
（
男
の
感
激
）
　
よ
り
も
原
因
（
女
の
手
紙
）
　
に
「
力
を
入
れ
る
」
事
を

（18）

説
く
、
右
の
よ
う
な
方
法
意
識
は
、
ま
さ
し
く
「
灰
色
の
月
」
　
の
改
稿
の
さ
ま

を
も
、
よ
く
説
明
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
人
物
の
心
意
を
尊

く
原
因
と
し
て
の
出
来
事
が
、
そ
れ
と
し
て
十
分
に
提
示
さ
れ
る
事
で
あ
っ

て
、
そ
の
結
果
（
人
物
の
心
意
）
を
殊
更
に
報
告
す
る
事
で
は
な
い
。

「
灰
色
の
月
」
は
、
（
私
）
の
視
野
を
唯
一
と
し
た
、
（
私
）
語
り
に
よ
る
、

（
私
）
の
個
人
的
な
心
意
の
推
移
を
作
の
劇
と
す
る
志
賀
作
品
の
一
典
型
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
人
物
の
年
齢
や
セ
リ
7
、
或
い
は
月
の
色
を
変
え

て
ま
で
、
（
私
）
の
主
観
を
よ
り
正
し
く
導
く
だ
け
の
強
度
を
、
出
来
事
（
風

景
）
自
体
に
持
た
せ
よ
う
と
す
る
描
写
と
、
一
方
で
は
そ
の
出
来
事
が
あ
か
ら

さ
ま
に
人
物
の
主
観
に
色
付
け
ら
れ
る
事
を
煉
う
、
語
り
の
抑
制
が
あ
っ
た
。

当
作
に
対
す
る
「
無
類
の
表
現
力
」
、
「
生
得
と
も
言
う
べ
き
リ
ア
リ
ズ
ム
」
、

或
い
は
「
選
び
抜
い
た
一
語
、
こ
れ
以
上
な
く
真
に
迫
っ
た
描
写
」
　
（
紅
野
敏

（D－

郎
氏
）
と
の
評
言
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
、
主
観
の
客
観
化
を
図
る
表
現
機

構
が
、
実
際
、
十
全
に
機
能
し
て
い
る
さ
ま
を
指
し
示
す
言
葉
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
但
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
機
構
は
決
し
て
容
易
に

実
現
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
仮
に
、
三
好
行
雄
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
本
質
を

表
現
す
る
に
必
要
な
実
質
だ
け
を
直
観
す
る
明
敏
な
感
受
性
」
が
志
賀
に
備
わ

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
本
質
」
を
「
表
現
」
と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
る

も
の
は
、
僅
か
な
記
述
を
め
ぐ
っ
て
書
き
換
え
を
重
ね
る
、
地
道
な
試
行
錯
誤

の
繰
り
返
し
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

周
知
の
事
で
あ
ろ
う
が
、
「
灰
色
の
月
」
を
昏
く
当
時
の
志
賀
は
、
自
ら
「
特

攻
隊
再
教
育
」
　
（
昭
2
0
・
1
2
・
1
6
「
朝
日
新
聞
」
）
を
投
稿
す
る
な
ど
、
「
銅
像
」

（
昭
2
1
・
1
r
改
造
」
）
、
「
鈴
木
貫
太
郎
」
　
（
原
題
「
新
町
随
筆
」
昭
2
1
・
3

r
展
望
j
）
、
「
天
皇
制
」
　
（
昭
2
1
・
1
「
婦
人
公
論
j
）
、
「
国
語
問
題
」
　
（
昭
2
1
・



4
r
改
造
j
）
、
「
一
年
目
」
　
（
昭
2
1
・
8
・
1
2
r
毎
H
新
聞
」
）
と
い
っ
た
矢
継

ぎ
早
な
発
言
の
な
か
で
、
時
局
へ
の
強
い
不
満
と
要
望
を
公
に
し
て
い
た
。
そ

こ
に
は
、
た
と
え
ば
「
第
二
の
東
条
英
機
に
出
ら
れ
る
や
う
な
事
」
　
の
　
「
予
防

策
と
し
て
」
、
「
今
、
吾
々
が
彼
に
感
じ
て
ゐ
る
卑
小
な
る
東
条
英
機
を
如
実
に

表
現
し
た
銅
像
を
建
て
る
が
い
い
」
　
（
「
銅
像
」
）
と
い
っ
た
、
「
一
見
具
体
的
で

（却）

あ
っ
て
実
は
実
際
的
で
な
い
」
　
（
吉
田
勲
生
氏
）
と
受
け
と
ら
れ
る
よ
う
な
提

言
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
半
ば
憤
り
に
ま
か
せ
て
無
謀
を
言
う
志
賀
の

姿
は
、
広
津
和
郎
が
戦
時
中
の
体
験
を
証
言
し
た
中
で
の
、

「
こ
の
戦
争
を
何
と
か
し
て
早
く
止
め
さ
せ
る
方
法
は
な
い
も
の
か
。
わ

れ
わ
れ
は
も
う
年
に
不
足
は
な
い
か
ら
一
人
づ
つ
出
て
行
っ
て
、
こ
の
戦

争
の
不
合
理
を
怒
鳴
っ
て
、
順
々
に
撃
た
れ
て
死
ぬ
か
。
順
々
に
み
ん
な

が
出
て
行
っ
た
ら
少
し
は
効
果
が
あ
り
は
し
な
い
か
」
な
ど
と
志
賀
さ
ん

は
云
ひ
出
す
事
が
あ
っ
た
。
（
「
志
賀
直
哉
の
一
面
」
昭
2
4
・
4
『
文
学
会

読」）

と
い
っ
た
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
灰
色
の
月
」
　
の
草
稿
を
含

む
手
帳
に
は
、
志
賀
自
身
、
栄
養
失
調
に
陥
っ
た
状
況
、
当
時
の
食
糧
事
情
が

詳
細
に
記
さ
れ
、
「
兎
に
角
食
糧
は
何
ん
と
い
っ
て
も
一
番
痛
切
な
問
題
だ
け

に
重
点
的
に
努
力
し
て
早
く
解
決
し
て
欲
し
い
」
と
い
っ
た
、
作
の
舞
台
、
そ

の
背
景
に
直
結
す
る
要
求
が
繰
り
返
し
古
き
付
け
ら
れ
て
も
い
た
。
ま
た
、
敗

戦
前
か
ら
国
内
混
乱
防
止
の
た
め
の
懇
談
会
（
三
年
会
）
　
に
出
席
し
て
い
た
彼

は
、
日
本
が
多
く
の
餓
死
者
を
出
す
で
あ
ろ
う
事
を
、
早
く
か
ら
知
ら
さ
れ
る

（21）

立
場
に
も
あ
っ
た
。
短
編
と
は
い
え
、
本
来
遅
筆
の
志
賀
が
出
来
事
か
ら
一
ケ

月
足
ら
ず
で
「
灰
色
の
月
」
を
古
き
上
げ
た
原
動
力
は
、
そ
の
辺
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
危
機
意
識
（
動
機
）
を
も
っ
て
し
て
も
、
空
手
で
そ
れ

を
作
品
、
芸
術
と
し
て
昇
華
さ
せ
る
事
は
出
来
な
い
。
「
灰
色
の
月
」
は
、
社

会
的
な
問
題
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
振
り
か
ざ
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
個
人

の
痛
み
と
し
て
そ
れ
を
提
示
す
る
事
で
、
単
純
な
世
相
批
判
に
終
わ
ら
ぬ
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
あ
る
、
描
か
れ
る
べ
き
対
象

世
界
は
専
ら
（
私
）
の
主
観
を
基
軸
に
取
捨
選
択
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
、
そ

の
主
観
の
客
観
性
は
描
写
と
語
り
の
両
面
か
ら
、
絶
え
ず
点
検
、
補
強
さ
れ
て
一

初
め
て
定
着
に
至
る
よ
う
な
工
程
は
、
志
賀
作
品
の
多
く
に
通
底
す
る
も
の
と
　
1
0

考
え
ら
れ
㌔
た
だ
、
そ
う
し
た
表
現
を
、
志
賀
の
小
説
が
「
天
特
色
と
し
て
一

身
に
ま
と
う
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
明
治
末
期
の
彼
の
初
期
小
説
（
主
に

r
白
樺
」
発
刊
以
前
の
未
定
稿
）
　
に
ま
で
大
き
く
遡
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

写
生
文
、
平
面
描
写
、
一
元
描
写
と
い
っ
た
同
時
代
理
念
と
の
影
響
関
係
と
絡

め
て
、
志
賀
の
表
現
特
徴
の
起
源
を
見
極
め
る
事
は
、
近
代
文
学
史
上
、
表
現

史
上
の
大
き
な
課
題
と
し
て
依
然
、
残
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
そ
う
し
た
分
析
の
一
布
石
と
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
一
般
に
呼
ば
れ

る
、
志
賀
の
表
現
機
構
の
生
成
過
程
、
そ
の
具
体
相
を
、
晩
年
の
一
作
、
そ
の

草
稿
か
ら
定
稿
へ
の
変
容
の
な
か
に
見
た
も
の
で
あ
る
。



注
「
灰
色
の
月
」
の
定
稿
は
r
世
界
」
初
出
に
、
草
稿
、
手
帳
、
書
簡
、
日
記
の
引
用
は
、

菊
判
r
志
賀
直
哉
全
集
」
　
（
昭
4
8
・
5
～
昭
5
9
・
7
　
岩
波
書
店
）
　
に
拠
っ
た
。
但
し
ル
ビ

は
省
略
し
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
1
）
　
「
仮
構
の
（
私
）
－
r
暗
夜
行
路
】
志
賀
直
哉
」
　
（
昭
4
0
・
3
～
8
・
1
1
・
1
2
　
r
国

文
学
解
釈
と
鑑
質
し
（
r
三
好
行
雄
著
作
集
第
五
巻
　
作
品
論
の
試
み
」
平
5
・
2

筑
摩
雷
房
）
所
収
）

（
2
）
　
「
短
編
小
説
－
「
灰
色
の
月
」
を
中
心
と
し
て
－
」
　
（
昭
3
7
・
3
「
島
根
大
学
論
集

（
人
文
科
学
）
」
第
1
1
号
）
、
及
び
「
「
灰
色
の
月
亡
　
（
昭
6
2
・
1
「
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
ヒ

（
2
）
　
「
r
灰
色
の
月
」
序
説
－
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
－
」
　
（
平

8
・
3
r
愛
知
教
育
大
学
大
学
院
国
語
研
究
し
第
4
号
）
。
吉
田
氏
は
「
リ
ア
リ
ズ

ム
の
達
成
は
評
価
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
検
証
は
お
お
ま
か
な
ま
ま
で
止
ま
っ
て

い
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）
　
志
賀
自
身
「
あ
の
通
り
の
経
験
を
し
た
」
　
（
「
続
々
創
作
余
談
」
昭
3
0
・
6
　
「
世

界
」
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
日
及
び
同
月
九
日
に
志
賀
直
哉

を
訪
問
し
た
本
多
秋
五
氏
は
、
両
日
共
に
「
電
車
の
な
か
で
餓
死
し
か
か
っ
て
い

る
子
供
を
み
た
事
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
丸
の
内
会

館
か
ら
帰
る
途
中
で
み
た
、
そ
の
対
照
で
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
」
　
（
昭
3
5
・
1
2

r
物
語
戦
後
文
学
史
」
新
潮
社
）
　
と
聞
か
さ
れ
た
事
を
証
言
し
て
い
る
。
「
手
製
の

カ
レ
ン
ダ
ー
の
余
白
に
書
き
入
れ
た
」
　
（
紅
野
敏
郎
「
編
集
後
記
」
菊
判
全
集
第
十

一
巻
）
　
形
式
の
志
賀
の
昭
和
二
十
年
の
日
記
を
み
る
と
、
確
か
に
十
月
十
六
日
の

項
に
「
丸
の
内
会
館
」
と
の
記
入
が
あ
る
。
ま
た
、
十
一
月
十
四
日
の
項
に
は
「
同

心
会
（
岩
波
）
一
時
半
」
と
共
に
「
〆
切
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
　
（
翌
年
一
月
発

表
の
　
r
改
造
j
　
の
締
め
切
り
は
十
二
月
五
日
）
。
よ
っ
て
、
十
一
月
十
四
日
が
r
世

界
」
　
の
原
稿
の
締
切
で
あ
り
、
本
多
氏
の
証
言
を
合
わ
せ
て
十
ロ
マ
十
三
日
の
問

に
定
稿
が
古
か
れ
た
も
の
と
稿
者
は
推
定
し
た
。

（
5
）
紅
野
敏
郎
「
霜
集
後
記
」
　
（
菊
判
全
集
第
八
巻
）
　
の
推
定
に
従
う
。

（
6
）
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
（
昭
2
・
4
～
6
、
8
r
改
造
」
（
r
芥
川
龍
之

介
全
集
　
第
十
五
巻
」
平
9
・
1
　
岩
波
軒
店
）
所
収
）

（
7
）
無
論
、
こ
れ
に
は
例
外
も
あ
る
。
特
に
聞
き
手
を
作
中
に
設
定
す
る
よ
う
な
小
説

形
式
で
は
、
物
語
ら
れ
る
内
容
そ
の
も
の
に
読
者
の
注
視
が
促
さ
れ
、
そ
の
筋
立

て
の
持
つ
牽
引
力
に
、
よ
り
重
き
が
置
か
れ
る
事
と
な
る
。
具
体
的
に
は
「
濁
っ

た
頭
」
　
（
明
朗
・
4
「
白
樺
」
）
、
「
襖
」
　
（
明
4
4
・
1
0
r
白
樺
】
）
、
「
佐
々
木
の
場
合
」

（
大
6
・
6
r
黒
潮
」
）
、
「
挿
話
」
　
（
大
1
1
・
7
r
先
駆
ヒ
、
「
冬
の
往
来
」
　
（
大
1
4
・

1
「
改
造
ヒ
等
が
そ
の
構
造
に
該
当
す
る
。

（
8
）
　
「
私
小
説
作
家
と
し
て
の
志
賀
直
哉
」
（
昭
1
9
・
6
r
志
賀
直
哉
研
究
し
河
出
昏
房
）

（
9
）
　
注
3
に
同
じ

（
1
0
）
長
谷
川
英
司
氏
に
「
「
血
色
の
い
い
丸
顔
の
若
者
」
と
、
栄
養
失
調
の
r
少
年
工
ヒ

と
が
「
対
照
的
な
存
在
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
　
（
「
志
賀
直
哉

「
灰
色
の
月
」
　
に
お
け
る
描
写
の
方
法
－
草
稿
と
決
定
稿
の
対
比
を
通
し
て
－
」
平

1
1
・
1
2
r
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
第
9
号
）
。

（
1
1
）
　
「
灰
色
の
月
」
　
（
昭
4
3
・
2
「
作
品
研
究
　
志
賀
直
哉
の
短
編
」
古
今
書
院
）

（
1
2
）
伊
沢
元
美
氏
に
「
「
風
は
な
か
っ
た
が
、
冷
え
ぐ
と
し
」
と
い
う
描
写
は
こ
の

短
編
の
、
r
私
」
　
の
心
を
暗
澹
と
さ
せ
る
内
容
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
の

指
摘
が
あ
る
　
（
往
2
に
同
じ
）
。

（
1
3
）
　
注
2
に
同
じ

（
1
4
）
「
「
灰
色
の
月
」
（
志
賀
直
哉
）
」
　
（
平
元
・
4
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
）
。
ま
た
、

高
口
智
史
氏
に
「
少
年
工
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
「
戦
争
の
被
害
者
と
し
て
の

少
年
の
視
点
か
ら
戦
争
を
照
射
す
る
こ
と
も
出
来
」
る
と
い
う
「
こ
と
ば
の
櫻
能

の
メ
リ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
（
「
「
灰
色
の
月
j
論
－
志
賀
直
哉
と
（
戦

後
V
I
」
　
（
平
5
・
4
r
近
代
文
学
研
究
し
第
1
0
号
）
。
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（
1
5
）
　
r
志
賀
直
哉
私
論
」
　
（
昭
4
3
・
1
1
　
文
芸
春
秋
）

（
1
6
）
　
「
文
章
読
本
」
　
（
昭
9
・
1
1
　
中
央
公
論
社
）
。
但
し
、
引
用
は
中
公
文
産
改
版

（
平
7
・
2
）
　
に
拠
っ
た
。

（
1
7
）
志
賀
直
哉
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
女
の
手
紙
」
と
は
、
「
今
年
竹
」
　
（
大
1
3
・
1

～
1
5
・
1
2
r
苦
楽
」
）
後
篇
第
十
一
章
に
お
い
て
、
春
代
（
女
）
が
志
村
（
男
）
　
に

宛
て
た
手
紙
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
小
林
多
喜
二
宛
の
書
簡
に
お
け
る
「
大

衆
を
教
へ
る
と
云
ふ
事
が
多
少
で
も
目
的
に
な
っ
て
ゐ
る
所
は
芸
術
と
し
て
は
弱
身

に
な
っ
て
ゐ
る
」
と
の
内
容
は
、
「
主
人
持
ち
の
小
説
を
排
す
る
と
い
ふ
の
は
僕
の

創
作
方
法
の
l
つ
で
あ
り
、
文
学
観
の
基
礎
で
は
あ
る
」
　
（
対
談
「
志
賀
直
哉
氏
の

文
学
縦
横
談
」
昭
1
0
・
1
1
r
文
学
案
内
」
）
、
「
小
説
を
書
く
時
、
君
は
そ
の
作
品
を

通
し
て
自
分
が
社
会
に
働
き
か
け
る
つ
も
り
で
は
駄
目
、
／
　
（
…
）
　
／
最
初
か
ら

君
が
働
く
気
で
吾
い
た
や
う
な
作
品
は
作
品
自
身
、
さ
う
い
ふ
働
き
を
す
る
場
合
、

弱
い
力
し
か
持
っ
て
ゐ
な
い
」
　
（
r
手
帳
1
5
」
　
（
菊
判
全
集
第
八
巻
所
収
、
昭
和
「
二

十
l
年
二
月
十
日
」
　
の
日
付
あ
り
）
、
「
作
品
を
手
段
と
し
て
、
作
者
が
自
分
で
働

く
気
に
な
る
の
は
本
枕
で
な
い
。
作
者
は
謙
虚
な
気
拝
で
一
生
懸
命
に
古
く
、
そ

し
て
働
く
の
は
そ
の
出
来
た
作
品
が
、
勝
手
に
働
い
て
く
れ
る
と
い
ふ
方
が
い
い
。

働
き
か
ら
い
っ
て
も
そ
の
方
が
遥
か
に
よ
き
働
き
を
し
て
く
れ
る
」
　
（
「
随
想
」
昭

2
1
・
4
r
新
U
日
本
文
学
」
）
と
い
っ
た
か
た
ち
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
こ
の
方
法
意
識
に
関
し
て
は
、
志
賀
直
哉
の
文
体
特
徴
と
し
て
「
事
物
そ
の
も

の
に
即
し
よ
う
と
す
る
。
事
物
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
よ
り
も
読
者
が
事
物
の

な
か
へ
と
ぴ
こ
む
こ
と
を
要
求
す
る
」
と
の
波
多
野
完
治
氏
に
よ
る
指
摘
（
r
文
章

心
理
学
」
昭
1
0
・
1
0
　
三
省
堂
（
「
波
多
野
完
治
全
集
　
第
一
巻
」
平
2
・
7
　
小

学
館
）
所
収
）
　
や
、
「
感
動
し
た
こ
と
を
古
く
の
で
は
な
く
、
感
動
し
た
物
（
実

相
・
客
体
）
　
を
描
写
し
た
。
即
ち
、
感
動
を
物
に
語
ら
し
め
た
」
と
い
っ
た
瀬
川

武
美
氏
の
言
及
（
「
志
賀
文
学
に
お
け
る
文
の
長
さ
の
変
化
－
即
物
性
と
の
関
係
に

お
い
て
ー
」
昭
5
9
・
1
2
r
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
」
　
1
9
集
（
町
田
栄
編
r
日

本
文
学
研
究
大
成
　
志
賀
直
哉
」
平
4
・
1
0
　
国
書
刊
行
会
）
所
収
）
　
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
「
灰
色
の
月
」
　
（
昭
5
6
・
5
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
　
第
七
巻
」
角
川
書
店
）

（
2
0
）
　
「
志
賀
直
哉
の
戦
中
戦
後
」
（
昭
5
1
・
3
r
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
し
）

（
2
1
）
志
賀
は
娘
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
で
「
（
…
）
　
最
近
で
は
食
糧
一
番
心
配
だ
、
米

色
々
な
と
こ
ろ
に
頼
ん
で
見
る
が
、
駄
目
だ
、
（
…
）
　
ア
メ
リ
カ
で
は
二
千
万
人
餓

死
者
が
日
本
に
出
来
る
だ
ら
う
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、
此
数
は
恐
ら
く
六
大
郡
市
（
も

一
マ
ヱ

う
大
都
市
と
い
ふ
の
も
変
だ
が
）
　
の
人
口
を
合
は
せ
た
も
の
や
う
に
思
は
れ
る
」

（
昭
和
二
十
年
五
月
十
二
日
付
中
江
寿
モ
子
宛
書
簡
）
と
記
し
て
い
る
。
志
賀
と
同

じ
会
に
参
加
し
て
い
た
武
者
小
路
実
篤
も
、
「
だ
れ
か
が
い
っ
た
」
言
葉
と
し
て
、

「
今
の
ま
ま
で
ゆ
く
と
、
日
本
中
で
餓
死
す
る
の
が
、
米
国
の
計
算
だ
と
三
千
万

人
、
日
本
の
軍
部
の
計
算
だ
と
一
千
万
人
、
ま
あ
そ
の
真
申
の
一
千
五
百
万
人
ぐ

ら
い
が
餓
死
す
る
と
見
る
の
が
事
実
で
し
ょ
う
」
と
聞
か
さ
れ
た
事
を
、
戦
後
、

証
言
し
て
い
る
　
（
「
自
分
の
歩
い
た
遺
」
昭
3
0
・
2
～
1
2
r
読
売
新
聞
」
夕
刊
（
「
武

者
小
路
実
篤
全
集
　
第
十
五
巻
」
平
2
・
8
　
小
学
館
）
所
収
）
。

（
2
2
）
小
塙
に
先
立
ち
、
草
稿
と
定
稿
と
の
記
述
の
差
異
か
ら
志
賀
の
表
現
の
生
成
過
程

を
迫
っ
た
も
の
に
、
拙
稿
「
r
城
の
崎
に
て
」
の
表
現
－
草
稿
r
い
の
ち
」
と
の
比

較
検
討
を
通
じ
て
－
」
　
（
平
1
2
・
9
r
日
本
研
究
」
第
1
4
号
）
が
あ
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
第
十
六
回
広
島
近
代
文
学
研
究
会
（
平
1
2
・
1
2
・
1
6
　
於
広
島
女
子
大

学
）
　
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
加
筆
帽
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

－
　
L
も
お
か
・
ゆ
か
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

12




