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志
賀
直
哉
「
好
人
物
の
夫
婦
」
を
読
む

―
―
信
じ
て
い
た
、
で
も
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
―
―

林
　
　
　
廣
　
親

一
　
は
じ
め
に

　

大
正
六
年
八
月
、『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
「
好
人
物
の
夫
婦
」
は
、
岩
波

版
全
集
の
後

（
1
（

記
で
「
我
孫
子
の
手
賀
沼
の
ほ
と
り
に
住
み
、
永
年
に
わ
た
っ
た

父
と
の
争
闘
が
休
止
し
、
和
解
に
達
し
た
時
点
の
心
境
に
み
あ
っ
た
作
品
」
と

注
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
志
賀
に
お
け
る
調
和
的
気
分
の
兆
し
と
い
う
伝
記
的
事

情
と
重
ね
て
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
「
創
作
余
談
」
に
は
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
智
慧
と
運

命
』
に
感
心
し
、
愚
さ
か
ら
来
る
誤
解
や
意
地
張
り
で
悲
劇
を
作
る
事
が
如
何

に
下
ら
な
い
か
と
い
ふ
事
を
思
ひ
、
そ
れ
か
ら
救
は
れ
る
場
合
の
一
つ
と
し
て

此
小
説
を
書
い
た
。『
智
慧
と
運
命
』
は
永
い
間
よ
く
な
か
つ
た
父
と
の
関
係

に
も
大
変
よ
く
働
い
た
。」
と
あ
る
。
こ
の
自
作
解
説
は
「
和
解
」
で
の
言
及

と
あ
い
ま
っ
て
作
品
観
の
固
着
を
も
た
ら
し
、
そ
の
た
め
に
作
者
自
身
が
言
う

と
こ
ろ
の
「
作
り

（
2
（

物
」
を
分
析
す
る
試
み
が
近
年
ま
で
の
研
究
史
に
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
ぬ
状
態
を
招
い
た
と
言
え

（
（
（

る
。

　

さ
て
、
こ
れ
も
又
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
き
た
〈
自
作
解
説
〉
だ
が
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
小
説
「
和
解
」
の
「
九
」
に
は
「
女
中
の
懐
妊
が
明
か
に
な
つ

た
時
に
、
良
人
は
細
君
に
『
女
中
の
相
手
は
俺
で
は
な
い
よ
』
と
云
ふ
。
す
る

と
細
君
は
其
儘
に
『
あ
あ
、
さ
う
で
す
か
』
と
そ
れ
を
信
ず
る
。
そ
れ
だ
け
が

自
分
は
書
き
た
か
つ
た
。」
と
し
た
上
で
、「
良
人
も
細
君
も
賢
か
つ
た
。
悲
劇

は
た
う
と
う
つ
け
込
み
損
つ
た
。
さ
う
云
ふ
事
を
自
分
は
そ
れ
で
現
は
し
た
か

つ
た
。
少
し
づ
つ
調
和
的
な
気
分
に
な
り
つ
つ
あ
る
自
分
に
は
実
際
の
生
活
で
、

其
儘
に
信
じ
て
い
い
事
を
愚
さ
か
ら
疑
つ
て
、
起
さ
な
く
て
も
い
い
悲
劇
を
幾

ら
も
起
し
て
ゐ
る
の
は
不
愉
快
な
事
だ
と
云
ふ
考
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は

必
ず
し
も
他
人
に
就
い
て
の
考
へ
で
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
だ
つ
た
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
引
用
さ
れ
る
の
は
一
般
に
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
次
の
段
落
に
は
「
自
分
は
然
し
失
敗
し
た
。
若
し
期
日
の
約
束

な
し
の
仕
事
と
し
て
か
か
つ
て
ゐ
た
ら
、
書
直
す
事
で
も
う
少
し
其
気
持
を
出

せ
た
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
が
、
期
日
が
来
た
の
で
そ
れ
は
不
満
の
儘
で
送
つ

て
了
つ
た
。」
と
あ
る
。
作
品
研
究
に
と
っ
て
最
も
注
目
す
べ
き
発
言
で
あ
る

に
相
違
な
い
の
だ
が
、
管
見
の
限
り
先
行
論
で
こ
れ
を
問
題
に
し
た
も
の
は
見

当
た
ら
な
い
。「
其
気
持
」
の
指
す
と
こ
ろ
が
案
外
漠
然
と
し
て
い
て
分
か
り

に
く
い
が
、
要
す
る
に
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
説
く
「
智
慧
」
に
よ
っ
て
夫
婦
の

悲
劇
が
回
避
さ
れ
る
と
い
う
調
和
的
な
主
題
を
も
の
し
た
か
っ
た
が
、
満
足
の
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い
く
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
「
失
敗
」
の

中
身
は
具
体
的
に
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
読
み
を
通
じ
た
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
る
仮
説
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

危
機
が
回
避
さ
れ
「
調
和
的
な
気
分
」
の
内
に
終
わ
る
と
い
う
物
語
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
場
合
、「
細
君
」
の
震
え
が
収
ま
ら
な
い
結
び
の
場
面
は
誰
し
も

気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
物
語
の
流
れ
の
必
然
と
し
て
設

け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、「
失
敗
」
と
い
う
判
断
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

し
た
が
っ
て
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
ど
う
読
む
か
が
作
品
理
解
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
。
た
だ
し
そ
の
際
に
作
者
の
評
価
と
読
者
の
そ
れ
が
同
じ
で
あ
る
必
要

が
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

作
者
に
と
っ
て
「
失
敗
」
作
だ
っ
た
と
し
て
も
作
品
の
価
値
が
そ
れ
で
否
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
の
事
情
と
切
り
離
し
て
読
ん
だ
場
合
も
小
説
と

し
て
自
立
し
う
る
完
成
度
が
あ
れ
ば
よ
く
、
そ
し
て
こ
の
作
品
は
そ
う
し
た
類

の
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
簡
素
を
極
め
た
（
あ
り
て
い
に
言
え
ば
実
も

ふ
た
も
無
い
）「
或
る
親

（
（
（

子
」
が
こ
の
小
説
と
ほ
ぼ
同
時
に
発
表
さ
れ
た
の
は
、

「
好
人
物
の
夫
婦
」
が
所
期
と
は
別
の
テ
ー
マ
を
実
現
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で

は
な
い
か
。
中
期
の
短
編
に
は
読
者
の
反
応
を
意
識
し
た
方
法
が
目
立
つ
も
の

が
多
い
が
、
こ
の
作
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
志
賀
流

の
読
者
サ
ー
ビ
ス
が
過
ぎ
た
作
品
と
も
言
え
る
の
で
、
そ
れ
が
彼
の
い
う
「
失

敗
」
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
者
に
と
っ
て
の
「
失
敗
」

が
読
者
に
は
別
の
意
味
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
読
み
解
き
を
通
じ

て
そ
れ
を
具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

二
　
非
対
称
性
に
つ
い
て

　

深
い
秋
の
静
か
な
晩
だ
つ
た
。
沼
の
上
を
雁
が
啼
い
て
通
る
。
細
君
は

食
台
の
上
の
洋
灯
を
端
の
方
に
引
き
寄
せ
て
其
下
で
針
仕
事
を
し
て
居
る
。

良
人
は
其
傍
に
長
々
と
仰
向
け
に
寝
こ
ろ
ん
で
、
ぼ
ん
や
り
と
天
井
を
眺

め
て
居
た
。
二
人
は
永
い
間
黙
つ
て
い
た
。

　

引
用
は
作
品
冒
頭
の
場
面
で
、
か
つ
て
須
藤
松
雄
が
「
人
と
自
然
と
の
間
に

も
、
人
と
人
と
の
間
に
も
全
く
対
立
、
抗
争
の
無
い
、
劇
的
な
も
の
の
無
い
、

静
か
な
安
ら
ぎ
の
世
界
で
あ

（
5
（

る
」
と
評
し
た
こ
と
で
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
読
み
の
問
題
は
そ
の
後
の
会
話
と
の
脈
絡
に
あ
る
。

細
君
は
良
人
が
余
り
静
か
な
の
で
、
漸
く
顔
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
縫
つ
た

糸
を
扱
き
な
が
ら
、

「
一
体
何
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
？　

そ
ん
な
大
き
な
眼
を
し
て
…
…
」

と
云
つ
た
。

「
考
へ
て
居
る
ん
だ
」

　

余
談
な
が
ら
こ
の
や
り
と
り
を
読
む
た
び
に
島
崎
藤
村
の
「
春
」
の
一
場
面

（
二
十
三
）
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

（
6
（

い
。
実
家
か
ら
戻
っ
た
妻
に
「
奈ど

何う

で
し
た
、
お
仕
事
の
方
は
。
あ
れ
か
ら
何
か
為
さ
い
ま
し
た
か
。」
と
聞
か

れ
た
夫
の
「
青
木
」
が
「
俺
は
考
へ
て
居
た
サ
。」
と
応
え
る
く
だ
り
で
あ
る
。

透
谷
を
モ
デ
ル
に
し
た
「
青
木
」
と
こ
の
「
良
人
」
が
「
考
へ
て
」
い
た
こ
と

は
ず
い
ぶ
ん
違
う
に
し
て
も
、
そ
の
言
葉
は
共
に
他
人
に
は
窺
い
知
れ
ぬ
個
の

内
面
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

　

や
が
て
「
オ
イ
俺
は
旅
行
す
る
よ
」
と
い
う
「
良
人
」
の
唐
突
な
こ
と
ば
に
、
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「
細
君
」
は
「
考
へ
事
だ
な
ん
て
今
迄
そ
ん
な
事
を
考
へ
て
い
ら
し
た
の
」
と

驚
く
。
す
な
わ
ち
小
説
の
冒
頭
で
ま
ず
指
示
さ
れ
る
の
は
、
夫
婦
で
あ
っ
て
も

互
い
の
心
の
内
は
知
り
よ
う
が
な
い
と
い
う
平
凡
だ
が
動
か
し
よ
う
の
な
い
事

実
に
違
い
な
い
。
二
人
の
沈
黙
は
い
わ
ば
同
床
異
夢
の
沈
黙
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
物
語
は
発
端
か
ら
す
で
に
「
劇
的
な
も
の
」
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
し
て

先
走
っ
て
述
べ
る
な
ら
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
の
は
心
の
内
を
見
せ
な
い
夫

と
〈
言
明
〉
を
求
め
続
け
る
妻
の
物
語
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
細
君
」
に
「
お
考
へ
事
」
の
中
身
を
聞
か
れ
た
「
良
人
」
は
、「
半

月
と
一
ㇳ
月
の
間
」
旅
行
し
て
関
西
か
ら
九
州
、
さ
ら
に
朝
鮮
ま
で
足
を
延
ば

す
か
も
知
れ
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
時
間
に
も
行
き
先
に
も
縛
ら
れ
な
い
自
由

気
ま
ま
な
な
一
人
旅
の
計
画
な
の
だ
が
、「
細
君
」
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
そ

の
無
計
画
性
だ
ろ
う
。「
良
人
」
が
一
旦
家
を
後
に
し
た
ら
こ
ち
ら
か
ら
は
連

絡
不
能
で
あ
る
。
旅
の
消
息
は
気
ま
ぐ
れ
な
葉
書
に
で
も
期
待
す
る
ほ
か
無
い
。

「
細
君
」
の
分
が
悪
す
ぎ
る
非
対
称
的
な
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
夫
婦
の

か
た
ち
の
一
端
が
見
え
て
い
る
。

　
「
細
君
」
は
そ
ん
な
旅
行
計
画
自
体
に
反
発
し
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
、「
旅

行
お
し
ん
な
つ
て
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
―
―
い
や
な
事
を
お
し
ん
な
つ
ち
や
あ

い
や
よ
」
と
言
う
。
彼
女
の
言
葉
遣
い
は
結
婚
後
何
年
か
経
た
妻
の
も
の
と
は

と
て
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
作
中
人
物
と
し
て
意
識
的
に
誇
張
さ
れ

た
性
格
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　

二
人
の
や
り
取
り
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
細
君
」
の
意
識
が
「
良

人
」
の
身
勝
手
さ
よ
り
も
、
旅
行
中
に
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
情
事
の
可
能
性

に
す
ぐ
さ
ま
向
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
反
応
も
お
よ
そ
普
通
で
は
な
い

だ
ろ
う
。「
い
や
な
事
を
お
し
ん
な
つ
ち
や
あ
い
や
よ
」
と
言
う
の
に
、「
そ
り

や
あ
請
け
合
は
な
い
」
と
い
う
「
良
人
」
の
答
え
に
対
す
る
反
応
も
特
徴
的
だ
。

　

そ
ん
な
ら
い
や
。
旅
行
だ
け
な
ら
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
自う

家ち

で
淋
し

い
気
を
し
な
が
ら
お
待
ち
し
て
居
る
の
に
貴
方
が
何
処
か
で
今
頃
そ
ん
な

…
…
」
か
う
云
ひ
か
け
て
細
君
は
急
に
、「
も
う
、
い
や
〳
〵
」
と
烈
し

く
其
言
葉
を
は
ふ
り
出
し
て
了
つ
た
。

　
「
馬
鹿
」
良
人
は
意
地
悪
な
目
つ
き
を
し
て
細
君
を
見
た
。
細
君
も
少

し
う
ら
め
し
そ
う
な
眼
で
そ
れ
を
見
返
し
た
。

　
「
細
君
」
の
「
い
や
」
と
い
う
声
は
条
件
反
射
を
思
わ
せ
る
。「
四
」
の
前
半

に
パ
ブ
ロ
フ
の

（
7
（

犬
の
理
論
を
地
で
行
く
よ
う
な
説
明
の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
り
、
読

者
の
連
想
と
響
き
合
う
の
が
面
白
い
。
目
と
目
を
か
わ
す
動
作
の
芝
居
じ
み
た

構
図
に
は
一
種
の
お
か
し
味
が
あ
り
、
二
人
が
自
分
た
ち
の
非
対
称
的
な
関
係

に
な
じ
ん
で
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
者
に
よ
っ
て
意
識

的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
夫
婦
の
か
た
ち
で
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
と
の

関
連
で
見
落
と
せ
な
い
の
は
、「
一
」
の
終
わ
り
方
に
出
て
く
る
「
何
だ
か

段
々
嫉や

き

妬も
ち

が
烈
し
く
な
る
や
う
よ
」
と
い
う
「
細
君
」
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ

れ
は
彼
女
の
性
格
が
生
来
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

暗
示
や
伏
線
の
緻
密
な
連
絡
は
こ
れ
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は

見
か
け
よ
り
ず
っ
と
手
の
込
ん
だ
「
作
り
物
」
で
あ
る
ら
し
い
。

三
　
技
巧
性
に
つ
い
て

　
「
好
人
物
の
夫
婦
」
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
基
線
と
し
て
の
皮
肉
な
偶
然
を
は

じ
め
、
誇
張
、
対
偶
、
逆
ベ
ク
ト
ル
、
連
想
の
促
し
（
例
え
ば
パ
ブ
ロ
フ
の
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犬
）、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
が
会
話
に
よ
る
場
面
を
組
み
込
ん
だ
構
成
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
仕
掛
け
が
あ
る
。
ま
る
で
作
者
が
技
巧
を
凝
ら
す
の
を
楽
し
ん
で
い

る
か
の
よ
う
な
作
品

（
8
（

だ
。

　

旅
行
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
お
い
て
、「
良
人
」
は
「
い
や
な
事
」
を
す
る

可
能
性
を
つ
い
に
否
定
し
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
細
君
」
は
「
貴
方
が
仕
な

い
と
は
つ
き
り
仰
有
つ
て
下
さ
れ
ば
安
心
し
て
お
待
ち
し
て
居
る
ん
だ
け
ど

…
…
男
の
方
つ
て
何
故
さ
う
な
の
？
」
と
言
う
。「
仕
な
い
」
と
い
う
言
明
を

め
ぐ
る
〈
綱
引
き
〉
を
焦
点
化
す
る
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
「
良

人
」
が
女
中
「
瀧
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
俺
ぢ
や
な
い
」
と
言
明
す
る
物
語

の
核
心
を
な
す
出
来
事
と
連
絡
し
て
い
る
。

　
「
一
」
で
の
「
良
人
」
は
「
細
君
」
に
「
私
に
と
つ
て
は
非
常
に
悪
い
わ
」

と
言
わ
れ
る
と
、「
腹
か
ら
そ
れ
に
賛
成
し
て
了
」
い
、「
よ
し
、
も
う
旅
行
は

や
め
た
」
と
言
っ
て
細
君
を
驚
か
す
。
こ
の
「
良
人
」
は
思
い
や
り
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
旅
行
よ
り
も
「
仕
な
い
」
と
言
明
し
な
い
こ
と
の
方
を
選
ぶ

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
二
」
で
の
彼
は
余
儀
な
い
事
情
で
大
阪
に
出
か
け
る

こ
と
に
な
っ
た
「
細
君
」
に
「
つ
い
口
か
ら
で
る
儘
に
、『
俺
も
品
行
方
正
に

し
て
居
る
か
ら
ね
』
と
笑
談
ら
し
く
云
」
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
〈
言
明
の
プ

ロ
ッ
ト
〉
を
意
識
し
た
作
者
の
遊
び
で
、「
良
人
」
の
好
人
物
性
を
思
わ
せ
る

ば
か
り
で
な
く
、「
一
」
で
の
〈
綱
引
き
〉
を
思
え
ば
お
の
ず
と
笑
い
を
誘
わ

れ
る
皮
肉
な
成
り
行
き
で
あ
る
。

　

ま
た
「
一
」
で
は
旅
行
を
中
止
す
る
と
い
う
「
良
人
」
を
気
の
毒
が
っ
た

「
細
君
」
が
「
大
阪
の
お
祖
母
さ
ん
の
所
」「
赤
城
な
ら
」
な
ど
と
提
案
す
る
。

そ
れ
は
し
ば
ら
く
後
の
「
大
阪
の
お
祖
母
さ
ん
の
お
加
減
」
を
め
ぐ
る
短
い
や

り
取
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
が
、
翌
朝
そ
の
大
阪
か
ら
手
紙
が
来
て
「
細
君
」

は
家
を
空
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
良
人
」
で
な
く
「
細
君
」
が
旅
立

つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
思
い
が
け
な
い
逆
転
に
よ
っ
て
「
細
君
」
の
眼
の
届
か

な
い
と
こ
ろ
に
「
良
人
」
が
置
か
れ
る
状
態
が
実
現
し
て
し
ま
う
の
は
こ
れ
ま

た
皮
肉
な
偶
然
で
可
笑
し
い
。
さ
ら
に
そ
の
期
間
が
「
四
週
間
」
で
「
半
月
と

一
ㇳ
月
の
間
」
と
い
う
最
初
の
旅
行
計
画
の
期
間
に
符
合
す
る
の
は
出
来
す
ぎ

な
が
ら
、
た
ま
た
ま
そ
の
不
在
期
間
に
女
中
「
瀧
」
が
妊
娠
し
て
い
た
こ
と
で

夫
婦
の
危
機
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

物
語
的
な
偶
然
の
連
続
に
よ
る
ご
都
合
主
義
の
プ
ロ
ッ
ト
と
言
っ
て
し
ま
え

ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
皮
肉
や
お
か
し
味
の
構
造
的
な
脈
絡
が
あ
る
の
で
、
そ
の

や
り
方
は
小
説
と
し
て
の
欠
点
に
は
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
写
実
小
説
の
リ
ア

リ
テ
ィ
と
は
全
く
違
う
が
、
虚
構
の
活
性
化
に
関
わ
る
志
賀
流
の
方
法
は
緻
密

で
あ
り
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
。
要
す
る
に
作
り
込
ま
れ
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

　
「
細
君
」
の
留
守
中
に
お
け
る
「
良
人
」
と
「
瀧
」
の
関
係
は
「
四
」
で
描

か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
一
」
の
次
の
よ
う
な
会
話
と
の
嵌
合
の
仕
方
が
面

白
い
。「

何
だ
か
段
々
嫉や

き

妬も
ち

が
烈
し
く
な
る
や
う
よ
。
京
都
で
お
仙せ

ん

が
来
た
時
、

貴
方
だ
け
残
し
て
出
掛
け
て
行
つ
た
事
な
ん
か
今
考
へ
る
と
不
思
議
な
や

う
で
す
わ
」

「
あ
れ
は
安
心
し
て
出
掛
け
て
行
つ
た
お
前
の
方
が
余
程
利
口
だ
つ
た
。

お
前
が
出
掛
け
て
行
つ
た
ら
尚
話
も
何な

ん

に
も
無
く
な
つ
て
閉
口
し
た
」

「
で
す
け
ど
、
今
は
到
底
そ
ん
な
事
、
出
来
ま
せ
ん
わ
」

「
俺
が
そ
ん
な
不
安
心
な
人
間
に
見
え
る
か
ね
」
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「
い
い
え
、
貴
方
が
さ
う
だ
と
云
ふ
ん
で
も
な
い
の
よ
」

「
そ
ん
な
ら
先む

か
う方

が
危
い
と
云
ふ
の
か
」

「
そ
れ
も
あ
り
ま
す
わ
」

「
慾
目
だ
ね
、
俺
は
余
り
女
に
好
か
れ
る
方
ぢ
や
な
い
よ
」

　

こ
の
や
り
と
り
は
結
婚
生
活
を
通
じ
て
「
細
君
」
と
「
良
人
」
の
内
部
に
生

じ
た
変
化
の
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
ま
た
新
婚
当
時
の
女

中
「
お
仙
」
と
「
良
人
」
の
話
は
や
が
て
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
「
瀧
」
と
の

〈
事
件
〉
の
皮
肉
な
伏
線
を
な
し
て
い
る
。「
今
は
到
底
そ
ん
な
事
、
出
来
ま
せ

ん
わ
」
と
言
う
「
細
君
」
の
念
頭
に
は
現
在
の
女
中
「
瀧
」
の
存
在
が
あ
る
が
、

「
良
人
」
は
「
俺
は
余
り
女
に
好
か
れ
る
方
ぢ
や
」
な
い
と
「
細
君
」
の
危
惧

を
受
け
流
す
。
し
か
し
「
お
仙
」
の
時
に
つ
い
て
「
お
前
が
出
掛
け
て
行
つ
た

ら
尚
話
も
何な

ん

に
も
無
く
な
つ
て
閉
口
し
た
」
と
い
う
「
良
人
」
は
「
瀧
」
と
二

人
だ
け
の
家
で
は
ど
う
な
っ
た
か
。「
四
」
に
お
い
て
や
や
饒
舌
な
ぐ
ら
い
に

綴
ら
れ
る
「
良
人
」
の
内
省
的
思
考
は
、「
細
君
」
に
対
し
「
瀧
」
と
の
関
係

を
否
定
す
る
言
明
の
困
難
を
思
わ
せ
る
に
十
分
だ
。

四
　「
良
人
」
の
性
格
に
つ
い
て

　
「
何
だ
か
段
々
嫉や

き

妬も
ち

が
烈
し
く
な
る
や
う
よ
」
と
い
う
「
細
君
」
の
言
葉
は
、

「
良
人
」
に
対
す
る
媚
を
含
ん
で
い
る
。「
一
」
の
会
話
で
結
婚
当
初
の
意
識
が

変
化
し
続
け
た
あ
げ
く
に
そ
ん
な
「
細
君
」
が
で
き
あ
が
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ

れ
て
い
た
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
「
四
」
の
前
半
に
は
そ
の
原
因
に
関
わ
る

プ
ロ
ッ
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　

彼
は
結
婚
し
た
時
か
ら
さ
う
云
ふ
事
に
は
自
信
が
な
か
つ
た
。
彼
は
夫そ

れ

を
細
君
に
云
つ
た
。
一
人
で
外
国
へ
行
つ
た
場
合
と
か
、
一
ㇳ
月
或
ひ
は

二
タ
月
位
の
旅
行
を
す
る
場
合
と
か
、
と
云
つ
た
。
其
時
は
細
君
も
或
程

度
に
認
め
る
や
う
な
返
事
を
し
て
居
た
。

　

結
婚
し
た
頃
の
「
細
君
」
の
寛
容
さ
は
「
京
都
で
お
仙せ

ん

が
来
た
時
、
貴
方
だ

け
残
し
て
出
掛
け
て
行
つ
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

も
と
の
彼
女
は
夫
の
行
動
に
常
に
神
経
を
尖
ら
す
よ
う
な
妻
で
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
長
い
旅
行
中
の
情
事
を
容
認
す
る
よ
う
な
貞
操
観
は
当
時
と
し
て
は

ま
ず
世
間
並
み
で
、
夫
に
対
し
比
較
的
無
関
心
で
い
ら
れ
た
、
そ
ん
な
彼
女
が

変
化
し
た
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
良
人
」
が
自
分
の
「
危
険
性
」
を
機
会
あ

る
ご
と
に
吹
き
込
み
続
け
た
結
果
に
違
い
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
も
良
人
は
其
危
険
性
の
自
分
に
あ
る
事
を
半
分
笑ぜ

う

談だ
ん

に
し
て

云
つ
た
。
又
或
時
は
既
に
そ
れ
を
冒
し
て
居
る
や
う
に
も
云
つ
た
。
そ
し

て
後あ

と

の
を
云
ふ
場
合
に
は
知
ら
ず
〳
〵
意
地
悪
い
嫌
が
ら
せ
を
云
ふ
調
子

で
云
つ
て
居
た
。
こ
れ
は
狡
い
事
だ
。
其
場
合
、
彼
で
は
打
ち
明
け
る
事

が
主し

ゆ

で
あ
つ
た
。
然
し
聴
く
者
に
は
厭
が
ら
せ
が
主
で
あ
る
と
解と

れ
る
や

う
に
彼
は
云
つ
て
居
た
。
聴
く
者
に
と
つ
て
厭
が
ら
せ
を
主
と
し
て
感
ず

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
云
は
れ
た
事
実
は
多
少
半
信
半
疑
の
事
が
ら
に
な
る
。

良
人
は
故
意
で
さ
う
す
る
の
で
は
な
か
つ
た
。
知
ら
ず
〳
〵
に
そ
ん
な
調

子
に
な
る
の
だ
。
尤
も
細
君
も
そ
れ
を
露
骨
に
打
ち
明
け
ら
れ
る
事
は
恐

れ
て
ゐ
た
。
自
身
で
も
そ
れ
を
云
つ
て
居
た
。
そ
し
て
最
初
或
程
度
に
認

め
る
や
う
に
云
っ
て
居
た
細
君
も
何
時
と
な
し
に
、
そ
れ
は
認
め
な
い
と

云
ふ
や
う
に
な
つ
た
。

　

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
作
中
も
っ
と
も
説
明
的
な
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
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「
こ
れ
は
狡
い
事
だ
」
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、〈
作
者
〉
は
「
良
人
」
と
は
っ

き
り
距
離
を
置
き
つ
つ
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
「
細
君
」
が
変
化
し
た
経
緯
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
パ
ブ
ロ
フ
の
犬
に
等
し
い
馴
致
の
結
果
に

他
な
ら
な
い
。「
細
君
」
は
「
半
信
半
疑
」
の
結
婚
生
活
に
馴
ら
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。「
良
人
」
の
話
は
事
実
か
ど
う
か
、
内
心
で
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、

つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
思
い
を
強
い
ら
れ
る
月
日
の
う
ち
に
彼
か
ら
目
を
話
せ

な
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
っ
た
。
心
は
絶
え
ず
夫
の
方
を
向
い
て
い
て
、

そ
う
い
う
自
分
に
応
え
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
妻
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ

る
。

　
「
故
意
で
さ
う
す
る
の
で
は
な
か
つ
た
」
や
「
知
ら
ず
〳
〵
」
で
、〈
作
者
〉

は
「
良
人
」
の
行
為
の
無
意
識
性
を
強
調
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
な
の

か
。「
一
」
で
の
旅
行
計
画
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
は
こ
の
「
良
人
」
の
方
便
を

使
え
な
い
類
の
〈
正
直
〉
さ
を
示
し
て
い
た
。
結
婚
当
時
か
ら
の
妻
へ
の
態
度

も
そ
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
あ
る
種
の
〈
正
直
〉
さ
は
、
そ
れ
自

体
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
所
詮
別
人
格
の
「
細
君
」
に

は
共
有
し
が
た
い
意
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
事
実
は
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
求
め

続
け
た
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
自
己
中
心
的
で
厚
か
ま
し
く
愚
か

し
い
行
為
を
無
意
識
に
続
け
て
き
た
わ
け
で
、「
良
人
」
は
自
ら
不
幸
の
種
を

ま
い
て
い
て
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
人
物
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
四
」
で
は
そ
の
後
に
女
中
の
「
瀧
」
に
関
す
る
「
良
人
」
の
気
持
ち
を
語

る
プ
ロ
ッ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
正
直
な
自
己
点
検
と
見
え
て
、
そ

の
饒
舌
さ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
や
は
り
彼
の
徹
底
し
て
自
己
中
心
的
な
感
性

で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
「
咄
嗟
に
彼
の
胸
を
通
り
抜
け
て
い
く
悩
し
い

快
感
」
や
「
底
意
」
を
介
し
て
互
い
に
感
じ
ら
れ
る
そ
れ
の
記
憶
を
た
ど
り
、

根
本
で
変
わ
り
の
な
い
そ
れ
ら
を
「
同
じ
に
云
ふ
事
は
出
来
な
い
」、
な
ど
と

思
っ
て
い
る
。
こ
の
弁
別
癖
は
「
一
」
で
の
旅
行
中
の
情
事
の
可
能
性
と
女
中

と
の
そ
れ
を
分
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
思
考
を
思
い
出
さ
せ
る
が
、「
そ
れ
と

は
又
異
ふ
話
を
し
て
居
る
ん
だ
、
馬
鹿
」「
何
故
？
」「
も
う
よ
さ
う
。
其
話
は

止や
め

だ
」
と
な
っ
た
よ
う
に
「
細
君
」
に
と
っ
て
は
意
味
の
な
い
弁
別
で
あ
る
。

　
「
瀧
」
を
め
ぐ
る
「
良
人
」
の
思
考
は
「
瀧
は
自
分
の
底
意
を
見
抜
い
て
居

る
。
そ
し
て
そ
れ
に
気
味
悪
さ
を
感
じ
て
居
る
。
然
し
気
味
悪
が
り
な
が
ら
尚

其
冒
険
に
或
快
感
を
感
じ
て
る
―
彼
は
実
際
そ
ん
な
気
が
し
た
。
彼
は
自
身
と

共
通
な
気
持
が
瀧
に
も
其
場
合
起
つ
て
ゐ
る
と
思
つ
た
。」
と
い
う
独
り
よ
が

り
な
臆
断
に
ま
で
及
ん
で
い
く
が
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
み
れ
ば
迷
惑
な
こ
と

だ
ろ
う
。「
全
体
瀧
は
ま
だ
処
女
か
し
ら
？
そ
れ
と
も
、」
と
彼
が
首
を
ひ
ね
っ

て
い
た
時
、「
瀧
」
に
は
す
で
に
情
人
が
い
た
の
だ
か
ら
皮
肉
で
あ
る
。
彼
の

思
考
は
や
が
て
「
瀧
」
の
容
貌
や
声
の
好
も
し
さ
に
及
ん
だ
後
に
次
の
よ
う
に

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

彼
は
然
し
瀧
に
恋
す
る
や
う
な
気
持
は
持
つ
て
居
な
か
つ
た
。
若
し
彼

に
細
君
が
な
か
つ
た
ら
そ
れ
は
或
ひ
は
も
つ
と
進
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。

然
し
彼
に
は
家
庭
の
調
子
を
乱
し
た
く
な
い
気
が
知
ら
ず
〳
〵
の
間
に
働

い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
越
え
る
迄
の
誘
惑
を
彼
は
瀧
に
感
じ
な
か
つ

た
。
或
ひ
は
感
じ
な
い
や
う
に
自
身
を
不い

つ
か知

掌
理
し
て
居
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
さ
う
い
ふ
事
も
或
程
度
ま
で
は
出
来
る
も
の
だ
と
彼
は
思
つ
て
ゐ

る
。

　
「
瀧
」
と
の
関
係
に
介
在
し
た
の
は
一
種
の
放
蕩
的
気
分
だ
っ
た
が
、
そ
の
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自
己
完
結
性
を
明
か
し
た
記
述
で
あ
る
。「
不い

つ
か知

掌
理
」
の
振
り
仮
名
は
分
か

り
に
く
い
。「
不
知
」
に
「
い
つ
か
」
と
い
う
読
み
方
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

文
字
通
り
の
意
味
と
し
て
は
〈
無
意
識
に
〉
で
あ
る
。
す
ぐ
前
に
「
知
ら
ず

〳
〵
」
と
あ
る
の
で
使
う
の
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
が
そ
れ
に
近
い
。
し
た
が
っ

て
こ
の
段
落
で
も
「
知
ら
ず
〳
〵
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先

の
引
用
部
分
も
含
め
て
こ
の
語
は
四
度
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
志
賀

の
文
体
に
見
ら
れ
る
〈
重
ね
塗
り
〉
に
よ
る
強
調
手

（
9
（

法
で
あ
り
、「
四
」
を
通

じ
て
浮
上
す
る
の
は
自
己
中
心
、
ま
た
自
己
完
結
的
な
内
面
に
加
え
て
無
意
識

の
〈
狡
さ
〉
を
伴
っ
た
「
良
人
」
の
性
格
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
細
君
」
に
対

し
て
も
「
瀧
」
に
対
し
て
も
「
良
人
」
の
対
人
的
思
考
と
行
動
に
通
底
し
て
い

る
の
は
相
手
の
人
格
に
関
わ
る
鈍
感
さ
で
は
な
い
か
。

五
　
す
れ
違
う
心

　

先
に
引
い
た
よ
う
に
「
和
解
」
の
〈
自
作
解
説
〉
に
は
「
女
中
の
懐
妊
が
明

ら
か
に
な
つ
た
時
に
、
良
人
は
細
君
に
『
女
中
の
相
手
は
俺
で
は
な
い
よ
』
と

云
ふ
。
す
る
と
細
君
は
其
儘
に
『
あ
あ
、
さ
う
で
す
か
』
と
そ
れ
を
信
ず
る
。

そ
れ
だ
け
が
自
分
は
書
き
た
か
つ
た
。」
と
あ
る
。「
良
人
」
が
鶏
の
世
話
を
し

て
い
て
「
ふ
と
妙
な
吐
気
の
声
」
を
耳
に
す
る
「
三
」
以
降
の
大
筋
は
そ
の
通

り
だ
が
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
無
論
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
物
語
は
止
ま
ら

な
い
震
え
と
い
う
「
細
君
」
の
身
体
反
応
で
結
ば
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
先
立

つ
二
人
の
や
り
と
り
に
は
〈
自
作
解
説
〉
の
淡
白
平
明
な
印
象
と
は
異
な
っ
た

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
モ
チ
ー
フ
か
ら
す
れ
ば
幹
に
対
す
る
枝
葉
に
当
た
る

要
素
だ
が
、
小
説
を
具
体
化
す
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
枝
葉
の
方
に
違
い
な
い
。

　
「
相
手
は
俺
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
夫
婦
の
危
機
は
事
実

を
告
げ
な
が
ら
信
じ
て
も
ら
え
ぬ
可
能
性
の
中
に
あ
る
。
事
実
を
告
げ
た
の
に

そ
れ
を
信
じ
て
も
ら
え
ず
、
そ
の
為
に
お
こ
る
悲
劇
と
い
え
ば
、
イ
ソ
ッ
プ
の

い
わ
ゆ
る
「
狼
少
年
」
の

（
（（
（

話
が
お
の
ず
と
想
起
さ
れ
る
が
、
こ
の
小
説
で
は
そ

の
悲
劇
的
結
末
は
回
避
さ
れ
る
。
寓
話
へ
の
通
路
を
思
わ
せ
な
が
ら
世
間
知
を

超
え
る
〈
智
慧
〉
の
発
現
を
描
く
こ
と
で
こ
の
作
品
は
小
説
を
め
ざ
す
の
だ
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
う
し
た
一
種
の
逆
説
へ
の
関
心
は
志
賀
の

「
作
り
物
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

イ
ソ
ッ
プ
の
教
訓
は
嘘
を
戒
め
た
も
の
で
、「
良
人
」
の
行
為
は
無
論
さ
ほ

ど
に
単
純
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
小
説
の
大
小
の
プ
ロ
ッ
ト
も
、
彼
の
こ
と

ば
が
信
じ
ら
れ
に
く
い
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
に
向
け
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
寓
話
の
世
界
と
は
違
い
、「
細
君
」
に
は
そ
れ
が
ま
さ
に
必
要
な
時
に

相
手
の
こ
と
ば
を
素
直
に
信
じ
る
智
慧
が
あ
っ
た
。「
或
る
親
子
」
を
想
起
す

れ
ば
作
品
の
テ
ー
マ
は
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
感
動
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
と

推
定
し
う
る
。
は
た
し
て
そ
れ
は
実
現
さ
れ
た
の
か
。

　
「
良
人
」
に
「
俺
ぢ
や
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
た
細
君
は
「
驚
い
た
や
う
に
顔

を
挙
げ
」
る
。
な
ぜ
驚
く
の
か
。
初
め
て
こ
の
種
の
こ
と
に
関
す
る
掛
け
値
な

し
の
言
明
を
聞
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。「
一
」
で
の
言
明
を
め
ぐ
る
〈
綱
引

き
〉
の
場
面
を
想
起
す
れ
ば
、「
細
君
」
が
驚
く
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

　
「
俺
は
さ
う
云
ふ
事
を
仕
兼
ね
な
い
人
間
だ
が
、
今
度
の
場
合
、
そ
れ
は
俺

ぢ
や
な
い
」
と
言
を
重
ね
ら
れ
て
の
反
応
は
ど
う
か
。「
細
君
は
立
つ
て
ゐ
る

良
人
の
眼
を
凝ぢ

つ
と
見
つ
め
て
居
た
が
、
更
に
其
の
眼
を
中
段
の
的あ

て

も
な
い
遠

い
所
へ
や
つ
て
、
黙
つ
て
居
る
」。
驚
き
の
後
に
彼
女
の
心
に
去
来
し
た
も
の
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は
何
な
の
か
。「
あ
り
が
た
う
」
と
や
っ
と
口
に
し
て
「
大
き
く
開
い
て
居
た

眼
か
ら
は
涙
が
止
途
な
く
流
れ
て
来
た
」
と
い
う
反
応
は
、「
瀧
」
の
相
手
が

「
良
人
」
で
は
な
い
と
分
か
っ
た
安
心
感
だ
け
で
説
明
し
う
る
も
の
と
は
思
わ

れ
な
い
。

　
「
細
君
」
の
感
動
の
主
因
は
「『
そ
れ
を
伺
へ
ば
私
に
は
も
う
何な

ん

に
も
云
ふ
こ

と
は
御
座
い
ま
せ
ん
わ
。
貴
方
が
何
時
そ
れ
を
云
つ
て
下
さ
る
か
待
つ
て
居
た

の
』」
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
女
は
何
よ
り
「
良
人
」
が
「
俺
ぢ

や
な
い
」
と
言
明
し
に
来
て
く
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
作
品
の
作
ら
れ
方

か
ら
見
れ
ば
、「
一
」
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
〈
言
明
の
プ
ロ
ッ
ト
〉
が
こ
こ
で

実
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
同
時
に
見
落
と
せ
な
い
の
は
そ
の
よ
う
な
「
細
君
」
の
心
が
「
良

人
」
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

「
お
前
は
矢や

つ
ぱ張

り
疑
つ
て
居
た
の
か
」

「
い
い
え
、
信
じ
て
居
ま
し
た
わ
。
で
も
、
此こ

つ
ち方

か
ら
伺
ふ
の
は
可
恐
か

つ
た
の
」

「
そ
れ
見
ろ
、
矢
張
り
疑
つ
て
居
た
ん
だ
」

「
い
い
え
、
本
統
に
信
じ
て
居
た
の
」

　
「
細
君
」
の
心
に
は
〈
信
じ
て
い
た
、
で
も
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
〉
と
い
う

思
い
が
あ
る
。
し
か
し
「
良
人
」
は
「
疑
つ
て
居
た
」
と
思
い
込
ん
で
譲
ら
な

い
。
だ
か
ら
危
機
は
回
避
さ
れ
た
の
に
言
い
争
い
が
続
く
の
で
あ
る
。

　
「
嘘
つ
け
、
さ
う
信
じ
れ
ば
、
そ
れ
が
本
統
に
な
つ
て
呉
れ
る
や
う
な

気
が
し
た
ん
だ
ら
う
。
兎
も
角
そ
れ
で
い
い
。
お
前
は
中
々
利
口
だ
。
お

前
は
素
直
に
受
け
入
れ
て
呉
る
だ
ら
う
と
は
思
つ
て
ゐ
た
が
、
若
し
素
直

に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
俺
は
疑
は
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
つ
て
居
た
の

だ
。
然
し
素
直
に
信
じ
て
く
れ
た
の
で
大
変
よ
か
つ
た
。
疑
ひ
出
せ
ば
疑

ふ
種
は
幾
ら
で
も
出
て
来
る
だ
ら
う
し
、
そ
の
為
に
両
方
で
不
愉
快
な
思

ひ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
だ
つ
た
。
俺
は
明
ら
か
な
嘘
は
云
は
な
い

つ
も
り
だ
。
笑
談
や
厭
が
ら
せ
を
云
ふ
時
、
反
つ
て
嘘
に
近
い
事
を
知
ら

ず
に
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、
断
言
的
に
嘘
は
云
は
な
い
つ
も
り
だ

…
…
」

　
「
も
う
仰
有
ら
な
い
で
お
い
て
頂
戴
。
よ
く
解
つ
て
ま
す
」
細
君
は
妙

な
興
奮
か
ら
苛い

ら

々〳
〵

し
た
調
子
で
良
人
の
言
葉
を
遮
つ
た
。

　

長
く
引
用
し
た
が
、「
本
当
に
信
じ
て
居
た
の
」
と
言
う
相
手
に
向
か
っ
て

「
嘘
つ
け
」
と
決
め
付
け
、「
素
直
に
信
じ
て
く
れ
た
の
で
大
変
よ
か
つ
た
」
と

満
足
す
る
「
良
人
」
の
言
葉
は
「
細
君
」
に
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
彼
女
が

最
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
独
り
よ
が
り
な
満
足
は
対
等
の
相
手

と
し
て
「
細
君
」
を
扱
う
の
が
不
得
手
な
性
格
を
よ
く
窺
わ
せ
る
。
さ
ら
に
彼

の
口
を
突
い
て
出
て
来
る
総
括
的
な
言
辞
は
、「
信
じ
」
な
が
ら
「
良
人
」
の

言
明
を
「
待
つ
て
居
た
」「
細
君
」
に
と
っ
て
は
無
駄
な
繰
言
で
、
せ
っ
か
く

の
感
動
を
覚
ま
し
て
し
ま
う
雑
音
に
等
し
い
は
ず
だ
。
彼
女
が
苛
立
つ
の
も
無

理
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
苛
立
ち
は
後
に
く
る
「
震
え
」
と
無
関
係
で
は
な
さ

そ
う
だ
。

　
「
お
前
は
中
々
利
口
だ
」
か
ら
「
素
直
に
信
じ
て
く
れ
た
の
で
大
変
よ
か
つ

た
」
ま
で
の
間
に
「
素
直
に
」
が
三
度
使
わ
れ
て
い
る
。
作
者
の
企
図
し
た

テ
ー
マ
を
作
中
人
物
が
告
げ
て
い
る
に
等
し
い
語
り
か
け
な
の
だ
が
、「
細
君
」

は
「
良
人
」
と
そ
の
感
動
を
共
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
人
の
心
は
す
れ
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違
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
関
谷
一
郎
は
「『
和
解
』
私
読
」
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
志
賀

が
「
心
と
心
の
直
接
に
触
れ
合
ふ
妙
味
」
の
テ
ー
マ
を
繰
り
返
し
選
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
指
摘
し
、「
和
解
」
の
「
九
」
に
お
け
る
〈
自
作
解
説
〉
の
部
分
を

引
い
た
上
で
「
父
子
の
場
合
（「
或
る
親
子
」
筆
者
注
）
も
結
婚
の
許
可
を
め

ぐ
っ
た
同
工
異
曲
の
作
で
あ
り
、
順
吉
の
「
調
和
的
な
気
分
」
の
中
で
思
い
描

か
れ
る
人
間
関
係
の
理
想
像
が
、『
心
と
心
の
直
接
に
触
れ
合
ふ
』
無
葛
藤
な

相
互
理
解
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
結
像
し
て
行
く
。」
と
述
べ
て
い

（
（（
（

る
。
中
期
の

志
賀
文
学
の
核
心
に
関
わ
る
指
摘
に
相
違
な
い
が
、
作
品
が
常
に
モ
チ
ー
フ
に

そ
っ
た
も
の
と
し
て
完
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
夫
婦
の
場
合
、

心
は
一
瞬
直
接
に
触
れ
合
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
「
妙
味
」
が
テ
ー

マ
と
し
て
結
実
し
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
原
因
は
「
良
人
」
の
自
己
中
心
的

な
心
性
を
は
じ
め
と
す
る
夫
婦
の
す
れ
違
い
に
関
わ
る
要
素
が
見
え
す
ぎ
る
作

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

六
　
お
わ
り
に

　

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
流
の
「
智
慧
と
運
命
」
の
テ
ー
マ
を
効
果
的
に
表
現
し
よ

う
と
す
れ
ば
、「
良
人
」
の
言
葉
が
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
事
の
困
難
が
予

想
さ
れ
た
方
が
よ
い
。
そ
の
た
め
の
プ
ロ
ッ
ト
展
開
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に

見
た
と
お
り
だ
が
、
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
「
良
人
」
が
造
型
さ
れ
て
い
く

過
程
で
、
読
み
手
は
「
細
君
」
に
半
信
半
疑
の
心
を
強
い
つ
づ
け
た
「
良
人
」

の
行
為
の
不
当
さ
を
お
の
ず
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
副
次
的

な
産
物
だ
が
夫
婦
間
に
お
け
る
人
格
の
尊
重
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
通
じ
て

い
る
。

　

ま
た
「
良
人
」
の
行
為
が
無
意
識
に
継
続
さ
れ
て
来
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

に
彼
な
り
の
〈
正
直
〉
さ
へ
の
こ
だ
わ
り
が
関
係
し
て
い
た
事
情
は
彼
の
愚
か

さ
を
思
わ
せ
て
し
ま
う
。
作
者
と
の
距
離
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
読
者
は
彼

に
同
情
し
に
く
い
。
人
生
は
所
詮
愚
か
さ
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
小
賢
し
い
人
知
を
超
え
た
「
智
慧
」
が
希
求
さ
れ
る
の
だ
と
了
解
し
よ
う
と

し
て
も
抵
抗
を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
よ
り
も
〈
馴
致
〉
さ
れ
た
「
細
君
」
に

同
情
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
細
君
」
は
同
情
す
べ
き
存
在

で
あ
っ
て
も
愚
か
で
は
な
い
。

　
「
俺
は
明
ら
か
な
嘘
は
云
は
な
い
つ
も
り
だ
。
笑
談
や
厭
が
ら
せ
を
云
ふ
時
、

反
つ
て
嘘
に
近
い
事
を
知
ら
ず
に
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
、
断
言
的
に
嘘
は
云

は
な
い
つ
も
り
だ
…
…
」
と
重
ね
掛
け
る
「
良
人
」
の
こ
だ
わ
り
を
「
細
君
」

は
問
題
に
し
て
い
な
い
。「
も
う
仰
有
ら
な
い
で
お
い
て
頂
戴
。」
と
彼
の
言
葉

を
さ
え
ぎ
る
彼
女
は
、「
良
人
」
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
こ

だ
わ
り
が
自
分
に
と
っ
て
意
味
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
女
に
は
「
良

人
」
の
性
格
が
良
く
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
に
「
智
慧
」
が
必
要
で

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
れ
も
「
智
慧
と
運
命
」
に
関
わ
る
テ
ー
マ
の
妨
げ

と
な
る
要
素
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
「
細
君
」
が
つ
い
に
知
る
こ
と
の
な
い
の
は
自
分
が
置
か
れ

続
け
て
き
た
理
不
尽
な
立
場
で
あ
る
。
彼
女
が
発
す
る
の
は
な
か
ば
媚
を
含
ん

だ
「
い
や
」
と
い
う
言
葉
だ
け
だ
。
そ
れ
は
反
射
的
な
も
の
で
、
自
分
の
人
格

が
子
供
の
よ
う
に
無
視
さ
れ
て
き
た
と
認
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
理
性
や
感
情
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
彼
女
の
存
在
そ
の
も
の
が
そ
の
理
不
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林廣親　志賀直哉「好人物の夫婦」を読む

尽
さ
に
反
応
し
て
い
る
。

　
「
い
ま
〳
〵

0

0

0

0

し
」
い
「
ブ
ル
〳
〵
震
」
え
る
身
体
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
続

け
た
人
格
の
問
題
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
読
め
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
初
め

て
、
妻
は
夫
の
前
に
他
者
と
し
て
出
現
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
二
人
と
も
そ
れ

に
気
づ
か
な
い
で
終
わ
る
。
彼
ら
が
「
好
人
物
の
夫
婦
」
た
る
所
以
を
そ
れ
と

結
ん
で
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

志
賀
の
小
説
に
は
他
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
通
念
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品

は
そ
う
で
な
い
も
の
と
し
て
読
め
る
。
心
の
す
れ
違
い
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
な
が
ら
、
最
後
に
制
御
不
能
な
肉
体
が
現
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
展
開
の
中
で

「
良
人
」
の
自
己
中
心
的
な
感
性
は
お
の
ず
と
相
対
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
ん
な

作
品
が
な
ぜ
出
来
上
が
っ
た
の
か
。「
作
り
物
」
の
魅
力
に
向
け
て
用
い
ら
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
中
で
も
そ
う
し
た
結
果
に
も
っ
と
も
決
定
的
に
関
わ
っ

て
い
る
の
は
、
始
ま
り
と
終
わ
り
に
置
か
れ
た
劇
的
な
会
話
（
対
話
）
の
プ

ロ
ッ
ト
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
小
説
の
戯
曲
的
な
印
象
に
つ
い
て
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
り
、「
一
」
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
、「
五
」
も
多
く
の
部
分
を
対
話
が
占
め

て
い
る
。
要
す
る
に
夫
婦
二
人
で
登
場
す
る
場
面
は
ほ
ぼ
台
詞
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
こ
う
し
た
構
成
に
よ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
図

に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
で
き
そ
う
だ
が
、「
良
人
」
の
言
明
が
素
直
に

通
じ
る
場
面
を
効
果
的
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
が
予
想
し
に
く
い
や
り
と
り
の

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
が
企
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
小
説
に
と
っ
て
地

の
文
は
い
わ
ば
手
綱
で
あ
り
、
そ
れ
を
省
い
た
対
話
の
み
に
よ
る
進
行
は
あ
る

意
味
で
危
険
な
や
り
方
で
あ
る
。
台
詞
に
伴
な
う
表
情
や
し
ぐ
さ
は
読
者
の
想

像
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
先
に
も
触
れ
た
が
、「
一
」
の
終
わ
り
方
に
、「
細
君
」
の
「
何
だ
か

段
々
嫉や

き

妬も
ち

が
烈
し
く
な
る
や
う
よ
。」
と
い
う
台
詞
が
あ
る
。
す
で
に
旅
行
の

話
は
片
付
い
て
い
る
の
に
彼
女
は
ふ
た
た
び
話
題
を
蒸
し
返
そ
う
と
し
て
い
る
。

ひ
と
た
び
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
る
と
「
良
人
」
と
他
の
女
性
の
関
係
を
気
に

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
の
「
細
君
」
は
ど
ん
な
表
情
や
し
ぐ
さ
を
し

た
の
か
。
旅
行
中
に
情
事
を
持
つ
可
能
性
を
否
定
し
な
い
夫
に
向
け
た
台
詞
だ

と
思
い
な
が
ら
、
い
じ
ら
し
い
顔
を
想
像
す
る
と
辟
易
す
る
。「
細
君
」
の
態

度
を
無
意
識
に
「
良
人
」
に
お
も
ね
っ
て
そ
れ
と
気
付
か
な
い
あ
わ
れ
な
女
性

と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
事
実
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
作
中
人
物
と
し

て
評
す
る
な
ら
「
細
君
」
は
そ
の
性キ

ャ
ラ
ク
タ
ー格

を
存
分
に
生
き
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
描
か
れ
方
と
し
て
は
「
良
人
」
と
い
わ
ば
対
等
で
あ
る
。
非
対

称
な
夫
婦
の
か
た
ち
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
物
造
型
は
対
称
的
で
あ
る
点
に
こ

の
作
品
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
対
話
に
よ
っ
て
自

ず
か
ら
が
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
。

　

そ
の
台
詞
を
通
じ
て
「
細
君
」
は
お
の
ず
と
一
個
の
人
格
と
し
て
立
ち
上

が
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
焦
点
と
な
る
べ
き
場
面
の
や
り
と
り
も
「
良
人
は
細

君
に
『
女
中
の
相
手
は
俺
で
は
な
い
よ
』
と
云
ふ
。
す
る
と
細
君
は
其
儘
に

『
あ
あ
、
さ
う
で
す
か
』
と
そ
れ
を
信
ず
る
。
そ
れ
だ
け
が
自
分
は
書
き
た
か

つ
た
。」
と
い
う
具
合
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

作
者
の
評
価
は
ど
う
あ
れ
こ
の
小
説
は
失
敗
作
で
は
な
い
。
夫
婦
と
い
う
も
の

の
本
質
に
関
わ
る
問
題
が
見
え
て
く
る
作
品
に
な
り
え
て
い
る
。
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志
賀
の
中
期
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
作
り
物
」
が
目
立
つ
時
期
で
あ
る
。
そ
の

作
ら
れ
方
を
読
み
解
く
試
み
を
通
じ
た
再
評
価
は
興
味
深
い
課
題
に
違
い
な
い
。

注
1　
『
志
賀
直
哉
全
集　

第
二
巻
』
第
二
刷
一
九
八
三
年
五
月
二
十
日
発
行　

岩
波
書
店
。

以
下
本
文
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

2　

昭
和
二
十
四
年
三
月
、『
作
品
』
に
発
表
さ
れ
た
「
稲
村
雑
談
（
完
）」
の
「
智
慧

と
運
命
」
に
「
我
孫
子
時
代
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
智
慧
と
運
命
』
を
読
ん
で
感

心
し
、
愚
か
さ
か
ら
来
る
悲
劇
の
、
如
何
に
馬
鹿
ら
し
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
、

実
生
活
の
面
で
も
影
響
を
受
け
た
。『
好
人
物
の
夫
婦
」
は
作
り
物
だ
が
、『
和
解
』

の
方
は
実
生
活
と
し
て
影
響
を
受
け
た
。
云
々
」
と
あ
る
。

3　

よ
う
や
く
近
年
に
な
っ
て
夫
婦
の
身
体
に
関
わ
る
宮
越
勉
の
指
摘
「
読
む　

志
賀

直
哉
『
好
人
物
の
夫
婦
』
考
―
身
体
反
応
、
眼
の
ド
ラ
マ
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇

〇
二
年
一
月
）
を
は
じ
め
と
し
、
志
賀
の
夫
婦
小
説
の
系
譜
の
原
点
を
こ
の
作
品
に

見
出
そ
う
と
し
た
唐
沢
聖
月
の
ア
プ
ロ
ー
チ
「
志
賀
直
哉
『
好
人
物
の
夫
婦
』
論
―

夫
婦
を
め
ぐ
る
小
説
の
誕
生
―
」（『
文
芸
研
究
』
第
百
七
号
二
〇
〇
九
年
二
月
）
な

ど
、
作
品
自
体
を
対
象
と
す
る
論
考
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

4　
『
読
売
新
聞
』（
大
正
六
年
八
月
五
日　

日
曜
付
録
）。

5　
『
志
賀
直
哉
の
自
然
』（
昭
和
五
十
四
年
四
月
二
十
五
日　

明
治
書
院
）。

6　
『
春
』
は
明
治
四
十
一
年
四
月
七
日
か
ら
八
月
十
九
日
ま
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に

連
載
さ
れ
た
。
藤
村
の
初
め
て
の
新
聞
小
説
で
あ
る
。
志
賀
が
読
ん
で
い
た
可
能
性

は
高
い
。
引
用
は
『
藤
村
全
集
』
第
三
巻
（
筑
摩
書
房　

一
九
七
六
）
に
よ
っ
た
。

7　

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
ロ
シ
ア
の
イ
ワ
ン
・
パ
ブ
ロ
フ
は
犬
を
使
っ
た
実
験

に
よ
る
条
件
反
射
の
理
論
を
発
表
し
た
。
そ
の
実
験
台
に
な
っ
た
犬
の
こ
と
。
な
あ

お
パ
ブ
ロ
フ
は
こ
の
理
論
に
よ
り
一
九
〇
四
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
け
、
パ
ブ
ロ
フ

の
犬
は
世
界
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

8　
「
女
中
の
懐
妊
が
明
ら
か
に
な
つ
た
時
に
、
良
人
は
細
君
に
『
女
中
の
相
手
は
俺
で

は
な
い
よ
』
と
云
ふ
。
す
る
と
細
君
は
其
儘
に
『
あ
あ
、
さ
う
で
す
か
』
と
そ
れ
を

信
ず
る
」
と
い
う
出
来
事
を
通
じ
て
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
流
の
「
智
慧
」
の
発
現
と

い
う
テ
ー
マ
を
効
果
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
良
人
」
の
言
葉
が
素
直
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
関
係
の
方
が
よ
い
。
け
れ
ど
も
嫉
妬
深
い

「
細
君
」
を
造
型
し
て
、
作
中
で
起
き
た
よ
う
な
い
わ
ば
〈
案
ず
る
よ
り
生
む
が
易

し
〉
の
物
語
を
展
開
し
た
ら
、
ま
こ
と
に
独
善
的
な
小
説
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

テ
ー
マ
の
本
質
が
夢
想
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
或
る
親
子
」
は
そ
れ
を
無
手
勝

流
に
な
ぞ
っ
て
、
だ
か
ら
小
説
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
夢
想
の
小
説
化
に
は
技
巧
が

必
要
な
の
で
あ
る
。

9　

拙
稿
「
志
賀
直
哉
の
文
体
―
覚
書
風
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
一
三
年
一

一
月
）
参
照
。

10　

イ
ソ
ッ
プ
寓
話
は
文
部
官
僚
の
渡
辺
温
に
よ
り
明
治
五
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
訳

出
さ
れ
た
『
通
俗
伊
蘇
普
物
語
』
が
修
身
や
国
語
教
科
書
に
材
を
提
供
し
た
結
果
、

広
く
巷
間
に
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。（
小
堀
桂
一
郎
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
』
昭
53
・
11　

中
公
新
書
）

11　
『
文
学
』（
昭
和
六
二
年
五
月　

岩
波
書
店
）。
引
用
は
池
内
輝
雄
編
『
志
賀
直
哉
・

自
我
の
軌
跡
』（
一
九
九
二
年
五
月
二
八
日　

有
精
堂
）
収
録
稿
に
よ
る
。

（
は
や
し
・
ひ
ろ
ち
か　

本
学
教
授
）
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